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た
め
池
の
歴
史
は
古
く
、
中
国
で
は

春
秋
戦
国
時
代
（
紀
元
前
８
世
紀
か
ら

前
３
世
紀
）、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
紀
元
前

５
世
紀
頃
に
出
現
し
た
よ
う
で
、
朝
鮮

半
島
は
中
国
か
ら
４
・
５
世
紀
頃
、
日

本
は
朝
鮮
半
島
か
ら
７
世
紀
頃
に
伝
わ

り
定
着
し
ま
し
た
。

　
日
本
最
古
の
た
め
池
は
、
６
１
６
年
に

誕
生
し
た
狭
山
池
（
大
阪
狭
山
市
）
で

す
。
狭
山
池
は
谷
を
せ
き
止
め
た
ダ
ム
式

の
た
め
池
で
、
そ
の
土
木
技
術
は
朝
鮮
半

島
の
百
済
か
ら
提
供
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
池
の
北
堤
に
た
つ
大
阪
府
立

狭
山
池
博
物
館
（
安
藤
忠
雄
設
計
）
で

は
、
狭
山
池
か
ら
発
掘
さ
れ
た
堤
や
池
水

を
取
る
装
置
で
あ
る
樋
な
ど
の
貴
重
な
土

木
遺
産
が
展
示
・
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

標
高
約
80
ｍ
の
北
堤
は
眺
望
が
き
き
ま

す
。
金
剛
山
・
葛
城
山
の
ほ
か
、
天
気
の

よ
い
日
に
は
天
王
寺
の
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス

が
見
え
ま
す
。
最
寄
り
駅
は
南
海
難
波
駅

か
ら
高
野
線
で
約
30
分
の
大
阪
狭
山
市

駅
、
み
な
さ
ま
に
は
是
非
と
も
訪
れ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
朝
鮮
半
島
最
古
の
た
め
池
は
、
４
・
５

世
紀
頃
に
築
造
さ
れ
た
忠
清
北
道
堤
川
市

の
義
林
池
で
す
。
谷
を
せ
き
と
め
た
ダ
ム

式
で
、
狭
山
池
の
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
義
林
池
は
と
て
も
風
光
明
媚
で
、
昔

か
ら
多
く
の
詩
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
現

在
は
、
映
画
や
ド
ラ
マ
の
撮
影
地
と
し
て

も
有
名
で
あ
り
、
官
民
一
体
と
な
り
池
を

観
光
資
源
と
し
て
活
用
す
る
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ソ
ウ
ル
か
ら
高
速

バ
ス
で
約
２
時
間
で
す
が
、
私
は
車
窓
か

ら
山
並
み
が
楽
し
め
る
鉄
道
の
旅
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

　
中
国
は
、
た
め
池
か
ん
が
い
の
先
進
地

で
す
。
こ
こ
で
は
古
代
中
国
の
た
め
池
を

代
表
す
る
安
徽
省
の
安
豊
塘
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
安
豊
塘
は
今
か
ら
約
２
６
０
０

年
前
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
今
で
も
全
周

約
25
㎞
、
湖
面
は
ま
る
で
海
の
よ
う
で
し

た
。
古
代
は
芍
陂
と
呼
ば
れ
、
そ
の
倍
以

上
の
広
さ
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
北
堤

に
は
創
建
者
で
あ
る
楚
国
の
孫
叔
敖
を
祀

る
祠
が
あ
り
ま
す
。
私
が
感
銘
を
受
け
た

の
は
、
孫
叔
敖
が
残
し
た
と
伝
承
さ
れ
る

銘
文
で
す
。
銘
文
は
芍
陂
を
永
遠
に
使
い

続
け
る
た
め
の
六
か
条
の
戒
め
で
、
自
然

を
知
り
、
水
の
特
性
を
解
し
、
利
す
る
と

い
う
古
代
中
国
の
優
れ
た
水
思
想
が
読
み

取
れ
ま
す
。

　
光
り
輝
く
島
と
呼
ば
れ
る
ス
リ
ラ
ン

カ
は
、
南
か
ら
の
モ
ン
ス
ー
ン
が
山
岳

地
帯
で
さ
え
ぎ
ら
れ
降
雨
量
に
と
ぼ
し

い
中
北
部
の
ド
ラ
イ
ゾ
ー
ン
で
た
め
池

が
発
達
し
ま
す
。
た
め
池
（
ウ
ェ
ア
と

呼
ば
れ
る
）
の
歴
史
は
中
国
に
匹
敵
す

　
秋
に
な
る
と
黄
金
色
の
稲
田
が
広
が

る
奈
良
盆
地
は
、
昔
か
ら
多
く
の
た
め

池
が
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
奈
良
県
の

た
め
池
数
は
、
昭
和
28
年
頃
、
全
国
で

５
番
目
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在

は
、
ど
こ
で
も
そ
う
で
す
が
、
農
業
人

口
が
減
少
し
、
あ
る
い
は
宅
地
開
発
が

進
み
、
た
め
池
の
数
は
め
っ
き
り
少
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
奈
良
市
富
雄
に
住
ん
で
い
ま
す
。

東
へ
２
駅
ゆ
く
と
菖
蒲
池
で
す
。
駅
か
ら

北
に
お
り
る
と
あ
や
め
池
、
南
に
お
り
る

と
蛙
股
池
が
む
か
え
て
く
れ
ま
す
。
蛙
股

池
は
水
質
の
悪
化
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
は
地
域
ぐ
る
み

で
水
質
改
善
に
取
り
組
み
、
今
で
は
地
域

の
大
切
な
環
境
資
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
め
池
は
農
業
用
水
を
た
め
る
と
と
も

に
、
洪
水
を
貯
留
す
る
遊
水
池
の
役
割
を

は
た
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
池
の
水
辺

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
豊
か
な
生
態

系
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
た
め
池
は
、

も
と
は
人
が
つ
く
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ

こ
に
は
大
地
を
育
み
自
然
環
境
を
豊
か
に

し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

　
世
界
の
米
は
南
米
の
ブ
ラ
ジ
ル
を
の

ぞ
く
と
、
ほ
と
ん
ど
が
ア
ジ
ア
・
モ
ン

ス
ー
ン
地
域
（
東
ア
ジ
ア
、東
南
ア
ジ
ア
、

南
ア
ジ
ア
）
の
国
々
で
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。
日
本
は
そ
の
東
端
に
あ
た
り
ま

す
。
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
は
潤

沢
な
降
雨
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
雨
は
雨
季
に
集
中
し
て
ふ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
、
雨
水
を

循
環
的
に
利
用
す
る
水
の
シ
ス
テ
ム
、

た
め
池
が
考
案
さ
れ
ま
し
た
。

る
ほ
ど
古
く
、
歴
史
書
は
紀
元
前
５
世

紀
に
誕
生
し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
ス

リ
ラ
ン
カ
の
た
め
池
の
特
徴
は
、
数
珠

の
よ
う
に
た
め
池
が
連
な
る
こ
と
。
こ

の
よ
う
な
型
を
連
珠
式
と
呼
び
ま
す
。

類
似
す
る
た
め
池
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は

古
代
中
国
や
日
本
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

歴
史
学
か
ら
み
る
と
、
そ
の
前
後
関
係

や
系
譜
関
係
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
駆
け
足
で
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
域

の
た
め
池
を
み
て
き
ま
し
た
。
水
田
稲
作

は
畑
作
に
く
ら
べ
て
単
位
面
積
あ
た
り
の

収
穫
量
が
多
く
、
生
産
の
安
定
性
や
持
続

性
に
と
て
も
優
れ
た
作
物
で
す
。
そ
の
た

め
、
水
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
し
た
ら

よ
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
効
率
的

に
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
人
々
は
知

恵
を
出
し
合
い
工
夫
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
約
束

事
（
水
利
慣
行
）
が
生
ま
れ
、
持
続
す
る

地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
水

資
源
を
公
平
に
分
配
す
る
番
水
と
い
う
シ

ス
テ
ム
は
、
そ
の
一
例
で
す
。

　
た
め
池
景
観
は
と
て
も
身
近
な
存
在

で
あ
る
と
と
も
に
、
環
境
や
地
域
社
会

の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た

歴
史
遺
産
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
た
め

池
景
観
は
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る

上
で
、
環
境
の
保
全
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
形
成
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
ヒ
ン
ト

を
与
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

小山田 宏一
［こやまだ こういち］
1955年鹿児島県生まれ。同志
社大学文学部卒業。大阪府教
育委員会、大阪府立弥生文化博
物館、大阪府立狭山池博物館を
経て、2016年4月から本学。研
究テーマは、東アジアの治水灌
漑とその土木技術。昨年は韓
国・スリランカ、今年は韓国・中
国の水利遺産を訪問した。訪れ
るたびに新しい発見があり、ワク
ワクする。

た
め
池
は
身
近
な
存
在

ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
域

の
た
め
池

た
め
池
景
観
の
語
る
も
の

古代からあったという蛙股池

スリランカのジッサ・ウェア

さ
や
ま
い
け

ウ
ィ
リ
ム
ジ

あ
ん
ぽ
と
う

し
ゃ
く
ひ

か
え
る
ま
た
い
け

そ
ん
し
ゅ
く
ご
う

人をひきよせる狭山池

堤の松が美しい義林池
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た
め
池
の
歴
史
は
古
く
、
中
国
で
は

春
秋
戦
国
時
代
（
紀
元
前
８
世
紀
か
ら

前
３
世
紀
）、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
紀
元
前

５
世
紀
頃
に
出
現
し
た
よ
う
で
、
朝
鮮

半
島
は
中
国
か
ら
４
・
５
世
紀
頃
、
日

本
は
朝
鮮
半
島
か
ら
７
世
紀
頃
に
伝
わ

り
定
着
し
ま
し
た
。

　
日
本
最
古
の
た
め
池
は
、
６
１
６
年
に

誕
生
し
た
狭
山
池
（
大
阪
狭
山
市
）
で

す
。
狭
山
池
は
谷
を
せ
き
止
め
た
ダ
ム
式

の
た
め
池
で
、
そ
の
土
木
技
術
は
朝
鮮
半

島
の
百
済
か
ら
提
供
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
池
の
北
堤
に
た
つ
大
阪
府
立

狭
山
池
博
物
館
（
安
藤
忠
雄
設
計
）
で

は
、
狭
山
池
か
ら
発
掘
さ
れ
た
堤
や
池
水

を
取
る
装
置
で
あ
る
樋
な
ど
の
貴
重
な
土

木
遺
産
が
展
示
・
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

標
高
約
80
ｍ
の
北
堤
は
眺
望
が
き
き
ま

す
。
金
剛
山
・
葛
城
山
の
ほ
か
、
天
気
の

よ
い
日
に
は
天
王
寺
の
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス

が
見
え
ま
す
。
最
寄
り
駅
は
南
海
難
波
駅

か
ら
高
野
線
で
約
30
分
の
大
阪
狭
山
市

駅
、
み
な
さ
ま
に
は
是
非
と
も
訪
れ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
朝
鮮
半
島
最
古
の
た
め
池
は
、
４
・
５

世
紀
頃
に
築
造
さ
れ
た
忠
清
北
道
堤
川
市

の
義
林
池
で
す
。
谷
を
せ
き
と
め
た
ダ
ム

式
で
、
狭
山
池
の
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
義
林
池
は
と
て
も
風
光
明
媚
で
、
昔

か
ら
多
く
の
詩
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
現

在
は
、
映
画
や
ド
ラ
マ
の
撮
影
地
と
し
て

も
有
名
で
あ
り
、
官
民
一
体
と
な
り
池
を

観
光
資
源
と
し
て
活
用
す
る
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ソ
ウ
ル
か
ら
高
速

バ
ス
で
約
２
時
間
で
す
が
、
私
は
車
窓
か

ら
山
並
み
が
楽
し
め
る
鉄
道
の
旅
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

　
中
国
は
、
た
め
池
か
ん
が
い
の
先
進
地

で
す
。
こ
こ
で
は
古
代
中
国
の
た
め
池
を

代
表
す
る
安
徽
省
の
安
豊
塘
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
安
豊
塘
は
今
か
ら
約
２
６
０
０

年
前
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
今
で
も
全
周

約
25
㎞
、
湖
面
は
ま
る
で
海
の
よ
う
で
し

た
。
古
代
は
芍
陂
と
呼
ば
れ
、
そ
の
倍
以

上
の
広
さ
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
北
堤

に
は
創
建
者
で
あ
る
楚
国
の
孫
叔
敖
を
祀

る
祠
が
あ
り
ま
す
。
私
が
感
銘
を
受
け
た

の
は
、
孫
叔
敖
が
残
し
た
と
伝
承
さ
れ
る

銘
文
で
す
。
銘
文
は
芍
陂
を
永
遠
に
使
い

続
け
る
た
め
の
六
か
条
の
戒
め
で
、
自
然

を
知
り
、
水
の
特
性
を
解
し
、
利
す
る
と

い
う
古
代
中
国
の
優
れ
た
水
思
想
が
読
み

取
れ
ま
す
。

　
光
り
輝
く
島
と
呼
ば
れ
る
ス
リ
ラ
ン

カ
は
、
南
か
ら
の
モ
ン
ス
ー
ン
が
山
岳

地
帯
で
さ
え
ぎ
ら
れ
降
雨
量
に
と
ぼ
し

い
中
北
部
の
ド
ラ
イ
ゾ
ー
ン
で
た
め
池

が
発
達
し
ま
す
。
た
め
池
（
ウ
ェ
ア
と

呼
ば
れ
る
）
の
歴
史
は
中
国
に
匹
敵
す

　
秋
に
な
る
と
黄
金
色
の
稲
田
が
広
が

る
奈
良
盆
地
は
、
昔
か
ら
多
く
の
た
め

池
が
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
奈
良
県
の

た
め
池
数
は
、
昭
和
28
年
頃
、
全
国
で

５
番
目
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在

は
、
ど
こ
で
も
そ
う
で
す
が
、
農
業
人

口
が
減
少
し
、
あ
る
い
は
宅
地
開
発
が

進
み
、
た
め
池
の
数
は
め
っ
き
り
少
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
奈
良
市
富
雄
に
住
ん
で
い
ま
す
。

東
へ
２
駅
ゆ
く
と
菖
蒲
池
で
す
。
駅
か
ら

北
に
お
り
る
と
あ
や
め
池
、
南
に
お
り
る

と
蛙
股
池
が
む
か
え
て
く
れ
ま
す
。
蛙
股

池
は
水
質
の
悪
化
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
は
地
域
ぐ
る
み

で
水
質
改
善
に
取
り
組
み
、
今
で
は
地
域

の
大
切
な
環
境
資
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
め
池
は
農
業
用
水
を
た
め
る
と
と
も

に
、
洪
水
を
貯
留
す
る
遊
水
池
の
役
割
を

は
た
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
池
の
水
辺

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
豊
か
な
生
態

系
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
た
め
池
は
、

も
と
は
人
が
つ
く
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ

こ
に
は
大
地
を
育
み
自
然
環
境
を
豊
か
に

し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

　
世
界
の
米
は
南
米
の
ブ
ラ
ジ
ル
を
の

ぞ
く
と
、
ほ
と
ん
ど
が
ア
ジ
ア
・
モ
ン

ス
ー
ン
地
域
（
東
ア
ジ
ア
、東
南
ア
ジ
ア
、

南
ア
ジ
ア
）
の
国
々
で
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。
日
本
は
そ
の
東
端
に
あ
た
り
ま

す
。
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
は
潤

沢
な
降
雨
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
雨
は
雨
季
に
集
中
し
て
ふ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
、
雨
水
を

循
環
的
に
利
用
す
る
水
の
シ
ス
テ
ム
、

た
め
池
が
考
案
さ
れ
ま
し
た
。

る
ほ
ど
古
く
、
歴
史
書
は
紀
元
前
５
世

紀
に
誕
生
し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
ス

リ
ラ
ン
カ
の
た
め
池
の
特
徴
は
、
数
珠

の
よ
う
に
た
め
池
が
連
な
る
こ
と
。
こ

の
よ
う
な
型
を
連
珠
式
と
呼
び
ま
す
。

類
似
す
る
た
め
池
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は

古
代
中
国
や
日
本
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

歴
史
学
か
ら
み
る
と
、
そ
の
前
後
関
係

や
系
譜
関
係
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
駆
け
足
で
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
域

の
た
め
池
を
み
て
き
ま
し
た
。
水
田
稲
作

は
畑
作
に
く
ら
べ
て
単
位
面
積
あ
た
り
の

収
穫
量
が
多
く
、
生
産
の
安
定
性
や
持
続

性
に
と
て
も
優
れ
た
作
物
で
す
。
そ
の
た

め
、
水
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
し
た
ら

よ
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
効
率
的

に
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
人
々
は
知

恵
を
出
し
合
い
工
夫
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
約
束

事
（
水
利
慣
行
）
が
生
ま
れ
、
持
続
す
る

地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
水

資
源
を
公
平
に
分
配
す
る
番
水
と
い
う
シ

ス
テ
ム
は
、
そ
の
一
例
で
す
。

　
た
め
池
景
観
は
と
て
も
身
近
な
存
在

で
あ
る
と
と
も
に
、
環
境
や
地
域
社
会

の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た

歴
史
遺
産
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
た
め

池
景
観
は
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る

上
で
、
環
境
の
保
全
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
形
成
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
ヒ
ン
ト

を
与
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
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た
め
池
は
身
近
な
存
在

ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
域

の
た
め
池

た
め
池
景
観
の
語
る
も
の

古代からあったという蛙股池

スリランカのジッサ・ウェア

さ
や
ま
い
け

ウ
ィ
リ
ム
ジ

あ
ん
ぽ
と
う

し
ゃ
く
ひ

か
え
る
ま
た
い
け

そ
ん
し
ゅ
く
ご
う

人をひきよせる狭山池

堤の松が美しい義林池


