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熊
本
と
の
出
合
い

私
は
、
実
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
東
京

で
す
。
大
田
区
の
大
森
な
ん
で
す
が
、

ち
ょ
う
ど
私
が
育
っ
た
こ
ろ
の
多
摩
川

は
公
害
が
一
番
ひ
ど
い
こ
ろ
だ
っ
た
。

生
物
は
ま
っ
た
く
い
な
い
。
い
る
の
は

背
中
の
曲
が
っ
た
よ
う
な
魚
。
堰
か
ら

落
ち
る
水
が
泡
立
っ
て
、
風
に
ち
ぎ
れ

て
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
す
ご
い
風
景
の

所
で
育
っ
た
ん
で
す
。
そ
ん
な
と
き
父

が
多
摩
川
上
流
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

た
。
そ
れ
で
、
川
っ
て
良
い
所
も
あ
る

ん
だ
な
と
い
う
の
を
知
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
川
と
の
出
合
い
で
す
。

私
は
土
木
工
学
出
身
で
、
飲
料
水
を

つ
く
る
上
水
道
工
学
と
下
水
処
理
を
し

て
環
境
に
還
す
下
水
道
工
学
が
専
門
で

し
た
。
熊
本
に
来
て
か
ら
は
、
こ
れ
ま

で
下
水
処
理
で
微
生
物
を
扱
っ
て
い
た

関
係
で
、
工
学
的
な
も
の
以
外
に
保
全

生
物
学
、
あ
る
い
は
保
全
生
態
学
、
生

態
系
保
護
論
と
い
っ
た
科
目
も
担
当
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

熊
本
を
流
れ
る
大
き
な
川
に
、
白
川

が
あ
り
ま
す
。
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）

か
ら
年
１
回
の
調
査
を
や
っ
て
い
て
、

今
年
で
17
年
目
で
す
。
白
川
は
本
流
が

74
㎞
、
黒
川
と
い
う
支
流
を
合
わ
せ
る

と
１
０
０
㎞
弱
あ
り
ま
す
。

こ
の
規
模
の
調
査
を
や
る
に
は
、
人

手
が
い
り
ま
す
。
全
学
か
ら
希
望
者
を

募
っ
て
、
大
体
３
㎞
お
き
に
31
の
ポ
イ

ン
ト
を
と
っ
て
採
水
し
、
生
物
調
査
も

併
せ
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。
１
カ
所
で

最
低
４
人
必
要
で
す
の
で
、
31
カ
所
で

１
２
４
名
以
上
、
大
体
今
ま
で
１
５
０

名
か
ら
１
８
０
名
規
模
で
実
施
し
て
き

ま
し
た
。

１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）
か
ら
熊
本
に

お
り
ま
す
が
、
素
晴
ら
し
い
水
環
境
の

所
で
す
。
町
の
中
に
湧
水
が
あ
り
、
73

万
人
の
熊
本
市
民
の
上
水
道
を
ま
か
な

っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
こ
の
人
口
規

模
で
は
多
分
唯
一
、
世
界
で
も
珍
し
い

こ
と
に
、
水
道
水
源
が
１
０
０
％
地
下

水
な
ん
で
す
。
地
下
水
を
水
道
水
源
に
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熊本の豊かな水は、

「水使いの仕組み」と

「肥後人気質」をも育んできました。
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「肥後人気質」が力を発揮する時代が
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肥後人気質
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長崎県

19 手永制度が育んだ肥後人気質

使
っ
て
い
る
の
は
全
国
で
も
20
％
強
ぐ

ら
い
で
す
か
ね
。

ま
た
、
浄
水
場
も
ま
っ
た
く
あ
り
ま

せ
ん
。
熊
本
に
来
て
浄
水
場
を
見
に
行

っ
た
ら
、
施
設
も
何
も
な
い
の
で
す
。

「
何
に
も
な
い
の
？
」
と
聞
い
た
ら
、

大
き
な
着
水
井

ち
ゃ
く
す
い
せ
い

に
連
れ
て
行
か
れ
て
、

水
が
ぼ
ん
ぼ
ん
湧
い
て
い
る
。「
こ
れ
、

自
噴
で
す
」
と
言
わ
れ
て
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。
こ
の
水
を
濾
過
も
せ
ず
、
塩

素
消
毒
だ
け
で
利
用
し
て
い
ま
す
。
水

質
が
い
い
の
で
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
熊
本
の
人
は
、
良
い
水
が

豊
富
に
あ
る
か
ら
、
貴
重
さ
を
あ
ま
り

わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
転
勤

や
進
学
で
県
外
に
出
て
、
初
め
て
熊
本

の
水
の
有
り
難
さ
を
知
っ
た
、
と
い
う

人
が
多
い
ん
で
す
よ
。

戦
国
時
代
の
熊
本

こ
の
地
域
は
昔
、
加
藤
清
正
が
肥
後

の
国
主
に
な
っ
て
治
め
る
ま
で
は
、
五

十
二
人
衆
と
呼
ば
れ
る
地
方
ご
と
の
国

衆
（
在
地
領
主
）
が
頻
繁
に
争
い
合
っ

て
い
て
、
ど
う
も
ま
と
ま
っ
た
川
の
整

備
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
辺
り
で
は
米
が
つ
く
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

九
州
を
統
一
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、

佐
々

さ
�
さ

成
政

な
り
ま
さ

を
肥
後
の
領
主
に
任
命
し
ま

し
た
。
佐
々
は
、
五
十
二
人
衆
に
対
し

て
検
地
を
強
行
し
ま
す
。
こ
の
支
配
に

反
旗
を
翻
し
た
五
十
二
人
衆
に
よ
っ
て
、

１
５
８
７
年
（
天
正
15
）
肥
後
国
衆
一
揆

が
起
こ
り
ま
し
た
。
佐
々
は
責
任
を
取

っ
て
切
腹
、
こ
の
争
い
を
記
念
し
た
国

衆
祭
り
は
４
０
０
年
以
上
経
っ
た
現
在

も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
後
、
肥
後
国
の
北
半
分
が
加
藤

清
正
に
、
南
半
分
が
小
西
行
長
に
与
え

ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
加
藤
家
は
１

６
３
２
年
（
寛
永
９
）
に
忠
広
の
代
で
改

易
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
資
料

は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
白

川
の
治
水
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
し
た

こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
白
川
の
南
を
流
れ
る
緑
川
の

治
水
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
資
料
が
あ

り
ま
せ
ん
。
緑
川
は
も
と
は
小
西
行
長

の
領
地
で
す
が
、
行
長
は
関
ヶ
原
で
敗

れ
て
刑
死
し
城
も
落
城
し
て
い
る
の
で
、

小
西
家
の
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
の
で

す
。
関
ヶ
原
の
合
戦
以
降
、
こ
の
領
地

は
清
正
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

一
方
、
加
藤
家
に
続
き
肥
後
を
治
め

た
細
川
氏
は
、
永
青

え
い
せ
い

文
庫
を
残
し
て
い

る
よ
う
に
資
料
を
見
事
に
残
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
歴
史
家
の
研
究

は
、
大
体
１
０
０
年
か
ら
１
５
０
年
後

に
書
か
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
ん

で
す
。
工
法
と
か
工
事
の
仕
方
で
年
代

を
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
古
い

仕
事
が
み
ん
な
清
正
が
行
な
っ
た
こ
と

か
、
と
い
う
と
実
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
熊
本
人
は
加
藤
清
正
贔
屓

び
い
き

で
す
か
ら
、
良
い
こ
と
は
何
で
も
「
清せ

い

正し
ょ

公こ

さ
ん
の
お
蔭
」
に
し
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
り
ま
す
。

手
永
制
度

細
川
氏
が
行
な
っ
た
政
策
で
一
番
興

味
深
い
の
は
、
手
永

て
な
が

制
度
で
し
ょ
う
。

手
永
制
度
と
は
、
郡
奉
行
の
助
役
で

そ
の
地
域
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
る

惣
庄
屋

そ
う
じ
�
う
や

を
手
永
に
任
命
し
、
政
治
、
経

済
、
軍
事
を
、
い
わ
ば
民
間
に
委
託
し

て
行
な
わ
せ
た
も
の
で
す
。
村
は
手
永

の
下
に
置
か
れ
、
小
庄
屋
（
村
庄
屋
）

が
地
方
を
統
治
し
ま
し
た
。
細
川
忠
利

は
肥
後
の
前
任
地
で
あ
る
小
倉
時
代
か

ら
、
こ
う
し
た
制
度
を
導
入
し
て
い
ま

す
。８

代
目
の
重
賢

し
げ
か
た

が
１
７
４
７
年
（
延

享
４
）
領
主
に
就
い
た
こ
ろ
に
は
、
幕

府
か
ら
の
出
費
や
工
事
の
負
担
要
請
に

よ
っ
て
細
川
藩
は
窮
乏
し
て
お
り
、
重

賢
は
１
７
５
２
年
（
宝
暦
２
）
に
「
宝
暦

の
改
革
」
を
実
行
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

ろ
か
ら
、
藩
は
手
永
制
度
を
一
層
進
め

て
、
地
方
行
政
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い

よ
う
に
な
り
ま
す
。
民
間
に
や
ら
せ
る

こ
と
で
予
算
を
節
約
す
る
代
わ
り
に
、

利
益
が
出
た
ら
手
永
会
所
と
い
う
役
所

に
蓄
え
る
こ
と
を
許
し
た
ん
で
す
。
そ

の
管
理
は
惣
庄
屋
が
行
な
い
ま
し
た
。

橋
を
か
け
る
の
も
、
そ
う
し
て
蓄
え
た

資
産
を
利
用
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。

熊
本
県
内
に
は
石
橋
が
多
く
、
今
で

も
３
０
０
以
上
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
全
国
の
石
橋
の
約
６
割
が
、
熊
本

5月22日12時から23日20時までの総雨量（アメダス速報値）は、熊本県
阿蘇市阿蘇乙姫で316㎜に達した。写真は、23日夕方の嘉島町付近の様
子。左が水路で中央が道、右が田んぼだ。東京モンには驚きの風景だが、
地元の人は慣れているのか平然としていたことに二度ビックリ。
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に
あ
る
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
で
す
。
そ

れ
ら
を
つ
く
っ
た
の
も
、
藩
で
は
な
く

て
手
永
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
も
、
一
人

の
偉
人
や
有
力
者
が
つ
く
っ
た
の
で
は

な
く
、
地
域
が
つ
く
っ
た
ん
で
す
。
こ

れ
が
熊
本
の
す
ご
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い

ま
す
。

熊
本
県
の
中
央
に
位
置
す
る
美
里
町

（
旧
・
砥
用
町
と
旧
・
中
央
町
）
文
化
財
保
護

委
員
長
の
長
井
勲
さ
ん
か
ら
う
か
が
っ

た
の
で
す
が
、
岩
野
用
水
（
美
里
町
岩
野

地
区
）
の
岩
盤
開
削
に
際
し
、
石
を
割

る
と
き
に
火
薬
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
。

火
薬
は
戦
争
に
使
う
道
具
と
い
う
印
象

が
強
い
で
す
か
ら
、
民
間
が
火
薬
を
ど

こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
か
と
思
い
ま
す

よ
ね
。
今
の
佐
賀
だ
っ
た
か
福
岡
だ
っ

た
か
に
対
馬
藩
の
飛
び
地
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
火
薬
を
買
っ
た
と
い
う
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。

手
永
が
育
ん
だ
肥
後
人
気
質

手
永
制
度
が
う
ま
く
い
っ
て
、
困
窮

し
て
い
た
細
川
藩
は
、
う
ん
と
豊
か
に

な
り
ま
し
た
。
肥
後
は
、
関
ヶ
原
以
降

表
お
も
て

石
高
は
54
万
石
で
し
た
が
、
裏
高

は
75
万
石
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
１
８
０
０
年
代
半
ば
前
（
天
保
年
間
）

に
な
る
と
、
菱
田
勝
彦
さ
ん
の
研
究
に

よ
る
と
、
取
れ
高
は
２
０
０
万
石
と
も

い
わ
れ
て
大
変
豊
か
に
な
り
ま
す
。
だ

か
ら
天
保
の
飢
饉
で
も
実
質
、
餓
死
者

を
出
し
て
な
い
、
お
そ
ら
く
そ
の
当
時

の
日
本
で
は
珍
し
い
状
況
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
熊
本
は
明
治
維
新
が
必
要

で
は
な
か
っ
た
、
数
少
な
い
豊
か
な
藩

だ
っ
た
ん
で
す
。

し
か
も
面
白
い
の
は
、
豪
商
と
か
豪

農
が
出
な
い
こ
と
で
す
。
熊
本
に
は

「
肥
後
の
引
き
倒
し
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
誰
か
が
突
出
し
て
く
る
と
足

を
引
っ
張
る
と
い
う
気
質
が
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み

る
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
は
な
く
、

突
出
し
て
豊
か
で
は
な
い
け
ど
突
出
し

て
貧
し
く
も
な
い
、
み
ん
な
中
間
的
と

い
う
か
中
間
層
的
と
い
う
か
「
み
ん
な

が
豊
か
」
と
い
う
珍
し
い
状
態
を
つ
く

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

美
里
町
に
あ
る
岩
野
用
水
も
、
江
戸

末
期
の
１
８
４
５
年
（
弘
化
２
）
に
中
山

手
永
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
用
水
で
す
。

こ
こ
の
惣
庄
屋
は
、
矢
島
忠
左
衛
門
と

い
う
人
で
す
。

ち
な
み
に
忠
左
衛
門
の
娘
の
内
、
三

人
は
肥
後
の
三
猛
婦
と
呼
ば
れ
る
女
傑

で
す
。

六
女
は
楫
子

か
じ
こ

と
い
い
、
社
会
事
業
家

で
禁
酒
、
廃
娼
の
婦
人
矯
風
会
を
創
立

し
、
国
際
的
に
活
躍
し
ま
し
た
。
も
う

一
人
は
徳
富
家
に
嫁
に
い
っ
た
四
女
の

久
子
で
、
徳
富
蘇
峰
、
徳
冨
蘆
花
兄
弟

の
母
親
で
す
。
残
る
一
人
は
、
横
井
小

楠
に
嫁
い
だ
五
女
の
つ
せ
子
で
す
。

横
井
小
楠
　
よ
こ
い
し
ょ
う
な
ん

（
１
８
０
９
ー
１
８
６
９
年
）

幕
末
の
政
治
家
・
思
想
家
。
統
一
国
家
の
必
要
性
か

ら
、
鎖
国
体
制
・
幕
藩
体
制
を
批
判
。
そ
れ
ら
に
代

わ
る
新
し
い
国
家
と
社
会
を
、
公
共
と
交
易
の
視
点

か
ら
模
索
し
た
。
外
国
と
の
通
商
貿
易
を
す
す
め
、

自
律
的
な
経
済
発
展
の
た
め
に
産
業
の
振
興
を
説

く
。
小
楠
の
考
え
方
は
、
保
守
的
な
考
え
の
強
か
っ

た
熊
本
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
招
請
に
よ
り
訪
れ

た
福
井
藩
や
幕
政
改
革
に
大
き
な
功
績
を
残
す
。
新

政
府
に
参
与
と
し
て
出
仕
す
る
が
、
１
８
６
９
年

（
明
治
２
）
攘
夷
論
を
と
る
十
津
川
郷
士
ら
に
よ
っ

て
、
京
都
で
暗
殺
さ
れ
た
。

肥
後
は
保
守
的
で
横
井
小
楠
を
受
け

入
れ
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
時
代
に
娘
を
こ
う
い
う
女
性

に
育
て
た
惣
庄
屋
が
い
た
の
で
す
か
ら
、

単
に
保
守
的
だ
っ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
ね
。

岩
野
用
水
の
取
水
口
は
、
釈
迦
院

し
ゃ
か
い
ん

川

と
白
石
野
川
の
合
流
点
に
あ
り
、
白
石

野
川
側
に
堰
堤

え
ん
て
い

を
設
け
て
水
位
を
上
げ

る
こ
と
で
取
水
し
て
い
ま
し
た
が
、
ど

う
し
て
も
流
量
が
不
足
し
が
ち
だ
っ
た

た
め
、
釈
迦
院
川
の
上
流
に
別
の
水
路

を
掘
削
し
て
、
白
石
野
川
の
取
水
口
の

上
流
側
左
岸
に
導
水
す
る
こ
と
で
水
量

を
補
っ
て
い
ま
す
。

私
は
こ
れ
を
見
て
、
人
間
の
知
恵
っ

て
す
ご
い
な
と
感
心
し
ま
し
た
。
こ
う

し
た
こ
と
は
全
国
的
に
見
て
も
珍
し
く
、

文
化
遺
産
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

通
潤
橋
も

手
永
が
手
が
け
た
仕
事

阿
蘇
が
噴
火
し
て
火
砕
流
が
流
れ
込

み
、
溶
岩
と
火
山
灰
が
蓄
積
し
て
溶
岩

台
地
が
で
き
ま
し
た
。
熊
本
の
水
道
の
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発
祥
地
は
八
景

は
け
の

水
谷

み
や

と
い
う
所
に
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
も
台
地
の
外
れ
の
崖
下
、

つ
ま
り
崖
線
上
に
あ
り
ま
す
。
空
港
が

あ
る
高
遊
原

た
か
ゆ
ば
る

も
、
通
潤
橋
が
あ
る
白
糸

台
地
も
同
様
で
す
。

断
面
図
で
見
る
と
、
カ
ル
デ
ラ
が
あ

っ
て
、
外
輪
山
が
あ
る
。
北
外
輪
山
に

沿
う
よ
う
に
流
れ
て
き
た
黒
川
と
、
南

外
輪
山
に
沿
う
よ
う
に
流
れ
て
き
た
白

川
が
合
流
し
て
、
外
輪
山
の
切
れ
た
所
、

阿
蘇
か
ら
の
唯
一
の
出
口
で
あ
る
立
野

た
て
の

火
口
瀬
か
ら
白
川
と
し
て
流
れ
出
し
て

い
ま
す
。
黒
川
の
由
来
は
、
火
山
灰
を

多
く
含
ん
だ
黒
く
濁
っ
た
水
だ
か
ら
、

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
熊
本
で
は
火
山

灰
の
こ
と
を
ヨ
ナ
と
呼
び
、
海
へ
ど
ん

ど
ん
流
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
河
口
付
近

は
す
ぐ
埋
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
な
か

な
か
河
口
に
港
が
つ
く
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。白

川
の
南
を
流
れ
る
緑
川
は
名
前
の

通
り
周
り
の
山
々
の
緑
が
映
え
て
美
し

い
ん
で
す
が
、
白
川
流
域
は
あ
ま
り

木
々
に
囲
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
火
山
灰
台
地
上
を
流
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。
火
山
灰
土
は
普
段
は
浸
透
性

が
良
く
て
い
い
よ
う
だ
け
ど
、
雨
が
降

り
す
ぎ
る
と
崩
れ
ま
す
。
す
る
と
川
の

水
が
、
高
密
度
で
破
壊
力
の
強
い
泥
流

に
な
っ
て
、
ま
さ
に
土
石
流
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
白
川
は
熊
本
市
街
中
心
部

で
は
天
井
川
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
九

州
で
水
害
が
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
て
い

る
川
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

手永制度が育んだ肥後人気質

熊
本
は
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、
台

地
状
に
島
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。
ま
わ
り
の
低
い
所
に
は
川
が
流

れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
台
地
の
部
分

は
高
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
水
が
取
れ

な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
台
地
の

上
で
は
米
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
。

通
潤
橋
は
、
阿
蘇
外
輪
山
の
南
西
側

の
裾
野
、
上
益
城
郡
山
都

や
ま
と

町
（
旧
・
矢
部

町
）
に
あ
り
ま
す
。

橋
か
ら
の
放
水
が
有
名
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
実
は
ポ
イ
ン
ト
は
用
水
路
な

ん
で
す
。
要
す
る
に
白
糸
台
地
に
灌
漑

用
水
路
を
整
備
す
る
た
め
に
、
必
要
上

つ
く
ら
れ
た
水
道
橋
で
す
。

も
う
一
つ
興
味
深
い
の
が
、
石
垣
で

組
ま
れ
た
橋
台
、
鞘さ

や

と
呼
ば
れ
て
い
る

部
分
で
す
。
こ
れ
は
デ
ザ
イ
ン
で
は
な

く
て
、
下
の
地
盤
と
の
関
係
で
ど
う
し

て
も
こ
う
し
て
組
ま
な
い
と
本
体
を
支

え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
つ
く
ら
れ
た
ん

で
す
。
な
に
し
ろ
、
石
橋
と
し
て
は
日

本
一
の
23
ｍ
と
い
う
高
さ
で
す
か
ら
ね
。

こ
の
技
術
は
、
武
者
返
し
と
い
わ
れ
る

熊
本
城
の
石
垣
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と

い
わ
れ
て
い
て
、
見
事
な
ア
ー
チ
を
描

い
て
い
ま
す
。

１
８
５
４
年
（
嘉
永
７
）
に
通
潤
橋
が

で
き
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
水
が
得
ら

れ
な
く
て
米
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
白
糸

台
地
に
、
灌
漑
用
水
を
引
き
新
田
開
発

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
ち

な
み
に
九
州
で
は
用
水
路
の
こ
と
を
井

手
と
い
い
ま
す
。
通
潤
橋
も
藩
が
つ
く

っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
地
域
の
惣
庄

屋
だ
っ
た
布
田

ふ
た

保
之
助

や
す
の
す
け

と
い
う
人
が
中

心
と
な
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
の
用
水
は
、
農
業
用
水
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
て
、
生
活
用
水
と
し
て

も
使
わ
れ
ま
し
た
。
文
献
を
見
る
と

「
用
い
る
水
」
で
は
な
く
て
「
養
う
水
」

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
用
水
と
は
つ

ま
り
養
う
水
な
ん
だ
と
。

ま
さ
に
そ
れ
は
言
い
得
て
妙
だ
な
と

思
い
ま
す
。
人
を
養
い
、
牛
馬
を
養
い
、

田
畑
を
養
い
、
作
物
を
養
う
と
い
う
意

味
を
含
ま
せ
て
養
う
水
と
し
た
ん
だ
ろ

う
。
私
は
、
そ
れ
が
人
間
の
生
活
を
養

っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら

に
文
化
を
も
養
っ
て
い
る
と
い
う
風
に

思
っ
て
い
ま
す
。

砂
蓋

さ
ぶ
た用

水
路
は
維
持
や
管
理
も
必
要
で
す
。

例
え
ば
、
水
を
配
る
配
水
方
。

近
代
土
木
工
学
で
は
、
水
路
と
い
う

の
は
標
高
の
高
い
所
か
ら
低
い
所
に
、

片
勾
配
で
つ
く
る
と
教
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
に
は
逆

勾
配
で
つ
く
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
ま

す
。
ト
ー
タ
ル
で
は
順
勾
配
で
高
い
所

か
ら
低
い
所
に
流
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、

平
べ
っ
た
い
Ｖ
の
字
型
に
つ
く
り
、
Ｖ

の
底
に
砂
蓋

さ
ぶ
た

を
つ
く
る
。

多
分
、
江
戸
時
代
は
い
ろ
い
ろ
用
途

が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
Ｖ
字
の

底
の
所
に
切
り
欠
き
を
つ
く
っ
て
、
角か

く

右2点：上益城郡御船町上野にか
かる八勢眼鏡橋。江戸時代、熊本
と延岡を結ぶ日向往還は、ここか
ら矢部に通じていた。渓谷は深く、
増水すると通行ができなくなるた
め、1855年（安政2）御船の木倉
手永で酒造業も営んでいた林田能
寛（よしひろ）が私財を投じて架
橋。石工 卯助、甚平兄弟が通潤
橋の次に築造した、長さ62mに及
ぶ県下で最長の石橋。
上と左：熊本市西唐人町にかかる
明八橋（上）と明十橋。ともに坪
井川にかかる橋で、築造者は皇居
の二重橋をかけた橋本勘五郎であ
るとされ、築造年が明治8年と10
年であるところから命名。
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落
と
し
の
よ
う
に
堰
板
を
は
め
て
お
き
、

こ
れ
を
取
れ
ば
田
ん
ぼ
の
中
に
水
を
入

れ
る
と
き
に
も
使
え
ま
す
。

水
が
取
れ
る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
下

に
棚
田
も
つ
く
れ
ま
す
し
、
生
活
用
水

も
と
れ
ま
す
。

逆
勾
配
を
つ
け
て
お
け
ば
、
大
雨
が

降
っ
た
と
き
に
一
気
に
負
荷
が
か
か
る

こ
と
を
防
ぎ
ま
す
か
ら
、
水
路
が
壊
れ

る
こ
と
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
泥
が
溜
ま

り
や
す
く
な
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
泥
を

流
す
こ
と
も
容
易
に
な
り
ま
す
ね
。
こ

う
し
た
多
様
な
機
能
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
。

こ
こ
に
は
砂
蓋
を
見
張
る
水
番
、
砂

蓋
番
が
い
て
、
自
分
の
所
に
我
田
引
水

す
る
人
が
い
な
い
よ
う
に
、
開
け
閉
め

を
管
理
し
て

い
ま
し
た
。

水
の
量
は
イ

コ
ー
ル
米
の

量
で
す
か
ら

水
が
な
け
れ

ば
米
は
で
き

な
い
。
だ
か

ら
畑
や
水
田

に
水
を
い
か

に
確
保
す
る

か
と
い
う
の

は
世
界
中
ど

こ
で
も
非
常

に
重
要
な
の

で
す
。

円
形
分
水
の
知
恵

そ
の
大
切
な
水
を
分
け
る
こ
と
が
、

い
か
に
大
変
だ
っ
た
か
を
視
覚
的
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
円
形
分
水
で

す
。
こ
れ
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
考
案

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
文
句
が
出
な
い

公
平
な
分
け
方
を
思
案
の
末
に
考
え
つ

い
た
、
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
通
潤

橋
の
上
流
に
つ
く
ら
れ
た
円
形
分
水
は
、

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に
つ
く
ら
れ
、

笹
原
川
か
ら
取
水
さ
れ
た
水
を
野
尻
・

笹
原
地
区
と
白
糸
台
地
へ
３
対
７
で
分

水
し
て
送
り
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

大
変
な
知
恵
で
す
ね
。

水
を
ち
ゃ
ん
と
分
け
る
と
い
う
こ
と

が
い
か
に
難
し
か
っ
た
か
。
水
の
配
分

が
悪
い
と
、
血
の
雨
が
降
る
、
と
い
う

の
は
生
活
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

川
と
共
生
す
る
工
夫

白
糸
台
地
で
は
、
今
も
農
業
用
水
の

管
理
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
管
理

の
様
態
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
地
域

は
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
維
持
し
よ
う

か
と
考
え
て
い
て
、
通
潤
用
水
と
白
糸

台
地
の
棚
田
景
観
が
２
０
０
８
年
（
平

成
20
）
７
月
に
国
の
重
要
文
化
財
景
観

の
指
定
を
受
け
た
こ
と
を
活
か
し
て
、

観
光
客
が
歩
い
て
見
て
回
れ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
利
用
し

た
用
水
の
管
理
が
で
き
な
い
か
と
い
う

五老ヶ滝川

白糸大地へ
笹原川より

水だめ
水だめ

放水口

通水管　115 ｍ

橋長　87 m

水の落ちる高さ

7.5 m

1.7 m

20.2 m

18.2 m

右上は熊本県上益城郡山都町に設置された環境省の説明看板

通潤橋史料館の図を参考に、編集部で作図
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こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

岩
野
地
区
に
住
ん
で
岩
野
用
水
を
管

理
す
る
人
も
、
一
番
若
く
て
60
歳
代
で

す
。
用
水
の
管
理
は
、
も
う
10
年
も
た

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
る
地
域

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
雨
が
降
る
と

き
に
見
回
っ
た
り
と
か
、
草
刈
り
と
か
、

大
変
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
高

齢
化
は
大
き
な
問
題
で
す
。

ま
た
、
熊
本
の
地
形
は
フ
ラ
ッ
ト
な

の
で
、
歴
史
的
に
見
て
も
、
川
は
結
構

暴
れ
回
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
制
御
す
る

か
と
い
え
ば
、
力
づ
く
で
自
然
に
逆
ら

っ
て
み
て
も
、
所
詮
、
人
間
は
か
な
わ

な
い
と
い
う
事
実
が
根
底
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
私
も
、
学
ぶ
べ
き
は
そ
こ
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
う
５
、
６
年
前
に
土
木
学
会
も
認

め
ま
し
た
け
ど
、
結
局
自
然
の
力
と
持

続
的
に
向
き
合
っ
て
い
く
た
め
に
は

「
防
災
」
で
は
な
く
「
減
災
」
だ
と
。

熊
本
人
の
知
恵
な
の
か
、
細
川
氏
の

統
治
能
力
の
す
ご
さ
な
の
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
熊
本
で
は
そ
の
辺
の
こ
と
を

非
常
に
う
ま
く
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。
　

川
の
本
堤
の
外
側
な
ど
に
御
救
恤
開

お
き
�
う
じ
�
つ
び
ら
き

と
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
行
な
わ
れ
ま

し
た
。
御
救
恤
と
は
困
っ
た
人
な
ど
に

救
い
を
恵
む
こ
と
で
す
。

洪
水
に
な
っ
て
水
が
く
る
場
所
、
つ

ま
り
本
堤
の
外
に
あ
る
遊
水
池
を
、
普

段
は
御
救
恤
開
に
す
る
。
水
が
き
た
ら

だ
め
に
な
る
け
れ
ど
、
困
っ
て
い
る
人

は
そ
こ
を
耕
し
て
収
穫
を
得
て
も
い
い

で
す
よ
、
そ
こ
に
は
税
金
を
か
け
ま
せ

ん
よ
、
と
い
う
形
で
、
一
種
の
社
会
事

業
的
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

基
本
的
に
、
川
や
そ
の
流
れ
は
動
く

も
の
で
、
固
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
だ
か
ら
川
の
そ
ば
に
は
住
む
べ
き

じ
ゃ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
御
救
恤
開

の
よ
う
な
利
用
法
も
あ
る
。
こ
う
し
た

思
想
は
、
今
後
も
活
か
す
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

使
い
す
ぎ
れ
ば
な
く
な
る

よ
く
学
生
に
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
、

風
呂
桶
に
水
を
溜
め
て
栓
を
抜
け
ば
水

は
抜
け
ま
す
が
、
出
る
量
と
入
る
量
が

同
じ
な
ら
ば
水
位
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

少
し
で
も
出
る
量
が
多
け
れ
ば
、
水
位

は
下
が
っ
て
、
い
ず
れ
空
に
な
る
。

豊
か
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
熊
本
の
地

下
水
も
、
使
用
量
が
涵
養
量
を
上
回
っ

て
い
た
ら
、
い
ず
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
ど
う
す
る
か
。

基
本
的
に
は
涵
養
域
を
増
や
す
こ
と
と
、

使
用
量
を
抑
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

水
が
豊
か
な
熊
本
だ
か
ら
こ
そ
で
き

る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
水
の

オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
こ
と
も

で
き
る
は
ず
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
せ
っ
か
く
の
財
産

で
あ
る
豊
か
な
水
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と

と
も
に
、
地
元
の
意
識
も
高
め
て
い
き

た
い
で
す
ね
。
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右上：笹原川から取水した水は、円形分水（1956年完
成）の中央から湧き出し、仕切りによって白糸台地に7、
野尻、笹原地区に3の比率で配水される。
右下・左：山都町の通潤橋。一般に通潤橋の説明に

「サイホン」という言葉が使われるが、別に五老ヶ滝川
の水を吸い上げているわけではなく、台地から台地へ
水を渡すために架橋しているのだ。
地図：熊本県上益城郡山都町教育委員会「山都町文化財団報告書第2
集　＜通潤用水と白糸大地の棚田景観＞　文化的景観調査報告　文化
的景観保存計画　2008年3月」、国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル
25000)「熊本」および国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20
年）」より編集部で作図


