
　

小
丸
川
の
流
れ
は
︑
明
治
・
大
正
時
代
に
は
水
量
も
豊
富
で
飲

料
水
に
も
使
用
し
て
い
た
︒
川
口
は
深
く
︑
船
の
出
入
り
に
は
大

変
都
合
が
よ
か
っ
た
︒
小
丸
川
の
川
口
に
居
住
し
て
い
る
人
々
は
︑

そ
の
良
港
を
利
用
し
︑
生
活
の
た
め
に
千
石
船
・
漁
船
を
建
造
し

た
り
︑
船
で
輸
送
に
あ
て
る
等
し
て
生
業
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
︒

　

鴫
野
地
区
で
千
石
船
の
所
有
者
は
︑
次
の
方
々
で
あ
っ
た
︒

　

岩
下
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︵
宝
国
丸
︶
　
　

矢
野
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︶
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木
要
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︶

　

矢
野
文
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柄
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橋
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丸
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柄
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末
太
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木
下
藤
吉　

森  

藤
蔵　
　

山
本
寅
治

　

千
石
船
は
大
小
あ
っ
た
が
︑
遠
く
は
大
阪
港
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の

目
的
港
へ
荷
物
を
輸
送
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
船
に
は
三
〜
四
人

が
乗
り
組
み
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
も
っ
て
完
全
に
運
行
し
て
い

た
が
︑
大
阪
方
面
に
い
く
船
は
︑
往
復
30
日
以
上
も
日
数
が
か
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
積
荷
の
品
物
は
︑
米
・
砂
糖
・
雑
穀
・
塩
・
木
材
・
木
炭
・

そ
の
他
生
活
必
需
品
で
︑
集
積
場
所
は
﹁
カ
ン
バ
﹂
と
い
っ
て
︑

川
口
と
水
神
様
の
付
近
の
２
か
所
に
あ
っ
た
︒

　

荷
お
ろ
し
の
品
物
は
肥
料
・
諸
原
料
・
石
炭
・
ホ
シ
カ
・
石
材
・

み
か
ん
・
そ
の
他
生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
︒
積
荷
・
荷
お
ろ
し
の

品
物
は
︑
馬
︵
く
ら
の
利
用
︶・
車
力
・
手
車
・
人
の
肩
だ
っ
た
が
︑

後
に
馬
車
が
利
用
さ
れ
た
︒

　

木
材
は
︑
小
丸
川
の
流
れ
を
利
用
し
て
川
上
よ
り
流
し
︑
川
下

で
引
き
上
げ
て
集
積
し
た
︒
木
炭
は
山
と
こ
で
生
産
さ
れ
た
も
の

を
馬
車
に
積
み
︑
１
人
で
馬
３
頭
も
引
い
て
運
搬
し
︑
そ
の
賃
金

で
生
活
す
る
も
の
も
い
た
︒
鴫
野
は
当
時
︵
明
治
30
年
頃
︶
戸
数

鴫野の千石船物語

40
戸
位
で
人
の
数
は
２
８
０
名
余
り
だ
っ
た
が
︑
各
家
々
に
馬
を
２

頭
か
３
頭
飼
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒

　

千
石
船
10
隻
︑
漁
船
７
隻
余
り
い
た
の
で
運
送
業
・
漁
業
が
主
業

で
︑
農
業
は
副
業
だ
っ
た
︒
水
神
様
の
神
木
は
樹
齢
１
０
０
０
年
く

ら
い
の
松
の
大
木
が
あ
っ
た
︒
水
神
様
の
川
向
こ
う
の
広
い
陸
地
で

は
千
石
船
が
建
造
さ
れ
︑
船
の
進
水
式
は
大
変
に
ぎ
や
か
で
村
中
の

人
々
が
お
祝
い
を
し
た
︒
尚
︑
台
風
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
︑
水
神

様
下
の
川
に
は
千
石
船
が
５
隻
〜
７
隻
も
つ
な
が
れ
て
い
た
︒

　

そ
の
後
︑
大
正
10
年
に
日
豊
線
が
開
通
す
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
小

丸
川
に
鉄
橋
が
か
か
り
船
の
出
入
り
が
悪
く
な
り
︑
川
上
に
の
ぼ
れ

な
く
な
っ
た
︒そ
れ
で
船
の
数
も
だ
ん
だ
ん
と
減
り
︑千
石
船
に
よ
っ

て
生
業
を
営
ん
で
い
た
者
は
農
業
へ
と
転
向
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
︒(

採
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:
鴫
野
地
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四
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・
森
栄
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宮
田
川
の
流
れ
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら

海
岸
ま
で
一
直
線
に
日
向
灘
へ
打
ち
出

す
流
れ
と
、
北
の
方
へ
蚊
口
の
街
中
を

流
れ
て
、
小
丸
川
へ
注
ぐ
流
れ
が
あ
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大
正
時
代
の
終
わ
り
頃
ま

で
は
、
現
在
の
様
相
と
は
全
く
違
っ
て

い
た
の
で
す
。
水
量
が
多
く
、
深
さ
も

相
当
に
深
く
、
大
き
な
千
石
船
が
自
由

に
い
き
き
し
て
い
た
程
で
す
。
そ
の
数

も
大
変
多
く
、
漁
船
等
を
交
え
て
大
層

賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
宮

田
川
の
川
口
付
近
は
港
に
な
っ
て
い
ま

し
た
し
、
そ
の
付
近
の
こ
と
を
古
湊
と

呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
も
そ
の

呼
名
が
残
っ
て
お
り
、
古
湊
と
呼
ん
で

い
る
人
が
い
ま
す
。

　

中
で
も
公
民
館
の
下
付
近
は
「
向
上

庵
」
と
い
っ
て
、
川
幅
も
広
く
深
さ
も

10  

ｍ
近
く
も
あ
り
、
水
面
は
青
々
と
不

気
味
に
光
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
少

し
海
が
荒
れ
る
と
海
水
が
川
口
か
ら

ど
っ
と
流
れ
込
み
、
辺
り
一
帯
は
小
丸

川
ま
で
海
水
が
満
ち
あ
ふ
れ
、
満
ち
潮

の
時
な
ど
海
同
様
の
あ
り
さ
ま
で
し
た
。

　

こ
う
い
う
状
態
で
し
た
か
ら
、
海
の

魚
な
ど
が
潮
に
の
っ
て
沢
山
入
っ
て
き

ま
し
た
し
、
と
く
に
尾
鰭
が
水
平
に
な
っ

て
い
る
「
三
千
ぼ
」（
い
る
か
の
こ
と
）

と
い
う
、
体
長
が
２
間
半
（
約
５
ｍ
）

程
も
あ
る
魚
が
群
れ
を
な
し
て
泳
い
で

い
ま
し
た
。
５
、
６
匹
か
ら
多
い
時
は

10
数
匹
の
群
れ
が
、
ゆ
う
ゆ
う
と
回
遊

し
て
い
る
様
は
本
当
に
見
事
な
も
の
で

し
た
。
中
に
は
大
き
く
飛
び
跳
ね
た
り
、

白
波
を
け
た
て
て
暴
れ
回
る
も
の
も
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
こ
と
は
し
ょ
っ

中
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

土
地
の
人
々
は
こ
の
勇
ま
し
い
元
気

の
よ
い
魚
の
こ
と
を
「
鯨
」
と
も
呼
ん

で
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
川
に

か
け
ら
れ
た
橋
を
「
鯨
橋
」
と
言
う
様

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
当
時
の
鯨
橋
は
今
は
な
く
、

寂
し
い
思
い
が
し
ま
す
が
、
現
在
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
橋
（
蚊
口
橋
）
の
前
に
か

け
ら
れ
て
い
た
木
橋
を
「
鯨
橋
」
と
呼

ん
で
、
昔
に
思
い
を
馳
せ
て
い
ま
し
た

し
、
現
在
も
、
こ
の
蚊
口
橋
を
「
鯨
橋
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

本
当
の
「
鯨
橋
」
は
、
今
の
橋
か
ら

小
丸
川
の
方
へ
50
ｍ
程
下
流
に
か
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
今
の
駅
通

り
の
道
路
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
南
九

州
化
学
工
場
入
口
付
近
の
所
か
ら
南
東

の
方
向
へ
２
、
３
ｍ
巾
の
道
が
通
じ
、

川
端
に
出
て
蚊
口
橋
の
た
も
と
を
通
っ

て
、
落
合
英
夫
さ
ん
宅
前
か
ら
宮
田
川

を
ま
た
ぎ
、
後
は
海
岸
ま
で
一
直
線
の

道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
宮
田
川

を
ま
た
い
だ
橋
が
、「
鯨
橋
」
だ
っ
た
の

で
す
。

（
採
話　
:
蚊
口
地
区　

日
髙
勝
次
郎
）

高鍋町制
施 行

1 2 0
周 年

定
期
的
に
発
行
し
ま
す

保
存
し
て
ね
！

鴨野地区

鴨
野
川

水神様

高鍋高校

小丸川

蚊口地区

10
号
線

10
号
線

鉄橋


