
弘
法
大
師
・
空
海
の
修
築
し
た

九

～
・
一

一

『
』

・
ま
ん
の
う
い

J
W

わ
が
国
最
大
の
農
業
稿
用
溜
池
と
し
〈
知
ら
れ
る
讃
岐
の
「
満
濃
川

o

’
・

弘
法
大
師
・

空
海

時
代
よ
り
一
二
0
0

与
の
歳
月
、
満
濃
池
空
広
刊

農
業
土
木
に
お
は
か
画
期
的
な
事
績
と
し
手
、
ま
た
稲
作
の
歴
史
を
語

l

る
貴
重
な
溜
池
小』下し
て
存
在
」
し
続
け
て
き
た
。
そ

η
歴
r
A的価
値
は
、

建
築
に
お
け
る
法隆
寺
に
も
匹
敵
す
る
も
の
と
い
え
よ
ゲ
。

F

・

－
－

し
か
し
そ
の
一
みで
、
古
代
に
お
け
る
満
濃
池
の
姿
ほ
ほ
と
ん
E

現
在

に
伝
え
ら
れ
て
ト

な
い
。
そ
こ
十
今
回
、
大
林
組
プ
白
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
や

は
、
満
濃
池
仁
保

す
る
歴
史
資
料
炉
伝
説

に
工
学札
？
地
か
ら
の
夜
討

を
加
え
、
－mエ
海
が
移
築
い
た
と
さ
れ
か
吻
期
の
姿
砂
復
元
に
挑
戦
斗
た
。

、、.. 

。

.

. ‘ 

4・
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、‘、．



満三
濃q
j也U
と
そ
の
時
代

；筒j農，也

1多Jえd

” r、－
J 『 a・ － . 

〆 ! 事 ...  / 丸亀市町 / 

目、‘ ’ ・ー．・ ， ．・ <
』♂ ・ ’ ー 、

1" I~ ~’・..... ・ 1,• •• • ,' 
．・ 、．・

I .. 、 ・．．
ー． 、 ． ‘'--,, ，，、 －．・ t・ ．・ ’ ＼

・・ . ,. : 善通予市． ・ ！ .' 
もJ 巴 ． －ー’F 、

: ~ .. ! l 拘 f 、

、 ’ . ＂ J ・ ’、〆・，

、／ I ' • / 

、 .， ' I .〆

1 I I ' • ，｛、戸、
1 I , I J 、、 r 、

、 I ，、〆、，‘

トーー〆 : f '. ’ 
' ~. I 

、、 /, 琴平町 I : -

、、、、、 J ’ヘ 0 J翁；豊町 j
J 、、ー－.,/ 0 ~’ 

' I t 〆、

ーーー’ー園、 , 、 ,, 
，、〆

、，，

I I . 、、ノ’．
, t 、 J , 

J 、‘”ー、』－-
J 、 t

,,' 泊・h満；農池 、
’，，. 、

I 町圃・h 、
ノ げ，守守 、

/ I 

1 ／－、 r
、－ー，ーγ
、、 1

、 t

Fち司号、.......,. ... …P帽司和司W押？世間町田お伴内F剤事Fーァ～下、 ι ‘ 刊 l . 明朝

園田園・園田園田園・・・・・・・・・・圃・・・・・圃－－・E・圃圃圃・圃E・E・－圃・・－－ー・・・・・・圃圃園田園ーーーーーーーーーーーーーーー－ーーーーーーーーーーー－・E・－・E・－－－一一一 一一一一一一一一一一一ーー

⑤ 

、
ペ
岨圃

－
媛
、
報
宣
A
u荷
ゑ
州
．

弔
－
い
て
も
長
咽
持
J
A咽

一
時
『
張
留
守
大
崎

－
笑
晶
＃
t
胡
干

－
t
R訴
長
ふ
ワ
時
五
咽

哩
唱
曲
－
A島
幸
事
一A
f

z
A品t
t－
－
＃
－
一
喝
干

O
J去
る
T
高
－A守

－
持
永
毛

－
す
忠
弘
「
A寸

、
オ
壬
品
攻
守
λ主

・満濃池の子池
。市役所
0町役場

古
代
の
讃
岐
平
野注

「

今
は
昔
、
讃
岐
園
門U
の
郡
に
、
満
濃
の
池
と
て
大
き
な

る
池
あ
り
。
高
野
の
大
師
の
、
そ
の
園
の
人
を
あ
は
れ
ま
む

が
為
に
、
人
を
催
し
て
築
き
給
へ
る
池
な
り
。
池
の
廻
り
は

る
か
に

遠
く
て
、
堤
高
か
り
け
れ
ば
、
さ
ら
に
池
と
は
思
え

で
海
な
E

と
ぞ
見
え
け
る
。L

（
注
一
原
本
欠
字
）

満濃i也と子池の介布図

『
今
昔
物
語
』
に
描
か
れ
た
古
代
の
満
濃
池
の
姿
、
そ
こ
に

は
作
者
の
誇
張
も
み
ら
れ
る
、
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
、
て
も、

水
を
満
々
と
湛
え
る
満
濃
池
を
初
め
て
見
た
と
き
の
印
象
は
、

そ
う
変
わ
ら
な
い
。
下
流
域
か
ら
満
濃
池
を
訪
れ
る
と
き
、

堤
防
の
横
の
急
な
坂
道
を
上
り
つ
め
るt
、
池
と
は
思
え
な

い
ほ
E

の
広
大
な
水
面
が
目
の
前
に
ひ
ろ
が
る

。

現
代
の
巨

大
な
ダ
ム
貯
水
池
を
見
慣
れ
た
目
に
は
、
も
ち
ろ
ん
海
と
は

思
え
な
い
が
、
そ
れ
は
湖
L
L

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
規
模
で
あ

る
。
総
貯
水
量
一
五
四
O
万
ト
ン
、
農
業
用
溜
池
と
し
て
は

他
に
類
を
み
な
い
、
日
本

一
の
ス
ケ
ー

ル
を
擁
し
て
い
る
。

さ
ぬ
き

こ
れ
ほ
ど
広
大
な
満
濃
池
が
、
讃
岐
（
香
川
県
）
の
地
に
な

ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
築
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ま

ず
讃
岐
平
野
の
歴
史
的
、
地
理
的
背
景
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

古
代
の
讃
岐
平
野
の
一
帯
は
、
温
暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
、

か
つ
瀬
戸
内
海
と
い
う
重
要
な
海
上
交
通
路
を
ひ
か
え
、
早

く
か
ら
文
明
の
聞
け
た
地
域
の
で
あ
っ
た

。

沿
岸
部
を
中
心
と

し
た
縄
文
遺
跡
、
河
川
の
自
然
堤
防
上
に
展
開
す
る
弥
生
遺

跡
の
数
々
は
、
そ
の
証
左
の

一
っ
と
も
い
え
る
が
、
t

り
わ

け
注
目
さ
れ
る
の
は
整
然
t

し
た
条
里
に
基
づ
く
水
田
開
発

の
痕
跡
で
あ
る
。

そ
れ
は
讃
岐
平
野
が
稲
作
に
適
し
た
地
域

と
し
て
、
早
い
時
期
か
ら
計
画
的
な
開
発
が
進
展
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
レ
る

。

そ
の
背
景
に
は
、
近
畿
圏
に
展
開
し
た
大
和
政
権
や
、
瀬

き
ぴ

戸
内
海
の
対
岸
に
位
置
す
る
吉
備
勢
力
の
影
響
が
考
え
ら
れ

か
ん
h
vし
の
み
と

る
。
『

日
本
書
紀
』
に
は
、

景
行
天
皇
を
父
と
す
る
神
櫛
皇
子

し
ま
う

。
昔
か
ら
「
讃
岐
に
は
河
原
は
あ

っ
て
も
川
は
な
い
」

t

い
わ
れ
て
き
た
所
以
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
日
照
り
が
少

し
続
く
と
、
す
「
に
田
は

干
上
が
り
、
早
魅
に
見
舞
わ
れ
た

。

『
讃岐
の
池
と
水
』

（
桂重
喜
著
）
に
よ
れ
ば
、
過
去
三
五
O

年
の
あ
い
だ
の
統
計
で
は
四
年
l

六
年
に

一
度
の
割
合
で
早

魅
が
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
半
数
は
非
常
に
大
規
模
な
皐
魅

で
あ
っ
た
と
い
う

。

洪
水
と
早
魅
か
ら
稲
を
護
る
た
め
、

讃
岐
の
農
民
は
古
代

か
ら
知
恵
を
絞
っ
て
き
た
。

弥
生
時
代
の
稲
作
集
団
は
、
経

験
的
に
洪
水
路
線
を
避
け
て
自
然
堤
防
上
に
集
落
を
築
き
、

わ
ず
か
な
湿
地
を
固
と
し
て
米
作
り
を
行

っ
て
き
た
と
考
え

ら

れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
方
法

、

て
は
、
大
規
模
な
水
田
開

発
も
安
定
し
た
収
穫
も
望
め
な
い

。

江
戸
時
代
仁
な
る
と
、

村
E

う
し
で
自
主
的
に
水
利
慣
行
（
用
水
の
利
用
規
則
）
を

定
め

、

少
な
い
水
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
よ
う
に
な
る

。

そ
れ
で
も
大
早
魅
と
な
る
と
、
各
地
で
水
利
紛
争
が
絶
え
な

か
っ
た
。

こ
う
し
た

事
例
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
讃
岐
平
野
で
は

稲
作
の
当
初
か
ら
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
不
可
欠
の

一
大
テ

ー
マ
で
あ
っ
た
。

米
づ
く
り
は
水
づ
く
り
で
あ
り
、
そ
の
解

決
策
t

し
て
早
く
か
ら

溜
池
に
よ
る

一濯
慨
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ

た
の
で
あ
る
。

古
代
の
溜
池
の
姿
を
知
る
手
が
か
り
は
少
な
い
が
も
"') 

と
も
原
初
的
な
方
法
と
し
て
は

洪
水
の
あ
と
水
の
残
っ
た

わ
ず
か
な
窪
地
を
利
用
し

簡
単
な
土
手
を
築
い
て
水
を
溜

め
た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
い
る

。

現
在
、
で
も
か
つ
て
の
洪
水

；満濃池鎗圃 天保 8 年（ 1 837）／奈良一美氏蔵

路
線
に
沿
っ
て

古
い
溜
池
が
並
ん
で
お
り

」
れ
ら
か
ら

初
期
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る

。

古
墳
時
代
を
迎
え
る
と、

前
方
後
円
墳
の
周
濠
に
み
ら
れ

る
よ
〉
フ
仁

水
利
土
木
の
面
で
そ
う
と
う
高
度
な
技
術
が
導

入
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

古
墳
築
造
の
技
術
が

農
業
用

溜
池
の
建
設
仁
E

の
程
度
寄
与
し
た
か
は
不
明
だ
が

大
和

政
権
の
置
か
れ
た
畿
内
で
も
大
型
の
水
利
土
木
事
業
が
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る

。

そ
れ
ら

の
多
く
は
稲
作
の
た
め
の
濯
瓶

、＼

を
讃
岐
国
造
の
祖
と
す
る
伝
承
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
讃
岐
に

は
前
方
後
円
墳
を
は
じ
め
と
し
た
古
墳
が
数
多
く
存
在
し
、

土
木
技
術
の
面
に
お
い
て
も
中

央
政
権
と
の
深
い
関
係
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

大
和
朝
廷
は
や
が
て
大
化
改
新
を
へ
て
、
律
令
制
に
よ
る

強
力
な
国
づ
く
り
を
進
め
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
国
家
財

源
の
基
盤
を
稲
（
米
）
に
求
め
た
。
租
・

庸
・

調
の
税
収
制

度
の
な
か
で

、

基
本
と
な
る
租
を
支
え
る
根
幹
作
物
と
し
て
、

稲
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
固
有

は
ん

化
し
た
土
地
を
公
民
に
分
け
与
え
、
田
租
を
納
め
さ
せ
る「
班

で
ん
し
ゅ
う
C
ゆ

回
収
授
法
」

が
実
施
さ
れ
、
そ
の
整
備
の
た
め
に
本
格
的
な

条
里
制
が
敷
か
れ
た
。
同
時
に
稲
作
事
業
の
収
益
を
高
め
る

た
め
の
水
田
開
発
お
よ
び
濯
概
工
事
が
各
地
で
急
速
に
推
し

進
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
早
く
か
ら
計
画
的
な
水
田
開
発

が
進
み
、
大
和
朝
廷
に
も
近
い
讃
岐
平
野
が
稲
作
の
重
要
拠

点
と
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
的
必
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
長
町

博
氏
（
香
川
用
水
土
地
改
良
区
事
務
局
長
）
の
指
摘
に
よ
れ

ば
、
現
在
の
香
川
県
の
耕
地
面
積
の
五
八
%
が
、
す
で
に
古

代
に
お
い
て
開
発
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る

。

讃
岐
平
野
の
溜
池

そ
の

一
方
で
歴
史
は
、
讃
岐
平
野
の
水
田
開
発
が
け
っ
し

て
容
易
な
道
の
り
で
は
な
か
っ
た
こ

t

を
教
え
て
く
れ
る

。

こ
の

一
帯
は
も
t

も

t

雨
の
少
な
い
瀬
戸
内
で
も
と
り
わ

け

寡
雨
地
帯
で
、
年
間
平
均
降
雨
量
は
一
一
五
0
ミ
リ
前
後

で
あ
る

。

こ
れ
は
全
国
平
均
の
七
割
に
満
た
な
い
。

し
か
も
地
形
を
み
る
と
、
讃
岐
平
野
は
東
西
に
長
く
、
南

あ
さ
ん

北
に
は
き
わ
め
て
短
い
。

南
の
阿
讃
山
地
に
降
る
雨
は
、
比

較
的
傾
斜
の
き
つ
い
平
野
部
の
河
川
を
一
気
に
流
れ
下
り
、

短
時
間
で
瀬
戸
内
海
へ
と
注
「

。

大
雨
が
降
れ
ば
洪
水
を
ひ

き
お
こ
す
が
、
水
は
平
野
部
に
は
留
ま
ら
ず
、
流
れ
去
っ
て

工
事
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
時
代
の
要
請
と
機
運
は
、
讃
岐
地
方
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る

。

大
和
朝
廷
に
よ
る
国
家
づ

く
り

、

そ
の
基
盤
と
な
る
稲
作
の
奨
励
、
そ
し
て
大
型
水
利

事
業
に
み
ら

れ
る
土
木
技
術
、
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
讃
岐

平
野
に
は
次
々
と
溜
池
が
築
造
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
代
表

と
も
い
え
る
も
の
が
、
古
代
に
お
け
る
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
満
濃
池
L

の
建
設
で
あ
っ
た
。

溜
池
の
築
造
と
改
修
は
そ
の
後
も
た
え
ず
行
わ
れ
、
も
つ

と
も
盛
ん
で
あ
っ
た
江
戸
期
を
へ
て
今
日
も
な
お
続
い
て
い

る
。

現
在
、
香
川
県
に
は
お
よ
そ

一
万
六
O
O
O
を
超
え
る

溜
池
が
存
在
す
る

。

小
さ
な
も
の
を
含
め
る
と

二
万
i

二
万

五
O
O
O
と
も
い
わ
れ
る
。

溜
池
の
総
数
で
は
兵
庫
県
、
広

島
県
に
つ
い
て
第
三
位
だ
が
、
県
の
面
積
が
小
き
い
た
め
一

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当

た
り
の
溜
池
数
（
七
・

八
カ
所
）
は

全
国

一
で
あ
る

。

満
濃
町
文
化
財
保
護
協
会
会
長
の
大
林
英
雄
氏
に
よ
れ
ば

水
田
に
用
水
を
供
給
す
る
濯
概
方
法
を
分
類
す
る
と
全
国

平
均
で
は
河
川
へ
の
依
存
が
七
四
・

三
%
と
多
く

溜
池
は

一
六
・
八
%
に
過
ぎ
な
い

。

率
が
逆
転
し

と
こ
ろ
が
香
川
県
、
て
は
こ
の
比

溜
池
濯
慨
が
七
0
・

四
%
に
も
の
ぼ
る
（
河

川
は
一
六
・
三
%
）。

讃
岐
平
野
の
米
づ
く
り
が

、

3

・
－
刀
回

し
カ

l

話
何

池
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
が
う
か
が
わ
れ
る
数
値
で
あ
る

。

そ
の
な
か
に
あ
っ
て

、

満
濃
池
は
そ
の
規
模
t

役
割
の
大
き

さ
に
お
い
て

い
ま
だ
に
揺
る
ぎ
な
い
位
置
を
占
め
て
い
る。

満
濃
池
の
立
地
と
歴
史

満
濃
池
は
香
川
県
の
中
央
西
寄
り

有
名
な
金
万
比
羅
宮

に
も
ほ
ど
近
い
場
所
に
あ
る。

早
く
か
ら
条
里
に
基
づ
く
水
田

が
聞
か
れ
た
丸
亀
平
野
の
南
に
位
置
し

平
野
を
広
げ
た
扇

に
た
と
え
る
と

そ
の
要
に
あ
た
る
部
分
に
満
濃
池
が
あ
る

。

周
辺
の
地
形
を
み
る
と

阿
讃
山
地
に
源
を
発
す
る
金
倉

川
が
山
合
い
か
ら
平
野
へ
と
流
れ
出
る

そ
の
直
前
の
谷
地

を
堰
き
止
め
る
形
で
建
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

平

. 



さ
ら
い
け

一
般
に
皿
池
と
呼
ば
れ
、

そ
の
多
く
が
四
方
を
堤
防
で
囲
ん
だ
構
造
を
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
満
濃
池
は
金
倉
川
本
流
を
堰
き
止
め
、
谷
地
を

利
用
し
て
膨
大
な
貯
水
と
水
量
調
整
を
行
う
も
の
で
、
現
代

の
ダ
ム
と
同
じ
基
本
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

現
在
の
堤
体
は
昭
和
三
四
年
に
完
成
し
た
も
の
だ
が
、
後

述
す
る
よ
う
に
当
初
か
ら
は
ほ
同
じ
位
置
に
堤
防
を
築
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
型
土
木
機
械
の
な
か
っ
た
一
二

O

O
年
も
前
に
、
こ
の
よ
う
な
本
格
的
な
、
ダ
ム
建設
が
行
わ
れ

た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
土
木
史
に
お
い
て
も
画
期
的
な
出
来

事
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

野
部
に
み
ら
れ
る
大
型
の
溜
池
は
、

歴
史
的
な
視
点
か
ら
満
濃
池
を
み
る
と
、
そ
の
経

緯
は
あ
ま
り
明
確
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
限
ら
れ
た
文
献
や

一
方
、

大正3年以前の揺抜き／香川用水記念館

伝
承
を
総
合
す
る
と
、
現
在
の
満
濃
池
の
地
は
洪
積
層
台
地

の
北
端
に
あ
た
る
谷
底
平
野
で
、
そ
こ
に
は
金
倉
川
が
流
れ
、

あ
め
ま
天
の
真
名
井
と
呼
ば
れ
る
湧
水
が
い
く
つ
か
存
在
し
た
。
そ

の
河
川
や
湧
水
を
利
用
し
、
付
近
に
は
弥
生
時
代
か
ら
古
墳

時
代
に
か
け
て
集
落
が
営
ま
れ
た
が
、
当
時
か
ら
溜
池
が
あ

っ
た
か
否
か
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
の
満
濃
池
の
歴
史
を
簡
単
に
記
す
t

（
詳
細
は
大

林
英
雄
氏
の
稿
お
よ
び
年
表
参
照
）
、

・

大
宝
年
間
（
七
O

一
i

七
O
四
）

み
ち
も
り
の
あ
そ
ん

国
守
道
守
朝
臣
に
よ
る
築
造
。
文
献
に
表
れ
る
最
初
の
も

の
だ
が
、
溜
池
の
規
模
は
不
明
。

ー

・
弘
仁
一
二
年
（
八
二
二

空
海
に
よ
る
修
築
。
詳
細
は
後
述
。

・

仁
寿
二
1

三
年
（
八
五
二
1

八
五
三
）

国
守
弘
宗
王
に
よ
る
復
旧
。

こ
の
う
ち
空
海
の
修
築
は
、
当
時
の
『
太
政
官
符
』
に
記

述
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
道
守
朝
臣
お
よ
び
弘
宗
王
に
関
す
る

ま
ん
の
う
い
け
の
ち
の
ひ
ぷ
み

記
事
は
『
満
濃
池
後
碑
文
』

に
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
文
献
は

か
な
り
後
代
（
一
O
二
O
年
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
空
海
の
事
績
を
無
視
し
て
い
る
点
な
E

疑
問
が
多
い
。

寛
永
八
年

（
一
六
三
一
）

「
空
海
の
、
満
濃
池
」
の
想
定
復
元

空
海
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

満
濃
池
を
め
寸
る
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
今
回
、
大
林
組

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
が
注
目
し
た
の
は
、
空
海
に
よ
る
築

日
本
に
お
け
る
真
言
密
教
の
祖
、で
あ
る
空
海
は
、

祈
雨
の
修
法
を
よ
く
し
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
も
信
頼
さ
れ
る
は

ど
の
法
力
を
謡
わ
れ
た
。
各
地
に
水
や
雨
に
ま
つ
わ
る
多
く

の
事
績
、
伝
説
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
筆
頭
は
や
は
り
満

濃
池
で
あ
ろ
う
。

造
で
あ
る
。弘仁一一年（八二O）、讃岐地方ではたび重なる早魅に備え、満濃池の築造が計画された。当時、大規模な濯瓶事業は国営であり、政府から派遣された監

督官の下、地元の豪族層が協力し、周辺農民を労働

力として行うのが一般的な方法であった。はじめ満みちのまひとはまっ。濃池の築造には政府から路真人浜継が築池使tして出向いたが、難工事となり、また労働力の不足もあって、完成するこtができなかった。そこで国司は、地元の豪族佐伯氏の出身であった空海の派遣を、改めて政府に要請した。おそらく国司は、空海の法力tともに、その高名を慕って労働力が集まるこtを期待したのであろう。弘仁一二年（八一二）、築池使別当に任命された空海は、沙弥一人、童子四人をつれて現地に赴き、未完成の工事をわずか二カ月余で成し遂げたと伝えられている。H和?:l 年治明 年永嘉
』

年寛永i¥. 
』、

年量7C 安治 」

仁寿三年 仁寿元年 仁弘ト 年弘仁九 大年宝間 年fl;: 

車関 間不の明
年四 年

（八 （五八 T停 ( 八
0 じ( 

取替／のえり~ 、
五八一七八 五八 4ノ、- 。

九 八 二一二八

五九 。＝ 四
)) 

0 四七
回

コ第

重底樋を 石富票材の 石材島成完 量取替
再築 洪水 再築 七カ洪水海空洪水

道早守物臣
骨円内』

ンニ

クリl 常上回If の？こ 修で復完成月 壊決による 修築仁よる 涜失仁よる破堤め
取水橋ト

ンか よ
え、ら る

ノレ 壊決 回 築造
更変

空
海

そ
れ
か
ら

一
二
O
O
年
近
い
歳
月
を
へ
た
現
在
、
て
も
、
満

濃
池
は
空
海
伝
説
と
と
も
に
あ
る
。
堤
防
の
上
に
立
っ
と
、

空
海
が
真
言
密
教
の
修
法
を
も
っ
て
工
事
の
達
成
を
祈
願
し

ご
ま
だ
ん
い
わ

た
護
摩
壇
岩
が
、
目
の
前
の
水
面
に
小
島
と
な
っ
て
浮
か
ぶ
。

満j農i也の歴史年表

堤
防
の
西
側
に
は
、
現
在
は
水
（
埋
）
没
し
て
い
る
が
、

う
て
め
よ
す
い
は

の
創
案
と
さ
れ
る
台
目
（
余
水
吐
き
日
あ
ふ
れ
た
水
を
流
す

同

土
木
技
術
家
、
西
嶋
八
兵
衛
に
よ
る
築
造
。
四

O
O
年
以

上
に
わ
た
り
廃
池
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
藩
主
の
命
に
よ

り
復
興
し
た
。

・
明
治
三
年
（
一
八
七
O
）

長
谷
川
佐
太
郎
ら
に
よ
る
修
築
。

・
昭
和
一
五
i

三
四
年
（
一
九
四
O
i

一
九
五
九
）

六
メ
ー
ト
ル
の
嵩
上
げ
工
事
に
よ
り
、
現
在
の
堤
防
が
築

造
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
工
事
に
代
表
さ
れ
る
幾
度
も
の
修
築
・
改
修
に

よ
り
、
満
濃
池
は
現
在
、
貯
水
量
一
五
四
O
万
ト
ン
を
誇
る

日
本
一
の
農
業
用
溜
池
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

毎
年
六
月
半
ば
、
満
濃
池
で
は
そ
の
年
初
め
て
池
の
水
を

流
す
「
ゆ
る
抜
き
」
の
神
事
が
行
わ
れ
る
。
ゆ
る
抜
き
と
は
、

樋
管
（
取
水
管
）
の
栓
を
開
け
て
、
溜
池
の
水
を
流
し
落t

す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

樋
管
は
水
を
流
す
重
要
な
設
備
で
あ
り
、
溜
池
の
生
命
と

も
い
わ
れ
て
き
た
。
現
在
は
取
水
塔
を
通
し
て
水
を
流
し
て

そ
こ
ひ

い
る
が
、
昔
の
満
濃
池
に
は
堤
防
の
底
に
埋
設
し
た
底
樋
と
、

た
て
ひ

堤
防
内
側
の
斜
面
に
敷
設
し
た
竪
樋
と
が
あ
り

、

二
つ
の
樋

管
は
池
の
底
で
つ
な
が
っ
て
い
た
。
竪
樋
に
は
数
カ
所
の
取

ゆ
る
ぎ

水
穴
が
あ
り
、
そ
の
上
に
櫓
を
組
み
、
揺
木
（
筆
木
）
と
呼

ば
れ
る
栓
を
上
か
ら
順
に
聞
い
て
計
画
的
な
配
水
を
行
っ
た。

大
き
な
溜
池
で
は
、
上
層
と
下
層
と
で
水
温
に
か
な
り
の
差

が
生
じ
る
。
竪
樋
と
櫓
は
、
稲
作
に
適
し
た
水
温
の
高
い
上

層
水
か
ら
流
す
た
め
の
巧
み
な
仕
組
み
で
も
あ
っ
た
。

10 

樋
管
を
通
っ
て
満
濃
池
を
流
れ
出
た
水
は
、
平
野
に
網
の

目
の
よ
う
に
張
り
め
「
ら
さ
れ
た
用
水
路
を
通
り
、
田
へ
、

あ
る
い
は
子
池
、
孫
池
と
呼
ば
れ
る
下
流
に
あ
る
数
十
も
の

小
さ
な
池
へ
と
供
給
さ
れ
る
。
現
在
そ
の
受
益
面
積
は
、
地

元
満
濃
町
の
み
な
ら
ず
、
丸
亀
市
、
善
通
寺
市
、
多
度
津
町
、

琴
平
町
の
二
市
三
町
を
含
む
四
六
O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ん

で
い
る
。

ゆ
る
抜
き
は
、
そ
の
広
大
な
地
域
を
潤
す
最
初
の
水

（
仕
付
水
）
を
流
す
も
の
で
、
讃
岐
地
方
に
田
植
え
の
始
ま
り

を
告
げ
る
行
事
で
も
あ
る
。

ち
ょ
う
な
い
わ

お
子
斧
岩
と
呼
ば
れ
る
史
跡
と
な
っ
て
い
る

。

さ
ら
に
満
濃
池
築
造
の
お
り
、
空
海
が
留
ま
っ
た
地
元
の

矢
原
家
の
家
記
に
は
、
興
味
深
い
伝
承
が
あ
る
。
そ
れ
は
満

濃
池
の
構
造
に
関
す
る
も
の
で
、
空
海
の
創
意
と
さ
れ
る
次

の
三
点
で
あ
る

。

・

空
海
に
よ
る
築
堤
の
位
置
は
、
谷
の
最
狭
部
を
さ
け
少
し

内
側
（
上
流
側
）
t

し
、
水
圧
を
考
慮
し
て
ア
ー
チ
状
に
湾

曲
し
た
形
態
を
採
用
し
た
（
ア
ー
チ
式
堰
堤
の
創
始
）
。

・

洪
水
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
岩
盤
を
開
削
し
て
台
目
を
設

置
し
た
（
余
水
吐
き
の
創
始
）
。
こ
れ
が
お
手
斧
岩
と
呼
ば
れ

ち
ょ
う
な

る
史
跡
で
、
大
工
道
具
の
手
斧
の
よ
う
な
工
具
を
利
用
し
た

と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
余
水
吐
き
は
、
洪
水
時
に
あ
ふ
れ
た

水
を
流
し
、
堤
防
の
決
壊
を
防
？
重
要
な
設
備
で
あ
る
。

・
池
堤
の
護
岸
設
備
t

し
て
水
際
に
水
た
た
き
（
し
が
ら
み
）

を
設
け
、
土
砂
の
崩
壊
を
防
止
し
た
。

こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
空
海
の
築
造
し
た
満
濃
池
の
姿
を
考

え
る
上
の
手
が
か
り
t

な
る
と
同
時
に
、
古
代
土
木
史
の
観

点
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
で

は
、
満
濃
池
の
復
元
作
業
を
進
め
る
な
か
で
、
空
海
の
創
意

と
さ
れ
る
三
点
に
つ
い
て
の
意
味
を
工
学
的
に
検
証
し
た
。

水
路
）
が
、

11 

ま
た
古
代
に
お
け
る
溜
池
築
造
の
技
術
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

の
施
工
方
法
に
つ
い
て
も
復
元
を
試
み
た
。

そ

歴
史
的
資
料
の
検
討

空
海
が
弘
仁
二
一
年
に
築
造
し
た
と
い
わ
れ
る
満
濃
池
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
の
文
献
の
な

か
に
は
、
工
学
的
な
見
地
か
ら
直
接
の
参
考
と
な
る
資
料
は

き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
、
逆

に
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
満
濃
池
の
変
遷
を
た
ど
り
、

空
海
の
時
代
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
を
採
っ
た
。
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堤体規模

堤高： 13問（23.6m)

堤長： 45.5問 （82. 7m) 

堤幅： 8問（ 14.Sm)

堤敷幅： 65問（ I 18.2m) 

天端高さ：＋ 14 1 m付近

~（！ 明治 3 年（1870）長谷川佐太郎による築造の平面町

堤体規模

獲高： 32.0m

堤長： 155.Bm 

堤幅： 20.0m 

堤体積： 218,OOOm' 

満水位： EL . 146.0m 

洪水位： EL. 147 .Om 

貯水量： 15,400,000m'

満水面積・ 138. 5ha 

受益面積 4, 600ha 

昭和34年（1959）第 3 次嵩上げ（6m）の平面図

二、

堤体規模

堤根置： 65問（ 118.2m)

堤長： 45問（81.8m)

築堤留（天端幅） : 6問（ I0.9m)

堤後法（外法） : 23.5問（42 . 7m) 

堤前法（内法） : 35問（63.6m)

池深（直立） : II 問（20.0m)

弘仁12年（821）空海の築造による満濃池の平面図〔寛永 8 年（1631）西嶋八兵衛の築造から推定した〕
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マ空海築造時の堤体天端高さ＋ 139.0m 

／二五

竪樋22 . 5問 （40 . 9m )

堤根置65問 （ I 18.2m) 

寛永8年（ 1631 ）西嶋八兵衛による堤体の断面
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満
濃
池
は
近
代
、
近
世
に
お
い
て
も
た
び
た
び
改
修
・
改

築
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
節
目
と
な
っ
た
大
規

模
工
事
と
、
そ
の
と
き
に
記
さ
れ
た
満
濃
池
の
堤
体
（
堤
防
）

規
模
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
0

0
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
第
三
次
嵩
上
げ
工
事

元
の
堤
体
と

一
部
重
な
る
形
で
、
下
流
側
に
新
し
い
堤
体

が
築
造
さ
れ
た
。

昭
和
の
大
改
修
と
呼
ば
れ
、
昭
和
一
五
年

に
始
ま
り
戦
争
に
よ
る
中
断
を
は
さ
み
三
四
年
に
竣
工
し
た

。

こ
の
改
修
仁
よ
り
、
六
メ
ー
ト
ル
の
嵩
上
げ
が
行
わ
れ
、
現

在
の
堤
体
が
完
成
、
貯
水
量
が
一
五
四
O
万
ト
ン
と
な
っ
た
。

ま
た
余
水
吐
き
は
空
海
の
台
目
と
は
反
対
側
（
堤
体
東
側
）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
建
設
さ
れ
た

。

工
事
時
の
平
面
図
及

び
断
面
図
が
残
っ
て
い
る

。

（
現
在
の
堤
体
規
模
）

標
高

堤
高

一
四
九
・
0
メ
ー
ト
ル

三
二
・

0
メ
ー
ト
ル

堤
長

一
五
五
・
八
メ
ー
ト
ル

堤
体
積

一
二
万
七
七
六
五
・
O
三
立
方
メ
ー
ト
ル

こ
の
改
修
工
事
に
関
連
し
て
、
昭
和
二
七
年
に
実
施
さ
れ

た
嵩
上
げ
工
事
の
き
い
の
断
面
図
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
り
旧

堤
体
の
下
流
側
表
面
の
断
面
形
状
が
分
か
る
。

ま
た
昭
和
二

九
年
に
は
旧
堤
体
の
東
西
両
側、

つ
ま
り
現
在
の
余
水
吐
き

お
よ
び
お

手
斧
岩
付
近
で
ポ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
デ
ー
タ
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た

。

な
お
旧
堤
体
は
、
通
常
は
水
中
に
没
し
て
い
る
が
、
渇
水

時
に
は
水
面
上
に

一
部
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ

が
現
地
踏
査
を
実
施
し
た
平
成
六
年
夏
も
非
常
な
渇
水
状
態

で
、
旧
堤
体
に
下
り
る
こ
と
が
で
き
た
。

。
明
治
三
年
（

一
八
七
O
）
の
築
造

幕
末
期
に
満
濃
池
の
樋
門

め
、
長
谷
川
佐
太
郎
ら

の
申
請
が
行
わ
れ
、

（
取
水設
備
）
を
改
築
す
る
た

明
治
期
に
な
っ

て
岩
盤
の
開
削
と
堤
体
の
築
造
が
完
了
し
た

。

そ
の
と
き
の

記
録
に
よ
る
規
模
は
、

堤
高

一
三
間
（
約
二
三
・

六
メ
ー
ト
ル
）

満
濃
池
の
立
地
と
地
形

満
濃
池
は

す
で
に
述
ぺ
た
よ
う
に

金
倉
川
の
本
流
を

堰
き
止
め
る
ダ
ム
形
式
の
溜
池
で
あ
る
。

こ

の
付
近
の
基
擦

は

領
家
帯
と
呼
ば
れ
る
花
岡
岩
か
ら

な
る
が

金
倉
川
の
左

岸
に
は
泥
岩
砂
山
の
互
層
が
分
布
し
て
い
る
。

金
倉
川
の
河

川
長
は

短
く
、
池
の
上
流
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
に
過
ぎ
な

い
。

そ

の
た
め
河
川
の
流
域
面
積
も
少
な
く
、
満
濃
池
へ
の

直
接
流
域
は

一
二
八
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

ま
た
河
川
勾

配
も
緩
や
か
で

全
体
で
は
二
%
程
度

（
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

流
れ
る
聞
の
高
低
差
が
二
0
メ
ー
ト
ル
」
と
く
に
池
本
体
の

部
分
で
は

二
%
程
度t
推
定
さ
れ
る
。

地
形
を
み
る
と

堤
体
付
近
は
両
側
の
尾
根
が
迫
り
河
川

幅
が
狭
く
な

っ
て
お
り

そ
の
上
流
部

（
池
の
部
分
）
は
河

川
幅
も
広
が
り

平
ら
な
盆
地
状
を
呈
し
て
い
る

。

し
た
が

っ

て
溜
池
を
築
造
す
る
た
め
の
堤
体
の
位
置
と
し
て
は

っ
と
も
効
率
よ
い
場
所
が
選
ば
れ
て
い
る

。

「
空
海
の
満
濃
池
L

の
想
定
復
元

空
海
に
よ
る
満
濃
池
の
堤
体
規
模
を
推
定
す
る
に
あ
た
り

今
固
ま
ず
注
目
し
た
の
は
寛
永
八
年
の
西
嶋
八
兵
衛
に
よ
る

放水路となる金倉川（中央奥が；満濃；也の堤体）／フォト・エージ 工 ンシー・四国

復
盛盈

工
事
の
資
料
で
あ
る

」
の
資
料
は
江戸
初
期
の
も
の

だ
が
、

く
、
工
学
的
に
み
て
も

信
頼
性
が
高
い

。

正
確
な
数
値
を
記
し
た
も
の
と
し
て
は
も
っ
と
も
古

ま
た
前
述
の
よ
う
に
西
嶋
八
兵
衛
は

地
元
の
旧
家
、
で
あ

る
矢
原
家
に
お
も
む
き

空
海
の
築
造
し
た
満
濃
池
の
姿
を

記
し
た
家
記
を
読
み
、

る
。

さ
ら

に
江
戸
初
期
の
満
濃
池
を
描
い
た
絵
図
を
み
る
と

詳
細
に
検
討
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

空
海
が
台
目
（
余
水
吐
き
）
を
開
削
し
た
と
さ
れ
る
お
手
斧
岩

の
あ
た
り
に

や
は
り
水
路
が
あ
り

」
れ
を
西
嶋
も
余
水

吐
き
と
し
て
利
用
し
た
t

思
わ
れ
る

。

」
れ
ら
の
こ
と
か
ら

西
嶋
の
築
造
し
た
堤
体
は

な
ん
ら
か
の
形
で
空
海
の
築
造

し
た
姿
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
t

考
え
ら

れ
た
。

そ
こ
で
西
嶋
八
兵
衛
の
遺
し
た
デ
ー
タ
を
念
頭
に
置
き
つ

'I, 

‘ 

堤
長

四
五
・
五
間
（
約
八
二
・
七
メ
ー
ト
ル
）

堤
幅
（
天
端
幅
）

堤
敷
幅

八
間
（
約
一
四
・
五
メ
ー
ト
ル
）

六
五
間
（
約
一
一
八
・
二
メ
ー
ト
ル
）

。
寛
永
八
年
（
一
六
三
こ
の
築
造

満
濃
池
は
元
暦
元
年
ご
一
八
四
）
の
洪
水
に
よ
り
堤
防

が
決
壊
し
た
後
、
近
世
ま
で
記
録
が
な
い
。

鎌
倉
期
か
ら
戦

国
期
に
か
け
て
は
、
改
修
さ
れ
る
こ
と
な
く
荒
廃
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
干
上
が
っ
た
池
の
な
か
に
は
集
落
が
で
き
て

い
た
。

江
戸
期
に
な
り
、
藩
の
農
業
振
興
の
た
め
讃
岐
領
主

が
土
木
技
術
家
と
し
て
知
ら
れ
た
西
嶋
八
兵
衛
に
命
じ
、
満

濃
池
を
復
興
し
た

。

堤
根
置
（
堤
敷
幅
）
六
五
問
（
約

一
八
・
二
メ
ー
ト
ル
）

堤
長

四
五
間
（
約
八
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）

築
堤
留
（
天
端
幅
）
六
間
（
約
一
0

・
九
メ
ー
ト
ル
）

の
り

堤
後
法
（
外
法
）二
三
・
五
間
（
約
四
二
・
七
メ
ー
ト
ル
）

堤
前
法
（
内
法
）
三
五
間
（
六三
・
六
メ
ー
ト
ル
）

池
深
（
直
立
）

一
一
間
（
約
二
0
・

0
メ
ー
ト
ル
）

こ
の
復
興
工
事
の
お
り
、
西
嶋
八
兵
衛
は
矢
原
家
に
あ

っ

た
家
記
を
読
み
、
空
海
の
築
造
し
た
満
濃
池
の
構
造
を
詳
細

に
検
討
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る。
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。
そ
の
他
の
資
料

堤
体
規
模
を
想
定
す
る
た
め
の
歴
史
資
料
と
し
て
は
、
そ

の
他
に
『
満
濃
池
後
碑
文
』
が
あ
る
。

こ
の
文
献
は
す
で
に

述
ぺ
た
よ
う
仁
疑
問
の
多
い
資
料
で
は
あ
る
が
、
文
中
に
役

夫
数
や
資
材
量
な
E

具
体
的
な
数
値
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が

特
徴
的
で
も
あ
る

。

そ
の
な
か
に
堤
体
の
高
さ
を
「
八
丈
」
t

す
る
記
述
が
み

ら
れ
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。

八
丈
は
現
在
の
約
二

四
メ
ー
ト
ル
に
相
当
し
、
か
な
り
の
高
さ
と
な
る

。

古
代
に

お
け
る
技
術
レ
ベ
ル
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
巨
大
な
堤
防

の
存
在
を
疑
問
視
し
、
八
丈
は
高
き
で
は
な
く
、
堤
体
の
斜

面
の
長
さ
と
す
る
説
も
み
ら
れ
る

。

そ
こ
で
今
回
、
こ
の
数

値
に
関
し
て
も
検
討
材
料
の

一
っ
と
し
た

。

つ
、
復
元
作
業
を
進
め
る
こ
と
と
し
た

。

は
じ
め
に
昭
和
二
九
年
に
実
施
さ
れ
た
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査

お
手
斧
岩
付
近
の
デ
l

タ
を
検
討
す
る
と
、
標
高

の
う
ち
、

も

一
三
六
・
五
メ
ー
ト
ル
’あ
た
り
に
平
ら
な
岩
盤
が
現
れ
て
い

る
。

こ
れ
を
お
手
斧
岩
、
す
な
わ
ち
余
水
吐
き
の
位
置
と
想

定
す
る
t

、
か
つ
て
の

余
水
吐
き
の
上
端
部
が
標
高
二
ニ
六

．
五
メ
ー
ト
ル
の
高
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。

ま
た
西
嶋
八
兵
衛
の
デ
ー
タ
で
は
、
池
の
深
さ
が
一
一
間

（
約二
0
メ
ー
ト
ル
）
と
な
っ
て
い
る
。

余
水
吐
き
の
高
さ
と

池
の
深
さ
の
差
か
ら
、
池
底
に
あ
た
る
基
礎
地
盤
の
高
さ
は

標
高
一
一
六
・
五
メ
ー
ト
ル
と
な
る

。

こ
の
数
値
は
現
状
の

堤
体
断
面
図
か
ら
得
ら
れ
る
基
礎
地
盤
高
（
標
高
約
一
一
七

メ
ー
ト
ル
）
と
ほ
ぼ

一
致
す
る

。

余
水
吐
き
は
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
し
た
水
を
流
す
こ
と
に
よ

り
、
堤
体
を
決
壊
か
ら
護
る
た
め
の
設
備
で
あ
る

。

し
た
が

っ
て
堤
体
の
天
端
の
高
さ
は
、
余
水
吐
き
よ
り
高
い
必
要
が

あ
る

。

西
嶋
八
兵
衛
の
デ
ー
タ
に
は
堤
高
が
示
さ
れ
て
い
な

の
り

い
の
で
、
堤
体
の
法
勾
配
を
内
法
三
割
、
外
法
二
割
と
し
て

計
算
す
る
t

堤
高
は
約

一
二
・
三
メ
ー
ト
ル
と
推
定
で
き
る

。

こ
れ
に
基
礎
地
盤
高
を
加
算
す
る
と
、

西
嶋
八
兵
衛
の
堤
体
の
天
端
高
さ
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標
高
一
三
八

メ
ー
ト
ル

お
手
斧
岩
（
余
水
吐
き
）
の
主
同
さ

標
高
二
ニ
六
・
五

メ
ー
ト
ル

と
な
り
、

堤
体
は
た
し
か
に
余
水
吐
き
よ
り
も
高
い
位
置
と

介
r
h
v。』

れ
ら
の
事
実
は

わ
れ
わ
れ
に
一
つ
の
啓
示
を
与
え
た。

お
手
斧
岩
と
呼
ば
れ
る
余
水
吐
き
が
伝
承
の
と
お
り
空

海
の
創
案
に
な
る
も
の
だ
と
仮
定
す
る
と

空
海
が
築
造
し

た
堤
体
も
や
は
り
西
嶋
八
兵
衛
の
も
の
と
同
程
度
の
規
模
が

必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
同
規
模
の
堤
体
で

な
い
と

余
水
吐
き
が
機
能
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l

ム
は

空
海
に
よ

る
満
濃
池
の
堤
体
規
模
を

西
嶋
八
兵
衛
の
築
造
し
た
堤
体



仮排水路切替（底樋への導水）

t

ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
判
断
し
、
ま
ず
そ
の
復
元
を
行
っ

た
。
そ
の
上
に
空
海
築
造
時
の
伝
承
や
、
工
学
的
な
検
討
を

加
味
し
、
次
の
よ
う
な
規
模
と
想
定
し
た
。

空
海
の
満
濃
池
の
概
要

。
堤
体
の
高
き

当
時
の
余
水
吐
き
を
お
手
斧
岩
と
す
る
と
、
堤
体
の
高
さ

は
そ
れ
よ
り
数
メ
ー
ト
ル
高
く
な
る
。
お
手
斧
岩
（
標
高
一

三
六
・
五
メ
ー
ト
ル
）
と
、
堤
体
位
置
の
基
礎
地
盤
（
標
高

一
一
七
・
0
メ
ー
ト
ル
）
と
の
関
係
か
ら
、
堤
体
天
端
を
お

手
斧
岩
よ
り
二
・
五
メ
ー
ト
ル
高
い
標
高
一
三
九
・
0
メ
ー

ト
ル
と
設
定
し
た

。

こ
れ
に
よ
り
堤
体
自
体
の
高
き
は
二
二
メ
ー
ト
ル
と
な
る

。

『
満
濃
池
後
碑
文
』
に
み
ら
れ
る
八
丈
（
約
二
四
メ
ー
ト
ル
）

の
高
さ
に
は
及
ば
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
高
き
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

。
堤
体
の
幅

堤
体
の
幅
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
検
討
材
料
が
な
い
た

め
、
堤
体
高
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
西
嶋
八
兵
衛
の
築
堤
規

模
に
合
わ
せ
、
天
端
幅
一
0

・
九
メ
ー
ト
ル
、
堤
底
（
敷
）
幅

一
一
八
・
二
メ
ー
ト
ル
と
し
た

。

な
お
、
復
元
し
た
空
海
の
満
濃
池
の
貯
水
量
を
概
算
す
る

と
、
五
O
O
万
ト
ン
以
上
t

な
る

。
現
在
の
三
分
の
一
程
度

だ
が
、
当
時
と
し
て
は
や
は
り
巨
大
な
溜
池
で
あ
っ
た
と
い

え
る

。

。
樋
管

樋
管
（
底
樋
と
竪
樋
）
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
溜
池

の
水
を
流
し
落
と
す
た
め
の
取
水
設
備
で
あ
る
。
西
嶋
八
兵

衛
の
記
録
で
は
、
松
の
厚
板
を
函
型
に
組
み
立
て
た
樋
管
が

使
わ
れ
て
い
る
。
木
製
の
樋
管
は
腐
朽
す
る
た
め
、
堤
防
決

壊
の
原
因
と
も
な
り
う
る
。
江
戸
期
の
記
録
で
は
、
し
ば
し

ば
樋
管
の
取
り
替
え
作
業
（
ゆ
る
替
え
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

底
樋
の
取
り
替
え
は
、
堤
体
を
中
央
か
ら
割
り
裂
く
よ
う
に

掘
り
下
げ
る
も
の
で
、
堤
体
そ
の
も
の
の
大
改
修
工
事
で
も

し
か
し
空
海
の
時
代
で
は
、
強
固
な
岩
盤
そ
の
も
の
を
砕

い
て
水
路
を
造
る
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
余

水
吐
き
の
位
置
は
、
堤
体
よ
り
低
く
周
辺
の
地
盤
の
も
っ
と

も
低
い
場
所
で
、
溜
池
か
ら
あ
ふ
れ
た
水
を
安
全
に
流
す
こ

と
が
で
き
、
し
か
も
地
質
の
強
固
な
地
盤
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
場
所
と
し
て
、
堤
体
西
側

の
お
手
斧
岩
が
選
ば
れ
た
も
の
t

考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
復
元
で
は
、
史
跡
に
残
る
お
手
斧
岩
の
場
所
、
西

嶋
八
兵
衛
に
よ
る
寛
永
の
復
興
に
先
立
っ
て
描
か
れ
た
絵
図

に
み
ら
れ
る
水
路
、
昭
和
の
ポ
ー
リ
ン
グ
調
査
な
ど
を
参
考

に
、
空
海
の
余
水
吐
き
の
位
置
を
想
定
し
た
。
そ
の
結
果
、

も
し
堤
体
を
谷
の
最
狭
部
に
直
線
的
に
築
造
す
る
と
、
下
流

部
に
広
が
る
堤
体
の
斜
面
が
余
水
吐
き
か
ら
の
水
の
排
水
路

を
ふ
さ
「
形
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
洪
水
時

に
は
余
水
吐
き
か
ら
流
れ
出
る
水
に
よ
っ
て
、
堤
体
盛
土
が

浸
食
さ
れ
、
決
壊
を
引
き
起
こ
す
こ
t

に
な
る

。

こ
れ
を
避

け
、
余
水
吐
き
の
流
路
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
堤

体
を
少
し
上
流
部
に
立
地
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の

上
で
地
形
を
考
慮
し
て
堤
体
形
状
を
計
画
す
る
と
、

結
果
的
に
ア

l

チ
型
の
平
面
形
状
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

。

つ
ま
り
谷
の
最
狭
部
を
避
け
た
ア
！
チ
型
の
堤
体
形
状
は
、

ダ
ム
と
し
て
の
機
能
と
現
地
の
地
形
と
を
総
合
的
に
判
断
し

た
、
合
理
的
な
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
（
二
O
頁
図
参
照
）
。

そ
こ
で
今
回
の
復
元
に
お
い
て
も
、
堤
体
の
平
面
形
状
仁
は

ア
l

チ
型
を
採
用
し
た

。

た
だ
し
ア
l

チ
型
形
状
が
、
堤
体
の
強
化
仁
E

れ
ほ
ど
寄

与
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
『
満
濃
池
後
碑
文
』
の
記
述
に
よ

れ
ば
、
空
海
の
築
造
し
た
堤
体
は
長
く
と
も
三
十
年
は
ど
で

決
壊
し
た
こ
と
に
な
る

。
当
時
、
日
本
各
地
に
洪
水
を
も
た

ら
す
大
雨
が
続
い
た
と
す
る
記
録
も
み
ら
れ
、
あ
る
い
は
そ

れ
が
原
因
か
も
知
れ
な
い
。
空
海
の
満
濃
池
の
決
壊
原
因
は
、

史
実
に
も
伝
承
に
も
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
検
討
は
行
わ

な
か
っ
た
。

次

空
海
が
満
濃
池
の
護
岸
の
た
め

し
が
ら
み
を
設

あ
る
。
近
隣
の
農
民
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
こ

と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
今
回
の
復
元
作
業
で
、
空
海
の
時
代
の
樋
管
が

E

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、

一
つ
の
疑
問
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
古
代
の
溜
池
の
事
例
を
調
査
す
る
と
、
奈
良
県
の
益

田
池
の
廃
池
遺
跡
か
ら
は
檎
の
巨
木
を
く
り
ぬ
き
底
樋
に
使

用
し
た
と
思
わ
れ
る
遺
物
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
阪

府
の
狭
山
池
で
も
、
年
代
測
定
で
六
二
ハ
年
の
も
の
と
さ
れ

る
巨
木
を
く
り
ぬ
い
た
底
樋
が
発
掘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
空
海
の
満
濃
池
で
も
同
様
の
仕
様
で
あ
っ
た
と
判

断
し
、
底
樋
・
竪
樋
と
も
巨
木
を
く
り
ね
い
た
樋
管
を
使
用

し
て
い
た
も
の
と
想
定
し
た

。

空
海
伝
説
の
工
学
的
検
証

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
、
空
海
の
創
意
と
い
わ
れ
る
い

く
つ
か
の
伝
承
に
つ
い
て
も
、
現
代
工
学
の
視
点
か
ら
検
証

を
行
っ
た

。

空
海
の
築
造
し
た
満
濃
池
の
堤
体
は
、
谷
の
も
っ
と
も
迫

っ
た
部
分
を
避
け
て
少
し
上
流
側
に
立
地
し
、
現
代
の
ア
ー

チ
ダ
ム
と
は
構
造
的
に
異
な
る
も
の
の
、
ア
ー
チ
型
を
し
て

い
た
と
さ
れ
る
。
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堤
体
を
造
る
場
合
の
効
率
的
な
位
置
は
、
両
側
の
地
山
が

も
っ

t

も
狭
く
な
っ

た
場
所
に
、
直
線
的
に
配
置
す
れ
ば
よ

い
。

し
か
し
、

土
な
ど
を

主
体
と
し
た
自
然
材
料
に
よ
る
ア

ー
ス
ダ
ム
で
は
構
造
上
、
堤
体
の
前
後
に
緩
い
傾
斜
を
も
っ

盛
土
斜
面
が
必
要
と
な
る
。

か
り
に
現
地
で
谷
の
最
狭
部
に

直
線
的
に
堤
体
を
造
る
と
す
る
と
、
現
状
よ
り
も
下
流
側
の

河
川
が
広
く
盛
土
斜
面
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る
形
と
な
る

。

こ
こ
で
問
題
t

な
る
の
は
、
空
海
の
創
意
と
さ
れ
る
余
水

吐
き
の
位
置
で
あ
る
。
余
水
吐
き
は
、
洪
水
時
に
大
量
の
水
を

流
す
必
要
か
ら
、
そ
の
流
水
圧
に
耐
え
る
だ
け
の
構
造
を
必

要
と
す
る
。
現
在
で
あ
れ
ば
、
強
固
な
岩
盤
上
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
造
る
の
が

一
般
的
、
であ
る
（
現
状
の
満
濃
池
の
余
水
吐

き
は
、
堤
体
の
東
側
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
築
か
れ
て
い
る
）
。

け
た
と
す
る
伝
承
を
検
討
し
た

。

し
が
ら
み
は
、
現
在
で
い

う
「
し
が
ら
工
」
と
同
義
と
思
わ
れ
る。

こ
れ
は
元
来
、
河

川
に
お
け
る
護
岸
工
法
の

一
つ
で
、
水
際
に
木
杭
を
打
ち
並

そ
だ

ペ
、
組
呆
・
鉄
線
・
鉄
網
・
竹
・
杉
皮
・
板
な
ど
を
く
く
り

つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
水
流
の
勢
い
を
弱
め
洗
掘
を
防
「
も

の
で
あ
る
。

満
濃
池
の
場
合
、
河
川
の
よ
う
な
水
勢
は
な
い
が
、
貯
水

池
面
積
が
大
き
い
た
め
強
風
時
に
は
か
な
り
の
波
浪
が
発
生

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
空
海
は
、
し
が
ら
工
を
堤
体
の
池

側
斜
面
の
水
際
に
施
し
、
波
浪
に
よ
る
浸
食
や
水
面
の
変
動

に
よ
る
表
面
土
砂
の
流
出
を
防
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

し
が
ら
み
に
似
た
構
造
は
、
古
墳
時
代
の
遺
跡
（
愛
媛
の

こ
で
ら
と
〈
ら

古
照
遺
跡
、
大
阪
の
利
倉
遺
跡
な
ど
）
の
河
川
で
い
く
つ
か

発
見
さ
れ
て
い
る
（
森
浩
一
編
『
日
本
古
代
文
化
の
探
究
・

池
』
）。
築
堤
技
術
と
し
て
は
、
そ
う
と
う
早
く
か
ら
あ
っ
た

も
の
や
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
景
行
天
皇
の

時
代
に
大
和
国
坂
手
池
が
築
造
さ
れ
、
そ
の
堤
防
を
堅
牢
に

す
る
た
め
竹
の
植
栽
が
行
わ
れ
た
記
述
が
み
ら

れ
る
。
木
材

な
ど
を
利
用
し
た
法
面
保
護
工
法
は
、
あ
る
程
度
一
般
化
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
空
海
の
施
し
た
し
が
ら
み
の
内

容
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
ら
先
行
す
る
時
代
の
技
術
を
ふ
ま
え
、

満
濃
池
に
応
用
し
た
と
も
い
え
る

。

19 

満
濃
池
の
施
工
概
要

満
濃
池
の
よ
う
な
巨
大
な
溜
池
を
、
土
木
機
械
の
整
備
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
古
代
、
ど
の
よ
う
に
し
て
築
造
し
た
の
だ

ろ
う
か

。
当
時
の
技
術
や
労
働
力
を
推
定
し
つ
つ
、
施
工
方

法
の
復
元
を
試
み
た
（
上
図
お
よ
び
一
二
頁
工
程
表
参
照
）
。

〈
施
工
順
序
と
工
事
量
〉

①
仮
排
水
路
工

底
樋
を
設
置
す
る
た
め
、
仮
排
水
路
を
掘
削
し
、
金
倉
川

の
水
流
切
り
替
え
を
行
う
。
そ
の
さ
い
仮
排
水
路
の
両
岸
を
、

か
ま
す
ヲ
み

空
海
が
池
の
水
際
に
利
用
し
た
し
が
ら
み
、
あ
る
い
は
夙
積

か
ま
す

に
よ
っ
て
保
護
し
た
。

臥
は
ワ
ラ
ム
シ
ロ
で
作
っ
た
袋
で
、

. 



満濃池築造の工程表

12 日

1,000人

40 日

5,000人

95H 
210,000人

100 日

2,000人

90 日

5,000人

3 日

5,000人

53R 
155, 000人

備考

実働
延人員

実働
延人員

実働
延人員

実働
延人員

実働
延人員

実働j
延人員

実働
延人員

9/19 

......... 

7H 

8/19 

6月

準備工に二二二－... 圃

5月

6/19 

4月

5/19 

3丹

4/19 

弘仁12年（821)
1月 2.F.I

3/19 2/19 

弘仁11年（820)

11 月 12月

1/19 新暦 12/19

・・圃・・・

｜日暦
数J'C

4込

52 OOOm’ 

3, 500m' 

38,500m' 

300m 

116m 

30m 

35m 

工程

仮排水路工

仮排水路閉塞盛立

中央部盛立

左右岸盛立

竪樋設置

余ノk吐工

底樋設置

土
を
入
れ
護
岸
な
E

に
利
用
す
る
も
の
で
、
『
満
濃
池
後
碑

文
』
に
も
そ
の
使
用
が
う
か
が
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
。

仮
排
水
路
の
工
事
区
聞
を
長
さ
三
0
0
メ
ー
ト
ル
と
設
定

し
、
掘
削
と
臥
積
（
三
三
O
O
俵
）
を
同
時
進
行
す
る
と
、

工
事
の
総
日
数
は
実
働
、
て
一
二
日
、
延
人
員
は
雑
役
な
ど
も

堤体を直線状にした場合

含
め
て
約
一
0
0
0
人
を
要
す
る
。

②
底
樋
設
置

底
樋
の
材
質
や
加
工
期
間
は
不
明
だ
が
、
巨
木
を
く
り
ね

い
た
も
の
と
し
、
長
さ
一
一
六
メ
ー
ト
ル

’と
し
た

。
底
樋
の

周
囲
に
は
水
が
浸
透
す
る
と
水
み
ち
が
で
き
、
決
壊
の
原
因

と
な
り
か
ね
な
い

。

そ
の
た
め
周
囲
は
粘
性
土
に
よ
っ

て
締

め
固
め
た
。

底
樋
の
加
工
を
除
外
す
る
と
、
そ
の
設
置
と
粘
性
土
の
運

搬
、
盛
立
に
要
す
る
日
数
は
四
O
日
、
延
人
員
五
0
0
0

人

と
し
た
。
な
お
粘
性
土
の
土
取
り
場
は
、
距
離
五
0
0
メ
ー

ト
ル
程
度
の
場
所
と
設
定
し
た
。

③
左
右
岸
盛
立

仮
排
水
路
の
部
分
を
残
し
、
そ
の
両
側
に
堤
体
と
な
る
盛

立
を
行
う
。
総
土
量
五
万
二
0
0
0

立
方
メ
ー
ト
ル
に
お
よ

ぶ
が
、
運
搬
機
械
の
な
か
っ
た
古
代
に
は
い
わ
ゆ
る
人
海
戦

術
で
運
搬
、
盛
立
を
す
る
ほ
か
な
い
。
土
取
り
場
を
距
離
五

0
0
メ

ー
ト
ル
付
近
と
し
、
運
搬
ル
l

ト
を
八
ル
l

ト
と
し

て
計
算
す
る
と
、
実
働
レ
ベ
ル
で
最
低
九
五
日
を
要
し
、
延

人
員
は
一
二
万
人
と
な
る
。

さ是体をアーチ状にした場合

④
竪
樋
設
置

竪
樋
の
設
置
は
、
そ
の
時
期
や
方
法
な
ど
に
不
明
の
点
が

多
い
。
こ
こ
で
は
左
右
岸
の
盛
立
が
あ
る
程
度
進
行
し
た
時

点
か
ら
、
設
置
も
並
行
し
て
行
え
る
も
の
と
想
定
し
た
。
工

事
日
数
は
三
カ
月
i

四
カ
月
か
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
実
働
一

0
0
目
、
で
延
人
員
は
二0
0
0
人
と
し
た

。

⑤
余
点
吐
き
工

お
手
斧
岩
に
お
け
る
余
水
吐
き
の
開
削
は
、
古
代
の
掘
削

道
具
が
判
明
し
な
い
た
め
、
そ
の
想
定
が
難
し
い
。
土
砂
部

分
は
と
も
か
く
、
岩
盤
の
掘
削
に
は
そ
う
と
う
の
日
数
を
要

383,000人

工
事
は
未
完
に
終
わ
っ
た
も
の
の
か
な
り
進
行
し
て
お
り

、

そ
れ
を
前
提
と
し
て
空
海
の
最
終
工
事
が
行
わ
れ
た
t

考
え

る
ぺ
き
で
あ
る

。

総人員

工
程
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仮
排
水
路
を
ふ
さ
ぎ

底
樋
に
水
を
通
し
、
越
流
を
防
ぎ
つ
つ
中
央
部
の
盛
立
を
行

う
最
後
の
工
事
で
、
二
カ
月
余
で
完
了
す
る
。
こ
の
一
連
の

工
事
は
、
技
術
的
に
も
労
働
集
約
の
面
か
ら
も
、
古
代
に
お

け
る
溜
池
築
造
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、

あ
る
い
は
空
海
伝
承
に
み
ら
れ
る
短
期
間
の
工
事
は
こ
の
部

分
を
指
し
た
も
の
、
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
暦
に
直
し
て
考
え

る
と
、
梅
雨
明
け
を
期
し
て
一
気
に
水
路
を
締
め
切
り
、
台

風
前
に
堤
体
の
盛
立
を
終
え
て
竣
工
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

。

ま
た
同
い
岩
盤
を
開
削
し
て
余
水
吐
き
を
建

設
し
た
こ
と

な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
空
海
は
文
献
に
み
ら
れ
る
着
工
以
前

に
現
地
を
視
察
し
、
工
事
計
画
を
立
て
、
指
導
し
た
可
能
性

も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。

94,000m' 

そ
れ
に
し
て
も
推
定
人
口
二
O
万
人
程
度
と
い
わ
れ
る
古

代
の
讃
岐
に
お
い
て
、
延
人
数
三
八
万
人
を
要
す
る
満
濃
池

の
築
造
が
い
か
仁
巨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
で
あ
っ
た
か
は
想

像
に
余
り
あ
る
。

明
治
期
の
修
築
工
事
で
は
、
本
来
な
ら
満

し

わ
く

濃
池
の
恩
恵
’
と
は
無
縁
の
は
ず
の
瀬
戸
内
海
の
塩
飽
諸
島
か

ら
も
労
働
力
が
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
『
満
濃
池
関
係
資

料
集
』

（
建
設
省
四
国
地
方
建
設
局
発
行
）
に
報
告
さ
れ
て
い

る
。

塩
飽
諸
島
に
は
、
満
濃
池
の
普
請
に
参
加
し
な
い
と
島

の
井
戸
が
油
れ
る
、
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

直
接
的
な
受
益
者
で
あ
る
地
元
の
豪
族
や
農
民
だ
け
で
な

く
、
宗
教
的
あ
る
い
は
政
治
的
理
由
な
ど
か
ら
改
修
工
事
に

参
画
す
る
者
は
、

い
つ
の
時
代
に
も
数
多
く
あ
っ
た
は
ず
で

総盛立土量

あ
る

。
空
海
の
設
け
た
と
さ
れ
る
お
手
斧
岩
が
、
四
国
遍
路

に
お
け
る
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
満
濃
池
の

幅
広
い
存
在
意
義
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

。

ま
し
て
空
海
の
時
代
、
水
田
開
発
は
当
時
の
日
本
の
将
来

を
に
な
う
未
来
事
業
で
も
あ
っ
た。

日
本
人
t

米
と
の
深
い

関
わ
り
を
考
え
る
と
き
、
満
濃
池
の
築
造
が
稲
作
の
歴
史
に

し
た
は
ず
で
あ
る
。
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、

カ
月
か
ら
四
カ
月
の
工
事
と
設
定
し
、
実
働
九

O
日
、
て
延
人

員
五
0
0
0

人
t

し
た
。

⑥
仮
排
水
路
の
締
切
り
と
盛
立

仮
排
水
路
の
水
を
底
樋
へ
導
水
し
、
上
流
側
の
部
分
を
一

気
に
盛
立
て
、
越
流
を
防
止
す
る
。
そ
の
た
め
仮
排
水
路
の

締
切
り
は
、
短
期
間
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
は

土
を
入
れ
た
玖
（
二
万
一
0
0
0

俵
）
と
土
砂
を
用
い
る

が
、
そ
の
大
半
は
一
O
日
ほ
ど
を
か
け
て
事
前
に
盛
立
現
場

近
く
ま
で
運
ん
で
お
く

。

ま
た
盛
立
は
昼
夜
兼
行
で
実
働
三

日
の
施
工
と
し
た
。
臥
お
よ
び
土
砂
運
搬
の
人
手
を
考
慮
す

る
と
、
延
人
員
は
五
0
0
0

人
を
要
す
る

。

な
お
仮
排
水
路
を
締
切
り
す
る
さ
い
、
金
倉
川
の
水
量
を

底
樋
か
ら
流
す
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
現
地
の
平
均
雨
量

お
よ
び
集
水
量
な
ど
か
ら
試
算
し
た

。

そ
の
結
果
、
か
り
に

工
事
期
間
中
に
降
雨
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
底
樋
か
ら
水
を

抜
け
ば
月
単
位
の
試
算
で
は
流
出
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か

し
安
全
性
を
考
慮
す
る
と
、
越
流
を
防
寸
た
め
の
初
期
盛
立

は
、
で
き
る
だ
け
早
く
施
工
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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⑦
中
央
部
の
盛
立

最
後
に
仮
排
水
路
の
上
部
を
盛
立
て
、
堤
体
を
完
成
さ
せ

る
。

総
土
量
は
三
万
八
五
O
O
立
方
メ
ー
ト
ル
。
左
右
両
岸

の
盛
立
と
同
様
、
土
取
り
場
や
運
搬
ルl
ト
を
設
定
す
る
と
、

運
搬
お
よ
び
盛
立
に
要
す
る
日
数
は
最
低
五
三
日
、
延
人
員

は

一
五
万
五
0
0
0
人
に
の
ぼ
る
。

以
上
の
’
』
と
か
ら
満
濃
池
の
工
事
概
要
を
推
定
す
る
と
、

堤
体
の
総
土
量
は
九
万
四
0
0
0

立
方
メ
ー
ト
ル
、
工
期
約

九
カ
月
、
延
労
働
人
員
数
は
三
八
万
三
0
0
0

人
と
な
っ
た
。

空
海
が
満
濃
池
の
築
池
使
別
当
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
弘

仁
一
二
年
（
八
二
二
五
月
二
七
日

で
あ
り
、
工
事
に
着
手

し
た
の
ち
、
七
月
末
に
は
竣
工
し
て
い
る
。
空
海
の
徳
望
を

慕
っ
て
近
在
か
ら
多
く
の
労
働
力
が
集
ま
っ
た
と
し
て
も
、

全
体
の
工
事
期
聞
を
わ
ず
か
二
カ
月
余

と
す
る
伝

承
に
は
無
理
が
あ
る
。

先
行
し
て
い
た
路
真
人
浜
継
に
よ
る

築
造
工

果
た
し
た
象
徴
的
役
割
は
、

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る

。

池
の
貯
水
量
と
同
様
、
壮
大
な

作
業
を
終
え
て

満
濃
池
の
歴
史
、
そ
れ
は
崩
壊
と
修
築
の
繰
り
返
し
て
あ

っ
た
。
し
か
も
堤
体
の
長
き
が
短
い
た
め
、
崩
壊
時
に
は
堤

体
そ
の
も
の
が
消
失
す
る
ほ
ど
の
状
態
、
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
厳
密
に
い
え
ば
修
築
の
た
び
に
そ
の
位
置
や
規
模
が
変

化
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

さ
ら
に
古
代
の
資
料
が
き
わ
め
て

少
な
い
た
め
、
空
海
の
満
濃
池
を
復
元
す
る
作
業
は
当
初
か

ら
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
た

。

そ
ん
な
中
、
堤
体
付
近
の
旧
地
形
図
や
余
水
吐
き
と
思
わ

れ
る
場
所
で
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
結
果
なE
を
入
手
す
る
こ

と
が
で
き
、
過
去
の
文
献
と
照
合
し
つ
つ
復
元
作
業
を
進
め

た
。
今
回
の
作
業
、
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
独
断
で
決
定
せ
ざ
る

を
え
な
い
箇
所
も
多
々
あ
っ
た
が
、
昔
も
今
も
土
木
技
術
者

の
計
画
す
る
土
木
構
造
物
に
は
お
の
ず
か
ら
共
通
性
が
あ
り
、

一
定
の
地
形
・
環
境
条
件
に
適
し
た
形
態
は
同
じ
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

今
回
は
検
討
外
と
し
た
が
。

余
水
吐
き
の
構
造
、

樋
管
の
構
造
、
堤
体
材
料
や
施
工
方
法
な
E

の
詳
細
も
、
機

会
が
あ
れ
ば
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

満
濃
池
の
よ
う
な
古
く
か
ら
あ
る
溜
池
は
、
数
少
な
い
歴

史
的
土
木
構
造
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
土
木
技
術
の
変
遷
と

い
う
貴
重
な
側
面
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
化
財
保
存
へ

の
関
心
が
高
ま
る
現
在
、
こ
の
よ
う
な
土
木
構
造
物
も
ま
た

重
要
な
文
化
遺
産
と
し
て
記
録
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う

。

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
が
、
そ
の
た
め
の
資
料

と
し
て
少
し
で
も
寄
与
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

な
お
最
後
に
な
っ
た
が
、
復
元
作
業
の
過
程
で
満
濃
町
文

化
財
保
護
協
会
会
長
の
大
林
英
雄
氏
、
香
川
用
水
土
地
改
良

区
事
務
局
長
の
長
町
博
氏
を
は
じ
め
、
満
濃
池
土
地
改
良
区

な
E

多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
戴
い
た

。

改
め
て
御
礼
申
し
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上
げ
た
い

。

. 
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