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く弓tの 責k
加
藤
清
正
と
言
え
ば
、
多
く
の
人
は
、

「賤
ケ
岳
の
七
本
槍
」
の
一
人
に
数
え
ら

れ
た
槍
の
名
手
で
、
朝
鮮
出
兵
で
は

「清

正
の
虎
退
治
」
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
。
秀

吉
の
家
臣
団
の
中
で
は
体
も
大
き
く
武
功

派
の
武
将
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

の
一
方
で
治
水
、
千
拓
、
城
作
り
の
技
術

に
優
れ
「土
木
や
治
水
の
神
様
」
と
か
「城

造
り
の
天
才
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
現

代
的
に
一言
え
ば
、
加
藤
清
正
は
城
を
中
心

に
し
た
都
市
計
画
の
天
才
で
も
あ
っ
た
。

天
正
１６

（１
５
８
８
）
年
肥
後
２５
万
石

の
領
主
に
命
じ
ら
れ
た
清
正
は
、
斬
新
的

な
都
市
計
画
を
実
施
し
た
。
外
敵
か
ら
の

侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
①
河
川
の
改
修

（毎

年
氾
濫
を
繰
り
返
す
坪
井
川
と
白
川
の
切

り
離
し
）、
湿
地
帯
を
内
堀
に
し
、
高
台

は
人
が
居
住
で
き
る
よ
う
に
②
居
住
地
の

開
発
、
低
地
で
は
③
新
田
開
発
を
促
進
し

た
。
ま
た
整
備
し
た
坪
井
川
を
水
運
に
利

用
し
、
城
下
町
の
①
物
資
輸
送
を
盛
ん
に

し
、
城
下
町
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
。
③

農
業
用
水
路
の
整
備
に
も
力
を
注
い
だ
。

火
山
の
噴
火
活
動
で
で
き
た
阿
藤
の
土
地

は
、水
が
す
ぐ
地
下
に
浸
透
し
て
し
ま
う
。

清
正
は
白
川
か
ら
大
量
の
農
業
用
水
を
引

く
た
め
に
、
堰
や
用
水
路
を
数
多
く
整
備

し
た
。

そ
の
中
で
特
筆
で
き
る
の
が

「鼻
ぐ
り

井
手
」
で
、
清
正
の
独
創
的
な
水
利
技
術

で
あ
る
。
井
手
と
は
用
水
路
の
こ
と
で
、

水
量
を
調
節
す
る
た
め
に
水
路
を
壁
で
仕

切
る
必
要
が
あ
る
が
、
壁
で
仕
切
る
と
、

阿
蘇
特
有
の
火
山
灰
土

（ヨ
ナ
）
が
沈
澱

し
て
し
ま
つ
。
壁
の
底
部
中
央
に
孔

（鼻

ぐ
り
）
を
開
け
、
底
の
水
流
を
早
く
、
し

か
も
水
流
に
回
転
を
与
え
ヨ
ナ
が
底
部
に

溜
ま
る
こ
と
を
防
ぐ
治
水
管
理
技
術
で
あ

る
。
清
正
の
河
川
改
修
に
よ
り
開
墾
さ
れ

た
新
田
は
約
２
万
４
０
０
０
町
歩
に
達
し

た
。
川
だ
け
で
は
な
い
、
有
明
海
や
不
知

火
海
の
干
拓
に
も
力
を
注
ぎ
、
そ
の
後
の

肥
後
の
国
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

熊
本
城
の
築
城

（１
６
０
１
～
１
６
０

７
年
）
に
あ
た
っ
て
は
、
清
正
の
１
５
０

回
以
上
の
城
攻
め
の
実
戦
経
験
が
生
か
さ

れ
て
い
る
。通
常
は
城
の
ま
わ
り
に
外
堀
、

内
堀
を
構
築
す
る
が
、
清
正
は
坪
井
川
を

改
修
し
豊
富
な
流
れ
で
城
を
囲
ん
だ
。
石

垣
の
石
の
大
き
さ
や
積
み
重
ね
方
を
構
築

物
に
よ
り
変
化
さ
せ
、
敵
が
簡
単
に
登
れ

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

「武

者
返
し
」
と
呼
ば
れ
る
熊
本
城
の
石
垣
の

構
築
は
幅
や
奥
行
き
、
高
さ
も
過
去
最
大

規
模
で
あ
っ
た
。

城
内
の
リ
ス
ク
管
理
も
徹
底
し
て
い

た
。
か
り
に
敵
が
城
内
に
侵
入
し
た
時
に

は
、
暗
が
り
の
地
下
通
路
か
ら
し
か
城
に

入
れ
な
い
構
造

（封
鎖
し
や
す
い
）
や
、

本
丸
御
殿
へ
の
隠
れ
道

（秘
密
通
路
）
を

複
数
設
け
る
な
ど
、
実
戦
経
験
を
十
三
分

に
生
か
し
た
城
造
り
を
成
し
遂
げ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
築
城
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
全

国
各
地
の
城
造
り
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。

清
正
が
城
造
り
を
命
じ
ら
れ
る
と
工
事

責
任
者
へ
「そ
の
地
を
念
入
り
に
調
べ
よ
、

特
に
川
守
り
や
年
寄
り
の
意
見
を
多
く
集

め
よ
」
と
命
じ
た
。
今
で
一軍
つ
ビ
ッ
グ
デ

ー
タ
の
収
集
と
活
用
で
あ
る
。
技
術
だ
け

で
は
な
い
。
城
造
り
に
は
男
女
を
問
わ
ず

多
く
の
農
民
が
動
員
さ
れ
た
が
、
築
城
の

大
部
分
は
農
閑
期
に
行
な
わ
れ
、
し
か
も

給
金
を
き
ち
ん
と
払
っ
た
た
め
民
衆
は
喜

ん
で
清
正
に
協
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。

吉村和就

治水の神様と呼ばれた
清正公
加藤清正というと、朝鮮出兵しか知ιJませんが、

治水や土本方面の才があつたそうです。

それが生かされたのが熊本城。再建がんばれ～!
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国連環境アドバイザー。日本を代表する水の専門家の一人。

『水ビジネスーー110兆円水市場の攻防』(角川書店)な ど著書多乳

イラス トレーション/白井裕子

56
題字/もとき剛 ||


