
　　

現
在
、
久
留
米
市
東
部
か
ら
う
き
は
市

に
か
け
て
の
筑
後
川
沿
い
の
エ
リ
ア
は
、

穀
倉
地
帯
と
し
て
豊
か
な
水
田
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
初
め

頃
ま
で
は
水
が
か
り
が
悪
く
、
水
田
が
少

な
い
う
え
作
柄
も
ひ
ど
く
、
土
地
を
捨
て

離
村
す
る
農
民
も
出
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
エ
リ
ア
は
、
筑
後
川
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
自
然
堤
防
上
で
、
耕
作
に
適
し

た
土
地
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
平
時
は
筑

後
川
の
水
面
の
方
が
低
く
な
り
、
水
を
引

く
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
で
し
た
。
目
の

前
に
豊
か
な
水
を
湛
え
た
筑
後
川
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
桶
で
人
力
に
よ
っ
て

水
を
汲
み
上
げ
て
農
地
に
供
給
す
る
し
か

な
い
、「
水
近
け
れ
ど
、
水
乏
し
」
の
環
境

だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
久

留
米
藩
領
の
村
の
人
々
は
、
標
高
の
高
い

上
流
か
ら
取
水
し
、
長
い
水
路
を
作
っ
て
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筑
後
川
と
生
き
る
!!

　
　
　
　〈
前
編
〉
久
留
米
藩
の
利
水
事
業

大
石
長
野
堰
渠
と
床
島
堰
渠

　
　
　

と
人
と
土
地
が
強
く
結
び
つ
く
江
戸
時
代
の
社
会
の
中
で
、
久

留　
　

米
藩
領
内
の
村
々
の
人
々
に
と
っ
て
、
自
ら
の
土
地
、
自
ら
の

村
の
生
産
力
を
い
か
に
増
や
し
、
安
定
し
た
暮
ら
し
に
つ
な
げ
て
行
く

か
は
、
ま
さ
に
死
活
問
題
で
し
た
。

　

稲
作
を
始
め
農
作
物
の
生
育
に
、
水
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
す
。
十
分
な
農
業
用
水
を
求
め
る
人
々
の
思
い
と
、
知
恵
と
工
夫
が

詰
ま
っ
た
堰
渠
（
堰
と
水
路
）
工
事
の
歴
史
を
た
ど
り
ま
す
。

村

農
地
に
導
水
す
る
方
法
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。
そ
う
し
た
利
水
へ
の
道
の
り
は
、

決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

１
水
近
け
れ
ど
、
水
乏
し

現在の大石取水口（上）・床島堰付近（下）現在の大石取水口（上）・床島堰付近（下）
大石長野堰渠・床島堰渠位置図大石長野堰渠・床島堰渠位置図

玄　界　灘

響　灘

周　防　灘

有　明　海

うきは市

朝倉市

筑前町
東峰村

鳥栖市

八女市

久留米市

日田市

小郡市

城山（花立山）

↑福岡平野

筑後川

矢部川

高良山 耳納山地

筑紫平野

（筑後平野）

福岡藩

久留米藩領

秋月藩
（福岡藩支藩）

久留米藩

床島堰渠

大石長野堰渠
うきは市

朝倉市

筑前町
東峰村

八女市

日田市

小郡市

城山（花立山）

↑福岡平野

筑後川

矢部川

高良山 耳納山地

福岡藩

久留米藩領

秋月藩
（福岡藩支藩）

筑後川
福岡藩

久留米藩

久留米市

筑後川

久留米藩領

柳川藩

福岡藩

福岡藩

久留米城

大石長野堰渠
床島堰渠

小倉藩

秋月藩
（福岡藩支藩）

佐賀藩

筑
後
川
の
恵
み
に
は
、
命
懸
け
の
モ
ノ

語
り
が
あ
っ
た
！
生
き
る
た
め
に
立
ち

向
か
っ
た
久
留
米
藩
の
人
々
の
、
堰
渠

工
事
の
歴
史
に
迫
り
ま
す
。

お   
お   
い   

し   

な   

が        

の       

え   

ん    

き  

ょ
　
　
　
　 

と   

こ   

し   

ま     

え   

ん    

き  

ょ



・「
五
庄
屋
」
決
死
の
覚
悟

　

し
か
し
、
上
流
の
導
水
路
計
画
地
周
辺

の
14
ヶ
村
は
、
計
画
へ
の
反
対
運
動
を
起

こ
し
ま
す
。
導
水
路
に
よ
っ
て
、
洪
水
時

に
被
害
が
生
じ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
の
で

す
。
こ
れ
に
対
し
、
11
庄
屋
が
「
損
害
が

生
じ
た
場
合
は
極
刑
に
処
さ
れ
て
も
異
存

は
な
い
」
と
命
が
け
の
決
意
を
見
せ
た
こ

と
で
、
反
対
運
動
は
収
束
し
ま
し
た
。

　

藩
庁
は
出
願
を
受
け
た
も
の
の
未
曾
有

の
大
事
業
で
あ
る
た
め
、
な
か
な
か
対
応

を
決
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
終
的
に
、

普
請
奉
行
・
丹
羽
頼
母
が
現
地
調
査
を
行
っ

て
計
画
の
実
現
性
を
確
認
し
、
藩
営
事
業

と
し
て
実
施
す
べ
き
と
い
う
提
案
を
し
ま

す
。
こ
れ
が
採
択
さ
れ
、
寛
文
３
年
12
月
、

正
式
に
事
業
決
定
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

郡
奉
行
・
高
村
権
内
が
11
庄
屋
を
集
め
、

「
事
業
が
失
敗
し
た
際
は
五
庄
屋
全
員
を
磔

の
刑
に
処
す
る
が
不
服
は
な
い
か
」
と
改

め
て
決
意
を
問
う
と
、
五
庄
屋
は
異
存
の

な
い
旨
を
答
え
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

・
命
が
け
の
第
１
期
工
事

　

丹
羽
頼
母
を
監
督
者
と
し
て
、
寛
文
４

年
（
１
６
６
４
）
１
月
11
日
に
起
工
式
が

執
り
行
わ
れ
、
16
日
に
は
長
野
村
の
工
事

現
場
に
５
本
の
磔
柱
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
第
１
期
工
事
は
、

大
石
村
長
瀬
の
入
江
に
水
門
を
設
け
て
取

水
し
、
水
路
を
通
じ
て
約
３
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
西
側
の
隈
ノ
上
川
に
合
流
さ
せ
、
長
野

堰
を
設
け
て
隈
ノ
上
川
西
岸
の
水
門
か
ら

取
水
し
た
水
を
角
間
村
（
現
う
き
は
市
吉

井
町
）
ま
で
導
水
し
、
そ
こ
か
ら
先
は
在

来
の
溝
の
拡
張
等
に
よ
り
各
村
に
分
配
す

る
も
の
で
し
た
。

　

工
事
に
は
、
人
夫
１
５
，
２
５
９
人
が

動
員
さ
れ
、
同
年
３
月
中
旬
ま
で
の
わ
ず

か
60
日
で
完
成
し
、
75
町
が
灌
漑
さ
れ
ま

し
た
。

・
立
ち
上
が
っ
た
「
五
庄
屋
」

　

久
留
米
藩
領
で
も
、
筑
後
川
左
岸
沿
い

の
生
葉
郡
包
末
村
（
現
う
き
は
市
吉
井
町
）

以
西
の
村
々
は
、
常
に
農
業
用
水
が
不
足

し
、
作
物
の
収
穫
量
も
少
な
い
上
、
洪
水

や
旱
魃
な
ど
自
然
災
害
に
も
苦
し
め
ら
れ
、

厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

３
代
藩
主
・
有
馬
頼
利
の
時
代
、
こ
の

状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
次
の
５
人
の
庄

屋
が
、筑
後
川
上
流
の
生
葉
郡
大
石
村
（
現

う
き
は
市
浮
羽
町
）
に
取
水
口
を
設
置
し
、

用
水
路
を
作
っ
て
導
水
す
る
計
画
を
発
案

し
ま
す
。

　
　

夏
梅
村
庄
屋　

栗
林
次
兵
衛

　
　

清
宗
村
庄
屋　

本
松
平
右
衛
門

　
　

高
田
村
庄
屋　

山
下
助
左
衛
門

　
　

今
竹
村
庄
屋　

重
富
平
左
衛
門

　
　

菅
村
庄
屋　
　

猪
山
作
之
丞

　

こ
の
灌
漑
（
人
工
的
に
水
を
ひ
い
て
農

地
に
供
給
す
る
）
の
計
画
実
現
に
取
り
組

ん
だ
彼
ら
を
、「
五
庄
屋
」
と
呼
び
ま
す
。

　

寛
文
３
年
（
１
６
６
３
）、
大
旱
魃
で
作

物
が
全
滅
の
憂
き
目
を
見
た
こ
の
年
、
五

庄
屋
は
郡
奉
行
・
高
村
権
内
に
計
画
案
を

献
策
し
助
言
を
得
て
、
誓
詞
血
判
の
上
、

大
庄
屋
・
田
代
又
左
衛
門
を
通
じ
て
藩
庁

へ
の
出
願
を
要
請
し
ま
し
た
。

　

す
る
と
、
こ
れ
を
聞
い
た
周
辺
の
７
ヶ

村
の
庄
屋
５
名
（
村
の
兼
務
あ
り
）
と
竹

野
郡
千
代
久
村（
現
田
主
丸
町
）の
庄
屋
も
、

計
画
へ
の
加
盟
を
申
し
出
て
き
た
の
で
す
。

同
年
９
月
24
日
、
13
ヶ
村
・
11
庄
屋
が
連

署
し
た
導
水
計
画
書
は
、
大
庄
屋
が
奥
書

を
し
た
上
で
、
郡
奉
行
を
経
て
藩
庁
に
出

願
さ
れ
ま
し
た
。
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４ ３

２
農
民
の
思
い
が

藩
を
あ
げ
て
の
事
業
に

  ―

大
石
長
野
堰
渠
の
建
設―

五庄屋を祀る長野水神社五庄屋を祀る長野水神社
長野水神社の手水石の噴水口には五庄屋の家紋が彫って
ある。手水石は、寛文４年（1664）に造られた長野水門
を造った時の天井石を転用したもの

長野水神社の手水石の噴水口には五庄屋の家紋が彫って
ある。手水石は、寛文４年（1664）に造られた長野水門
を造った時の天井石を転用したもの

現在の大石長野水道現在の大石長野水道 「大石用水路  全体図」案内（部分）「大石用水路  全体図」案内（部分）

か
ん
す
え

か
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ま
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の
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え
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し
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ょ
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た
の
も

み  

ぞ  

う

い
く
は
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り
と
し

か
ん
が
い

な
つ
う
め
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よ
む
ね

た
か
だ

い
ま
た
け

す
げ

う

か
ん
ば
つ

た
か
む
ら
ご
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な
い

ち  

よ 

ひ
さ

は
り
つ
け



・
悲
願
の
筑
後
川
取
水

　

御
井
・
御
原
両
郡
の
筑
後
川
右
岸
寄
り

の
地
域
（
現
在
の
太
刀
洗
町
、
久
留
米
市

北
野
町
）は
、左
岸
同
様
水
が
か
り
が
悪
く
、

長
年
、
旱
魃
に
よ
る
飢
饉
な
ど
に
苦
し
ん

で
き
ま
し
た
。
筑
後
川
本
流
か
ら
の
取
水

は
、
上
流
の
大
石
堰
な
ど
の
成
功
例
が
あ

り
、
長
い
間
こ
の
周
辺
の
村
人
た
ち
の
悲

願
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
取
水
を
計
画
す
る
場
所
は
、

水
深
が
深
く
、
水
量
も
多
く
水
勢
も
強
い

こ
と
か
ら
難
工
事
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
と
、

福
岡
藩
と
の
藩
境
に
あ
た
り
紛
争
が
発
生

す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
の

実
施
は
見
送
ら
れ
て
き
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
様
な
状
況
の
中
、
鏡
村
庄
屋
・
高

山
六
右
衛
門
、
八
重
亀
村
庄
屋
・
秋
山
新

左
衛
門
、
稲
数
村
庄
屋
・
中
垣
清
右
衛
門
、

高
島
村
庄
屋
・
鹿
毛
甚
右
衛
門
の
４
人
は
、

村
が
疲
弊
し
、
離
村
す
る
農
民
も
あ
る
よ

う
な
現
状
を
打
開
す
る
た
め
、
取
水
計
画

を
推
進
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。
高

山
六
右
衛
門
が
現
地
調
査
を
行
い
、
計
画

を
具
体
化
す
る
と
、
近
隣
21
ヶ
村
で
連
判

し
、
宝
永
７
年
（
１
７
１
０
）
10
月
20
日
、

願
書
を
郡
奉
行
に
提
出
し
、
郡
奉
行
か
ら

藩
庁
に
出
願
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

床
島
堰
渠
の
出
願
時
の
計
画
は
、
以
下

の
と
お
り
で
す
。

　

①
筑
後
川
の
恵
利
瀬
を
一
部
分
に
舟
通

　
　

し
を
残
し
て
堰
き
止
め
、
堰
の
北
側

　
　

か
ら
床
島
に
向
け
て
水
路
を
作
り
川

　
　

の
水
を
導
く

　

②
床
島
に
水
門
を
設
け
、
水
路
に
よ
り

　
　

江
戸
前
ま
で
導
水
し
、
そ
こ
か
ら
分

　
　

水
し
て
30
余
り
の
村
々
を
灌
漑
す
る

　

こ
の
願
書
は
、
６
代
藩
主
・
有
馬
則
維

に
よ
り
即
決
さ
れ
、
工
事
の
監
督
に
野
村

宗
之
丞
と
草
野
又
六
を
派
遣
す
る
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。

・
村
々
の
願
い
と
工
事
の
拡
大

　

工
事
の
完
成
に
よ
り
潤
う
村
を
見
て
、

同
年
秋
に
は
下
流
の
竹
野
郡
（
現
田
主
丸

町
）
や
工
事
に
反
対
し
て
い
た
生
葉
郡
の

村
々
か
ら
大
石
長
野
水
道
の
延
伸
と
配
水

の
拡
張
が
請
願
さ
れ
、
藩
庁
は
年
貢
米
の

増
収
が
期
待
さ
れ
る
と
し
て
許
可
し
、
第

２
期
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
、
下
流
の
村
々
か
ら
の
請
願

は
続
き
、
現
在
の
田
主
丸
町
へ
の
灌
漑
の

た
め
、第
３
・４
期
工
事
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

別
の
場
所
に
取
水
口
を
増
や
そ
う
と
し
た

第
４
期
工
事
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
が
、

導
水
の
請
願
は
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
筑
後
川

か
ら
の
取
水
量
を
増
や
す
し
か
方
法
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

・
大
石
堰
の
完
成

　

大
石
堰
の
築
造
は
、
大
石
長
野
水
道
の

取
水
量
を
増
や
す
た
め
に
計
画
さ
れ
ま
し

た
。
筑
後
川
本
流
を
堰
き
止
め
る
工
事
は

高
度
な
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
で
、
久

留
米
藩
と
し
て
も
大
工
事
で
し
た
が
、
延

宝
２
年（
１
６
７
４
）に
完
成
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
は
筑
後
川
を
境
に
藩
領
を
接
す

る
福
岡
藩
と
の
関
係
か
ら
も
、
漁
業
権
や

利
水
な
ど
課
題
の
多
い
場
所
で
、
堰
の
完

成
後
も
福
岡
藩
側
と
の
間
で
幾
度
も
争
議

が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

大
石
堰
の
完
成
に
よ
り
取
水
量
を
増
や

し
た
大
石
長
野
水
道
は
下
流
域
を
広
く
潤

し
、
灌
漑
面
積
を
飛
躍
的
に
広
げ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
各
村
の
農
業
生
産
高
は
倍
増

す
る
こ
と
に
な
り
、
久
留
米
藩
も
大
き
な

収
益
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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３
難
工
事
と
争
い
を
超
え
て

　―

床
島
堰
渠
の
建
設―

・
反
対
、
中
断
、
そ
し
て
工
事
開
始

　

こ
の
計
画
に
対
し
て
は
福
岡
藩
領
の
村

民
か
ら
、「
筑
後
川
を
堰
き
止
め
て
床
島
に

水
門
を
作
れ
ば
、
洪
水
の
際
に
周
辺
の
福

岡
藩
領
は
全
て
水
に
沈
む
」
と
激
し
い
抗

議
が
あ
り
、
工
事
の
着
手
は
１
年
間
中
断

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
間
、
草
野
又
六
は
反
対
す
る
福
岡

藩
側
の
大
庄
屋
に
水
門
の
場
所
を
下
流
に

変
更
す
る
な
ど
の
譲
歩
を
含
む
交
渉
を
行

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
相
手
方
か
ら
具
体

的
な
問
題
提
起
は
な
く
、
承
諾
も
得
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
又
六
は
、「
差
し
支
え
が
あ
れ
ば

い
つ
で
も
申
し
出
て
欲
し
い
」
と
伝
え
て

工
事
着
手
の
通
告
を
行
い
、
翌
年
の
正
徳

２
年
（
１
７
１
２
）
１
月
21
日
か
ら
堰
渠

工
事
を
開
始
し
ま
し
た
。

大石堰の案内大石堰の案内現在の大石堰取水口現在の大石堰取水口

せ

ぽ
う

え
ん

き
き
ん

か
が
み

や
え
が
め

い
な
か
ず

の
り
ふ
さ

ま
た
ろ
く

し
ょ
う
と
く



・
難
工
事
に
挑
む
息
子
へ
の
励
ま
し

　
「
普
請
総
裁
判
」と
な
っ
た
草
野
又
六
は
、

鹿
毛
甚
右
衛
門
宅
に
泊
ま
り
込
ん
で
工
事

の
指
揮
に
あ
た
り
、
石
堰
と
水
路
の
建
設

を
並
行
し
て
進
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
川

幅
が
広
く
水
勢
の
強
い
場
所
で
の
施
工
の

た
め
、
石
堰
の
工
事
は
困
難
を
極
め
ま
す
。

こ
の
際
、
悩
み
を
抱
え
て
実
家
へ
と
帰
っ

た
又
六
に
対
し
、
母
親
は
「
耳
納
山
に
は

あ
れ
だ
け
の
土
石
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

山
を
壊
せ
ば
筑
後
川
を
堰
き
止
め
る
こ
と

が
で
き
ぬ
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
息
子
を

励
ま
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

母
の
励
ま
し
を
得
た
又
六
は
、
耳
納
山

か
ら
数
十
万
個
の
巨
石
を
運
び
、
小
石
は

俵
に
詰
め
て
50
万
俵
の
石
俵
を
作
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
３
，５
０
０
人
の
人
夫
に
よ
っ

て
一
斉
に
川
底
に
沈
め
、
不
完
全
な
が
ら

も
恵
利
堰
の
築
造
に
成
功
し
た
の
で
す
。

・
漏
水
や
妨
害
、
苦
難
の
果
て
に

　

と
こ
ろ
が
、
恵
利
堰
の
石
垣
の
漏
水
が

多
く
予
定
し
た
量
の
水
が
、
途
中
水
路
が

交
差
す
る
佐
田
川
以
西
の
用
水
路
に
流
れ

込
ま
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
急
遽
、
佐
田
川
河
口
に
堰
を
築
き
、

水
位
を
上
げ
て
取
水
量
を
増
や
す
こ
と
に

し
た
の
で
す
。

　

こ
の
佐
田
堰
の
工
事
は
、
福
岡
藩
側
の

妨
害
を
避
け
て
夜
中
の
突
貫
工
事
と
な
り

ま
し
た
。
更
に
恵
利
堰
と
佐
田
堰
の
間
に

流
量
調
節
の
た
め
の
床
島
放
水
堰
を
設
け

ま
す
。
床
島
用
水
は
小
石
原
川
を
潜
っ
て

江
戸
前
ま
で
伸
び
、
水
門
を
経
て
南
北
２

水
路
に
別
れ
各
支
線
へ
通
水
さ
れ
ま
し
た
。

　

恵
利
堰
・
佐
田
堰
・
床
島
放
水
堰
・
床

島
用
水
か
ら
成
る
床
島
堰
渠
は
、
着
工
か

ら
２
ヶ
月
余
り
後
の
４
月
３
日
に
完
成
し
、

そ
の
年
に
は
古
田
約
８
０
０
町
歩
、
新
田

約
４
０
０
町
歩
を
潤
す
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
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現在の恵利堰現在の恵利堰草野又六の墓（草野町）草野又六の墓（草野町）

車で石材をひいて運ぶ様子
（右同）

車で石材をひいて運ぶ様子
（右同）

現在の佐田堰現在の佐田堰 堰に舟を懸ける時の心得
（右同） 

堰に舟を懸ける時の心得
（右同） 

石材に背負い棒を巻き付けて運ぶ方法
（「床島堰築造絵図」専称寺蔵・久留米市指定文化財）

石材に背負い棒を巻き付けて運ぶ方法
（「床島堰築造絵図」専称寺蔵・久留米市指定文化財）

現在の床島堰付近
（航空写真）
現在の床島堰付近
（航空写真）

恵利堰

床島用水

佐田堰



床島堰渠図床島堰渠図
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藩境

中州

恵利堰

床
島
放
水
堰

佐
田
堰

筑後川本流

早田村

長田村

舟
通
し

床島用水

佐
田
川

福岡藩領

久留米藩領

久留米藩領

←江戸前

床島用水

・
床
島
堰
渠
の
改
修

　

一
応
の
完
成
を
見
た
床
島
堰
渠
で
す
が
、

取
水
場
所
の
恵
利
堰
に
舟
通
し
が
あ
る
た

め
、
多
量
の
水
が
無
駄
に
な
っ
て
用
水
へ

の
流
入
が
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
関
係
す
る
村
の
中
に
は
水
不

足
を
生
じ
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
下
流
の
10
ヶ
村
か
ら
配
水
の
要
請

も
出
て
き
た
た
め
、藩
庁
は
正
徳
４
年
（
１

７
１
４
）、恵
利
堰
の
改
修
を
決
め
ま
し
た
。

　

改
修
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

　

①
恵
利
堰
の
舟
通
し
を
廃
止
し
て
、
石

　
　

堰
を
増
築
し
、
筑
後
川
の
水
を
全
て

　
　

用
水
路
に
流
入
さ
せ
る

　

②
舟
通
し
は
、
下
流
４
５
０
間
（
約
８

　
　

１
０
ｍ
）
の
中
曽
（
中
州
）
を
開
削

　
　

し
て
筑
後
川
へ
通
じ
さ
せ
る

・
福
岡
藩
側
と
の
対
立
激
化…

　

こ
の
改
修
工
事
で
は
、
舟
通
し
が
計
画

さ
れ
た
中
州
の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
、
久

留
米
藩
側
と
福
岡
藩
側
が
激
し
く
対
立
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
地
は
地
形

的
に
は
福
岡
藩
領
側
に
寄
っ
た
位
置
に
あ

り
ま
し
た
が
、
早
く
か
ら
対
岸
の
竹
野
郡

早
田
村
（
現
田
主
丸
町
）
の
農
民
が
耕
作

し
て
い
ま
し
た
。
領
有
権
を
主
張
す
る
福

岡
藩
側
は
、
こ
の
工
事
の
影
響
に
よ
る
周

辺
の
村
々
の
湿
田
化
を
危
惧
し
、
様
々
な

形
で
工
事
妨
害
を
始
め
ま
す
。

　

小
競
り
合
い
の
最
中
、
早
田
村
の
中
州

所
有
権
を
た
て
に
、
久
留
米
藩
側
の
工
事

の
推
進
に
懸
命
の
努
力
を
し
て
い
た
早
田

村
庄
屋
・
丸
林
善
左
衛
門
が
福
岡
藩
側
に

拉
致
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
ま
す
。

善
左
衛
門
は
厳
し
く
詰
問
さ
れ
、
３
か
月

後
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の

苦
労
が
も
と
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

結
果
的
に
中
州
の
領
有
権
問
題
は
解
決

す
る
こ
と
な
く
、
両
藩
の
対
立
が
残
っ
た

ま
ま
改
修
工
事
は
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
な

が
ら
も
完
成
し
た
床
島
堰
渠
は
、
筑
後
川

右
岸
の
久
留
米
藩
領
を
広
範
囲
に
潤
し
、

近
隣
の
村
人
達
の
悲
願
が
達
成
さ
れ
た
の

で
す
。
現
在
、
床
島
用
水
の
灌
漑
面
積
は

約
３
，
０
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ん
で
い

ま
す
。
ま
た
、
床
島
堰
渠
建
設
の
指
導
者

草
野
又
六
と
５
人
の
庄
屋
は
、
太
刀
洗
町

の
大
堰
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
石
長
野
水
道
、
床
島
用
水
の
整
備
に

よ
り
、
こ
れ
ま
で
農
業
用
水
の
確
保
に
苦

し
ん
で
い
た
筑
後
川
沿
い
の
村
々
は
、
広

く
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
元
々
あ
っ
た
田
畑
の
収
穫
量
も
上
が

り
、
新
し
い
水
田
も
開
か
れ
て
い
き
ま
す
。

　

生
産
は
安
定
し
ま
し
た
が
、
当
時
の
支

配
体
制
下
で
は
、
農
民
の
余
剰
生
産
物
は

余
す
と
こ
ろ
な
く
取
り
立
て
る
方
針
で
あ

り
、
年
貢
上
納
の
増
加
に
加
え
て
、
井
堰
・

用
水
の
管
理
や
維
持
費
の
新
た
な
負
担
な

ど
が
生
じ
、
厳
し
い
暮
ら
し
が
続
き
ま
し

た
。

※

「
後
編 

久
留
米
藩
の
治
水
事
業
」
は
、
６
月
18
日
頃
の
配
信

　

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

４
用
水
整
備
後
の

　
人
々
の
暮
ら
し


