
な
ど
は
最
終
決
定
権
を
持
っ
て
い
た
だ

け
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
す

ら
あ
る
。

と
は
い
え
、
彼
ら
の
水
利
事
業
に
よ

っ
て
、
治
水
、
利
水
両
面
か
ら
、
多
く

の
人
の
生
命
が
つ
な
が
れ
た
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
号
で
は

治
水
家
の
間
口
を
広
く
取
っ
た
。

治
水
家
は
、
合
意
形
成
の
達
人
で
あ

り
、
な
お
か
つ
お
金
も
動
か
さ
な
い
と

い
け
な
い
し
、
つ
く
っ
た
シ
ス
テ
ム
が

恒
久
的
に
働
く
仕
組
み
も
構
築
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
要
は
、
決
裁
権
を
持

ち
、
現
場
に
強
い
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で

あ
り
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
の
だ
。

地
域
の
分
断

川
に
は
流
域
が
あ
る
以
上
、
上
流
と

下
流
、
こ
ち
ら
側
と
対
岸
と
い
っ
た
、

利
害
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

幕
藩
体
制
下
で
の
領
国
経
営
と
い
う

狭
い
視
野
の
中
で
は
、
一
方
が
利
を
得

れ
ば
他
方
が
不
利
益
を
被
る
場
合
も
多

く
、
利
害
調
整
に
関
す
る
合
意
形
成
は

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

も
い
い
。
佐
賀
で
は
大
変
な
人
気
者
で
、

町
名
に
ま
で
名
を
残
す
ほ
ど
の
成
富
兵

庫
茂
安
も
、
福
岡
藩
や
対
馬
藩
の
人
た

現
場
に
立
つ

干
潮
時
の
筑
後
川
下
流
に
立
っ
て
、

愕
然
と
し
た
。
水
が
す
っ
か
り
引
い
て
、

川
底
は
ガ
タ
土
と
呼
ば
れ
る
ヌ
タ
ヌ
タ

し
た
泥
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
有
様

は
ま
る
で
干
潟
。
係
留
さ
れ
た
漁
船
も
、

座
礁
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
川
底
の

泥
の
上
に
鎮
座
し
て
い
る
。

し
か
も
﹁
床
固
め
﹂
が
残
る
坂
口
で

満
潮
時
に
見
た
風
景
に
は
、
度
肝
を
抜

か
れ
た
。
上
げ
潮
が
音
を
立
て
て
上
流

に
遡
り
、
見
る
間
に
河
川
敷
を
水
で
満

た
し
て
い
っ
た
の
だ
。

よ
そ
者
に
大
き
な
驚
き
を
も
た
ら
す

こ
ん
な
風
景
も
、
佐
賀
平
野
に
住
む
人

た
ち
に
と
っ
て
は
日
常
茶
飯
事
。
成
富

兵
庫
茂
安
が
腕
組
み
を
し
て
澪
を
睨
む

姿
が
、
一
瞬
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。

治
水
家
の
条
件

甲
州
も
佐
賀
も
扇
状
地
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
な
い
が
、
風
土
は
大
き
く

異
な
る
。
激
し
い
水
勢
と
大
量
の
岩
石

に
悩
ま
さ
れ
た
甲
州
と
、
有
明
海
の
上

げ
潮
に
対
峙
す
る
必
要
が
あ
る
佐
賀
と

で
は
、
そ
れ
相
応
の
対
処
が
求
め
ら
れ

る
の
は
当
然
だ
。

し
か
し
甲
州
に
も
佐
賀
に
も
、
水
が

乏
し
い
上
に
雨
が
降
る
と
す
ぐ
に
大
水

に
な
る
と
い
う
、
厳
し
い
風
土
は
共
通

し
て
い
る
。
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
産
み
の
苦
し
み
が
、
優
れ
た
治
水
術

を
磨
い
た
の
で
あ
る
。

﹁
水
を
制
す
る
も
の
は
国
を
制
す
﹂。

治
水
は
戦
国
時
代
以
降
、
領
国
経
営

の
要
。
そ
れ
は
﹁
領
国
の
仕
置

し
お
き

﹂
と
呼

ば
れ
た
。
成
富
兵
庫
も
武
田
信
玄
も
、

領
国
の
仕
置
と
し
て
水
利
事
業
を
推
進

し
た
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
優
れ
た
治
水
家
も
、
大
規

模
な
土
木
事
業
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に

は
、
現
場
を
動
か
し
た
り
、
図
面
を
引

い
た
り
す
る
実
務
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
必

要
と
し
た
は
ず
だ
。

成
富
兵
庫
も
信
玄
も
、
そ
の
す
ぐ
下

に
は
、
き
っ
と
１
０
０
人
規
模
の
実
務

家
が
い
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
新
田
開
発
で
増
え
た
利
益
の

10
分
の
１
が
も
ら
え
る
分
一
金

ぶ
い
ち
き
ん

目
当
て

の
山
師
の
よ
う
な
人
も
い
れ
ば
、
京

都
・
高
瀬
川
を
開
鑿
し
た
角
倉
了
以
の

よ
う
に
通
航
料
や
倉
庫
料
を
取
っ
て
利

益
を
上
げ
た
商
人
も
い
る
。

だ
か
ら
治
水
家
イ
コ
ー
ル
志
の
高
い

人
、
と
い
う
の
は
当
た
ら
な
い
。
信
玄

経
済
産
業
省
、
と
い
う
よ
う
に
、
水
の

管
理
は
利
用
目
的
ご
と
に
分
断
さ
れ
て

い
っ
た
。

近
代
以
前
の
治
水
家
が
総
合
的
に
川

を
見
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
機
能

を
専
門
的
に
特
化
し
て
見
る
こ
と
で
、

川
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

歴
史
は
風
土
に
育
ま
れ
る

川
が
利
用
目
的
ご
と
に
分
断
さ
れ
て

い
く
中
で
、
治
水
と
い
う
言
葉
か
ら
利

水
が
分
離
し
て
、
治
水
と
い
え
ば
水
害

防
御
と
い
う
意
味
に
狭
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
だ
か
ら
、
治
水
を
語
る
と
き
に

は
、
い
か
に
水
害
を
防
ぐ
か
と
い
う
観

点
か
ら
川
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
弊
害
を
解
消
す
る
た
め
に
、
川

の
役
割
に
環
境
用
水
と
し
て
の
働
き
を

認
め
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
が
、
水

の
機
能
を
上
げ
連
ね
る
の
で
は
な
く
、

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
川
を
総
合
的
に
見

る
視
座
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

柳
川
掘
割
の
再
生
で
広
松
伝
さ
ん
は
、

掘
割
機
能
が
用
水
利
用
だ
け
で
な
い
こ

と
を
訴
え
た
。
掘
割
は
洪
水
防
御
、
貯

水
、
地
盤
沈
下
防
止
、
心
理
的
安
ら
ぎ

な
ど
多
く
の
機
能
を
持
っ
て
い
て
、
単

一
目
的
ご
と
に
分
断
で
き
な
い
総
合
的
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ち
か
ら
は
恨
ま
れ
て
い
た
と
い
う
話
も
、

さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
。

こ
う
し
た
﹁
地
域
の
分
断
﹂
を
解
消

し
た
の
が
、
明
治
政
府
の
誕
生
で
あ
っ

た
。

行
政
の
分
断

近
世
ま
で
は
、
水
利
事
業
と
治
水
家

の
名
前
は
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
に
な
る
と
チ
ー
ム
で

の
仕
事
の
色
彩
が
強
く
な
り
、
誰
某
が

つ
く
っ
た
、
と
は
言
わ
れ
な
く
な
る
。

藩
に
よ
る
領
国
の
仕
置
は
、
明
治
政

府
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
に
な
っ
て
、

近
代
国
家
経
営
に
シ
フ
ト
し
、
治
水
家

は
注
目
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

近
代
国
家
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
た

め
に
、
食
糧
増
産
、
水
害
防
御
、
上
下

水
道
の
整
備
と
い
っ
た
水
に
か
か
わ
る

国
土
整
備
は
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
急

務
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
中
で
、
せ
っ

か
く
流
域
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
水
利
事
業
は
、
再
び
分
断
の
憂
き
目

に
遭
う
こ
と
に
な
る
。

治
水
は
国
土
交
通
省
、
農
業
用
水
は

農
林
水
産
省
、
上
水
道
は
厚
生
労
働
省
、

公
共
下
水
道
は
市
町
村
、
流
域
下
水
道

は
都
道
府
県
、
工
業
用
水
は
環
境
省
と



な
存
在
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
非
常

に
ロ
ー
カ
ル
な
背
景
が
備
わ
っ
て
い
る
。

日
本
の
住
宅
は
、
新
建
材
と
エ
ア
コ

ン
の
登
場
で
、
北
か
ら
南
ま
で
画
一
化

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
川
も
同
じ
よ
う
に
、

地
域
の
特
性
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
土
木

技
術
に
よ
っ
て
、
力
づ
く
で
ね
じ
伏
せ

ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

水
の
利
用
シ
ス
テ
ム
は
、
少
し
ず
つ

手
を
加
え
て
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
だ

か
ら
、
そ
の
土
地
の
事
情
︵
風
土
︶
が

反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
。
地
元
に
ス
ト

ッ
ク
さ
れ
た
歴
史
を
学
ぶ
価
値
は
、
そ

こ
に
あ
る
。

当
セ
ン
タ
ー
が
﹃
里
川
の
可
能
性
﹄

（
新
曜
社
２
０
０
６
）
で
提
案
し
た
の
は
、

治
水
と
利
水
に
守
水
と
い
う
概
念
を
加

え
る
こ
と
だ
っ
た
。
守
水
と
は
、
使
い

な
が
ら
守
る
こ
と
。
水
害
防
御
か
ら
だ

け
で
は
な
く
、
地
元
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ

た
知
恵
も
守
る
対
象
と
考
え
た
い
。

里
川
の
多
様
な
姿
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ

ィ
と
し
て
、
今
号
か
ら
新
連
載
﹁
シ
リ

ー
ズ
里
川
﹂
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

里
川
に
か
か
わ
る
人
材
の
中
に
、
現

代
の
治
水
家
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

れ
ば
願
っ
て
も
な
い
収
穫
で
あ
る
。

地
球
規
模
の
治
水
術

信
玄
堤
の
裏
に
住
ん
だ
﹁
竜
王
河
原

宿
﹂
の
住
人
や
、
ア
オ
取
水
を
担
当
し

た
樋
門
番
の
よ
う
に
、
近
代
以
前
は
、

治
水
に
も
利
水
に
も
﹁
場
﹂
を
知
り
尽

く
し
た
人
た
ち
が
管
理
に
か
か
わ
っ
て

き
た
。

と
こ
ろ
が
管
理
が
行
政
に
移
っ
た
こ

と
で
、
住
人
と
川
は
心
理
的
に
分
断
さ

れ
、
当
事
者
と
し
て
の
意
識
も
消
え
て

し
ま
っ
た
。

中
で
も
、
利
水
意
識
は
特
に
稀
薄
に

な
っ
た
。
水
は
発
電
や
農
業
に
使
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
生
産
物
は
私
た
ち
の

生
活
を
支
え
る
た
め
に
供
さ
れ
て
い
る
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の
だ
か
ら
、
間
接
的
に
恩
恵
に
あ
ず
か

っ
て
い
る
は
ず
だ
。
問
題
は
、
元
を
た

ど
る
と
自
分
に
つ
な
が
る
﹁
流
れ
﹂
が
、

ま
る
で
暗
渠
の
よ
う
に
途
中
で
見
え
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

利
水
と
い
う
と
﹁
景
観
﹂
や
﹁
親
水
﹂

に
留
ま
り
が
ち
に
な
る
の
も
、
そ
れ
が

原
因
だ
。
水
を
大
切
に
す
る
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
、
心
象
風
景
や
遊
び
だ

け
で
は
弱
い
気
が
す
る
し
、
道
徳
観
に

頼
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
水
が
大
切
な
の
か
、
な
ぜ
汚

し
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
、
根
源

的
な
答
え
は
、
健
全
な
水
循
環
を
見
直

す
中
で
こ
そ
発
見
さ
れ
る
。

領
国
の
仕
置
に
欠
け
て
い
た
の
は
、

自
領
の
外
の
利
害
に
配
慮
す
る
こ
と
だ

っ
た
。
水
を
単
一
目
的
で
見
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
幕
藩
体
制
時
代
、
自
領
に
と
っ

て
の
利
益
だ
け
を
見
て
い
た
こ
と
と
同

じ
で
あ
る
。
地
球
温
暖
化
が
将
来
の
大

き
な
懸
念
と
な
っ
た
今
、
一
国
の
仕
置

を
越
え
て
、
地
球
規
模
の
治
水
術
が
い

っ
そ
う
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
こ
れ
か
ら
の
治
水
に
は
、
行

政
に
任
せ
き
り
で
は
な
く
、
で
き
る
こ

と
を
個
人
と
地
域
が
担
っ
て
、
三
者
で

連
携
を
取
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

現
代
の
治
水
家
と
は
、
と
き
に
は
相

反
す
る
利
害
の
調
整
役
と
な
れ
る
人
材

だ
。
そ
し
て
治
水
家
が
残
し
た
統

す
べ

は
、

水
を
統
合
し
て
捉
え
る
手
本
と
し
て
、

多
く
の
知
恵
を
指
し
示
し
て
い
る
。

上：ところどころ水路の側壁を低くして、一定以上の
水をオーバーフローさせる仕掛けを野越しという。蛤
水道は福岡藩の水を佐賀藩が分水嶺を越えて横取りし
たものなのだが、取り過ぎないように野越しを越えた
水は那珂川に戻るようになっている。（27ページ参照）
左：鉄分が多い水は、赤茶けている。一番上流の溜池
があったといわれている場所は、周囲にヤナギの木が
植わっていた。
イラストは島谷先生より提供されたもの




