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（注）機関誌『水の文化』35号（2010年6月発行）の
特集「アクアツーリズム（水 環考）」を参照のこと。

 https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no35/

水
源
の
80
％
が
地
下
水

熊
本
は「
水
の
国
」

　

今
回
の
特
集
は
、
第
４
回
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
水
サ
ミ
ッ
ト
（
以
下
、
水
サ
ミ
ッ
ト
）
の

開
催
地
と
な
っ
た
熊
本
市
に
着
目
す
る
と

こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
水
サ
ミ
ッ
ト

は
当
初
２
０
２
０
年
10
月
に
実
施
さ
れ
る

予
定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
世
界
的
な
感
染
拡
大
で
延
期
。

あ
ら
た
め
て
２
０
２
２
年
４
月
に
実
施
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

10
年
以
上
前
に
な
る
が
、
当
セ
ン
タ
ー

は
機
関
誌
『
水
の
文
化
』
35
号
（
２
０
１
０

年
６
月
発
行
）
の
特
集
「
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ

ム
（
水 

環
考
）」
に
お
い
て
熊
本
県
を
取
り

上
げ
た
（
注
）。
そ
の
な
か
で
、
熊
本
市
に

つ
い
て
は
「
地
下
水
と
共
存
す
る
道
」
を

探
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
数
々
の
施
策
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、「
火
の

国
」
と
し
て
知
ら
れ
る
熊
本
県
は
水
道
水

源
の
約
80
％
を
地
下
水
に
依
存
し
て
い
る

う
え
、「
名
水
百
選
」
に
も
都
道
府
県
別
で

全
国
最
多
タ
イ
と
な
る
８
カ
所
が
選
定
さ

れ
て
い
る
「
水
の
国
」
で
も
あ
る
。
特
に

熊
本
市
を
は
じ
め
と
す
る
11
市
町
村
か
ら

な
る
「
熊
本
地
域
」
で
は
、
立
場
や
利
害

を
超
え
て
、
地
下
水
保
全
と
い
う
一
つ
の

目
標
に
向
か
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
改
め
て
熊
本
の
人
び

と
が
水
を
守
り
育
て
る
た
め
に
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
の
か
、
ま
た

そ
う
し
た
人
び
と
を
つ
な
ぐ
水
と
は
ど
の

よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
を
広
く
探
り
見

つ
め
直
し
て
み
た
。

　

そ
し
て
、
熊
本
に
お
け
る
す
べ
て
の
取

材
を
終
え
、
人
び
と
の
自
然
観
と
教
育
、

地
下
水
流
動
の
見
え
る
化
な
ど
を
通
じ
て

浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
「
み
ん
な
で
つ
な

ぐ
こ
と
」
の
重
要
性
だ
っ
た
。

生
き
て
い
る
大
地
と

「
清
正
公
」の
足
跡

　

熊
本
市
の
中
心
市
街
地
か
ら
車
で
北
東

に
向
か
う
と
、
ほ
ん
の
10
分
ほ
ど
で
阿
蘇

の
外
輪
山
が
見
え
て
く
る
。
天
気
が
よ
け

れ
ば
阿
蘇
五
岳
（
中
央
火
口
丘
群
）
の
一
つ

で
、
も
っ
と
も
活
発
に
活
動
し
て
い
る
中

岳
が
も
く
も
く
と
噴
煙
を
上
げ
て
い
る
様

子
も
遠
望
で
き
る
。
中
岳
は
「
生
き
て
い

る
大
地
」
の
象
徴
と
い
え
る
。

　

阿
蘇
は
、
南
北
約
25
㎞
、
東
西
約
18
㎞
、

周
囲
約
１
２
８
㎞
と
い
う
広
大
な
外
輪
山

の
な
か
に
、
東
か
ら
根
子
岳
、
高
岳
、
中

岳
、
烏
帽
子
岳
、
杵
島
岳
が
連
な
る
阿
蘇

五
岳
で
構
成
さ
れ
る
巨
大
カ
ル
デ
ラ
だ
。

外
輪
山
に
囲
ま
れ
た
平
坦
な
土
地
（
火
口

原
）
は
、
北
側
が
阿あ

蘇そ

谷だ
に

（
阿
蘇
市
）、
南
側

が
南な
ん

郷ご
う

谷だ
に

（
高
森
町
、
南
阿
蘇
村
）
と
呼
ば
れ
、

約
４
・
５
万
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。

　

阿
蘇
で
降
っ
た
雨
や
そ
の
雨
が
浸
透
し

た
地
下
水
を
集
め
た
白
川
は
、
外
輪
山
の

切
れ
目
か
ら
熊
本
平
野
へ
流
れ
出
る
。

　

そ
の
白
川
の
改
修
を
は
じ
め
、
数
々
の

土
木
事
業
で
熊
本
を
つ
く
っ
た
人
物
が
加

藤
清
正
だ
。
今
も
人
び
と
は
親
し
み
を
込

め
て
「
清せ
い
し
ょ
こ

正
公
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。

　

清
正
が
江
戸
時
代
初
期
に
構
想
し
た
の

が
「
上う
わ

井い

手で

」
で
、
実
際
に
改
修
し
た
の

が
「
下し
た

井い

手で

」
と
伝
わ
る
。
１
０
９
水
系

の
取
材
で
お
会
い
し
た
金
子
好
雄
さ
ん
の

紹
介
で
、
大
津
町
の
「
塘と
う

町ま
ち

筋す
じ

」
を
村
下

洋
一
さ
ん
に
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。
村
下

さ
ん
は
大
津
町
文
化
財
保
護
委
員
。
小
学

校
の
教
員
を
務
め
た
地
元
・
大
津
の
人
だ
。

　

村
下
さ
ん
に
よ
る
と
、
上
井
手
と
下
井

手
が
大
津
や
菊
陽
、
合
志
の
原
野
を
穀
倉

地
帯
に
変
え
た
。
そ
し
て
上
井
手
沿
い
に

つ
く
ら
れ
た
集
落
が
塘
町
筋
で
、
参
勤
道

（
豊
後
街
道
）
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
か

つ
て
は
16
万
俵
の
米
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。

　

金
子
さ
ん
と
と
も
に
村
下
さ
ん
と
待
ち

合
わ
せ
た
の
は
「
水
車
物
語
」
と
い
う
カ

フ
ェ
だ
。
地
下
に
は
上
井
手
か
ら
引
い
た

水
が
流
れ
、
復
元
し
た
と
い
う
水
車
が
回

っ
て
い
た
。
店
主
の
松
藤
尚
美
さ
ん
に
よ

る
と
、
復
元
の
き
っ
か
け
は
地
元
の
小
学

生
た
ち
に
「
本
物
の
水
車
を
見
た
い
！
」

「
水
の
国
」熊
本
に
学
ぶ

　
変
わ
る
も
の
、変
わ
ら
な
い
も
の

編
集
部

【文化をつくる】
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1地下水涵養のために水を張った田んぼ。休耕田や端境期の畑地にも水を張る 提供：おおきく土地改良区 2上井手（堀川）に架かる石造りの眼鏡橋で大津町の歴
史について語る村下洋一さん。上井手沿いの通りが「塘町筋」で、旅籠や商家などが軒を連ねる宿駅大津の中心地だった 3約400年前に白川から水を引くため
につくられた「上井手」の取水口。この水は今も大津町や菊陽町で米づくりや野菜栽培に使われている

南阿蘇村から見た阿蘇五岳。左から、杵島岳、
烏帽子岳、中岳、高岳、根子岳が連なる
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と
言
わ
れ
た
こ
と
。
実
は
、
か
つ
て
大
津

に
は
上
井
手
の
水
と
高
低
差
を
活
か
し
た

水
車
が
20
以
上
あ
り
、
精
米
や
製
粉
、
製

材
、
製
油
（
菜
種
油
）
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

水
車
で
米
を
粉
に
し
て
つ
く
る
落
雁
「
銅ど
う

銭せ
ん

糖と
う

」
は
、
明
治
時
代
初
期
に
生
ま
れ
た

郷
土
菓
子
で
、
今
も
町
内
の
３
軒
が
製

造
・
販
売
し
て
い
る
。
村
下
さ
ん
は
、「
井

手
づ
く
り
は
南
郷
谷
の
人
た
ち
が
大
津
に

来
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

水
車
は
明
治
初
期
に
千
葉
県
で
つ
く
ら
れ

た
『
藤
原
式
水
車
』
の
水
車
大
工
を
招
い

て
導
入
し
た
の
で
す
」
と
語
る
。

　

村
下
さ
ん
は
小
学
校
へ
の
出
前
授
業
を

通
じ
て
大
津
の
な
り
た
ち
を
伝
え
、
松
藤

さ
ん
は
子
ど
も
た
ち
の
声
か
ら
生
ま
れ
た

水
車
を
修
理
し
な
が
ら
回
す
。
清
正
由
来

の
上
井
手
と
下
井
手
は
、
そ
う
し
た
人
の

生
き
様
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

大
事
に
し
な
が
ら
寄
り
添
う

次
世
代
へ
の
教
育

　

取
材
先
の
な
か
で
八や
つ

代し
ろ

市し

だ
け
が
球
磨

川
流
域
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
人
も
い

る
と
思
う
。
そ
れ
は
熊
本
で
リ
サ
ー
チ
を

進
め
る
な
か
、
水
環
境
の
体
験
か
ら
次
世

代
育
成
に
取
り
組
む
九
州
屈
指
の
市
民
団

体
が
あ
る
と
聞
い
た
か
ら
だ
。

　

次
世
代
の
た
め
に
が
ん
ば
ろ
会
代
表
の

松
浦
ゆ
か
り
さ
ん
、
副
代
表
の
濱
田
律
子

さ
ん
は
と
て
つ
も
な
く
忙
し
い
。
進
め
て

い
る
イ
ベ
ン
ト
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
話
を

聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
目
が
回
り
そ
う
だ

っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
を
巻
き
込

み
な
が
ら
疾
走
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
さ
が
印

象
的
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
は
松
浦
さ
ん
た

ち
だ
け
で
な
く
、
今
回
お
会
い
し
た
皆
さ

ん
す
べ
て
が
そ
う
だ
っ
た
。
一
時
の
取
材

だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
数
々
の
苦
労
が
あ

る
こ
と
を
承
知
で
言
う
が
「
楽
し
そ
う
」

な
の
だ
。

　

２
０
２
１
年
11
月
27
日
は
月
に
一
度
の

白
川
夜
市
。
薄
暗
い
午
後
５
時
半
で
も
子

ど
も
た
ち
が
は
し
ゃ
い
で
い
る
。
白
川
夜

市
を
手
が
け
る
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る

南
良
輔
さ
ん
が
言
う
。

「
家
族
連
れ
が
多
い
で
し
ょ
？ 

縁
日
み

た
い
な
雰
囲
気
を
つ
く
り
た
い
ん
で
す
。

縁
日
に
連
れ
て
い
く
の
は
親
の
役
目
。
子

ど
も
に
幸
せ
な
記
憶
を
残
す
こ
と
に
な
り

ま
す
か
ら
ね
。
白
川
で
遊
ん
だ
子
ど
も
た

ち
は
、
き
っ
と
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
も

そ
う
す
る
で
し
ょ
う
」

　

準
備
は
大
変
だ
。
前
日
の
午
後
３
時
か

ら
７
時
ま
で
木
に
梯
子
を
か
け
て
登
り
、

照
明
を
く
く
り
つ
け
た
。
飲
み
物
を
ち
ょ

っ
と
置
い
て
お
く
木
の
台
な
ど
も
メ
ン
バ

ー
の
手
づ
く
り
。
当
日
は
出
店
者
が
集
ま

る
前
の
午
前
10
時
に
集
合
。
ず
っ
と
夜
市

の
会
場
に
い
る
。

「
熊
本
市
街
地
に
は
白
川
が
氾
濫
し
た
昭

和
28
年
の
大
水
害
の
記
憶
が
強
く
残
っ
て

い
た
け
れ
ど
、
こ
う
し
て
や
っ
と
少
し
ず

つ
白
川
と
人
び
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
て
き

ま
し
た
」

　

南
さ
ん
は
そ
う
笑
っ
て
見
回
り
に
出
た
。

一
括
り
に
「
教
育
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の

幅
は
広
い
。
学
校
教
育
だ
け
で
な
く
、
子

育
て
や
し
つ
け
も
家
庭
で
の
教
育
で
あ
り
、

企
業
内
に
も
教
育
は
あ
る
。
江
戸
時
代
の

日
本
に
お
い
て
は
、
教
育
と
い
う
漢
語
よ

り
も
、「
お
し
え
る
」「
そ
だ
て
る
」
な
ど

の
和
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
お
し
え
る
」
の
語
源
は
「
愛を

し
む
」
で
、

「
そ
だ
て
る
」
の
語
源
は
「
副そ
い

立た

つ
」
と

さ
れ
る
。
相
手
を
大
事
に
し
な
が
ら
寄
り

添
う
―
―
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
前
段
の
村
下
さ
ん
、
松
藤
さ
ん

も
含
め
て
、
み
ん
な
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で

次
世
代
を
育
て
て
い
る
と
い
え
る
。

「
見
え
る
化
」が
後
押
し
す
る

水
保
全
の
長
期
的
取
り
組
み

『
水
の
文
化
』
35
号
の
記
事
を
改
め
て
読

み
返
す
と
、
こ
の
10
年
あ
ま
り
で
熊
本
市

の
地
下
水
保
全
に
関
す
る
取
り
組
み
の
成

果
が
、
着
実
に
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

そ
れ
を
も
た
ら
し
た
変
化
の
一
つ
に
、

そ
れ
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
熊

本
地
域
の
地
下
水
流
動
経
路
に
関
す
る

「
見
え
る
化
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
嶋
田
純

さ
ん
、
細
野
高
啓
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
く
わ
し
く
伝
え
て
い
る
通
り
、
観
測
手

法
を
は
じ
め
と
す
る
科
学
技
術
の
発
達
で

地
下
水
の
知
ら
れ
ざ
る
経
路
が
明
ら
か
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
地
表
水
と
地
下
水
の
３

次
元
流
動
経
路
（
ｐ
10
）
を
見
る
と
、
ま

る
で
人
体
の
毛
細
血
管
の
よ
う
で
は
な
い

か
。
硝し
ょ
う
さ
ん
た
い
ち
っ
そ

酸
態
窒
素
の
観
測
デ
ー
タ
も
整
っ

て
い
る
。

　

そ
う
し
た
科
学
の
進
歩
に
基
づ
く
客
観

的
な
座
標
が
、
地
下
水
保
全
に
取
り
組
む

39 「水の国」熊本に学ぶ変わるもの、変わらないもの
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工業・建築物用他
農業・水産養殖用
上水道用（家庭や都市生活用）

「日本一の地下水都市・熊本」をアピールするため
にさまざまな施設や仕掛けが施されたJR熊本駅前

熊本市の地下水採取量経年変化

市町村合併に伴い、一時的に増加したものの、全体としては減少傾向にある 提供：熊本市

熊
本
地
域
の

人
た
ち
を
後

押
し
し
て
い

る
と
い
う
功

績
も
ま
た
見

逃
せ
な
い
。

　

熊
本
市
が

地
下
水
涵か
ん

養よ
う

の
た
め
に
相

当
な
予
算
を

確
保
し
、「
協

力
金
」
と
し

て
他
の
市
町

村
に
拠
出
し

て
い
る
の
は

刮
目
す
べ
き

こ
と
だ
。
関

東
地
方
の
自

治
体
職
員
に

確
認
し
た
が
、

こ
れ
は
日
本

で
は
他
に
類

を
見
な
い
し
く
み
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
11

市
町
村
が
行
政
区
域
を
超
え
て
共
同
で
取
り

組
ん
で
い
る
こ
れ
ら
の
施
策
で
、
も
し
も
地

下
水
の
量
が
増
え
な
け
れ
ば
批
判
を
受
け
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
予
算
が
削
ら
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
結
果
が
出
る
ま
で
時
間
が

か
か
る
う
え
、
目
に
見
え
な
い
こ
と
に
挑
む

長
期
的
な
取
り
組
み
を「
見
え
る
化
」し
た
デ

ー
タ
で
評
価
で
き
る
こ
と
は
大
き
い
。
批
判

の
声
を
封
じ
る
だ
け
で
な
く
、
関
係
者
に
正

し
い
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
確
信
と
さ
ら

な
る
施
策
を
講
じ
る
勇
気
を
与
え
る
か
ら
だ
。

人
と
し
く
み
が
変
わ
れ
ば

地
下
水
は
変
わ
ら
な
い

　
熊
本
市
水
保
全
課
の
皆
さ
ん
と
話
を
し
て

い
て
、
感
銘
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

水
質
汚
染
と
硝
酸
態
窒
素
の
よ
う
な
利
害
が

衝
突
す
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
つ
い
て
も
、

「
報
じ
て
構
わ
な
い
で
す
」
と
隠
し
立
て
し

な
い
。
硝
酸
態
窒
素
の
件
で
は
、
熊
本
市
役

所
内
で
水
保
全
課
と
農
政
部
署
が
喧け
ん

喧け
ん

囂ご
う

囂ご
う

や
り
合
っ
た
と
も
聞
い
た
。

　

熊
本
市
と
そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
10
市

町
村
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
手

法
や
し
く
み
を
取
り
入
れ
た
。
旧
態
依
然
を

よ
し
と
せ
ず
、「
変
わ
る
こ
と
」
を
恐
れ
な
い

精
神
の
発
露
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
硝
酸
態
窒
素
に
よ
る
地
下
水
の

質
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
、
熊
本
市
は
２
０

１
９
年
か
ら
堆
肥
セ
ン
タ
ー
を
稼
働
さ
せ
た
。

Ｊ
Ａ
菊
池
は
、
毎
年
数
百
万
円
の
赤
字
を
出

し
な
が
ら
も
有
機
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
を

や
め
な
い
。
こ
れ
ら
は
地
下
水
の
状
態
を
、

こ
れ
か
ら
も
「
変
わ
ら
な
い
」
た
め
に
行
な

っ
て
い
る
の
だ
。

　

哲
学
者
の
内
山
節
さ
ん
は
『
森
に
か
よ
う

道
―
―
知
床
か
ら
屋
久
島
ま
で
』（
新
潮
社 

１

９
９
４
）
で
、
日
本
の
農
林
業
の
破
綻
を
防

ぐ
た
め
に
「
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
社
会
は
、

変
わ
り
ゆ
く
時
間
の
世
界
と
、
変
わ
る
こ
と

な
く
永
遠
に
く
り
返
さ
れ
る
時
間
の
世
界
と

の
、
ど
ち
ら
も
が
守
ら
れ
る
仕
組
み
を
つ
く

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
。
農
林
業
は
自
然
の
力
を
借
り
て
成

り
立
つ
も
の
な
の
で
、
水
保
全
に
置
き
換
え

て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

し
か
も
水
は
み
ん
な
の
も
の
だ
。
生
き
て

い
く
た
め
に
水
が
不
要
な
人
間
な
ど
い
な
い
。

　

阿
蘇
地
域
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て

の
日
本
は
水
の
利
用
者
と
水
の
管
理
者
が
同

じ
だ
っ
た
。
今
は
違
う
。
だ
か
ら
人
の
意
識

も
水
を
守
る
し
く
み
も
つ
く
り
直
す
必
要
が

あ
る
。
大
事
な
も
の
＝
水
を
変
え
な
い
た
め

に
、
自
ら
が
変
わ
る
―
―
そ
れ
が
熊
本
地
域

の
取
り
組
み
の
素
晴
ら
し
い
点
だ
と
思
う
。

水
を
守
る
し
く
み
の
根
幹
を

熊
本
か
ら
世
界
へ
発
信

　

地
下
水
、
湧
き
水
、
川
、
井
手
（
用
水
路
）

な
ど
熊
本
で
い
ろ
い
ろ
な
人
に
話
を
聞
い
た

が
、「
命
の
水
」「
白
川
の
水
だ
け
で
は
全
然

足
り
な
い
」「
地
下
水
盆
が
な
け
れ
ば
市
民
は

生
き
て
い
け
な
い
」
と
い
う
発
言
が
相
次
い

だ
。
取
材
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
熊
本

市
民
に
も
尋
ね
た
が
、「
熊
本
の
水
は
地
下
水

だ
か
ら
お
い
し
い
よ
」
と
誇
ら
し
げ
に
、
う

れ
し
そ
う
に
話
す
人
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

巻
頭
言
「
ひ
と
し
ず
く
」
で
姜
尚
中
さ
ん

が
見
事
に
表
現
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
熊
本

の
人
た
ち
は
噴
煙
を
上
げ
る
中
岳
や
、
街
な

か
を
く
ね
く
ね
と
流
れ
る
白
川
な
ど
生
き
て

い
る
大
地
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
感
じ
ら
れ
る
環

境
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
と
人
間
を
完
全
に
は

切
り
分
け
ず
、
地
下
水
も
そ
れ
を
飲
ん
で
い

る
人
間
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
無
意
識
の
う

ち
に
つ
か
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん

な
仮
説
も
浮
か
ぶ
。

　

地
下
水
を
使
う
と
き
の
ル
ー
ル
を
定
め
、

地
下
水
保
全
の
施
策
を
講
じ
て
き
た
熊
本
。

大
地
や
水
の
条
件
は
違
う
の
で
、
他
の
地
域

の
人
た
ち
が
し
く
み
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
て

も
う
ま
く
い
か
な
い
。
む
し
ろ
真
似
す
べ
き

は
、
そ
の
し
く
み
を
導
入
し
た
根
幹
の
部
分
。

「
そ
の
土
地
土
地
に
合
っ
た
や
り
方
が
あ
る
」

と
牧
野
厚
史
さ
ん
は
指
摘
し
た
が
、
水
田
湛た
ん

水す
い

事
業
の
発
端
は
市
民
環
境
団
体
の
質
問
状

だ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
地
域
の
こ
と

は
地
域
で
考
え
て
動
く
こ
と
が
い
ち
ば
ん
だ
。

そ
れ
に
熊
本
市
が
地
下
水
保
全
条
例
を
出
し

た
の
は
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）。
ま
だ
半
世

紀
も
経
っ
て
い
な
い
。
遅
す
ぎ
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
は
ず
だ
。

　

み
ん
な
で
何
か
を
考
え
る
と
き
、
水
は
大

き
な
切
り
口
と
な
る
。
行
政
区
分
も
立
場
も

年
齢
も
上
・
中
・
下
流
も
超
え
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ま
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
考
え
ら
れ

る
共
通
の
問
題
だ
か
ら
だ
。
そ
の
と
き
、
熊

本
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し

た
い
。
人
間
も
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
。

相
手
を
大
事
に
し
な
が
ら
寄
り
添
う
姿
勢
で

教
育
に
あ
た
る
こ
と
。「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と

懐
古
趣
味
に
陥
ら
ず
「
見
え
る
化
」
な
ど
新

し
い
技
術
を
大
胆
に
取
り
込
む
こ
と
。
変
え

て
は
い
け
な
い
も
の
を
守
る
た
め
に
自
ら
が

変
わ
り
、
本
気
で
み
ん
な
が
議
論
し
て
水
を

つ
な
い
で
い
く
先
に
は
、
今
と
は
少
し
異
な

る
地
域
社
会
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
な
に
も
国
内
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
は
経
済
成
長

著
し
い
国
々
が
ひ
し
め
く
。
水
の
問
題
を
抱

え
て
い
る
国
・
地
域
も
多
い
。
苦
労
し
て
独

自
の
し
く
み
を
つ
く
っ
て
き
た
熊
本
の
、
み

ん
な
で
水
を
守
る
し
く
み
と
そ
の
精
神
性
が

伝
播
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

【文化をつくる】
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