
そ
の
昔
、山
鹿
市
の
三
玉
地
区
で
は
水
不
足

に
悩
み
、日
照
り
の
年
に
は
米
が
と
れ
ず
村

人
は
大
変
苦
し
ん
で
い
た
。地
域
の
役
人
だ
っ

た
遠
山
弥
二
兵
衛
は
、そ
の
よ
う
な
苦
境
に

あ
え
ぐ
村
人
を
救
う
た
め
に
、大
き
な
た
め

池
を
つ
く
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、幾
多
の
苦
難

を
乗
り
越
え
て
遂
に
五
十
万
ト
ン
も
の
水
を

た
め
る
こ
と
が
出
来
る「
湯
の
口
の
た
め
池
」

を
完
成
さ
せ
た
。こ
れ
に
よ
り
、蒲
生
地
区
を

は
じ
め
、御
宇
田
・
方
保
田
・
古
閑
・
中
村
・
日

置
・
白
石
な
ど
の
各
地
域
が
恩
恵
を
受
け
、新

し
い
水
田
が
七
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
開
発

さ
れ
、多
く
の
村
人
の
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
。

遠
山
弥
二
兵
衛

と

お

 

や
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や
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湯
の
口
た
め
池
と
は
・
・
・

湯
の
口
た
め
池
は
、
山
鹿
市
の
三
玉
小
学
校
校
区
内
に
あ
り
ま
す
。
左
の

図
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
「
湯
の
口
池
」
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
が
、
そ
の
場
所

に
な
り
ま
す
。
図
の
右
上
に
位
置
す
る
菊
鹿
町
の
湯
の
口
取し

ゅ
す
い
ぜ
き

水
堰
か
ら
「
湯

の
口
池
」
ま
で
続
く
実
線
と
点
線
で
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
水
路
で
、
水
を

引
い
て
、
た
め
池
に
た
め
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

池
の
形
は
、
東
に
行
く
ほ
ど
幅
が
狭
く
な
っ
て
い
る
東
西
に
長
い
大
き
な

た
め
池
で
す
。
西
側
が
た
め
池
の
堤
防
に
な
っ
て
お
り
、
堤
防
側
か
ら
水
を

下
流
の
水
田
に
流
す
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

堤
防
の
長
さ
は
百
六
十
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
十
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
五

十
万
ト
ン
も
の
水
を
た
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
熊
本
県
内
の
た
め
池
で
は
、

宇
土
の
立た

ち
お
か岡

池
に
次
ぐ
大
き
さ
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
大
き
な
た

め
池
で
す
。

工
事
を
さ
れ
た
期
間
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
か
ら
安
政

四
年
（
一
八
五
七
）
ま
で
で
、
今
か
ら
約
百
五
十
年
ほ
ど
前
で
す
。

こ
の
た
め
池
が
で
き
た
お
か
げ
で
、
数
十
町
（
一
町
は
約
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
）
の
新
し
い
田
が
開
田
さ
れ
て
、
数
百
町
に
わ
た
る
水
田

に
水
が
い
き
わ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
た
め
池
の
大
き
な
特
徴
は
、
直
接
降
り
注
ぐ
雨
水
を
た
め

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
上
流
の
川
か
ら
水
を
引
っ
ぱ
っ
て
き
て

水
を
た
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
菊
鹿
の
上
内
田
川
に
取
水

口
が
あ
り
、
約
三
キ
ロ
の
水
路
が
あ
り
ま
す
。
上
内
田
川
流
域
の

人
々
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
水
田
に
水
が
不
必
要
な
秋
か

ら
春
に
か
け
て
水
を
引
き
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
水
を
使
う
の
で
、

季
節
に
よ
っ
て
た
め
池
の
水
の
量
が
違
い
ま
す
。

湯の口ため池全景

湯の口ため池周辺地図
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水
不
足
に
苦
し
む
農
民

遠
山
弥
二
兵
衛
が
中
村
手
永
に
惣
庄
屋
と
し
て
赴ふ

任に
ん

し
て
き
た
頃
の
村
は
、

水
が
乏
し
か
っ
た
た
め
に
大
変
苦
し
い
生
活
を
余よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
水
田
を
作
っ
て
も
、
用
水
が
乏
し
い
た
め
に
す
ぐ
に
干
上
が
っ
て

し
ま
っ
た
り
、
稲
を
植
え
る
こ
と
が
で
き
て
も
水
が
な
く
な
る
た
め
に
、
田

ん
ぼ
に
干ひ

割わ

れ
が
で
き
て
干
上
が
っ
て
し
ま
い
、
米
が
と
れ
な
い
こ
と
が
多

か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
納
め
る
年ね

ん

貢ぐ

米ま
い

が
足
り
ず
に
、
藩は

ん

か
ら

の
「
下
し
米
」
と
い
う
形
で
救
い
米
が
あ
っ
た
ほ
ど
だ
そ
う
で
す
。
村
の
人

々
は
、
米
が
と
れ
な
い
分
を
山
の
薪た

き
ぎ取

り
や
日ひ

雇や
と

い
の
仕
事
を
し
て
、
何
と

か
生せ

い
け
い計

を
立
て
て
い
た
よ
う
で
す
。

水
不
足
に
苦
し
む
人
々
は
、
何
と
か
水
を
確か

く

保ほ

し
よ
う
と
、
雨
水
を
堤つ

つ
みに

た
め
て
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
水
は
ど
う
し
て
も
足
り
な
く
な
り
、
米
を
収

し
ゅ
う

穫か
く

す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
上
、
壊こ

わ

れ
た
堤
を
修し

ゅ
う

理り

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状じ

ょ
う
た
い態で

、
ま
す
ま
す
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
な
農
民
の
苦
し
ん
で
い
る
姿
を
見
た
遠
山
弥
二
兵
衛
は
、
農
民

を
何
と
か
救
お
う
と
、
周
辺
の
土
地
の
様
子
を
調
べ
て
、
蒲
生
村
の
湯
の
口

に
新
た
に
大
き
な
堤
を
作
る
こ
と
を
考
え
、
藩は

ん

に
申
し
出
て
許き

ょ

可か

を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
工
事
は
大
変
難
し
く
、
ま
た
、
水
を
ど
こ
か

ら
引
い
て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。

弥
二
兵
衛
は
、
村
人
を
使
う
こ
と
は
耕こ

う
さ
く作

の
支し

障し
ょ
うと

な
る
こ
と
や
、
工
事

が
丁て

い
ね
い寧

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
考
え
て
、
す
べ
て
日ひ

や
と
い
ふ

雇
夫
で
工
事
を
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
水
は
上
内
田
川
か
ら
引
い
て
く
る
こ
と
に
決
め
ま
し

た
が
、
こ
れ
ま
で
水
を
使
っ
て
い
た
人
た
ち
に
迷め

い
わ
く惑

が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
、

秋
か
ら
春
に
か
け
て
の
、
水
田
に
水
が
必
要
な
い
と
き
だ
け
水
を
引
く
よ
う

に
約や

く
そ
く束

を
し
て
、
関
係
す
る
農
民
を
説せ

っ
と
く得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
た
め
に
大
き
な
た
め
池
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
水
圧
に
耐た

え
ら
れ

る
よ
う
な
強
い
堤て

い
ぼ
う防

を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
弥
二
兵
衛

は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
も
く
じ
け
る
こ
と
な
く
ぶ
つ
か
っ
て
い
っ
て
、
問

題
を
解
決
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

遠
山
弥
二
兵
衛
は
、
周
辺
の
地
域
の
方
々
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
も

め
事
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
で
、
こ
の
大
き
な
事
業
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。

ちょっとコラム
● 熊本の飢

  き  きん

饉の様子

小作農家はいずれも年貢が足らずして、牛馬、家財を売り、もとより

粮
ろうもつ

物は残らぬように払うて、上納しても、たらずして、借りて納めんと

すれども貸す人なし、とやかく延
えんいん

引すれば、一々会所に呼出して、しば

りからげて責むれども、もと出来ぬものなれば、致すべき用もなし、し

ばりからけにあいながらは、才覚に参ることもならずして、なお延引す

れば、日々にしめかたは手いたくなりて、どうにも堪忍ならずして、

二、三日のうちにきっと納めますと、偽りていましめをのがれ、途中に

て淵川に身を投じて死ぬものあり、首をくくって死ぬものあり、又宿元

に帰りて、腹を切って死ぬものあり、それはそれは言語に述べられぬ

ようにて。さりながら死ぬる者はそれきりにて苦をはなれてよけれど

も、あとに残りたる老母や女房、幼い子供が身は、さてさて悲しいこと

じゃ、亭主は死ぬる。明日よりの粮物はなく、これもまた首をくくろう

やもしれず。

永田日出男著「放牛の風景」より、一部引用
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村
人
に
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に

水
田
で
の
米
作
り
が
厳き

び

し
い
村
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
ど
う
や
っ
て
水
を

確か
く

保ほ

す
る
か
が
弥
二
兵
衛
の
一
番
の
課
題
で
し
た
。
そ
こ
で
、
村
の
様
子
や

地
形
を
見
て
回
っ
た
り
、
村
の
お
年と

し

寄よ

り
と
話
し
た
り
す
る
中
か
ら
、
た
め

池
を
造つ

く

る
場
所
と
し
て
、
現げ

ん
ざ
い在

の
湯
の
口
た
め
池
が
あ
る
場
所
を
選
び
ま
し

た
。し

か
し
、
こ
の
場
所
に
た
め
池
を
造
り
、
水
を
た
め
る
と
、

一
、 
堤つ

つ
みが

壊こ
わ

れ
た
場
合
は
、
下
の
集
落
に
水
害
が
起
き
、
も
の
す
ご
く
大

き
な
被ひ

害が
い

が
出
る
。

一
、
堤つ

つ
みを

造つ
く

る
費
用
を
村
人
が
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、 

自
分
た
ち
の
畑
仕
事
の
労
働
力
を
堤つ

つ
みの

労
働
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
。

と
、
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
村
人
た
ち
は
、
堤つ

つ
みを

造つ
く

る
こ
と
に
反
対
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
北
側
は
日ひ

の
お
か岡

山
、
南
側
は
台
地
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
周
辺
の
地ち

域い
き

に
降ふ

っ
た
雨
水
だ
け
で
は
、
堤つ

つ
みを

満
水
に
で
き
る
水
量
に

は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
て
、
た
め
池
を
造つ

く

る
こ
と
が
そ
れ
ま
で
実じ

つ
げ
ん現

し

ま
せ
ん
で
し
た
。

工
事
を
し
て
た
め
池
を
造つ

く

れ
ば
、
改か

い
ぜ
ん善

さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
分

か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
実じ

っ
さ
い際

に
は
そ
こ
ま
で
工
事
が
で
き
ず
、

ど
う
し
た
ら
工
事
が
で
き
る
か
と
、
弥
二
兵
衛
は
苦
心
し
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
ま
ず
は
村
人
を
説
得
す
る
た
め
に
、

一
、
工
事
を
き
ち
ん
と
し
て
水
害
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

一
、
労
働
力
や
お
金
に
つ
い
て
は
、
村
人
た
ち
に
負ふ

担た
ん

を
か
け
な
い
こ
と

な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
工
事
の
計
画
を
立
て
ま
し
た
。

お
金
に
関
し
て
は
、
中
村
手
永
会
所
に
お
願
い
し
、
手
永
か
ら
お
金
を
出

し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
、
村
人
に
は
お
金
を
出
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
最
初
に
村
人
た
ち
に
話
し
、
約
束
を
し
ま
し
た
。
工
事
に
使
う
竹
は
、

藩は
ん

の
山
か
ら
切
り
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
材
料
の
石
は
、
菊き

く

鹿か

町ま
ち

の
長
谷
川

地
区
か
ら
切
っ
て
運
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
藩は

ん

で
、
同
じ
時
期
に
造つ

く

ら
れ
た
通
潤
橋
の
建け

ん
せ
つ設

で
は
、
周
辺
の
村
々

か
ら
お
金
を
集
め
て
、
労
働
力
も
使
っ
て
い
ま
す
。

湯
の
口
た
め
池
が
造つ

く

ら
れ
た
場
所
は
、
加か

藤と
う

清き
よ
ま
さ正

公こ
う

が
見
立
て
て
い
た
用

地
で
、
入
り
口
は
狭せ

ま

く
な
っ
て
い
て
、
西
側
の
現げ

ん
ざ
い在

の
堤て

い
ぼ
う防

が
あ
る
と
こ
ろ

を
せ
き
止
め
れ
ば
、
水
が
た
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
々
か
ら
言
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

ちょっとコラム
● 湯の口ため池が造られた当時の一両

（表）天保小判（裏）

手永から負担してもらった費用は、5000両だったといわれています。
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難
工
事
に
い
ど
む

工
事
は
、
「
上
内
田
川
か
ら
た
め
池
ま
で
の
水
路
づ
く
り
」
と
「
た
め
池

づ
く
り
」
と
「
た
め
池
か
ら
田
畑
ま
で
の
用
水
路
づ
く
り
」
の
三
つ
が
行
わ

図面「湯ノ口ため池工事設計其他」

〔断面図〕
〔正面図〕

斜
樋

堤防を正面から見た図面と横から見た図面

堤
防
の
つ
く
り

た
め
池
の
設
計
は
、
文
書
「
工
事
設
計
其
他
」
に
示
さ
れ
て
お
り
石
積
の

様
子
な
ど
が
墨す

み

で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

れ
ま
し
た
。

水
路
づ
く
り
は
、
苦く

難な
ん

の
連
続
で
し
た
。
全
長
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
こ
の
水
路
は
、
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
ち
三

五
十
メ
ー
ト
ル
は
山
を
く
り
貫ぬ

い
て
ト
ン
ネ
ル
を
掘
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
道
具
は
、
ク
ワ
や
ノ
ミ
し
か
な
か
っ
た
時
代
で
す
の

で
、
水
が
流
れ
る
よ
う
に
す
る
に
は
大
変
な
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
。
い

た
る
と
こ
ろ
で
、
堅か

た

い
岩
石
に
は
ば
ま
れ
、
工
事
中
断
の
寸す

ん
ぜ
ん前

に
追
い

込
ま
れ
ま
し
た
が
弥
二
兵
衛
は
、
石
工
や
人
夫
を
監か

ん
と
く督

し
な
が
ら
励
ま

し
、
炭
で
石
を
焼
か
せ
て
岩
石
を
割わ

り
削け

ず

ら
せ
る
な
ど
し
て
、
筆ひ

つ
ぜ
つ舌

に

尽つ

く
し
が
た
い
苦く

心し
ん

の
す
え
、
よ
う
や
く
こ
の
難
工
事
を
完
成
さ
せ
ま

し
た
。

た
め
池
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
地
方
の
人
々
が
大
石
の
利
用

に
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
八
代
郡
の
干か

ん
た
く拓

・
大
水
路
な
ど
を
手
が

け
た
高こ

う

田だ

手
永
古
麓
村
（
現
八
代
市
）
の
山や

ま

鹿が

茂も

次じ

左ざ

エえ

門も
ん

を
招
い
て
、

石
工
工
事
の
責
任
者
と
し
ま
し
た
。
茂
次
左
エ
門
は
、
最
高
の
技
術
を

駆く
　
し使

し
、
石
工
や
人
夫
た
ち
を
励
ま
し
な
が
ら
こ
の
工
事
の
指
揮
に
あ

た
り
ま
し
た
。

た
め
池
か
ら
下
流
の
田
畑
に
水
を
送
る
た
め
の
用
水
路
は
全
部
で
三

本
造
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
用
水
路
に
よ
り
、
畑
や
荒
れ
地
を
水
田
化
す

る
こ
と
が
で
き
、
水
田
の
面
積
を
飛
躍
的
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。こ

の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
湯
の
口
の
た
め
池
は
、
東
西
に
約

五
三
十
メ
ー
ト
ル
、
南
北
に
約
二
二
十
メ
ー
ト
ル
、
堤
防
の
高
さ
約
三

十
メ
ー
ト
ル
、
総そ

う
ち
ょ
す
い
り
ょ
う

貯
水
量
五
十
万
ト
ン
の
堂
々
た
る
た
め
池
と
な
り
、

い
か
な
る
干
ば
つ
に
も
用
水
が
不
足
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。



遠山弥二兵衛
TOOYAMA  YAZIBEE  1823～1907

公共事業の父
～湯の口ため池の築造

6

右
側
に
描
か
れ
て
い
る
図
面
が
堤
防
を
正
面
か
ら
、
つ
ま
り
池
の
内
側
か

ら
見
た
も
の
で
す
。
い
く
つ
も
の
○
印
が
真
ん
中
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
が
斜
樋
で
、
上
か
ら
順
に
栓
を
抜
い
て
水
を
出
す
構
造
に
な
っ
て
い
ま

す
。
一
番
上
の
八
寸
の
所
か
ら
、
下
の
九
寸
ま
で
全
部
で
三
十
の
穴
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

左
側
に
描
か
れ
て
い
る
台
形
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
が
堤
防
を
横

か
ら
見
た
図
面
で
す
。
中
心
の
真
中
に
高
さ
十
六
間
（
一
間
は
約
一
・
八
メ

ー
ト
ル
）
の
石
の
堰せ

き

が
あ
り
、
そ
の
左
右
に
も
小
さ
な
堰せ

き

が
あ
り
ま
す
。
外

か
ら
見
れ
ば
土
だ
け
で
固
め
て
あ
る
堤
防
に
見
え
ま
す
が
、
中
は
三
層
の
石

垣
状
の
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
番
下
の
底
を
水
の
通
路
「
底そ

こ

樋ひ

」
が
一

つ
通
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
水
面
之
方
本
塘
水
口
」
と
書
か
れ
て
あ
る

と
こ
ろ
に
、
斜
め
に
樋ひ

が
通
っ
て
い
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
図
面
に
あ
る
設
計
で
、
実
際
に
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

左
下
の
写
真
は
、
平
成
の
改
修
工
事
前
に
堤
防
の
正
面
を
内
側
か
ら
写
し

た
も
の
で
す
。
改
修
に
よ
り
現
在
は
、
新
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
排
水

口
に
な
っ
て
い
ま
す
。

弥
二
兵
衛
の
当
時
の
手
紙
に
は
、
「
一
度
水
が
漏も

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

も
う
一
度
堤
防
に
穴
を
掘
っ
て
修
理
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
い
う

こ
と
を
し
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
、
例
え
ば
漆し

っ
く
い喰

等
で
工
夫
を
こ
ら
し
、
隙す

き

間ま

が
で
き
た
と
こ
ろ
に
は
接
着
し
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
堤
防
工
事

の
所
は
特
に
気
を
使
い
ま
し
た
。
手
紙
や
当
時
の
役
人
が
記
し
た
記
録
に
は
、

工
事
責
任
者
の
山や

ま

鹿が

茂も

次じ

左ざ

エえ

門も
ん

と
一
緒
に
工
事
現
場
へ
行
き
、
絶
対
に
失

敗
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ど
ん
な
天
気
の
時
も
現
場
に
立
っ
て
直
接
指

導
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

堤
防
が
絶
対
に
壊こ

わ

れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
細さ

い
し
ん心

の
注

ち
ゅ
う

意い

を
払
い
、
決
意

を
持
っ
て
工
事
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

弥
二
兵
衛
の
決
意

三
年
も
か
か
っ
て
や
っ
と
た
め
池
が
完
成
し
た
日
、
弥
二
兵
衛
が
決
死
の

覚
悟
で
最
初
の
放
水
に
臨
ん
だ
こ
と
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
つ
い
に
堤

防
が
完
成
し
、
い
よ
い
よ
水
門
を
開
け
る
日
が
来
ま
し
た
。
弥
二
兵
衛
は

「
も
し
、
堤
防
が
崩く

ず

れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
村
人
に
申
し
訳
な
い
。

こ
の
場
で
腹
を
切
っ
て
み
な
に
お
詫わ

び
し
よ
う
。
」
と
決
意
し
、
刀
を
持
っ

て
堤
防
の
上
に
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
苦
心
し
た
堤
防
は
び
く
と

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
弥
二
兵
衛
本
人
が
書
い
た
「
取と

り
あ
つ
か
い
し
ゅ
い
し
ょ

扱
趣
意
書
」
の
中
に

は
、
当
日
の
心
境
と
し
て
、
夫ふ

う
ふ婦

共と
も
ど
も々

こ
の
場
で
果は

て
て
も
よ
い
と
の
決
死

の
覚
悟
で
臨
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

堤防正面の写真
（ため池内側より平成の改修工事前に撮影）
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遠
山
祭
に
つ
い
て

た
め
池
の
恩
恵

た
め
池
の
完
成
に
よ
っ
て
、
蒲
生
地
区
を
は
じ
め
、
御
宇
田
・
方
保
田
・

古
閑
・
中
村
・
日
置
・
白
石
な
ど
の
各
村
が
恩
恵
を
受
け
、
新
し
い
水
田
が

七
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
開
発
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

反
あ
た
り
二
俵
だ
っ
た
収
量
が
、
五
、
六
俵
と
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

た
め
池
が
で
き
る
前
と
比
べ
る
と
、
村
に
は
収
入
が
増
え
、
蔵
が
増
え
、
床
、

瓦
、
家
の
造
り
も
良
く
な
り
、
村
人
の
暮
ら
し
は
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。

用
水
路
の
清
掃
は
年
に
一
回
、
十
一
月
の
上
旬
に
、
村
中
総そ

う

出で

で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
水
路
の
水
を
活
用
し
て
、
自
分
で
稲
作
に
水
を
使
っ
て
お
ら
れ

る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
方
々
も
、
蒲
生
地
区
の
方
々
、
あ
る
い

は
下
流
で
水
の
恩
恵
を
受
け
て
こ
ら
れ
た
方
々
、
ま
た
、
そ
の
周
辺
地
域
の

方
々
は
、
米
を
作
る
、
作
ら
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
総
出
で
清
掃
活
動
を
さ
れ

て
い
ま
す
。

約150年経った今現在も、現役のため池として水を
たたえ、下流の水田に水を供給し続けています。

三
玉
地
区
の
人
々
は
遠
山
弥
二
兵

衛
に
感
謝
し
て
、
堤
防
の
横
に
遠
山

神
社
を
つ
く
り
、
彰
徳
碑
を
立
て
ま

し
た
。
地
元
の
蒲
生
地
区
で
は
、
毎

年
四
月
四
日
に
そ
の
遠
山
神
社
で
遠

山
祭
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
神
事
が

行
わ
れ
、
地
域
の
方
々
が
大
勢
集
ま

り
、
遠
山
氏
の
子
孫
の
方
を
北
九
州

か
ら
招
待
し
、
彼
の
功
績
を
偲し

の

び
な

が
ら
お
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
。

約
百
五
十
年
前
の
遠
山
氏
の
功
績

に
対
し
て
、
蒲
生
地
区
の
方
々
が
ず
っ
と
昔
の
恩
恵
を
忘
れ
ず
に
、
自
分
た

ち
の
先
代
、
先
々
代
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
で
遠
山
氏
へ
の
感
謝
の
心
を
持

ち
な
が
ら
、
祭
り
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

遠山祭の様子

遠山神社
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年表 History
一
七
六
三
年
頃
▼

一
八
二
三
年 

▼

（
文
政
六
年
）

一
八
四
七
年 

▼

（
弘
化
四
年
）

一
八
五
三
年 

▼

（
嘉
永
六
年
）

一
八
五
五
年 

▼

（
安
政
二
年
）

一
八
五
七
年 

▼

（
安
政
四
年
）

一
八
五
九
年 

▼

（
安
政
六
年
）

一
八
六
八
年 

▼

（
慶
応
四
年
）

一
八
七
○
年 

▼

（
明
治
三
年
）

一
九
○
七
年 

▼

（
明
治
四
○
年
）

各
地
に
た
め
池
、
用
水
路
が
つ
く
ら
れ
る
。

弥
二
兵
衛
八
代
郡
竜
峰
村
に
生
ま
れ
る
。

八
代
郡
高
田
会
所
取
締
筋
用
懸
に
任
命
さ
れ
る
。

（
用
懸
＝
責
任
者
）

中
村
手
永
惣
庄
屋
兼
代
官
に
な
り
、
名
を
弥
二

兵
衛
と
改
め
た
。

中
村
手
永
惣
庄
屋
遠
山
弥
二
兵
衛
が
、
山
鹿
蒲

生
に
湯
の
口
た
め
池
の
工
事
を
着
工
す
る
。

湯
の
口
た
め
池
工
事
が
完
成
す
る
。

高
田
手
永
に
所
替
え
を
さ
れ
る
。

願
い
を
出
し
惣
庄
屋
を
辞
任
す
る
。

名
を
弥
二
部
（
や
じ
べ
え
）
と
改
め
る
。

遠
山
弥
二
兵
衛
亡
く
な
る
。

（
注
釈
）

注
１　

中
村
手
永

肥
後
と
豊
後
の
細
川
氏
領
で
、
郡
と
村

の
中
間
に
置
き
、
惣
庄
屋
を
長
と
し
た
行

政
区
画
制
度
を
手
永
制
と
い
う
。
細
川
氏

が
肥
後
に
入
国
す
る
と
、
加
藤
氏
時
代
の

郷
組
制
を
手
永
制
に
切
り
替
え
た
。
山
鹿

郡
に
は
、
中
村
手
永
山
鹿
手
永
の
二
つ
の

手
永
が
あ
っ
た
。

注
２　

惣
庄
屋

江
戸
時
代
、
肥
後
藩
の
行
政
区
で
あ
っ

た
各
手
永
を
総
括
し
た
地
方
役
人
の
名
称

で
あ
る
。
惣
庄
屋
は
山
支
配
役
、
手
付
横

目
と
と
も
に
手
永
三
役
と
呼
ば
れ
、
地
方

で
は
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

注
３　

所
替
え

惣
庄
屋
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
江
戸
初

期
に
は
ほ
と
ん
ど
世
襲
で
あ
っ
た
が
、
中

期
以
降
、
身
分
の
移
動
に
よ
っ
て
世
襲
制

が
崩
れ
、
所
替
え
と
呼
ば
れ
る
転
勤
が
頻

繁
に
行
わ
れ
た
。
特
に
末
期
に
は
家
柄
よ

り
本
人
の
人
格
才
能
に
よ
っ
て
広
く
登
用

さ
れ
、
各
地
の
勧
農
、
土
木
工
事
は
飛
躍

的
に
進
ん
だ
。
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山
鹿
市
で
は
「
人
づ
く
り
」
を
大
き
な
理
念
・
目
標

と
し
て
行
政
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
教
育
委
員
会
で
は
「
近
代
の
山
鹿

を
築
い
た
人
た
ち
」
と
題
し
て
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
の
今

日
を
築
い
た
偉
人
を
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
広

く
市
民
の
方
々
に
紹
介
し
、
顕
彰
で
き
る
冊
子
を
発
行

し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
特
に
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
に
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
に
は
こ
ん
な
に
立
派
な
先
輩
が

い
た
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
郷
土
を
誇
り
に

思
い
、
将
来
に
夢
と
希
望
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
こ

の
よ
う
な
願
い
を
込
め
て
発
行
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、

編
集
に
当
た
っ
て
は
、
各
学
校
の
先
生
方
に
献
身
的
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。

あ
と
が
き

あ
と
が
き

山
鹿
市
教
育
長　

田　

中　
　

宏

山
鹿
市
教
育
長　

田　

中　
　

宏
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