
eト
‘
け
久
局
、
。
ル

第
四
十
一
巻

第
四
時
肌

昭
和
五
十
八
年
三
月
護
行

李

朝

後

期

の

農

業

水

利

ー
ー
ー
堤
堰
ハ
溜
池
)
濯
瓶
を
中
心
に
|
|

宮

向島

博

史

は

じ

め

に

第
一
章
農
業
水
利
の
諸
施
設

第
二
章
三
南
地
方
に
お
け
る
堤
堰
濯
況
の
褒
達

第
一
節
道
別
堤
堰
数
の
時
代
的
繁
逐

第
二
節
慶
倫
道
に
お
け
る
堤
堰
の
第
遜

第
三
節
全
羅
・
忠
清
道
に
お
け
る
堤
堰
の
幾
遷

お

わ

り

に

-1-

t主

じ

め

筆
者
は
先
に
護
表
し
た
「
李
朝
後
期
に
お
け
る
朝
鮮
農
法
の
震
展
」
(
『朝
鮮
史
研
究
曾
論
文
集
』
第
十
八
集
所
段
、
一
九
八
一
年
)
に
お
い
て
、
十

七
・
八
世
紀
の
朝
鮮
に
お
け
る
農
法
護
展
の
概
要
を
、
水
田
と
早
田
と
に
分
け
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
田
農
法
の
設
展
方
向
を
二
つ
の

貼
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
金
容
愛
氏
以
来
の
逼
設
で
あ
る
、
直
播
法
か
ら
移
秩
法
(
回
一種
法
)
へ
の
移
行
で
あ
り
、
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も
う
一
つ
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は
、
従
来
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
乾
益
法
(
稲
の
乾
田
直
播
法

γ
乾
秩
法
(
陸
苗
代
法
)
技
術
の
確
立
で
あ
っ
た
。

こ
の
第
二
の

設
展
方
向
は
、
稲
の
播
種
か
ら
幼
苗
育
成
ま
で
の
過
程
を
乾
田
の
朕
態
で
管
理
す
る
き
わ
め
て
特
徴
的
な
農
法
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
水
稲
作

へ
の
樹
皐
農
法
の
適
用
は
、
移
秩
法
導
入
に
際
す
る
危
険
防
止
策
と
し
て
、
移
秩
法
を
普
及
さ
せ
る
要
因
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者

の
主
張
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
前
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
移
秩
法
普
及
の
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
李
朝
後
期
に
お
け
る
濯
祇
施

設
の
設
展
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
前
稿
で
は
こ
の
貼
に
つ
い
て
何
ら
鍋
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
李
朝
後
期
に
お
け
る

農
業
水
利
の
設
展
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
最
初
に
、
従
来
の
研
究
史
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
の
課
題
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
李
朝
水
利
史
研
究
に
先
鞭
を
着
け
た
も

の
と
し
て
は
、
戦
前
の
日
本
人
に
よ
る

一
連
の
調
査

・
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
で
も
日
本
農
商
務
省
編
(
横
山
正
夫
報
)
『
韓
園
ニ
於
ケ
ル
農

業
水
利
覗
察
復
命
書
』
(
一
九
O
五年〉、

著
者
不
明
「
水
利
ニ
闘
ス
ル
奮
慣
L

Q
朝
鮮
総
督
府
月
報
』
三
谷
四
1
七、

九
、
十
二
披
所
枚
、

九

年

-2-

四
J
七
、
九
、
十
二
月
)
の
二
者
が
重
要
で
あ
り
、
著
名
な
日
本
農
商
務
省
編
『
韓
園
土
地
農
産
調
査
報
告
』
(
全
五
側
、

部
地
方
の
水
利
の
朕
況
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一九
O
六
年
頃
)
で
も
南

「
併
合
」
を
前
後
す
る
時
期
に
著
わ
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
調
査
報
告
は
、
朝
鮮
農
業
の
植

民
地
的

「開
設
」
に
嘗
た
っ
て
、
そ
の
重
要
な
前
提
の

一
つ
で
あ
る
農
業
水
利
の
現
肢
を
主
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
水
利
の
歴
史
的
援

遷
に
つ
い
て
は
簡
略
に
し
か
言
及
し
て
い
な
川
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
調
査
報
告
は
、
朝
鮮
水
利
史
に
閲
す
る
一
つ
の
固
定
観
念
を
生
み
出
す
役

割
を
果
た
し
た
。
そ
の
固
定
観
念
と
は
、

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

准
制
同
事
業
に
付
て
は
古
来
震
政
者
が
之
が
施
設
に
怠
を
用
ひ
し
こ
と
歴
然
た
る
も
の
あ
り
・
新
羅
、

百
済
、

高
麗
を
経
て
李
朝
成
宗
の
頃
(今
よ
り
約

四
百
五
十
年
前
〉
に
至
る
迄
は
時
に
若
干
の
盛
衰
を
見
た
り
と
縦
漸
衣
整
備
褒
迷
し
来
れ
る
も
の
与
如
き
も
中
宗
の
代
よ
り
四
百
年
の
閲
一
般
の
枇
政
に

伴
ひ
漸
次
荒
綴
に
錦
し
近
頃
迄
残
存
せ
し
も
の
堤
堰
六
千
三
百
徐
品
川
二
高
七
百
徐
を
算
し
た
る
も
其
の
大
半
は
充
分
の
用
を
篤
さ
ず
(
朝
鮮
総
督
府
土
地

改
良
部
編
『
朝
鮮
の
土
地
改
良
事
業
』
一
九
二
七
年
、
二
七
ペ
ー
ジ
〉

李
朝
中
期
以
降
水
利
の
後
退
が
生
じ
た
と
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
を
、
貫
誼
的
に
批
判
し
、
克
服
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
第

一
の
課
題
で
あ



る

洪
耳
黙
の
事
蹟
』
(
一
九
二
四
年
)
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

著
書
は
、
李
朝
英
・
正
代
の
重
臣
洪
良
浩
(
初
名
良
漢
、
一
七
二
四
J
一八

O
二
)
の
治
水
に
関
す
る
治
績
を
紹
介
し
た
も
の
で
、
李
朝
後
期
に
お

植
民
地
期
の
日
本
人
の
研
究
と
し
て
は
こ
の
外
に
、
松
田
甲
『
朝
鮮
民
政
資
料

け
る
農
業
水
利
の
護
展
の
要
因
を
示
唆
し
て
く
れ
る
、
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。

李
朝
水
利
史
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
、
李
光
麟
『
李
朝
水
利
史
研
究
』
(
韓
図
研
究
画
書
館
刊
、

一
九
六
一
年
〉
を
以
て
鳴
矢
と
す
る
。
~ 

'--

の
著
書
は
、
水
利
施
設
の
嬰
蓮
を
中
心
に
、
水
利
行
政
や
水
利
を
緯
る
祉
曾
関
係
を
も
覗
野
に
入
れ
た
、
き
わ
め
て
優
れ
た
先
駆
的
研
究
で
あ

る
。
李
朝
後
期
に
閲
し
て
は
、
十
八
世
紀
の
英
・
正
時
代
を
中
心
と
し
た
水
利
の
護
展
期
と
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
衰
退
期
と
い
う
位

置
付
け
が
示
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
位
置
付
け
は
大
枠
に
お
い
て
正
し
い
と
考
え
る
が
、
た
だ
李
氏
の
場
合
、
水
利
施
設
の
展
開
朕
況
の

分
析
が
道
草
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
十
八
世
紀
の
護
展
の
内
容
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
李
朝

後
期
の
水
利
の
護
展
紋
況
を
郡
豚
レ
ベ
ル
に
ま
で
下
っ
て
分
析
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
第
二
の
謀
題
と
な
ろ
う
。

李
光
麟
氏
以
後
の
研
究
と
し
て
は
、
金
容
隻
「
朝
鮮
後
期
叫
「
水
稲
作
技
術
l
|移
秩
斗
水
利
問
題
」
(高
麗
大
皐
校
亜
細
亜
問
題
研
究
所
編

『亜
細

- 3 ー

亜
研
究
』
一
八
所
枚
、
一
九
六
五
年
。
の
ち
同
氏
者
『
朝
鮮
後
期
農
業
史
研
究
|
|
農
業
襲
動

・
農
拳
思
潮
』
一
瀬
閣
刊
、
一
九
七
一
年
、
に
再
録
)
と
、
李
泰

鋲
「
十
六
州
、
力
的
「
川
防
(
獄
〉
潅
瓶
叫
「
時
三
宮
|
|
士
林
勢
力
、
叶
E
T
剖
「
経
済
的
背
景
一
端
」
(
『韓
治
肋
博
士
停
年
紀
念
史
拳
論
叢
』
所
枚
、
一
潮
閣
刊
、

一
九
八
一
年
〉
の
二
篇
が
注
目
さ
れ
る
。

金
氏
の
論
文
は
、
直
播
法
か
ら
移
秩
法
へ
の
瑳
展
と
い
う
氏
の
著
名
な
シ
ム

l
マ
を
水
利
問
題
と
の

開
聯
で
跡
会つ
け
た
も
の
で
、
移
秩
法
の
普
及
と
と
も
に
水
利
問
題
が
重
要
な
農
政
の
課
題
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
が
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本

稿
は
金
氏
の
提
出
さ
れ
た
問
題
を
受
け
止
め
て
、
李
朝
後
期
に
お
け
る
水
利
の
質
態
を
、
よ
り
貫
謹
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る

647 

李
泰
鎮
氏
の
論
文
は
、
本
稿
が
劃
象
と
す
る
時
期
に
先
立
つ
李
朝
前
期
、
特
に
十
六
世
紀
に
お
け
る
河
川
潅
概
の
瑳
達
を
、
嘗
時
政
治
勢
力

と
し
て
撞
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
土
林
涯
と
の
関
連
で
論
じ
た
注
目
す
べ
き
成
果
で
あ
る
。
李
朝
水
利
史
に
闘
す
る
本
格
的
な
個
別
賞
謹
研
究
は
、



648 

こ
の
李
論
文
を
以
て
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

た
だ
こ
の
論
文
で
は
、
河
川
濯
概
の
瑳
達
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
堤
堰
濯

そ
の
貼
に
不
満
が
残
る
。
李
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
河
川
濯
概
の
比
重
が
李
朝
期
を
通

じ
て
高
ま
っ
て
い
く
の
は
事
買
で
あ
る
が
、
一
方
で
堤
堰
濯
概
の
面
で
も
後
期
に
は
注
目
す
べ
き
瑳
展
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
黙
は
李

朝
後
期
の
園
家
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

瓶
の
役
割
が
軽
視
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
お
り
、

第
一
章

農
業
水
利
の
諸
施
設

李
朝
期
に
康
く
用
い
ら
れ
た
農
業
水
利
の
た
め
の
施
設
と
し
て
は
、

堤
堰

・
猷
・
溝
渠
・
堰
田
(
干
拓
地
)
の
た
め
の
海
防
堤
・
蒲
江

・
井

戸
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
施
設
の
内
容
を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

堤
堰

- 4 -

方
も
あ
り
、
塙
2
0
Z
E
m
)
と
い
う
文
字
で
も
表
わ
さ
れ
る
。

堤
堰
と
は
人
口
的
な
溜
池
の
こ
と
で
あ
る
。
史
料
に
は
堤
堰
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
翠
に
堤
と
か
堰
と
も
記
さ
れ
る
。
防
築
と
呼
ぶ
地

ま
た
吏
讃
表
記
で
は
吐
、
躍
と
表
わ
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
堤
を
意
味
す
る
朝
鮮

語
E
T
(
Z
S
の
音
を
漢
字
で
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
時
に
は
斗
と
朝
鮮
文
字
の

k
子
音
寸
を
組
合
わ
せ
た
当
と
い
う
濁
特
の
文
字
で
表
わ
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。

朝
鮮
に
お
け
る
堤
堰
の
起
源
は
古
い
。
『
三
園
史
記
』
巻
一
、
新
羅
本
紀
第
て
逸
聖
尼
師
今
十
一
年
(
西
暦
一
四
四
年
)
春
二
月
の
僚
に
は
、

「
下
令
。
農
者
政
本
、
食
惟
民
天
。
諸
州
郡
、
修
完
堤
防
、
康
闘
田
野
」
と
の
記
事
が
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
期
に
は
、
州

・
郡
と
い
っ
た

地
方
行
政
制
度
は
未
確
立
で
あ
り
、
こ
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
堤
堰
築
造
技
術
は
、
牛
耕
法
や
水
田
の
乾
田
化

技
術
と
と
も
に
中
園
華
北
か
ら
ほ
ぼ
同
時
に
俸
わ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
停
来
時
期
は
紀
元
一

J
二
世
紀
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
起
源
の
古
い
堤
堰
で
あ
る
が
、
李
朝
後
期
の
堤
堰
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
っ
た
。
山
谷
型
と
卒
地
型
が
そ
れ
で



前
者
は
中
園
の
披
(
殴
〉
に
あ
た
る
も
の
で
、
河
川
が
山
谷
か
ら
卒
地
-
部
に
流
れ
出
る
地
黙
に
堤
を
築
い
て
溜
池
を
造
り
、
そ
の
水
を

堤
に
設
け
ら
れ
た
水
門
か
ら
水
田
に
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
李
朝
時
代
の
邑
志
〈
地
方
志
)
に
は
、
各
邑
の
堤
堰
名
と
そ
の

あ
る
。

規
模
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
堤
堰
の
規
模
の
示
し
方
は
様
々
で
あ
る
。
も
っ
と
も
簡
皐
な
も
の
は
、
堤
堰
の
周
圏
の
長
さ

と
水
深
を
尺
敷
(
布
鳥
尺
〉
で
示
し
て
お
り
、
こ
の
表
記
法
が
邑
志
で
は
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
中
に
は
ひ
じ
よ
う
に
詳
し
く
堤
堰
の
規
模

『
輿
地
圃
書
』
忠
清
道
沃
川
郡
の
堤
堰
僚
で
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

を
示
し
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

身
村
堤
堰
〔
在
郡
南
五
星
。
前
面
築
長
四
百
六
十
八
尺
、
庚
四
尺
五
寸
、
内
高
九
尺
、
外
高
十
尺
、
東
南
北
三
面
周
囲
五
百
十
七
尺
、
自
南
至
北
堰
内
長
三

百
六
十
七
尺
、
自
東
至
西
堰
内
庚
二
百
十
三
尺
、
水
深
六
尺
。
其
下
蒙
利
沓
十
三
石
落
只
。〕

〆戸、.... 
〕
内
は
原
文
で
は
割
註
)

こ
こ
で
は
ま
ず
堤
堰
の
所
在
地
が
郡
の
中
心
部
か
ら
の
方
角
と
里
敷
(
朝
鮮
塁
十
里
H
日
本
里
一
里
〉
で
示
さ
れ
、

次
い
で
堤
堰
の
規
模
が
詳

述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
身
村
堤
堰
は
明
ら
か
に
山
谷
型
の
も
の
で
あ
り
、
前
面
築
長
と
は
人
力
で
造
成
さ
れ
た
堤
の
長
さ
、
慶
は
堤
の
幅
、
内

高
・
外
高
は
そ
れ
ぞ
れ
堤
の
溜
池
側
の
高
さ
と
外
側
の
高
さ
と
を
示
す
。
東
南
北
三
面
周
囲
と
は
、
山
の
斜
面
を
自
然
の
堤
と
し
て
利
用
し
た

そ
の
堤
の
長
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
堤
堰
は
、
東
か
ら
西
流
し
て
い
る
川
を
堰
止
め
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
以
上

- 5ー

の
記
載
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
記
載
は
、

こ
の
堤
堰
の
水
を
引
い
て
濯
概
し
て
い
る
水
田
の
面
積
が
、

十
三
石
落
の
贋
さ
(
一
石
落

は
種
籾
一
石
H

二
十
斗
を
播
種
し
う
る
耕
地
の
庚
さ
を
一
示
し
、
そ
の
紹
封
面
積
は
土
地
の
肥
沃
度
に
よ
り
、
ま
た
直
播
法
栽
培
の
場
合
と
移
秩
法
栽
培
の
場
合
と
で

も
異
な
る
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
外
、
邑
志
に
よ
っ
て
は
人
工
の
堤
の
上
に
、
堤
を
補
強
す
る
た
め
に
植
え
ら
れ
て
い
る
木
の
本
数
や
、
堤
に
設
け
ら
れ
て
い
る
水
樋
H

水
門
の
敷
を
記
載
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
邑
志
の
記
載
に
基
づ
い
て
、

山
谷
型
堤
堰
の
構
造
を
圃
示
し
て
お
こ
う
(第
一
闘
〉
。

山
谷
型
堤
堰
の
長
所
は
、
山
の
斜
面
を
堤
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
、
築
造
に
第
力
が
少
な
く
て
済
む
こ
と
、
自
然
の
傾
斜
を
利
用
す
る
た

め
に
水
深
が
深
く
、
面
積
が
小
さ
く
て
も
豊
富
な
貯
水
量
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
依
陥
と
し
て
は
、
川
の
水
が
運
ん
で
く
る
大
量
の
土
砂

の
た
め
に
、
定
期
的
に
淡
諜
を
行
な
わ
な
い
と
水
深
が
浅
く
な
り
、
や
が
て
は
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
朝

649 
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山谷型淀堰の概念図

鮮
に
お
け
る
堤
堰
は
、
築
造
|
底
棄
|
修
築
|
贋
棄
を
繰
返
す
場
合
が
ひ
じ
よ
う
に
多
い
が
、

そ
の

第一圃

最
大
の
原
因
は

こ
う
し
た
山
谷
型
堤
堰
の
依
陥
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

卒 面 図

も
う

一
方
の
卒
地
型
堤
堰
は
中
園
の
塘
、
あ
る
い
は
日
本
の
皿
池
に
あ
た
る
も
の
で
、
卒
地
部
を

i
 

バ

μ

掘
っ
て
、
そ
の
土
を
周
園
に
堤
と
し
て
盛
上
げ
て
造
ら
れ
る
。
地
下
に
伏
流
し
て
い
た
水
流
の
湧
水

や
天
水
が
水
源
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
堤
堰
は
、
山
谷
型
に
比
べ
て
築
造
時
に
第
力

を
必
要
と
す
る
割
に
は
貯
水
量
が
少
な
い
貼
が
快
貼
で
あ
り
、
し
か
も
卒
地
部
で
必
要
な
貯
水
量
が

得
ら
れ
る
地
貼
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
、

そ
の
比
重
は
山
谷
型
に
比
べ
る
と
遁
か
に
小
さ
い
。

最
後
に
、
堤
堰
の
管
理
に
つ
い
て
簡
車
に
述
べ
て
お
こ
う
。

山
谷
型
・
卒
地
型
を
問
わ
ず
、
堤
堰

は
次
に
述
べ
る
献
と
比
べ
て
、
そ
の
築
造
・
維
持
に
多
大
の
努
力
を
必
要
と
し
た
か
ら
、
一
貫
し
て

園
家
的
管
理
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
邑
志
に

一
つ
一
つ
の
堤
堰
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、

- 6 ー

そ
の
端
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
堤
堰
の
荒
贋
は
、
時
々
の
園
家
の
集
権
的
統
治
力
の
強

断面図

弱
に
比
例
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

猷

献
は
川
を
堰
止
め
て
川
の
水
面
を
高
め
、

そ
の
水
を
潅
瓶
に
利
用
す
る
施
設
で
あ
る
。
献
の
朝
鮮

音
は
通
常
u
一「

(
3
r
)
で
あ
る
が
、

水
利
施
設
を
表
わ
す
場
合
に
限
っ
て
且

Q
O
)
と
誼
み
慣
ら
わ
さ

れ
て
い
る
。
川
防
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

」
の
献
に
も
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

一
つ
は
水
高
沓
低
の
場
合
、

つ
ま
り
濯
慨
す
べ
き
水
田
よ
り
も
川
の
水
面
の
方
が
高
い
場
合
の
も
の

で
、
そ
の
構
造
は
第
二
圃
の
通
り
で
あ
る
。

」
の
場
合
に
は
常
設
の
献
桐
が
築
造
さ
れ
、

献
内
(
止
、
叫
り
』
〉
に
蓄
え
ら
れ
た
水
が
献
梁
か
ら
水
田



第二圏、献の概念圏

日
け

1
1
ψ

E
E

，J 

鉄内(.!!せ〉

に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
大
規
模
な
献
で
は
、
聞
の
よ
う
に
祇
梁
を
堰
止
め
る
挟
献
が
造
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
を
常
設
型
の
献
と
呼
ん
で
お
く
。

も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
は
水
低
沓
高
の
場
合
の
も
の
で
、
多
の
潟
水
期
に
高
く
桐
を
築
い
て

水
を
堰
止
め
、
初
夏
ま
で
そ
の
ま
ま
の
朕
態
に
し
て
お
い
て
水
面
を
高
め
、
河
水
を
土
手
か

ら
溢
流
さ
せ
て
周
遠
の
水
田
に
水
を
入
れ
る
。
そ
し
て
挿
秩
が
終
わ
る
と
桐
を
壊
し
て
川
を

元
の
朕
態
に
復
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
常
設
型
に
劃
し
て
、
こ
れ
は
多
築
夏
決
型
と
で

も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
常
設
型
の
献
に
比
し
て
濯
瓶
水
量
の
調
節
が
不
可
能
で
あ

り
、
よ
り
遅
れ
た
濯
瓶
施
設
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
水
低
沓
高
の
所
で
は

こ
う
し
た
多
築
夏
決
型
の
献
に
よ
る
濯
概
の
依
貼
を

- 7ー

取
除
く
た
め
に
、
川
の
上
流
に
取
水
戸
を
設
け
て
、
水
路
を
通
じ
て
水
田
に
水
を
導
入
す
る

方
法
が
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
取
水
地
貼
に
桐
が
設
け
ら
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
は
常
設
型
の
献
の

一
種
と
な
る
し
、
特
に
桐
が
設

け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
次
に
述
べ
る
溝
渠
に
よ
る
潅
甑
と
な
る
。

溝
渠

溝
渠
は
献
と
同
じ
く
、
河
川
の
水
を
直
接
利
用
す
る
河
川
濯
概
の

一
種
で
あ
る
が
、
献
の
場
合
の
よ
う
な
桐
を
築
く
こ
と
な
く
、
渠
を
掘
っ

の
溝
渠
は
ま
た
、
水
門
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

て
直
接
川
か
ら
水
を
引
く
施
設
で
あ
る
。
取
水
口
に
取
水
量
を
調
節
す
る
た
め
の
水
門
を
設
け
る
場
合
と
、
設
け
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
前
者

651 

前
掲
李
泰
鎮
氏
の
論
文
は
、
邑
志
に
現
わ
れ
る
川
防
・
防
川
・
濯
漉

・
渠
等
の
名
稽
で
呼
ば
れ
る
水
利
施
設
を
、
す
べ
て
献
と
同

一
視
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
貼
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
稽
で
呼
ば
れ
る
水
利
施
設
は
、
河
川
濯
、
証
と
い
う
黙
で
猷
と
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
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に
邑
志
で
は
堤
堰
と
区
別
し
て
-
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
は
献
と
溝
渠
の
雨
者
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

堰
田
の
た
め
の
海
防
堤

堰
固
に
つ
い
て
は
、
十
九
世
紀
の
前
牢
に
著
わ
さ
れ
た
徐
有
祭
の
『
杏
蒲
志
』
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

海
岸
沿
い
で
艶
分
が
多
い
た
め
に
耕
作
が
で
き
な
い
地
方
で
は
、
堰
を
築
い
て
海
水
を
防
ぎ
、

を
栽
培
す
る
こ
と
が
あ
る
。

俗
に
堰
回
と
稽
す
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

雨
水
を
た
め
て
盛
分
を
洗
い
流
し
、
そ
の
後
に
作
陛
し
て
裕

(
こ
の
堰
回
で
は
〉
必
ず
堰
内
に
、
地
勢
を
見
計
ら
っ
て
溝
を
掘
り
、
川
の
水
を
引

く
か
、
貯
水
池
を
作
る
か
し
て
、
水
を
蓄
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
麟
分
を
洗
い
流
す
こ
と
が
で
き
、

早
災
を
克
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
う
で
な
い
と
十
年
に
一
一
一
度
の
牧
穫
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

(
巻
一
、
田
制
篠
)

-8-

徐
有
築
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
堰
田
に
お
い
て
溝
渠
ま
た
は
卒
地
型
堤
堰
に
よ
る
濯
瓶
が
必
要
不
可
鉄
な
の
は
、
地
下
か
ら
上
昇
し
て
く

る
盟
分
を
脆
瞳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
堰
回
の
造
成
は
高
麗
時
代
に
始
ま
り
、
李
朝
前
期
に
は
、
潮
の
干
満
の
差

が
激
し
い
西
海
岸
の
卒
安

・
黄
海
・
京
畿

・
忠
清
地
方
で
盛
ん
に
造
成
さ
れ
た
こ
と
が
、
史
料
か
ら
窺
え
る
。
堰
田
に
闘
す
る
記
事
が

『李
朝

貫
録
』
に
頻
出
す
る
の
は
、
堰
田
造
成
の
主
導
者
が
「
豪
強
之
徒
」
で
あ
り
、
彼
ら
に
よ
る
民
の
使
役
が
大
き
な
祉
舎
問
題
と
な
っ
た
た
め
で

あ
る
。
堰
田
造
成
を
進
め
た
「
豪
強
之
徒
」
が
い
か
な
る
祉
禽
階
層
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
の
か
等
の
問
題
は
、
本
稿
の
テ
l
マ
を
超
え
る
も

の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
検
討
を
省
い
て
お
き
た
い
。

蒲
江

蒲
江
と
は
水
田
の

一
区
劃
(
低
地
部
分
)
を
掘
っ
て

貯
水
し
て
レ
る
所
の
こ
と
で
、

小
溜
池
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ

の
水
を
必
要
時
に
法
上
げ
て
濯
概
す
る
の
で
あ
る
。
蒲
江
に
は
個
人
所
有
の
も
の
と
共
有
の
も
の
と
が
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
も
き
わ
め
て
小
さ



な
面
積
を
潅
瓶
の
劉
象
と
し
た
も
の
で
、
農
業
水
利
の
上
で
は
き
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
他

以
上
の
外
に
水
利
施
設
と
し
て
置
く
見
ら
れ
た
の
は
井
戸
で
あ
る
。
前
掲
『
韓
園
土
地
農
産
調
査
報
告
』
慶
尚
道
・
全
羅
道
編
で
は
、
潅
翫

用
井
戸
の
多
く
見
ら
れ
る
所
と
し
て
全
南
の
綾
州
附
近
・
珍
島
、
慶
南
の
宜
寧
・
威
安
問
、
慶
北
の
龍
宮
附
近
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
地
域
は
い
ず
れ
も
堤
堰
潅
瓶
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
所
で
あ
り
(
後
掲
第
二
、
八
表
参
照
)
、
こ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
や
む
を
得
ざ
る
水
利
施

設
と
し
て
井
戸
が
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
で
は
、
雨
期
以
外
に
は
地
下
に
伏
流
し
て
澗
川
と
な
る
河
川
が
比
較
的
多
い
が
、
そ

う
し
た
河
川
で
は
河
床
に
井
戸
を
掘
っ
て
湧
出
す
る
水
を
法
上
げ
て
濯
瓶
に
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

水
車
の
普
及
が
園
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

中
園
や
日
本
で
贋
く
見
ら
れ
た
水
車
濯
瓶
は
、
朝
鮮
で
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
朝
鮮
で
も
李
朝
の
世
宗
代
や
孝
宗
代
を
中
心
に
幾
度
か

マットゥレ第三園
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い
ず
れ
も
失
敗
に
詰
問
し
て
し
ま
っ
た
。
水
車
普
及
の
努
力
と
そ
の
挫
折
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前

掲
李
泰
鎮
論
文
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照

- 9 ー

ヨンドゥレ第四園

さ
れ
た
い
。

最
後
に
、
水
利
施
設
で
は
な
い
が
、
潅
概
用
具
で
あ

る
E
T
J刈

(
Z
B
ト
ヲ
レ
)
の
類
に
つ
い
て
鰯
れ
て
お
こ

う
。
低
地
の
水
を
高
所
に
混
上
げ
る
た
め
の
用
具
に
は

多
様
な
種
類
の
も
の
が
あ
っ
た
が
、

代
表
的
な
も
の

は
E
T
司
、
、
U
X
E
T
叶
(
自
色

-
Z
Z
マ
ッ
ト
ヲ
レ
)
、

i
o
E
T
叫

(可。
ロ立ロ
3
ヨ
ン
ド
ゥ
レ
〉
の
三
種
で
あ
る
。

こ
の
う
ち

も
っ
と
も
贋
く
用
い
ら
れ
た
の
は
マ
ヅ
ト
ク
レ
で
、
~ 

、ー
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れ
は
Z
、向
子
、刊
(
r
o
Z
L
E
O

コ
リ
ド
ゥ
レ
)
と
か
母
子
司
令

2
1
g
Z
サ
ン
ド
ゥ
レ
、

J

件
。
は
隻
)
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
の
構
造
は
第
三
園
の
よ
う
な

も
の
で
、
縄
を
一
人
が
二
本
ず
つ
持
っ
て
、
二
人
一
組
で
水
を
汲
上
げ
る
の
で
あ
る
。

一
日
八
時
間
で
三
尺
の
高
さ
に
九
百
七
、

八
十
石
の
水

を
汲
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ヨ
ン
ド
ゥ
レ
は
第
四
国
の
よ
う
な
も
の
で
、
松
な
ど
の
自
然
木
を
く
り
抜
い
て
作
る
。
た
だ
ヨ
ン
ド
ク
レ
だ
と
最
高
二
尺
五
寸
く
ら
い
の
高

さ
に
し
か
水
を
汲
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
以
上
の
高
さ
に
汲
上
げ
る
時
に
は
ト
ゥ
レ
が
用
い
ら
れ
た
。
ト
ゥ
レ
は
長
い
木
の
端

に
桶
を
附
け
、
縫
子
の
原
理
を
利
用
し
て
水
を
混
上
げ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

三
南
地
方
に
お
け
る
堤
堰
濯
瓶
の
褒
達

本
章
で
は
、
李
朝
後
期
に
お
け
る
堤
堰
濯
瓶
の
護
達
の
様
相
を
、
南
部
三
道
(
慶
向
・
全
羅
・
忠
清
道
〉
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

劃
象
を
南
部

- 10ー

三
道
に
限
る
の
は
、
こ
の
三
道
が
水
田
作
の
も
っ
と
も
護
達
し
た
地
域
で
あ
り
、
堤
堰
の
集
中
地
柏
市
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う

に
堤
堰
は
巌
重
な
園
家
的
統
制
の
下
に
置
か
れ
、

そ
の
把
握
・
管
理
は
地
方
官
の
職
掌
の
最
重
要
事
項
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
反
映
し
て

李
朝
期
の
邑
志
に
は
、
郡
勝
ご
と
の
堤
堰
の
名
稽
・
所
在
地
・
規
模
が
網
羅
的
に
-記
載
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
邑
志
を
基

本
的
な
史
料
と
し
て
分
析
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

第
一
節

遁
別
堤
堰
教
の
時
代
的
饗
遷

ま
ず
南
部
三
道
の
堤
堰
数
の
襲
遷
を
見
て
み
よ
う
。
既
述
の
逼
り
、
堤
堰
は
ひ
じ
よ
う
に
古
く
か
ら
濯
概
施
設
の
大
宗
を
な
す
も
の
と
し
て

築
造
さ
れ
て
き
た
が
、
李
朝
期
以
前
の
全
園
の
堤
堰
数
を
一
示
す
史
料
は
蔑
さ
れ
て
い
な
い
。
堤
堰
の
分
布
朕
況
が
剣
明
す
る
の
は
李
朝
期
に
入

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
李
朝
前
期
・
同
後
期
・
日
帝
植
民
地
統
治
期
の
三
道
の
堤
堰
敷
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
第
一
表
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
表
に
閲
し
て
は
、

い
く
つ
か
の
貼
で
史
料
吟
味
を
要
す
る
。
ま
ず
李
朝
前
期
に
属
す
る

ωω
の
堤
堰
敷
で
あ
る
が
、

『
慶
尚
道
績
撰
地
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(備考)

理
志
』
に
は
各
邑
ご
と
の
堤
堰
名
と
そ
の
蒙
利
面
積
〈
堤
堰
に
よ
っ
て
濯
滅
さ
れ
る
沓
の
面
積
)
が
列
拳

さ
れ
て
い
て
、
ひ
じ
よ
う
に
信
葱
性
の
古
向
い
史
料
と
言
え
る
。
そ
し
て
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

『慶

尚
道
績
撰
地
理
士
山
』
が
著
わ
さ
れ
た
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
も
、
堤
堰
教
は
着
賞

に
増
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
概
数
で
は
あ
る
が

ωの
数
字
も
貫
際
の
堤
堰
敷
に
近
い
値
で

あ
る
と
判
断
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
後
期
に
属
す
る

ω糾
の
堤
堰
敢
に
は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
慶

街
道
の
場
合
に
、
わ
ず
か
二
十
年
く
ら
い
の
聞
に
堤
堰
数
の
急
激
な
増
加
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ

ωの
史
料
が
邑
ご
と
の
堤
堰
数
の
合
計
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
川
刊
に
は
邑
ご
と
の
堤
堰
敷

が
一
ホ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雨
者
の
信
愚
性
を
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
離
は

ωω
と
ほ
ぼ

-11ー

同
時
期
の
他
の
邑
志
を
用
い
て
、
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

次
に

「
併
合
」
嘗
時
の
堤
堰
数
を
示
す
同
と
川
仰
の
史
料
で
あ
る
が
、

南
者
の
差
は
そ
の
調
査
方
法
の
遠
い
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

れ
る
。

こ
こ
に
も
大
き
な
差
が
見
ら

即
ち
仰
の
史
料
の
「
緒

言
」
に
は
、

「
本
部

〈
沓
韓
閣
政
府
農
商
工
部
の
こ
と
||
引
用
者
)
ハ
隆
照
二
年
六
月
各
府
予
郡
守
ニ

護
訓
シ
テ
先
ツ
遁
ク
各
地
ノ
堰
名
及
其
所
在
ヲ
調
査
セ
シ
メ
タ
ル

ニ
頃
日
ニ
及
ヒ
テ
其
報
告
緊
り
テ

本
書
ヲ
成
シ
即
チ
此
レ
ヲ
第
一
回
ノ
堤
堰
調
査
書
一
ト
ス
向
各
堤
堰
ノ
大
小
ト
其
濯
瓶
面
積
及
修
築
保
存
ノ
方
法
如
何
ハ
更
ニ
之
ヲ
第
二
回
ノ
調

査
ニ

一議
リ
:
:
:
」
と
あ
っ
て
、
嘗
時
利
用
中
の
堤
堰
の
悉
皆
調
査
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
劃
し
、
川
仰
の
史
料
に
は
、

「
現
存
セ
ル
溜
池
ノ

如
キ
其
ノ
数
約
四
千
ヲ
算
ス
ヘ
ク
堰
ハ
更
ニ
之
ヨ
リ
多
数
ア
ル
ヘ
キ
モ
今
日
ニ
於
テ
ハ
大
半
荒
腰
-
一
時
シ
其
ノ
用
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
極
メ
テ
僅
少
ナ

し
た
が
っ
て

ωの
数
字
が
、
「
併
合
」
時
の
貫
際
の
堤
堰
数
を
示
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す
も
の
と
剣
断
し
う
る
。

リ
」
と
あ
っ
て
、
慶
堤
を
も
含
む
調
査
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



656 

以
上
の
諸
黙
に
留
意
し
な
が
ら
第
一
表
を
見
る
と
、
李
朝
期
の
堤
堰
数
の
嬰
蓮
朕
況
が
慶
街
道
と
全
羅
・
忠
清
道
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
慶
尚
道
で
は
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
堤
堰
敷
が
倍
近
く
増
加
し
て
い
る
の
に
射
し
て
、
全
羅

・
忠
清
南
道
で
は
前
期
と
後

期
の
堤
堰
数
に
ほ
と
ん
ど
繁
化
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
第
一
表
か
ら
た
だ
ち
に
讃
み
取
れ
る
傾
向
は

十
九
世
紀
初
頭
か
ら

「
併
合
」
時
ま
で
の
堤
堰
数
の
滅
少
で
あ
り

こ
の
傾
向
は
三
道
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
李
光
麟
氏
の
研
究
に
お
い
て
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が

「
は
じ
め
に
」
で
も
燭
れ
た
よ
う
に
李
氏
の
場
合
は
道
単
位
の
堤
堰
数
の
境
運
し
か
検
討
さ
れ
て
い
な

レ
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
諸
貼
が
疑
問
と
し
て
残
る
。

ω前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
著
増
の
見
ら
れ
る
慶
向
道
の
場
合
、
道
全
盟
と
し
て
満
遍

な
く
増
加
が
見
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
道
内
の
特
定
地
域
で
増
加
が
見
ら
れ
る
の
か
、

ω全
羅
・
忠
清
遁
の
場
合
、
前
期
に
利
用
さ
れ
て
い

た
堤
堰
が
そ
の
ま
ま
後
期
に
も
引
績
き
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
例
十
九
世
紀
初
頭
以
降
の
堤
堰
の
減
少
は
三
道
内
の
各
邑
を
通
じ
て
普
遍
的

な
現
象
な
の
か
、
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
邑
草
位
の
堤
堰
教
の
嬰
蓮
や
、
さ
ら
に
は
個
々
の
堤
堰
の
時
代
的
嬰
遷
を
明
ら
か
に
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
慶
尚
道
と
全
羅

・
忠
清
道
の
相
違
の
理
由
も
、
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

- 12ー

第
二
節

慶
向
道
に
お
け
る
堤
堰
の
饗
遷

李
朝
前
期
の
邑
別
堤
寝
数
が
判
明
す
る
の
は
慶
向
道
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
慶
向
道
各
邑
に
お
け
る
堤
堰
数
の
繁
遷
を
、

撰
地
理
志
』
(
以
下

『
繍
志
』

と
略
記
〉
・
『
輿
地
圃
書
』
・
『
増
補
文
献
備
考
』
(
以
下

『備
考
』
と
略
記
)
・
『
慶
尚
道
邑
誌
』

・
『
嶺
南
誌
』
・
『
堤
堰
調

『
慶
尚
道
績

査
司ヨR
Eヨ

第

一
』
の
六
種
の
史
料
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
第
二
衰
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
表
の
検
討
に
入
る
前
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
二
黙
あ
る
。

一
つ
は
、

『
慶
尚
道
邑
誌
』
と
『
嶺
南
誌
』
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
地
志
は
本
来
邑
ご
と
に
別
々
に
作
成
さ
れ
た
邑
志
を
、
後
に

一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
邑
ご
と
に
そ
の
作
成
の
時

期
に
は
か
な
り
の
幅
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
各
邑
志
の
記
載
内
容
か
ら
見
て
前
者
は
正
租
年
間
(
一
七
七
六
J

一八
O
O年
)
、
後
者
は
純
租
年

開
(
一
八
O
O
J
一
八
三
四
年
)
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
大
牢
を
占
め
る
と
判
断
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。



邑 名 |堤堰数 Ir績志』段階の主邑 |李朝後期

仇史部曲 6 慈仁属

堕角j採 1 密 陽 大丘腐

英陽豚 1 寧海 主巴に

八百l孫 7 星 州 |漆谷属

花園l孫 5 星川・| 大丘属

丘陽l際 4 菅州 |河東属

る

も
う
一
つ
は
前
期
と
後
期
に
お
け
る
行
政
匡
劃
の
遣
い
で
あ
る
。
旗
田
婦
畑
氏
・
武
田
幸
男
氏
の
研
知
で
明
ら

か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
高
麗
・
李
朝
期
の
郡
牒
制
に
お
い
て
は
地
方
官
の
汲
遣
さ
れ
る
口
巴
(
主
邑
)
と
波
遣
さ

れ
な
い
邑
(
腐
邑
〉
と
が
あ
り
、
層
邑
は
特
定
の
主
邑
の
支
配
を
受
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
主
邑
1

1

属
邑
関

係
は
高
麗
末
か
ら
李
朝
初
期
に
か
け
て
消
滅
の
傾
向
を
示
す
が
、
慶
向
道
は
例
外
的
に
こ
の
関
係
が
李
朝
期
に

も
強
固
に
残
存
す
る
地
域
で
あ
る
。
そ
し
て
主
邑
I

1
属
邑
関
係
は
李
朝
期
を
逼
じ
て
徐
々
に
襲
化
し
て
い

く
。
た
と
え
ば
慈
仁
鯨
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
こ
こ
は
『
績
士
山
』
段
階
で
は
慶
州
の
属
邑
で
あ
っ
た
が
、
仁

租
年
聞
に
慶
州
の
属
を
離
れ
て
主
邑
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
堤
堰
数
の
襲
遷
を
見
る
場
合
に
も
こ
う
し
た
黙

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
『
績
志
』
に
は
個
々
の
堤
堰
の
所
在
地
が
示
さ
れ
て
お
り
、
慶
州
府
の

堤
堰
僚
に
は
任
内
慈
仁
鯨
所
在
の
堤
堰
と
し
て
二
十
七
が
列
拳
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
輿
地
園
書
』
以

下
の
後
期
の
史
料
と
封
慮
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
十
七
堤
堰
を
慶
州
に
含
め
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
の
例
を
す
べ
て
列
奉
す
る
と
上
の
逼
り
で
あ
る
。
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第
二
表
に
お
け
る
『
績
志
』
の
邑
別
堤
堰
数
は
、
後
期
の
行
政
匡
劃
に
合
わ
せ
て
整
理
し
直
し
た
も
の
で
あ

以
上
二
つ
の
貼
に
留
意
し
な
が
ら
第
二
表
を
見
る
と
、
同
じ
慶
尚
道
内
で
も
邑
に
よ
っ
て
堤
堰
の
時
代
的
襲
遷
が
ひ
じ
よ
う
に
異
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
邑
別
堤
堰
数
の
嬰
遷
は
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
考
え
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
今
偲
り
に
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
堤

堰
の
著
増
が
見
ら
れ
る
邑
を
A
タ
イ
プ
、
前
期
と
後
期
の
堤
堰
数
に
さ
し
た
る
饗
化
の
見
ら
れ
な
い
邑
を
B
タ
イ
プ
、
前
期
か
ら
後
期
に
か
け

る て
堤
堰
敷
が
減
少
す
る
口
巴
を
C
タ
イ
プ
と
し
て
、
十
箇
以
上
の
堤
堰
が
存
在
す
る
邑
を
A
・
B
-
C
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
と
次
の
よ
う
に
な
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A
タ
イ
プ
:
:
:
慶
州
・
大
丘
・
善
山
・
漆
谷
・
清
道
・
永
川
・
慶
山
・
義
城
・
彦
陽
・
延
日
・
軍
威
・
比
安
・
義
興
・
新
寧
・
慈
仁
(
十
五
邑
)
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第
二

表
慶
尚
道
に
お
け
る
堤
堰
の
襲
警
翠

15
世

紀
17
6
0
年

18
世

紀
19

世
紀

(1)時
点
に
お
け
る

15世
紀

前
半

(2)
時

点
の

(2)
時
点
の
ー
堤
樫

(2)
時
点
の
ー
堤
擢

後
半
(1)

頃
(2)

17
8
2
年

(3)
末

頃
(4)

前
半

(5)
19
0
8
年

(6)
堤
壇
の
蒙
利
面
積
17)

の
沓
面
積
(8)

碕
出

版
(9)

当
り
の
周
囲
(
I
日

当
り
の
揮
さ
(II)

①
慶

州
8
4
 

136 
14
0
 

13
4

 
170(6) 

8
2
 

1
，209.

12
 

7
，4
0
0
 

7
，120 

7
0
4
 

7
.
3
 

②
安

東
7

 
4

 (1) 
8

 
8(
1)

 
8(
1)

 
5

 
10
2
.
2
7
 

3
，2
2
4
 

4
，0
8
3
 

1
，0
2
4
 

10
.0

 

③
昌

原
11 

7
 

9
 

7
 

9
 

4
 

242.
14

 
2
，3
3
2
 

3
，6
2
3
 

7
2
0
 

4
.
0
 

④
尚

州
4
7
 

50 (1) 
5
1

 
5α

1)
 

50(1) 
1
6
 

1
，6
7
6
.
5
5
 

6
，14

4
 

6
，6
4
1

 
1
，252 

4
.4

 

⑤
普

リ
+1

3
0
 

16
 

3
3
 

16
 

16
 

8
 

709.
15

 
6
，3
6
5
 

8
，207 

2
，2
6
6
 

6
.
0
 

⑤
星

州
2
2
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出
典
)

(1)
は

『
続

志
J
o
(2)

は
『

輿
地

図
書

J
(1760

年
頃

刊
行

)0
(3)

は
『

備
考

J
o
(4)

は
『

慶
尚

道
邑

誌
J

(
国
立
国
会
図
書
館
蔵
)
。

(5)
は

『
嶺

南
誌

J
(

東
京

大
総

合
図

書
館

阿
川

文
庫

蔵
)0

(6)
は

r堤
堰

調
査

書
第

一
J
o

(8)
は
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
。

(
備
考
)
・

(2)(4)(5)
の
(

)
の
数
は
廃
堤
を
示
す

。

・
邑

名
の

前
に

付
け

て
あ

る
数

字
は

第
5
図

の
邑

所
在

地
を

示
す

数
字

と
対

応
す

る
。

・
(7)(

8)(9)
の

面
積

の
単

位
は

結
.

(1
0)
(
1
1
)
の
堤
堰
規
模
の
単
位
は
尺
(
布
市
尺
)
で
あ
る
。

.r
世

宗
実

録
地

理
宏

、
』

に
は

各
邑

の
総

耕
地

面
積

と
そ

の
う

ち
で

水
田

(
沓

)
が

占
め

る
割

合
(
3
分

の
l
強

と
か

水
田

差
多

し
等

)

し
か

記
載

さ
れ

て
い

な
い

た
め

(8)
の

沓
面

積
は

概
数

で
あ

る
。

・
(9)

(1
0)
(1
1)
の
(

)
の
数
は

r輿
地

図
書

』
に

収
録

き
れ

て
い

な
い

邑
の

た
め

，
韓

国
国

史
編

纂
委

員
会

版
r
輿

地
図

書
』

補
遺

編
に

収
録

さ
れ

て
い

る
邑

志
に

記
載

さ
れ

た
堤

堰
規

模
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

<
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朝鮮南部地方第五圃

B
タ
イ
プ
:
:
:
向
州
・
金
海
・
関
寧
会
二
邑
〉

C
タ
イ
プ
:
:
:
菅
州
・
醒
泉
(
二
呂
]
)

(
な
お
こ
れ
ら
三
タ
イ
プ
の
よ
う
に
明
確
に
分

類
し
難
い
邑
と
し
て
は
星
州

・
蔚
山
・
輿
海
・

河
陽
・
昌
寧
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
邑

は
後
期
に
お
け
る
堤
堰
数
の
襲
動
が
激
し
く
、

明
確
な
傾
向
性
を
讃
み
取
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る。〉
A
タ
イ
プ
の
ロ
巴
が
多
い
こ
と
が
慶
尚
道
に

お
け
る
堤
堰
著
増
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
が
、

-17 -

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は

A
タ
イ
プ
に
属
す
る
邑
の
分
布
で
あ
る
。
即

ち
A
タ
イ
プ
十
五
邑
の
う
ち
、
彦
陽
を
除
く

十
四
邑
は
す
べ
て
今
日
の
慶
尚
北
道
に
属
し

て
お
り
、
ま
た
慶
北
十
四
邑
の
う
ち
で
は
慶

州
・
延
日
(
迎
日
〉
を
除
く
十
二
邑
は
す
べ

る
(
第
五
闘
参
照
)
。

て
洛
東
江
中
流
地
域
あ
る
い
は
そ
の
支
流
沿
岸
地
域
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、

A
タ
イ
プ
の
邑
の
分
布
に
は
著
し
い
偏
在
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

特
に
大
丘
近
郊
で
洛
東
江
に
合
流
す
る
琴
湖
江
流
域
地
帯
の
大
丘
・
漆
谷
・
永
川
・
慶
山
・
新
寧
:
慈
仁
六
邑
に
お
け
る

堤
堰
の
増
加
に
は
因
究
し
い
も
の
が
あ
る
。

661 

こ
の
よ
う
に
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
堤
堰
著
増
の
見
ら
れ
る
地
域
が
偏
在
し
て
い
る
た
め
に
、
斗
則
期
と
後
期
と
で
は
慶
尚
道
に
お
け
る
堤



662 

堰
擢
概
の
先
進
地
域
に
移
動
が
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
期
に
お
け
る
堤
堰
濯
概
の
先
進
地
域
と
し
て
は
、
善
山
・
向
州
・
星
州

・
慶
州
の

こ
れ
ら
四
邑
で
は
『
績
志
』
段
階
で
、
堤
堰
濯
瓶
の
行
な
わ
れ
て
い
る
水
田
面
積
が
千
結
を
超
え
て
お
り

四
邑
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
第
二
表
〉、

と
こ
ろ
が
後
期
に
か
け
て
向
州
・
星
州
で
は
堤
堰
の
増
加

が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
慶
州

・
善
山
二
邑
で
は
後
期
に
も
堤
堰
の
増
加
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
琴
湖

水
田
の
組
封
面
積
に
お
い
て
も
最
多
地
帯
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

江
沿
岸
地
域
が
堤
堰
開
護
の
新
興
地
帯
と
し
て
撞
頭
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
表
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
堤
堰
濯
瓶
に
お
け
る
南
部
地
方
(
今
日
の
慶
向
南
道
)
の
後
湛
性
で
あ
る
。
南
部
の
代
表
的
な
邑
と
し
て

は
昌
原
・
菅
州

・
密
陽
・
蔚
山

・
金
海
・
固
城

・
宜
寧
・
昌
寧
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
晋
州
・
金
海
二
邑
は
『
績
志
』
段
階

で
堤
堰
濯
瓶
が
か
な
り
設
達
を
見
せ
て
お
り
、
蔚
山
も
比
較
的
進
ん
だ
地
域
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
他
の
諸
邑
は
す
べ
て
堤
堰
開
設
の
後
進
地

帯
に
腐
し
て
い
る
。
そ
し
て
よ
り
重
要
な
黙
は
こ
う
し
た
献
況
が
後
期
に
入
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
嬰
化
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
晋
州
な
ど
は
数
少

な
い

C
タ
イ
プ
の
邑
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
洛
東
江
下
流
域
お
よ
び
そ
の
支
流
で
あ
る
南
江
沿
岸
地
域
に
属
す
る
菅
州
・
金
海

・
宜
容
:

- 18ー

昌
寧
四
邑
に
お
け
る
堤
堰
の
停
滞
性

・
後
進
性
は
、
洛
東
江
中
流
域
・
琴
湖
江
流
域
に
お
け
る
堤
堰
の
著
し
い
伸
張
と
き
わ
め
て
封
照
的
で
あ

る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
南
部
の
諸
邑
は
水
田
面
積
で
見
る
と
前
・
後
期
を
遁
じ
て
大
き
な
数
値
を
示
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
南
部
地
方
は
水
田
開
設
で
は
先
進
地
域
に
属
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堤
堰
開
設
の
面
で
は
李
朝
期
を
通
じ
て
後
進

地
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

も
う
一
つ
第
二
表
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

A
タ
イ
プ
に
属
す
る
邑
の
中
で
も
、
堤
堰
の
増
加
時
期
に
ず
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

『興
地
図
書
』
段
階
(
英
租
朝
〉
に
着
地
が
見
ら
れ
る
邑
・
・
:
慶
州

・
大
丘
・
漆
谷
・
精
道

・
盛
山
・

義
滅
・
彦
陽
・
延
日
・

義
輿
・
新
字
慈
仁

『慶
向
道
ロ
巴
誌
』
段
階
(
正
租
朝
〉
に
著
婚
が
見
ら
れ
る
E
i
-
--大
丘

・
〔蓮田山〕

・
〔永川〕

・
軍
威

・
比
安

『
嶺
南
誌
』
段
階
(
純
租
朝
)
に
著
抽
唱
が
見
ら
れ
る
邑
:
:
慶
州
・
清
道

・
延
日
・
義
輿



(
善
山
・
ー永
川
二
邑
は
『
備
考
』
所
載
の
堤
堰
数
に
基
づ
い
て
正
租
段
階
で
著
増
が
見
ら
れ
る
地
域
に
分
類
し
て
お
い
た
。
永
川
の
堤
堰
数
が
『
慶
街
道
邑

昔
話
』
で
は
十
五
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
備
考
』
や
『
嶺
南
誌
』
所
載
の
堤
堰
数
か
ら
見
て
大
い
に
疑
わ
し
い
数
字
で
あ
る
。
永
川
に
お
け
る
堤
堰
著
増
の
時

期
は
『
輿
地
画
書
』
段
階
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
史
料
的
に
確
定
で
き
な
い
J

こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
と
、
『
績
志
』
か
ら
『
輿
地
圃
書
』
ま
で
の
期
聞
に
堤
堰
著
増
の
見
ら
れ
る
邑
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
こ
れ
は
こ
の

期
間
が
二
百
五
十
年
と
い
う
長
い
間
隔
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
嘗
然
の
結
果
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

『輿

地
圃
書
』
段
階
で
の
堤
堰
著
増
が
『
績
士
山
』
以
降
、
十
六
世
紀
末
ま
で
の
李
朝
前
期
に
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
十
七
世
紀

以
降
の
李
朝
後
期
の
所
産
で
あ
る
の
か
を
判
別
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
十
七
世
紀
の
堤
堰
敷
が
剣
明
す
る
い
く
つ
か
の
邑

を
取
上
げ
て
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
第
二
表
か
ら
は
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
事
責
|
|
格
東
江
中
流
域
と
琴
湖
江
沿
岸
地
域
が
後
期
に
お
け
る
堤

堰
の
著
増
地
域
で
あ
る
こ
と
、
後
期
に
堤
堰
著
増
の
見
ら
れ
る
地
域
の
中
で
も
そ
の
増
加
時
期
に
は
ず
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
南
部
地
方
は
堤

堰
開
設
の
後
進
地
域
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
ー
ー
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

一こ
れ
ら
の
事
賓
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
た
め
に
は
、
邑
ご
と
の
堤
堰

- 19一

の
出
現
遷
を
個
別
に
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
歓
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
史
料
的
候
件
が
良
く
て
、
し
か
も
各
タ
イ
プ
を
代
表
し
う
る
五

つ
の
邑
|
|
慶
州
・
善
山
・
大
丘
・
菅
州
・
金
海
ー
ー
を
取
り
上
げ
て
、
個
々
の
堤
堰
の
饗
遷
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔
慶
州
に
お
け
る
堤
堰
の
饗
遷
〕

の
一
つ
で
あ
っ
た
。

慶
州
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
新
羅
の
都
と
し
て
古
く
か
ら
開
設
の
準
ん
だ
地
域
で
あ
り
、
李
朝
前
期
に
お
い
て
も
堤
堰
開
設
の
最
先
護
地
域

し
か
も
後
期
に
入
っ
て
か
ら
も
堤
堰
開
設
の
着
買
な
進
展
が
見
ら
れ
、

A
タ
イ
プ
に
属
す
る
邑
の
中
で
は
善
山
と
並
ん
で

こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
慶
州
に
お
け
る
堤
堰
の
襲
遷
を
、
『
績
士
山
』
・
『
東
京
雑
記
』
(
一
六
六
九
年
刊
行
、

東
京
と
は
慶
州
の
高
麗
時
代
に
お
け
る
別
稽

γ
『
輿
地
聞
書
』
・
『
慶
州
府
誌
』
(
『
慶
街
道
邑
誌
』
に
含
ま
れ
て
い
る
)
・
『
慶
州
誌
』
(
含
『
嶺
南
誌
』
〉
の
五

特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

663 

種
類
の
邑
志
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
み
た
の
が
第
三
表
一

J
四
で
あ
る
。
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こ
の
第
三
表
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
附
け
加
え
て
お
き
た
い
。
五
種
類
の
邑
志
に
は
、
同
一
の
堤
堰
が
異
な
っ
た
名
稽
や
表
記
法
で
示
さ

れ
て
い
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
南
部
2
(以
下
の
算
用
数
字
は
表
中
の
堤
堰
番
続
を
示
す
)
の
杜
鹿
洞
念
併
堤
の
場
合
、
『
綴
志
』
で

は
置
隠
念
村
堤
、
『
東
京
雑
記
』
で
は
頭
膳
洞
堤
、
『
慶
州
府
誌
』
で
は
豆
醸
洞
念
傍
堤
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
績
士
山
』
の
表
記
法

は
明
ら
か
に
吏
讃
表
記
で
あ
り
、

=
T
斗
(
置
く
)
の
語
幹
干
の
音
を
置
字
を
借
り
て
表
記
γ

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
置
隠
E
T
o
て
は
頭
鷹
・
豆
膳
・

た
だ
『
綴
志
』
の
名
稿
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
、
置
隠
村
念
堤
の
誤
記
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ

杜
雁
に
す
べ
て
通
じ
る
。

れ
ら
四
種
類
の
表
記
法
で
示
さ
れ
る
堤
堰
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
蝕
地
が
な
い
。

ま
た
北
部
四
の
芽
皇
外
堤
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
『
績
志
』
『
東
京
雑
記
』
に
は
こ
の
堤
堰
名
が
見
嘗
た
ら
ず
、
分
皇
堤
と
い
う
名
稽
が
見

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
『
東
京
雑
記
』
以
降
『
輿
地
園
書
』
編
纂
時
ま
で
の
あ
る
時
期
に
、

も
と
の
分
皇
堤
の
近
く
に
新
た
に
別
の
堤
堰
が

造
ら
れ
た
た
め
に
、
『
興
地
聞
書
』
で
は
芽
皇
外
堤
と
芥
皇
内
堤
(
お
〉
と
し
て
、
新
嘗
雨
堤
堰
が
匡
別
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
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た
が
っ
て
も
と
の
分
皇
堤
が
、

芥
皇
外
堤

・
芽
皇
内
堤
の
ど
ち
ら
に
該
賞
す
る
の
か
は
史
料
的
に
確
定
で
き
な
い
が
、

第
三
表
で
は
い
ち
お

ぅ
、
芽
皇
外
堤
が
も
と
の
分
皇
堤
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
示
し
て
お
い
た
。

こ
の
よ
う
に
第
三
表
で
は
、
邑
志
に
現
わ
れ
る
名
稽

・
表
記
法
が
異
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
確
買
に
同
一
の
堤
堰
と
推
定
で
き
る
も
の
は
同

一
の
堤
堰
と
し
て
扱
い
、
分
皇
堤
の
よ
う
に
名
稽
の
異
動
は
確
定
で
き
な
い
が
、
二
者
揮

一
的
に
比
定
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
可
能
性
の
強

い
(
主
と
し
て
堤
堰
の
規
模
か
ら
剣
断
し
た
)
方
の
堤
堰
に
比
定
し
て
扱
っ
て
あ
る
。

こ
う
し
た
史
料
慮
理
方
法
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
首
然
次
の
よ
う
な
ケ
l
ス
が
想
定
さ
れ
る
。
即
ち
第
三
表
で
は
別
の
堤
堰
と
し
て
扱
っ
て

あ
る
が
、
名
稀
・
表
記
法
が
異
な
る
だ
け
で
質
際
に
は
同
一
の
堤
堰
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
部
9
の
毛
士
口
堤
と
お
の
占
勿
村
毛
谷

堤
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旦
屯
刈
、
旦
一
4
E
刈
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
音
の
近
さ
か
ら
見
て
同
一
の
堤
堰
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
前
者

は
『
東
京
雑
記
』
以
下
の
四
つ
の
邑
志
に
見
え
、
後
者
は
『
績
士
山
』
に
の
み
見
え
て
、

雨
者
が
同
一
時
黙
で
共
存
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ
か

ら
、
い
っ
そ
う
同
一
の
堤
堰
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
確
貫
に
同
一
の
も
の
と
断
定
で
き
る
だ
け
の
根
擦
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
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第三表(→ 慶州(北部〉における堤堰の獲遜

@慶尚道統撰地理志 ⑤束尽雑記 @輿地 図 書 ⑨慶州 ⑤慶 針l 誌、

堤堰名 蒙利(結面)積 堤堰名 蒙(石利落面積) 堤1lI名 堤H(E尺規)模
府誌 堤堰名 蒙利面積i

(石落、斗落JI

l 北安谷五里堤 五 里 堤 25 o . 320X7 。

2 古通谷堤 。 370X8 。

3 新 院 堤 新院堤 25 o 1165XIO 。 。 34. I 

生椿硯 半 亭堤 。 700X6 。

5 格硯半亭外堤 半:亭外堤 11 。 560X6 。

6 /J、 釜 堤 。 51 0 270X6 。 。 7. 

7 大 釜 堤 。 71 0 :980X6.5 。 釜洞堤 24.

8 玉浦院内堤 。 71 0 710X7 。 。 50. 

9 玉鴻院 外堤 。 62 o 1306x8 。 。 4. 

10 柳 r 等谷堤 柳等谷新堤 70 o 3860X12 。

11 黄 山 石防堤 賞巌防堤 13 。 630XI0 。

12 新 堤 。 92 。 103X7 。 。 5 

13 新 堤 。 12 。 270X6 。

14 楢洞内堤 o 196X7.5 。 。 3. 

15 ;j(堂谷堤 o 1552X7 。 。 12. 

16 仏処堂堤 。 205X6 。

17 奉 城 堤 廃 。 460X9 。 奉城外堤 16.3 

18 末 承 堤 。 625X8 。 末承外堤 30. 

19 若手皇 外堤 誌谷村分皇堤 2.70 分 皇 堤 18 。 780X7 。 。 18.7 

20 後 尾 堤 。 810X5 。

21 東 山 士是 退山村東山洞堤 6. o 1660X7 。 。 15 

22 所五里堤 退山村所伊堤 14 所 里 堤 35 o 3700X8 。 所里堤 86

23 f:j; 皇 名宝 。 35 o 2600x20 。 。 70. 

24 i曽三 外堤 川北 f曽三堤 2 廃 。 516X6 。 僧三宅是 40 

25 北 軍 沙面堤 。 215X8 。

26 若手皇内堤 。 670X 13 。

27 見谷金光堤 仇無村金光堤 28 金光内堤 34 o 2120x13 金光内堤 金光内堤 10 

28 金光外堤 。 217 o 3198X16 。 。 120.10 

29 毛 蔵 堤 冗伊村毛蔵堤 1.41 廃〔毛荘堤〕 。 557X5 。 。 8.10 

30 塔 洞 堤 。 130X5 。 塔前洞堤 5. 

31 馬高官 1同 f是 。 340X 10 。 。 4.7 

32 係 洞 堤 。 651X6 。 。 2. 

33 馬 {戸 唄 I是 。 423X8 。

34 f苔 日県 堤 。 288X4 。

35 斎宮洞堤 0・ 185X5 。

36 得 助洞堤 。 260X8 。 。 4 

37 馬転直 堤 o 405X 10 。

38 知 日 ;提 O' 330X8 。 。 5.10 

39 下侠坪堤 。 、 490X4 。

40 安康大洞堤 大洞里堤 25. 大 j問堤 40 ，0 704X5 。 。 50 

41 甲 山 主是 甲山里堤 15 。 30 ‘0・ 421X5 。 甲山内堤防
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360X3 1 0 

272X6 1 0 

525X5 1 0 

1170X5 1 0 

533X4 1 0 

979X4 1 0 1玉山大堤

889X5 1 0 1 0 

1107Xl01 0 I'JI自il司堤

920X 141丹両;丙英間埋1 0 
290X8 1 0 
550X3 1 0 

650X5 1 0 

430X151 0 

170X201 0 

325X6 1 0 

621X6 1 0 

145X5 1 0 

130X7 1 0 

183X4 1 0 

735X201 0 

340X8 1 0 

807X3.51 0 

187X3 1 0 

1015X5 1 0 

480X3 1 0 

1030Xl01 0 

350X3 1 0 
500X3 1 0 

430X4 1 0 

594X5 1 0 

239X3 1 0 

1020X9 1 0 

666 

ハ
υ
フ
-
A
U

ハU

5

5

3

 

0 

金成堤

0 

0 

51 

10 

20.5 

17 

70 

35 

9.10 

33 

10 

3 

4 

20 

7 

。

0 

五也堤。

。
安地新堤

ヰ二j同 I是

。。

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

根 谷松方堤

金城堤

得良堤|得良里堤

六 通 堤|得良里六通堤

雪 j尼堤

玉 山 1是

万馬堤

づ|自 火堤

丹丘丙美洞堤

i各山附堤

}洪共 川 堤|山台方里i洪共川堤“

竹堤

玉苧 7同 堤

梼谷堤

神光五也堤|至徳里誉也士是

大 堤|法光 里大堤

魚*堤

杷淡安心堤

介洞勿豆只堤

古通谷 1正

1-Jt致洞堤

楠 i向堤

孫谷堤

高谷引蔦谷村堤

神堂牛洞堤

神光地徳堤|至徳里至徳堤

下邑内堤

~!l 伊堤

検洞堤

安芸員堤

安 t也堤

緒託児新堤

退山村仇助、堤

(九無村 I是

見谷村塔旨堤

見谷村神旨堤

東吾i];里排只堤

注也井里仇召谷堤

山台方里i!s花堤

釜谷里机堤

沙里洞里西林堤

抄里洞皇化左堤

楊月方里エJ堤

堤村洞堤

廃

0 

0 

廃〔雪里堤〕

50 

45 

7 

29 

27 

6 
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。。

31. 

7. 

35 

55 

17 

20 

。

安，心新堤

廃

!発 。

。

。。3.50 

20.80 

3.70 

2.90 

0.66 

1.80 

3. 

7. 

7. 

5 

6. 

4. 

2. 

6. 

5. 

9.80 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
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於令堤 5.6

5.9 泉 洞 堤

18. 

14. 

14. 

11.87 

16.18 

5. 

3.80 

4. 

8. 

25. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

1. 

10. 

2.7 

3. 

2. 

5.10 

2.7 

3. 

2. 

12. 

2.5 

6. 

1 

4.3 

1.6 

6.7 

10. 

3.6 

廃

。
排堤

。。

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

25 

n
υ
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凋仏

τ

P
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A

0

0
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0

 

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

廃

86 楊月方里城皇下堤

87 東北林里村池上親

88 末老村踏渓堤

89 伐之洞瓦蜜堤

90 古通村大池堤

91 東加也里於郎堤

92 法光里得良堤

93 竹洞豊泉洞堤

94 至徳里頓等堤

95 至徳里大至徳堤

96 僧三村僧三内堤

97 勿川府末承内堤

98 所叱方堤

99 魯堂里排渓堤

100 定恵堤

101 竹洞里竹洞堤

102 古海堤

103 五琴村排堤

104 武科堤

105 末承外堤

106 苧洞堤

107 仇之ー堤

108草堤

109 輪火乃堤

110新堤

111 双渓堤

112 赤池堤

113 肝臥堤

114 亮移堤

115 鉢山堤

116 鞍幌堤

117 輝美堤

118 柿木洞堤

119 奉域内堤

120 間童堤

121 沙南堤

122 東徹新堤

123 渉野堤

124 下渉野堤

125 小惣堤

126 開 池洞堤

127 直洞堤

128炭堤

129 正徳堤

667 
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130 附 1是 。 11 

131 寺 J同 I是 時E
132 松 I是 時主

133 根谷新 t是 。 42 

13j 玉渓洞堤 。 32 

lお松 'ー1):" t注 。 25 

136 升 t是 。 30 

137 j也{車新堤 。 25.10 

l羽深 1是 。 10.12 

139 直 ;~1 I是 。 24. 

140 ~宮 回 tit 。 7 

141 基 ifoiJ t定 .0 4 

142 j由澗外堤 。 15 

143 馬馳洞堤 。 6 

144 庖 洞 t足 。 1.3 

145 長 澗 t)! 。 10 

146 吾柳洞堤 。 15 

147 家 、 澗 1是 。 5.12 

148 背 J同 I是 。 10.6 

149 背洞外堤 。 7 

150 石乙防淀 。 10.1 

151 新 大 t是 。120 

152 苦身 内 堤 。 6 

5十 37 33(22) 73 73 83(3) 

第三表ω 慶州、1.(東部)における堤堰の箆遷

③慶尚道統撰地理志 ⑤東京雑記 @興 地 図書
③慶州

⑤1袋 'J-H 誌
府誌

1 普門 山 底堤 芥北内方里普門堤 15 山 Js:tJ~ 51 0 258X8 。山底 42 8.12 

2 紛 避 t注 避伊村被i控堤 11 。717X5 。 。 10.5 

3 書出池堤 。 17 。lJ5X3 。主主出堤 2.5 

4 釜 堤 新型釜堤 1. 50 。 19 。325X2 。釜谷 I是 5.4 

5 朝 車R t是 朝駅新 1是 47 。 85 o 2138x6 。
6 d午 令 t是 泉林村&.余!Jl 15. 。!r'iK t1t. i! 0 460X4 。許氷 I足 7.10 

7 堂 前司 iJ司.E 林仇於村堂市E堤 8 j良品E，是 22 o 579x4.8 。 。 15.10 

8 加! E基 堤 史等伊付加乙介I是 4 。234X5 。
9 '~j !Ji 。 25 o 338X3.5 。 。105.10 

10 日土 山 I是 日上上村提 76.50l止 上 ilk 97 o 2370X8 吐上I是 同比 ー七 .tJ~ 17;.4 

11 l~: UJ 士足 o 338x4.7 主主山I足 。 15 

12 王L 思 tA: '原子村証型堤 21 。 91 0 696x5.8 。 。 35 

13 大 .1詣 t是 。 17 o 547X4.7 。 。 30 

14 長 .tr. t是 長古堤 13 。253X5 長Jijl堤 長古地 16

15 大 妓 士是 戸谷里大妓堤 17. 大枝堤 100 。811 x7 。
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16 末方 堤 。370X6 。
17 於 B i同堤 。600X4 。
18 鷹 鴨 1是 o 1210X3 。 。 13.5 

19 )'舌 域 :lJt 3賀子村開城堤 2目90 。534X4 。
20 J賀子村勿良堤 。 68.40 

21 遊伊村堤 。 18. 

22 都只谷村堤 。 13. 

23 林仇於村堤 。 35. 

24 J賀子村紬堤 。 14. 

25 イ乃見村堤 。 2. 

26 吐上村巡堤 。 4.90 

27 芽北内方里開地院堤 。 4. 

28 都 只 谷村堤 。 6. 

29 寅子村関山塊 。 1.80 

30 水吉谷村堤 。 5. 

31 輪火村長殺泉堤 。 15. 

32 芥北外方里分j間堤 。 3. 

33 開伊洞長山堤 。 17 

34 防禦旨里萄堤 。 17 萄 堤 25.

35 朝釈{夫頭堤 。 19 伏頭堤 28.9

36 阿倍洞風登堤 。 18 豊登堤 5.11 

37 於伊 i同萄堤 。、53 ー， 今廃

38 仇於駅徳方堤 。100 

39 石乙只杓沙斤橋堤
f 。 15 

40 自隠 j問堤 今廃

41 新 t是 。 28.9 

42 古 日目 I是 。 31 

43 華庁 1是 。 38 

計 24 19 19 19 19(2) 

第三表白 慶州(南部〉における堤堰の察側

③慶尚道統撲地理志 ③東 京雑記 ⑤輿 地図書
③慶.J.卜|

⑤慶 チト| 誌
府誌

1 金 光 t是 。950X7 。 。 30.4 

2 杜応洞念仏堤 竃隠稔、村堤 41 頭応1同堤 93 o 1360X10 E応掴ま仏l! 。 83 

3 杜応。同念仏ニ堤 置隠稔村堤 9 頭応洞二堤 103 。700X6 亘応調創に堤 。 85 

4 畜背 谷堤 伊助村吾北谷堤 45 吾背洞堤 25 。970X7 。 。 23.10 

5 自 良 t是 オ良堤 32 。639X35 。
6 月南小堤 1莞 。103X5 。
7 仇良火箱山堤 仇良火村堤 7.80 花山堤 27 。208X5 。務 山堤 15

8 扮谷{車古介堤 。257X4 。
9 山 東 堤 。335X4 

10 木義凋堤 。160X3 木谷堤 4. 
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11 又木義洞堤 。350X2 。又木谷lJl1 2 

12 上是正堤 廃〔畢:匠堤〕 。690X6 。 。 51 

13 謹 谷 堤 。203X3 。
14 i乃兄村堤 。 18.70 fll リ~ 1J主 15

15 月南里南関堤 。 45. 

16 月中里五龍堤 。 7. 

17 月南里新方堤 。 40.90 ， 

18 巨勿洞堤 廃

19 南宜ー堤 廃

20 乾 I高 堤 C 2.10 

21 徳 崎正 堤 。 4.5 

22 新 堤 。 2 

23 徳 現 坦主 。 3 

24 新 堤 。 5 

5十 8 5(4) 13 11 14 

第三表同 慶州(西部〕における堤堰の聖書遷

①慶尚道統撲地理志 ⑤東京雑記 @輿 地 図書
。慶州|

⑤慶 3トH 三.金uτ、
府誌

l 大 谷 tA主 。 9.90 。 9 。395X4 。
2 *. 耳 堤 体耳村堤 18. 。 32 o 1470X11 。2と耳旧I是 39 

3 吾 谷 1是 開吾谷堤 17 。685X6 。吾邑谷堤 7 

4 浮 Z ヨT 堤 夫云村堤 28. 。 27 o 2186X5 。夫云旧堤 27. 

5 阿火女妓堤 。 18 o 1093X7 。女 妓 提 20

6 末 堤 何火末堤 18 。7l5X5 。 。 10. 

7 鳳 徳 堤 泉村奉徳堤 12.90奉徳堤 18 o 1760XIO 。風i事旧堤 25 

8 昆 梯 堤 。 19 。621X7 。鴎紙堤防

9 毛 =口主z t是 。 20 。900XI4 。 。 32. 

10 刀 堤 。 5 。405X3 。 。 10 

11 ~在 洞 堤 占勿 村釜堤 6.60 。 21 。750X7 。 。 5 

12 東 llJ 主免 館呈東山洞堤 4.70 。 39 。375X7 。 。 20 

13 能 )11 1是 。 15 熊川堤 1102X5 。 。 20 

14 毎老里堤 。599X8 。 。 16 

15 長 牲 堤 o 1160X25 。長泉堤 99.3

16 白 I1司 1蓬 。540X7 。白官堤 5 

17 蛇 1岡 堤 。243X6 。 。 10 

18 頼 池 I是 。830X7 項池堤

19 小 山 t昆 。500Xll 。小山外I足 i 

20 高尺洞堤
。501 X 17 。 。 33 

21 深 原 堤 。410XI0 。
22 /:J; 日 堤 。718X8 。 。 1.1 

23 求水方堤
。442 X 11 。 。 4.14 

24 浮雲内堤
。743X6 。
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21. 

10 

5 

25. 

3.10 

2.2 

3. 

10 

150 

23 

30 

30. 

14. 

20. 

100. 

70 

10.2 

11 

80 

9 

14.31 

13.13 

5. 

5 

70 

2.8 

7 

3 

20. 

5 

合纏洞堤

者叱都基堤

光池 I是。。

。

無

0
0
0
0
c
c
o
c
c
o
c
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

今

0
0
0
0
0
0
0
 

889X 12 

124X 11 

570X3 

330Xl0 

240Xl0 

425X6 

525X5 

0

0

0

0

0

0

0

 

11 

52 

25 

- 27ー

廃〔光地堤〕

廃〔小山堤〕

廃〔瓦臥堤〕。

。。

56. 

9. 

6. 

8. 

12. 

8.50 

5. 

15. 

5. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

25 蛇羅洞堤

26 者道基堤

27 光地山堤

28 小山内堤

29 臥瓦堤

30 泉村於火堤

31 1責子洞堤

32 夫山村堤

33 夫山村堤

34 瓦客村堤

35 館里能乃堤

36 占勿村毛谷堤

37 毛良駅堤

拘束金山洞柳堤

39 犯口川里釜堤

40 犯ロ川里同洞堤

41 富山里富山内堤

42 道音谷村新堤

43 長坪堤

44 斎孔堤

45 新寧堤

46 独子洞新堤

47 大堤

48 加自洞堤

49 敦旨堤

50 外 新 堤

51 検邑堤

52 鳳徳新堤

53 吐洞堤

54 孝子門新堤

防小惣旧堤

56 新堂堤

57 牙洞堤

防蛇}~ i同堤

59 毛山 1岡堤

60 樗谷堤

61 多福洞 1是

62 瓦洞堤

63 莫池新堤

64 問重洞新堤

65 也抄洞旧堤

66 也沙洞下堤

67大堤

68 早発堤

671 
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2 

5.5 

20.9 

10 

0

0

0

0

 

69 菓唄堤

70 遜谷池袋

71 錫杖大小堤

72 五 柳村堤

54( 1) 

• J是』度名の所にOが付げであるものは通し番号を付してある唆照名と同ーの記械がされて

いることを示す。

・①の1是樫規絞は周聞の長さ Xl草さである。単位は布市尺。

15 3十

(備考 )

場
合
に
は
、

第
三
表
で
は
す
べ
て
別
の
堤
堰
と
し
て
扱
っ
て
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
史
料
庫
理
原
則

は
、
第
三
表
だ
け
で
な
く
、
第
四
J
七
表
を
通
じ
て
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
断
わ
っ
て
お

'F
B
-
-

、O

A
》
〈
争
ム
ド

BUV

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
第
三
表
か
ら
は
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
事
買
が
指
摘
で
き

る
。
ま
ず
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
堤
堰
の
輿
肢
の
激
し
さ
で
あ
る
。
即
ち
、
あ
る
時
期
に
造
ら
れ

た
堤
堰
が
以
後
も
引
績
き
利
用
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
上
で
新
た
に
別
の
堤
堰
が
造
ら
れ
、
そ
の
結
果
全

世
の
堤
堰
数
が
次
第
に
増
加
し
て
い
く
と
い
う
形
を
と
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
北
部
を

例
に
と
っ
て
み
る
と
、

表
に
掲
げ
た
五
つ
の
邑
志
に
登
場
す
る
堤
堰
は
全
部
で
百
五
十
二
に
の
ぼ
る

が
、
こ
の
う
ち
で
五
つ
の
邑
士
山
す
べ
て
に
利
用
中
の
堤
堰
と
し
て
名
前
が
上
が
っ
て
い
る
の
は
、
四
芽

幻
見
谷
金
光
堤
、

ω安
康
大
洞
堤
、

4
甲
山
堤
、
組
得
良
堤
、
江
町
六
通
堤
、

- 28ー

皇
外
堤
、

辺
所
五
里
堤
、

位
洪
川
堤
、

日
紳
光
五
也
堤
、

日
大
堤
の
十
堤
堰
に
過
ぎ
な
い
。
同
様
に
東
部
で
は
全
四
十
三
堤
堰
中

六
つ

(
1
、
4
、
6
、
7
、
印
、
ロ
)
、

南
部
で
は
二
十
四
堤
堰
中
四
つ

(
2
、
3
、
4
、
7
)
、

七
十
二
堤
堰
中
五
つ

(
2
、
4
、
7
、
口
、
ロ
)
が
五
邑
士
山
す
べ
て
に
登
場
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

に
指
摘
し
た
よ
う
な
毛
吉
堤

・
毛
谷
堤
の
よ
う
な
例
も
あ
る
の
で
、
五
つ
の
ロ
巴
志
す
べ
て
に
登
場
す
る

堤
堰
(
換
言
す
る
と
李
朝
期
を
遁
じ
て
一
貫
し
て
堤
堰
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
も
の
)

西
部
で
は

た
だ
先

の
数
は
も
う

少
し
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
全
世
の
敏
か
ら
見
て
そ
う
し
た
堤
堰
が
僅
少
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に

は
影
響
を
輿
え
な
い
。

逆
に

一
つ
の
邑
志
に
の
み
名
前
の
登
場
す
る
堤
堰
は
、
ひ
じ
よ
う
に
数
が
多
い
。

北
部
で
は
丸
J

別
、
位
、
加
、
町
の
二
十
堤
堰
が
『
績
士
山
』
に
の
み
、

mm
、
川
、
川
の
三
堤
堰
が
『
東
京
雑
記
』
に
の



し
か
も
『
東
京
雑
記
』
で
は
贋
堤
と
記
さ
れ
て
い
る
。

的
、
川
J
川、

m
t
m
の
十
二
堤
堰
は
、

つ
ま
り
こ
れ
ら
十
二
堤
堰
は
『
績
志
』
以
降
新
た
に
造
ら
れ
た
が
、

『
東
京
雑
記
』
に
の
み

み
、
川

J
m
の
三
十
八
堤
堰
が
『
慶
州
誌
』
に
の
み
登
場
す
る
。
ま
た
町
、

登
場
し
、

『
東
京

に
再
び
修
復
さ
れ
て
堤
堰
と
し
て
利
用
さ
れ
る
例
も
か
な
り
見
ら
れ
る

問、

m、山〉。

一
日
一
造
ら
れ
た
堤
堰
が
贋
堤
と
な
り
、
後

〈
北
部
で
言
え
ば
口
、
川
品
、

m
、
mw
、
組
問
、
印
、
日
、
句
、

m
山
、
町
出
、
問
、
問
、
‘

雑
記
』
段
階
で
は
す
で
に
堤
堰
と
し
て
は
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

う
か
。
考
え
う
る
原
因
は
二
つ
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
す
べ
て
、
慶
州
に
お
け
る
堤
堰
の
輿
贋
の
激
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
現
象
は
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ

一
つ
は
堤
堰
の
構
造
が
幼
稚
な
た
め
に
、
少
し
の
自
然
災
害
で
も
贋
堤
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
ふあ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
こ
と
、
も
う
一
つ
は
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
山
谷
型
堤
堰
の
本
来
的
な
依
陥
、
即
ち
土
砂
の
絶
え
ざ
る
流
入
に
よ
る
渡
深

作
業
の
不
可
依
性
の
ゆ
え
に
、
管
理
を
怠
る
と
堤
堰
と
し
て
用
を
な
さ
な
く
な
る
と
い
う
歓
陥
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

第
三
表
で
注
目
さ
れ
る
第
二
の
貼
は
、
『
績
士
山
』
段
階
と
『
東
京
雑
記
』
段
階
と
の
聞
に
見
ら
れ
る
大
き
な
断
絶
、
お
よ
び
後
者
の
段
階
に

お
け
る
堤
堰
数
の
減
少
と
い
う
事
責
で
あ
る
。
『
東
京
雑
記
』
所
載
の
堤
堰
敷
は
全
部
で
七
十
三
で
あ
り
、
こ
の
外
に
贋
堤
が
こ
十
九
あ
る
。

ハ

第
二
表
で
は
剣
ら
な
か
っ
た
が
、
慶
州
で
は
『
績
志
』
段
階
か
ら
『
輿
地
園
書
』
段
階
に
か
け
て
堤
堰
敷
が
順
調
に
伸
び
た
の
で
は
な
く
、
十

七
世
紀
に
は
堤
堰
の
減
少
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
聯
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『
東
京
雑
記
』
に
慶
と
記
さ
れ
て
い
る
二
十

九
堤
堰
で
あ
る
。
二
十
九
堤
堰
の
う
ち
、
『
績
士
官
に
名
前
の
見
え
る
も
の
は
二
つ
(
北
部
M
、

m〉
に
、
過
ぎ
ず
、
二
十
七
の
堤
堰
は
『
績
志
』

『
東
京
雑
記
』
で
は
慶
堤
に
鯨
し
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
十
七
堤
堰
は
何
時
造
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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問
題
は
後
に
再
度
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
降
に
造
成
さ
れ
て
、

こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
、
『
績
志
』
に
登
場
す
る
堤
堰
の
蟹
遷
を
見
て
み
よ
う
。
北
部
を
例
に
と
る
と
、
『
績
士
山
』
に
見
え
る
三
十
七
堤
堰

の
以
後
の
嬰
蓮
に
は
い
く
つ
か
の
あ
り
方
が
見
ら
れ
る
。
①
『
東
京
雑
記
』
段
階
で
も
利
用
中
の
堤
堰
(
山
口
、
辺
、

U
、

ω、
川
出
、
“
、
必
、
位
、

②
『
東
京
雑
記
』
で
は
蔵
堤
と
な
っ
て
い
る
堤
堰

(
M
、
却
の
二
箇
)
、
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③
『
東
京
雑
記
』
に
は
名
前
が
見
え
ず
、

そ
れ
以
降

問
、
貯
の
十
箇
)
、
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に
修
復
さ
れ
る
堤
堰
(
幻
、
白
山
、
同
町
、

mu
、
回
の
五
箇
)
、

④
『
績
志
』
に
の
み
名
前
が
見
え
、

後
期
の
邑
志
に
は
登
場
し
な
い
も
の

(
H
J
卯、

m
出
、
川
目
、
%
の
二
十
筒
〉
四
タ
イ
プ
の
う
ち
で
は
④
の
タ
イ
プ
の
も
の
が
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
て
お
り
、

し
か
も
こ
れ
ら
二
十
堤
堰
は

『東
京

雑
記
』
に
慶
堤
と
し
て
も
名
前
が
見
え
な
い
か
ら
、

『
績
志
』
以
降
比
較
的
早
い
時
期
に
堤
堰
と
し
て
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ま
た

『東
京
雑
記
』
に
脹
堤
と
し
て
登
場
す
る
二
十
七
堤
堰
は
、

『
東
京
雑
記
』
編
纂
時
に
比
較
的
近
い
時
期
ま
で
堤

堰
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
引
き
出
せ
る
結
論
は

『
東
京
雑
記
』
編
纂
時
を
糊
る
比
較
的
近
い
時
期
に
、
大
量
の
堤
堰
を
駿
堤
に
鯨
し
て
し
ま
う
よ

う
な
何
ら
か
の
事
情
が
存
在
し
た
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
事
情
の
た
め
に
『
績
志
』
段
階
と
『
東
京
雑
記
』
段
階
と
で
堤
堰
の
断
絶
が
見
ら
れ
、

ま
た
十
七
世
紀
に
お
け
る
堤
堰
の
減
少
が
見
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

て
い
る
も
の
の
大
部
分
が
、
以
後
の
邑
志
に
も
登
場
す
る
と
い
う
事
責
も
、

『
東
京
雑
記
』
で
利
用
中
の
堤
堰
と
し
て
あ
げ
ら
れ

『
績
志
』
段
階
と
『
東
京
雑
記
』
段
階
と
の
堤
堰
の
断
絶
を
傍
誼

-30ー

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
か
か
る
断
絶
を
生
み
出
し
た
事
情
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
十
六
世
紀
末
の
日
本
に
よ
る
侵
略
と
十
七
世
紀
前
半
の
女
員
の
侵
略
が

そ
の
事
情
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
容
易
に
推
測
で
き
る
。
直
接
の
戦
凱
に
よ
る
園
土
の
荒
贋
だ
け
で
な
く
、
行
政
機
構
の
航
痔
に
よ
っ
て
堤
堰
の

管
理
が
疎
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
多
く
の
堤
堰
が
贋
堤
に
蹄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
十
七
世
紀
に
お
け

る
堤
堰
の
減
少
は
慶
州
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
表
か
ら
見
て
取
れ
る
第
三
の
事
責
は
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
堤
堰
の
荒
贋
・
減
少
が
、
十
八
世
紀
に
入
る
と
急
速
に
回
復
さ
れ
、
さ
ら

に
堤
堰
の
自
費
し
い
新
設
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
李
泰
鎖
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
十
七
世
紀
に
著
わ
さ
れ
た
慶
尚
道
地
方
の
い
く
つ

か
の
邑
志
を
史
料
と
し
な
が
ら
、
前
期
と
比
べ
て
の
堤
堰
の
減
少
と
そ
の
役
割
の
低
下
を
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
慶
州
の
場
合
に
は
氏
の
主
張

が
安
嘗
し
な
い
。
即
ち
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
慶
州
に
お
い
て
も
十
七
世
紀
に
は
堤
堰
の
減
少
が
確
か
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
日

本
・
女
員
の
侵
略
に
よ
る
打
撃
か
ら
の
復
蓄
が
未
だ
本
格
化
し
て
い
な
い
段
階
で
の
現
象
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら



の
堤
堰
の
著
靖
を
見
る
時
、
農
業
水
利
に
お
け
る
堤
堰
の
役
割
の
減
少
と
い
う
主
張
は
成
立
し
難
い
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
十
八
世
紀
以
降
の
堤
堰
増
加
の
朕
況
を
見
る
と
、
慶
州
で
は
北
部
と
西
部
地
域
に
新
設
の
堤
堰
が
集
中
し
て
お
り
、
南
部
で
は
微

増
、
東
部
で
は
『
績
志
』
段
階
よ
り
も
堤
堰
数
が
却
っ
て
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ロ
巴
志
に
記
さ
れ
て
い
る
各
堤
堰
の
所
在
地
〈
邑
城

か
ら
の
道
の
り
を
里
数
で
示
し
て
い
る
場
合
が
多
い
)
や
、
五
寓
分
の
一
地
形
聞
を
手
掛
り
に
個
々
の
堤
堰
の
所
在
を
推
定
し
て
い
く
と
、

北
部
・

西
部
の
堤
堰
新
設
地
帯
と
は
、
慶
州
西
部
を
北
流
し
て
兄
山
江
に
注
ぐ
西
川
の
流
域
と
、
そ
の
支
流
地
域
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
慶
州
の

中
で
も
な
ぜ
北
部
と
西
部
で
の
み
堤
堰
の
著
増
が
見
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
現
在
の
筆
者
に
は
不
明
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た

特
徴
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

〔
善
山
に
お
け
る
堤
堰
の
襲
遷
〕

善
山
は
古
く
は
一
善
と
呼
ば
れ
、
統
一
新
羅
期
に
は
州
の
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
歴
史
の
長
い
邑
で
あ
り
、
慶
州
と
同
様
に
堤
堰
開
震
が
早

く
か
ら
進
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
績
志
』
に
は
三
十
七
の
堤
堰
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
濯
瓶
面
積
は
二
千
五
百
五
十
五
結
九
十
二
負
で

一
堤
堰
嘗
り
の
卒
均
濯
瓶
面
積
は
六
十
九
結
七
負
に
達
し
て
お
り
、
大
規
模
な
堤
堰
が
多
数
存
在
し
て
い
た

- 31ー

慶
尚
道
随
一
の
贋
き
で
あ

っ
た
。

貼
が
特
徴
的
で
あ
る
。

一
睡
に
『
績
志
』
段
階
に
お
い
て
堤
堰
開
震
の
先
準
地
域
に
属
す
る
諸
邑
は
、
統
一
新
羅
期
や
高
麗
期
の
政
治
的
・
軍
事
的
援
貼
で
あ
っ
た

と
い
う
黙
で
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
慶
州
・
善
山
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
し
、
出
向
州
は
統
一
新
羅
期
の
九
州
の
一
つ
と
し

て
、
ま
た
星
州
は
高
麗
期
に
京
山
府
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
位
置
を
占
め
た
邑
で
あ
る
。

較
的
護
達
し
て
い
た
金
海
・
菅
州
も
、

統
一
新
羅
期
に
そ
れ
ぞ
れ
金
官
小
京
、
謹円
州
(
の
ち
康
州
〉
と
し
て
、

ま
た
南
部
諸
邑
の
中
で
は
例
外
的
に
堤
堰
が
比

九
州
五
小
京
に
属
す
る
重
要
援

黙
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
績
志
』
で
戸
れ
ら
諸
邑
が
堤
堰
開
設
の
先
進
地
帯
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
新
羅
期
以
来
の
堤
堰
造
成

の
蓄
積
に
負
う
所
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

義
国
山
に
お
け
る
堤
堰
の
襲
遷
献
況
を
『
績
志
』
・
『
一
善
誌
』
(
一
六
一
ニ
O
年
頃
編
教
〉
・
『
輿
地
園
書
』
・

『
一
善
邑
誌
』

(
純
租
朝
)
の
四
種
の
邑
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志
に
よ
り
ま
と
め
た
の
が
第
四
表
で
あ
る
。

善
山
の
場
合
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
堤
堰
の
減
少
傾
向
が
『
輿
地
園
書
』
段
階
ま
で
績
い
て
お
り
、
そ
れ
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や
く

増
勢
に
轄
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
貼
で
は
、

『
輿
地
園
室
百
』
段
階
で
既
に
増
勢
に
轄
じ
て
い
る
慶
州
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
即
ち
善

山
に
お
い
て
は
、
外
園
軍
の
侵
略
に
よ
る
堤
堰
の
荒
慶
朕
況
か
ら
の
回
復
が
、
慶
州
よ
り
も
は
る
か
に
遅
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
四
表
に
よ
る
限
り
、
十
九
世
紀
前
半
段
階
で
も
『
績
士
山
』
段
階
の
賦
況
を
回
復
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
第
二
表
を
検
討
し
た
際
に
、
『
備
考
』
に
善
山
の
堤
堰
教
が
五
十
九
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
基
づ
い
て
、
善
山
を
A
タ
イ
プ
に

含
め
た
の
で
あ
る
が
、
第
四
表
か
ら
見
る
と
、
『
備
考
』
の
堤
堰
数
に
は
疑
わ
し
い
も
の
が
あ
る
。
『
備
考
』
の
堤
堰
敷
は
、
あ
る
い
は
贋
堤
を

A
川
V

も
含
む
数
字
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
引
r

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
善
山
は
A
タ
イ
プ
で
は
な
く
て
、

B
タ
イ
プ
に
属
さ
せ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
『
堤
堰
調
査
書

第
一
』
に
も
五
十
九
と
い
う
堤
堰
敷
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

『
備
考
』
の
数
字
が
誤
り
で
あ

- 33ー

る
と
断
定
し
て
し
ま
う
の
も
危
険
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
史
料
的
に
追
求
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
、
後
考
を
侯
ち

た
い
と
思
う
。

〔
大
丘
に
お
け
る
堤
堰
の
饗
遷
〕

慶
州
や
善
山
の
よ
う
な
堤
堰
開
設
の
先
護
地
域
で
は
な
く
て
、
李
朝
後
期
に
堤
堰
の
著
増
が
見
ら
れ
る
地
域
の
代
表
例
と
し
て
、
大
丘
の
場

合
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
大
丘
の
場
合
は
残
念
な
が
ら
十
七
世
紀
段
階
の
堤
堰
の
朕
況
を
示
す
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
績
士
山
』
・

『
輿
地
園
書
』
・
『
大
丘
府
誌
』
(
合
『
慶
向
道
邑
誌
』
)
・
『
大
丘
府
邑
誌
』

ω(含
『
嶺
南
誌
』
〉
・
『
大
丘
府
邑
誌
』

ωハ
一
八
三
二
年
刊
)
の
五
種
の

邑
志
か
ら
堤
堰
の
饗
蓮
献
況
を
見
る
と
、
第
五
表
の
よ
う
に
な
る
。

大
丘
に
お
け
る
堤
堰
の
襲
遁
の
第
一
の
特
徴
は
、
前
期
と
後
期
の
断
絶
が
小
さ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
績
志
』
に
名
前
の
見
え
る
二
十
八
堤

堰
の
う
ち
、
後
期
の
邑
志
に
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
の
は
、

U
J
町
内
、
日
の
九
堤
堰
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
臼
の
沙
等
堤
パ
吋
号
刈
は
日
の
蛇
洞

堤
、
斗
号
刈
と
、
臼
の
乃
里
堤
叶
司
」
刊
は
日
の
羅
里
堤
、
司
、
司
刈
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
堤
堰
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
慶
州
や
善
山
に
お
い
て
、
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第五表 大丘における堤堰の型軽遷

③慶尚道統撰地理志 ③興地図書 @大丘 ⑨大丘府 ⑤大丘府

堤堰名 蒙利(結面)積 堤t虚名 堤士(盤尺規)綴
府誌L 邑誌(1) 邑詩w

l 聖 堂 池 甘勿川里聖堂堤 48. 。3295X 7 。 。 。
2 {.ム 上 池 検 丹 里仏上堤 64. 。4299X5.3 大仏上堤 大仏上堤 大仏上堤

3 ;)!j 花 池 南 山 里迩花堤 25 。1980X3 。 。 。
4 小仏上池 。660X3.4 。 。 。
5 所 経 池 北山 里松縦淀 20 。1368X3.2 松縫堤 松羅堤 松経堤

6 大 同 池 。760X3 。 。 。
7 山 大 池 。690X3 。 。 。
B 手k 粟 池 。460X4 。 。 。
9 松 亭 池 。510X5 。 。 。
10 街老谷池 。900X5 阿老谷堤 阿老谷堤 阿老谷堤

11 大明洞池 。600X4.2 大明堤 大 明 堤 大明堤

12 赤 池 I是 。487X2 。 。 。
13 羅 皇 1是 。1230 X 3 。 。 。
14 於 里 池 。580X4 。 。 。
15 i合 月 池 。1500X6 。 。
16 所 乙 池 。600X3 。 。 。
17 板 橋 池 。1205 X 4 。 。 。
18 蛇 I同 池 。515X7 。 。 。
19 校 界 池 。1300X5 。 。 。
20 凡 於 池 。1780X5 。 。 。
21 黄 青 i向池 光清 i同堤 13. 。405X7 賞育堤 。寅脅堤

22 照 谷 池 。600X5 。 。 。
23 屯 洞 堤 東閉山里屯洞I是 21. 。1420X7 。 。 。
24 池 時 池 。497X7 。!英 廃

25 解 }束 池 。493X3 解東堤 解東堤 解東堤

26 蓮 {言 堤 。1527X6 。 。 。
27 沙里一堤 沙里洞里堤 23. 。1l02X8 。 。 。
28 !合里二堤 。530X8 。 。 。
29 知里谷堤 知 里 谷里堤防 。1835X5 。 。 。
30 旧泉洞堤 。1224 X8 。 。 。
31 弥勃洞堤 。780X3 。 。 。
32 新 坊 池 新方 洞里堤 13. 。790X3 。 。 。
33 i喪 堤 漆 田 洞里堤 16. 。731X5 。 。 。
34 粟 堤 余見 山里菜堤 16. 。1000X3.5 。 。 。
35 夫 毛 堤 。715X6 。 。 。
36 新 池 。1600X3 。 。 。
37 世 111 池 。1157X2.8 。 。 。
38 馬衣谷池 。4057X3 。 。 。
39 ~.員 灘 池 。439X4 灘 堤 灘 堤 灘 堤

40 京 化 池 。525X3.7 。 。 。
剣 道 軍兵 池 。792X7 。道采堤 道采堤

~ 34ー
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86 f.二 向見 1是 。 。 。
87 聖 在 4建 。 。 。
88 巾 村 堤 。 。 。
89 I合 平 堤 。 。 。

，190 馬 飛 堤 。 廃 廃

91 胎 峰 士足 。 。 。
92 馬 川 j同新堤 。 1莞 廃

93 元 亭 堤 。 。 。
94 聖堂新堤 。 。 。
95 加 F最 I是 。 。 。
96 71: 外 堤 。 。 。
97 賞 背 堤 。 。
98 迷信新堤 。 。
99 楽 民 堤 。
100 架 山 堤 。
101 地蔵洞堤 。
102 木 平 堤 。
103 牛 山 堤 。

計 28 44 87 83(6) 88(6) 

(出典) ③の r大丘府邑誌J(2)は慶北大学校国文研究室から1970年に影印出版されたものによった。

『績士山』

に
登
場
す
る
堤
堰
の
牢
数
近
く
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

が
、
後
期
に
は
完
全
に
駿
堤
と
な
っ
た
の
と
比
較
す
る
と
、
大
丘

の
か
か
る
現
象
は
封
照
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
の
、

そ
し
て
最
大
の
特
徴
は
、
後
期
に
お
け
る
堤
寝
の
速

や
か
且
つ
著
し
い
増
加
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
『
輿
地
園
書
』
段
階

と
『
大
丘
府
誌
』
段
階
に
お
け
る
増
加
に
は
自
費
し
い
も
の
が
あ

る
。
か
か
る
現
象
を
生
ぜ
し
め
た
理
由
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
賠

が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
の
理
由
と
し
て
は
、
後
期
に
入
っ
て
か
ら
大
丘
が
慶

- 36ー

街
道
に
お
け
る
政
治
の
中
心
地
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

即
ち
宣
租
三
十
四
年
三
六
O
一
年
〉
に
大
丘
に
監
管
(
道
総
)
が

置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
後

「併
合
」
ま
で
存
績
し
た
の
で
あ

d
H
H，
 

制
。
政
治
の
中
心
地
と
堤
堰
の
護
達
と
の
相
関
閲
係
が
慶
尚
道
に

お
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
逼
り
で
あ
り
、

大
丘
に
お
い
て
も
監
管
設
置
に
伴
な
っ
て
邑
治
に
力
が
注
が
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
特
に
園
家
的
管
理
を
不
可
依
と
す
る
堤

堰
の
修
復
や
新
設
に
プ
ラ
ス
に
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
英
租
年
聞
に
ロ
巴
城
の

建
設
に
伴
な
い
大
規
模
な
治
水
事
業
が
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る



こ
と
で
あ
る
。
大
丘
で
は
監
替
設
置
後
も
城
壁
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
監
替
と
し
て
の
機
能
が
果
た
せ
な
い
と

A
刀
『，

h
u
u
f
 

の
意
見
が
監
司
関
麿
抹
か
ら
出
さ
れ
て
、
英
租
十
二
年
(
一
七
三
六
年
〉
か
ら
邑
城
の
建
設
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
際
に
、
従
来
は
ロ
巴
内

を
流
れ
て
い
た
川
を
東
方
に
附
け
替
え
て
琴
湖
江
に
注
入
さ
せ
る
工
事
が
同
時
に
準
め
ら
れ
た
と
の
言
俸
え
が
、

A
屯
叫
，

介
さ
れ
て
い
刻
。
こ
れ
が
新
川
と
呼
ば
れ
る
川
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
治
水
工
事
の
準
展
に
よ
り
、
大
丘
盆
地
内
の
堤
寝
増
設
が
可
能
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
に
紹

第
三
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
治
水
や
堤
堰
建
設
に
意
を
注
ぐ
官
僚
の
存
在
で
あ
る
。
そ
う
し
た
官
僚
と
し
て
大
丘
で
名
前
が
残

っ
て
い
る
の
は
、
金
魯
と
李
淑
で
あ
る
。
金
魯
は
一
七
六
五
年
か
ら
六
九
年
ま
で
大
丘
剣
官
を
務
め
た
人
物
で
、
『
大
丘
府
邑
誌
』

ωに
依
る

と
、
臼
、
四
J
M
m
の
九
堤
堰
に
「
剣
官
金
魯
所
築
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
英
粗
貫
録
』
巻
一
百
十
一
、
四
十
四
年
(
一
七
六
八
年
〉
十
月
庚
午

篠
に
、
嶺
南
暗
行
御
史
金
致
恭
の
復
命
に
よ
り
、
金
魯
に
璽
書
表
裏
を
賜
わ
っ
た
と
の
記
事
が
見
え
る
が
、
彼
の
こ
う
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
李
淑
は
一
七
七
六
年
か
ら
七
八
年
ま
で
同
じ
く
大
丘
剣
官
を
務
め
た
人
物
で
、
七
八
年
に
新
川
堰
と
い
う
堤
防
の
建
設
を
行

な
っ
た
人
物
と
し
て
名
が
残
っ
て
い
る
。
『
大
丘
府
邑
誌
』

ωの
新
川
堰
の
項
目
に
は
、
英
廟
(
正
廟
の
誤
り
)
戊
成
年
(
一
七
七
八
年
〉
に
李
淑

が
、
大
丘
郷
校
や
邑
内
が
水
害
を
被
る
の
を
憂
慮
し
て
、
新
川
一
帯
に
高
さ
二
尺
、
長
さ
十
徐
里
(
朝
鮮
里
)
に
亙
る
堤
防
を
築
い
た
こ
と
、

純
租
戊
辰
年
(
一
八
O
八
年
〉
に
邑
人
が
彼
の
功
績
を
讃
え
る
べ
く
碑
を
立
て
、
こ
の
堤
防
を
李
公
堤
と
名
付
け
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
。

- 37一

金
魯
や
李
淑
の
よ
う
な
循
吏
と
謂
う
べ
き
官
僚
が
あ
い
つ
い
で
現
わ
れ
た
の
は
、
大
丘
の
政
治
的
重
要
性
の
高
ま
り
の
反
映
で
も
あ
ろ
う

し
、
さ
ら
に
は
英
租
・
正
祖
代
の
治
水
・
水
利
事
業
の
重
視
政
策
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
松
田
甲
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
洪
良
浩
の
よ
う
な

著
名
な
人
物
だ
け
で
な
く
、
金
魯
や
李
淑
の
よ
う
な
官
僚
層
が
ぶ
厚
く
存
在
し
え
た
こ
と
が
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
堤
堰
の
開
設
に
大
き
く
興

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
三
離
が
大
丘
に
お
け
る
堤
堰
著
増
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
番
目
に
指
摘
し
た
要
因
は
大
丘
の
場
合
に
だ
け
あ
て

681 

は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
李
光
麟
氏
は
後
期
に
お
け
る
慶
尚
道
の
堤
堰
増
加
の
理
由
と
し
て
、
英
・
正
代
の
治
水
事
業
の
準
展
、
特
に
洛
東
江
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ω
 

の
よ
う
な
大
河
川
の
治
水
が
準
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は

洛
東
江
流
域
諸
邑
の
中
で
の
差
異
、
即
ち
安
東

・
向
州

・
金
海
の
よ
う
な
堤
堰
増
加
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
地
域
と
、

琴
湖
江
沿
岸
諸
邑
の

よ
う
な
堤
堰
著
櫓
の
見
ら
れ
る
地
域
と
の
差
異
を
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
は
洛
東
江
上
・
中
流
域
に
お
け
る
治
水
の
進
展
(
下

流
域
の
治
水
は
後
述
す
る
よ
う
に
李
朝
期
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
〉
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、

よ
り
重
要
な
要
因
と
し
て
、

慶
尚
道
の
政
治
的

・
経
済

的
重
心
が
慶
州
や
安
東
・
向
州
等
の
地
方
か
ら
、
大
丘
を
中
心
と
す
る
琴
湖
江
沿
岸
地
方
に
移
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
大
丘
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
琴
湖
江
、
沿
岸
諸
口
巴
に
お
け
る
堤
堰
の
著
増
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
慶
尚
道
に
お
け
る
農
業
H
水
田
農
業
の
最
先
進
地
域
と
し

て
撞
頭
し
て
き
た
こ
と
を
、
象
徴
的
に
示
す
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔亙日州

・
金
海
に
お
け
る
堤
堰
の
嬰
遷
〕

菅
州

・
金
海
雨
邑
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
績
志
』
段
階
で
南
部
地
方
の
中
で
は
例
外
的
に
堤
堰
が
多
く
見
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
『
績
志
』

・

『
菅
陽
士
山
』
(
一
六
一
一
一
一一
一
年
以
前
に
編
纂
)
・
『
輿
地
園
書
』

・『
菅
州
牧
邑
誌
』
(
含
『
慶
尚
道
旦
誌
』)
・
『
五
日
州
牧
誌
』
(
含
『
嶺
南
誌
』
〉
に
よ
り
五
日
州
の

堤
堰
の
饗
遁
を
ま
と
め
た
の
が
第
六
表
、

『
績
士
山
』
・
『
輿
地
園
書
』

・
『
金
海
都
護
府
誌
』
(
含
『
慶
尚
道
邑
誌
』
)
・
『
金
海
府
誌
』
(
含
『
嶺
南
誌
』
〉
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に
よ
り
金
海
の
堤
堰
の
蟹
蓮
を
ま
と
め
た
の
が
第
七
表
で
あ
る
。

ま
ず
菅
州
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

『
輿
地
園
書
』
段
階
ま
で
の
饗
遷
扶
況
は
善
山
の
場
合
と
ひ
じ
よ
う
に
よ
く
似
て
い
る
。
前
期
に
造
ら
れ

『
輿
地
圃
書
』
段
階
ま
で
堤
堰
の
減
少
が
績
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
菅
州
の
場
合
は
善
山
と
違
っ
て
、
正

た
堤
堰
の
多
く
が
荒
腰
し
、

祖
代
や
純
祖
代
に
入
っ
て
も
堤
堰
数
の
増
加
は
見
ら
れ
ず
、
遂
に
『
績
志
』
の
水
準
は
お
ろ
か
、

と
は
な
か
っ
た
。
菅
州
は
名
妓
論
介
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
悲
話
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
日
本
軍
侵
略
の
際
の
激
戦
地
で
あ
り
、
前
期
の
堤

『菅
陽
志
』
の
水
準
に
さ
え
も
回
復
す
る
こ

堰
の
荒
贋
が
他
邑
よ
り
い
っ
そ
う
酷
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
、
後
期
に
入
っ
て
か
ら
も
堤
堰

の
減
少
が
績
き
、
正
租
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
減
少
傾
向
が
止
む
と
い
う
他
邑
と
の
違
い
と
は
、
直
接
に
結
び
附
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
金
海
の
場
合
で
あ
る
が
、
十
七
世
紀
の
史
料
が
な
い
た
め
断
言
は
で
き
な
い
が
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
前
半
の
堤
寝
の
荒
慶
朕
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第六表 菅川|における堤堰の聖書遷

③慶尚道統f民地理志 ⑤官揚志 。 興地図書 @晋州牧邑誌 ②晋仲|牧誌

堤t恒名 電車利面繍(的 堤根名 堤士慢規模侭j

l 鳳谷皇釜堤 釜堤 35. 釜 池 。2289X 6.5 風谷釜堤 。
2 平居里平居堤 平居堤 18.08 平居堤堰 。1190X 7 。 。
3 渉川里蓮池堤 。1012X 5 。 。
4 非畢~里非羅笹埋 。1150X 4.5 。 。
5 猪洞里反渓堤 反界堤 40.02 反渓堤 。2640X 5 。 。
6 狸 堤 。2121X 6.5 。 。
7 耳谷皇於薮堤 。5480X 6 。 。
8 洪景浦川防堤 。2119X 4 。 。
9 代如村里今山堤 今山堤 97. 今 山 堤 。6555X12.7 琴 山 堤 。
10 普城里大淵堤 大淵堤堰 。1l00X 5.5 。 。
11 松谷里省山塊 。2104X 9.2 。 。
12 加次礼里康州堤 康州池 。2104X 9.2 。 。
13 柾 谷里新堤 。1545X 2.5 。 。
14 馬洞里蛸i閥堤 。21l5X 6.5 。 。
15 針谷皇針谷堤 針谷堤 11. 針谷堤t優 。1205X 3.5 。 。
16 省古洞里飽山堤 龍山堤堰 。1522X 2 。 。
17 新 堤 。 30. 

18 ~じ 方 堤 。 12. 

19 古 土 堤 。 44. 

20 牙 谷 堤 。 21. 

21 大砲洞堤 。 13.01 

22 角 千 堤 。 15. 。
23 乾 1是 。 16.51 。
24 ij百 谷 I是 。 25.68 

25 省 林 堤 。 24.80 

26 五 山 堤 。 6.85 

27 五里 亭 堤 。 3.50 

28 縁水岩堤 。 30.73 

29 釜 堤 。 16.30 釜 池

30 白 石 t是 。 21 。
31 f'1" 内 堤 。 29.50 

32 衣 晩 堤 。 10.50 

33 地 蔵 t是 。 26. 地 蔵池

34 豆 f乃馬堤 。 25.85 

35 内 坪 堤 。 10.60 内坪堤極

36 加次礼堤 。 34.35 

37 於牙』才、堤 。 36.30 於伊池

38 只 火 1是 。 4. 廃

39 池 洞 堤 。 36.50 廃

40 綿 洞 t是 。 7.07 

41 過 出 主是 。 7. 

42 大 寺 池 。
- 39-
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43 J市 寺 池 。
44 足博 J)E桜 。
45 馬山堤坂 。
46 馬 山 :tJl主 。
47 t斉 谷 .t;'i; 。
48 虚 存{ 1足 1莞

49 東山堤桜 廃

50 大 寺堤堰 1菟

51 愁里 績見極 。
52 金川 堤援 !苑

53 官 栗堤坂 廃

54 永 康堤 堰 再毛

55 臥龍堤!& 。
56 新村堤誕 廃

57 三 宝堤士l臣 。
5十 30 24(9) 16 16 16 

態
か
ら
、

十
八
世
紀
以
降
立
直
り
が
見
ら
れ
る
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て

『
金
海
都
護
府
誌
』
や
『
金
海
府
誌
』
の
段
階
で
『
績
志
』

段
階
の
水
準
を
回
復
し
て
い
る
が
、
堤
堰
の
規
模
を
考
え
る
と
、

堤
堰
数
で
見
る
と
、

こ
こ
も
や
は
り

前
期
の
水
準
に
ま
で
回
復
し
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
後
期
に
新
た

に
名
前
の
登
場
す
る
堤
堰
は
、

3
を
除
い
て
い
ず
れ
も
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
の

に
劃
し
て
、
後
期
に
は
贋
堤
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
堤
堰
に
は

5
、

な
大
規
模
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

問
、
日
の
よ
う

こ
の
よ
う
な
南
部
地
域
に
お
け
る
堤
堰
開
設
の
停
滞
な
い
し
後
退
は
、
何
に
因

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
そ
の
理
由
は
洛
東
江
下
流
域
の
治
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水
の
困
難
さ
に
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。
洛
東
江
は
延
長
五
百
キ
ロ
を
超
え
る
大
河

で
、
し
か
も
そ
の
傾
斜
度
は

一
高
分
の
十
七
、
下
流
で
は

一
高
分
の

一
と
い
う
緩

傾
斜
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
治
水
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
英

・
正
代
に

上

・
中
流
域
の
治
水
は
進
む
も
の
の
、
下
流
域
の
治
水
は
李
朝
時
代
の
技
術
で
は

無
理
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
附
け
る
よ
う
に
、

『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』

に
は
「
木
江
(
洛
東
江
|
|
引
用
者
)
に
は
南
江
合
流
貼
附
近
以
下
、
沿
岸
に
低
濃

不
毛
の
土
地
各
所
に
存
在
し
」
さ
一
七
九
ペ
ー
ジ
〉
と
あ
っ
て
、

期
に
も
贋
汎
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

低
調
僻
地
が
植
民
地

こ
の
黙
と
関
聯
し
て
興
味
深
い
の

抗
、
原
史
六
氏
に
よ
る
朝
鮮
印
度
型
稲
(
イ
ン
デ
ィ
カ
〉
の
分
布
朕
況
調
査
で
あ

る
。
原
氏
の
調
査
は

一
九
三
O
年
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る



金海における堤堰の第遜

@ 雌 尚 i立統隣地理:!' 拠③雌 興地 図硲 ι:9:金唖?W縁f側品 ⑤金昨f融誌提且民名棋手'Jffu附(帥 名 th¥JIl!胤悦 (坤

l柄村 池 酒 村堤 86. 0' 2，230x5 。 。
2 ~阜 地 居仁 里尊 堤 100.50 o 1，800X4 。 。
3茂松 池 o 1，872X6.2 。 。
4三 百 川池 三百 川堤 86 o 1.020X4 。 。
5東 地 方 池 活川里東地方堤 203 廃 廃 廃

6柳等 池 三山里柳等堤 5.50 礎 廃 廃

7 i年 1尺 池 十雪近岩 1毎世t 43.14 。 380X7 。 。
B 刀 池 。751X3 。 。
9 甘 川 地 甘川 里堤 50 o 1.350X7.2 。 。
10安 仁 谷 地 。380X2.3 。 。
11徳山池 徳 山 駅堤 5 。456X2 。 。
12内 彬 他 。 93X2 。 。
13外 組長 池 。146Xl 。 。|
14居仁里小堤 。 50 
15城中皇国堤 。 13 
16 1長良谷堤 。 6 
17大山部曲堤 。 30 大山権 大山堰

18進 札 付 堤 。 120 
19 中 君主 。 120 
20 i再 編 池 。 。
21三 又壊 。 。
22南 地 。

目十 14 11(2) 14(2) 15(2) 

第七表

と
嘗
時
イ
ン
デ
ィ
カ
栽
培
は
も
は
や
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
洛
東
江
流
域

お
よ
び
赤
城
江
流
域
で
は
普
通
稲
へ
の
混
入
が
か
な
り
見
ら
れ
た
と
言
う
。
そ
し

て
洛
東
江
流
域
で
は
中
流
以
下
、
特
に
下
流
域
で
こ
う
し
た
現
象
が
多
か
れ
た
と

ん
日
や

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
イ
ン
デ
ィ
カ
系
水
稲
は
、
嵐
嘉
一
氏
の
研
究
で
明

ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
特
に
低
濃
地
向
き
の
稲
と
し
て
朝
鮮
や
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
李
朝
期
の
洛
東
江
下
流
域
に
お

け
る
低
梶
田
の
慶
汎
な
存
在
が
窺
え
よ
う
。

治
水
が
出
来
な
け
れ
ば
堤
堰
の
築
造
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
洛
東
江
下
流
に
贋
が
る
デ
ル
タ
地
帯
で
は
卒
地
型
堤
堰
の
築
造
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も
不
可
能
で
あ
り
、
立
地
篠
件
の
良
好
な
狭
い
地
域
で
し
か
堤
堰
が
造
ら
れ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
李
朝
期
を
通
じ
て
洛
東
江
下
流
域
の
堤
堰

開
設
が
準
ま
な
か
っ
た
理
由
で
あ
り
、
金
海
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
が
、
洛

東
江
支
流
の
南
江
に
面
す
る
菅
州
の
場
合
に
は
、
以
上
の
説
明
が
そ
の
ま
ま
あ
て

は
ま
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
園
家
の
政
策
と
し
て
、
洛
東
江
上
・
中
流
域
の

何
ら
か
の
別
の
要
因
が
存
在
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

治
水
・
堤
堰
開
設
に
重
黙
が
置
か
れ
た
こ
と
の
結
果
、
五
日
州
で
も
堤
堰
の
減
少
が
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
菅
州
の
場
合
に
は

な
お
金
海
に
お
け
る
堤
堰
の
嬰
遷
で
ぜ
ひ
と
も
附
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

植
民
地
期
に
お
け
る

水
利
開
震
の
目
提
し
い
準
展
で
あ

る
。
植
民
地
期
に
な
る
と
金
海
に
は
金
海
水
利
組
合
、
大
渚
水
利
組
合
、
下
東
水
利
組
合
の
三
つ
の
水
利
組
合
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
蒙
利
面
積

は
そ
れ
ぞ
れ
一
千
九
百
九
十
七
町
歩
、
一
千
八
百
七
町
歩
、
七
百
十
二
町
歩
を
占
め
て
、
水
利
開
震
が
大
き
く
進
展
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
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0
・
二
五
石
、

注
目
す
べ
き
こ
と
は
こ
れ
ら
三
水
利
組
合
に
お
け
る
水
稲
反
嘗
牧
量
の
急
増
で
あ
る
。
即
ち
水
利
組
合
施
行
前
の
反
嘗
牧
量
は

0
・
八
一
石
、

A
ハリ

二
・
七

O
石
に
な
っ
て
い
る
。

0
・
七
五
石
で
あ
っ
た
の
が
、

施
行
後
に
は
三
・

O
一
石

一
・
五
五
石
、

」
の
こ
と
は
逆
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に
、
水
利
組
合
設
置
前
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
地
域
の
生
産
力
の
低
さ
を
物
語
っ
て
も
い
る
。

一
高
七
千
三
百
九
十
三
町
歩
に
達
し
て
い
る
が
、

水
利
組
合
に
よ
る
水
利
開
設
は
金
海
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
慶
尚
南
道
全
域
で
二
十
の
水
利
組
合
が
作
ら
れ
、
そ
の
蒙
利
面
積
は

こ
れ
は
慶
尚
北
道
の
八
水
利
組
合
、
五
千
百
七
十
三
町
歩
の
蒙
利
面
積
を
は
る
か
に
凌
駕
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
土
木
技
術
や
揚
水
機
の
導
入
に
よ
り
、

は
じ
め
て
南
部
地
方
の
水
利
が
北
部
の
そ
れ
を
追
抜
く
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
事
買
は
示
し
て
い
る
。

李
朝
後
期
に
堤
堰
の
著
し
い
増
加
が
見
ら
れ
た
慶
尚
道
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、

そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
要
約
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。

移
動
す
る
こ
と
、
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ω堤
堰
開
設
の
先
進
地
域
が
前
期
の
慶
州

・
善
山
・
向
州

・
星
州
か
ら
、
後
期
の
大
丘
を
中
心
と
す
る
洛
東
江
中
流
お
よ
び
琴
湖
江
流
域
に

ωこ
の
こ
と
は
ま
た
水
田
農
業
の
先
進
地
域
の
移
動
を
も
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

ω堤
堰
の
開
設
に
は
園
家
の
閥
興
が
大
き
か
っ
た
こ
と
、

ω十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
前
牢
に
か
け
て
の
外
園
寧
の
侵
略
は
、
堤
堰
濯
概
に
大
き
な
打
撃
を
興
え
た
こ
と
、

ω南
部
地
方
は
李
朝
期
を
通
じ
て
堤
堰
開
設
の
後
進
地
域
に
と
ど
ま
り
、
本
格
的
な
水
利
開
設
が
進
む
の
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

る
こ
ル
』
、

以
上
で
あ
る
。
そ
し
て

ωの
こ
と
と
関
聯
し
て
、
十
九
世
紀
中
葉
以
降
の
園
政
の
混
観
の
中
で
、
第
二
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
多
く
の
邑
で
堤

堰
の
減
少
が
進
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。



第
三
節

全
羅
・
中
程
畑
道
に
お
け
る
堤
堰
の
繁
遷

全
羅
・
忠
清
南
道
の
場
合
は
慶
向
道
ほ
ど
史
料
的
保
件
に
恵
ま
れ
て
お
ら
ず
、
特
に
前
期
の
堤
堰
分
布
朕
況
が
不
明
で
あ
る
た
め
に
、
わ
か

ら
な
い
黙
が
多
い
。
南
道
の
堤
堰
開
設
の
歴
史
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
本
稿
の
よ
う
な
邑
志
を
基
本
史
料
と
す
る
方
法
そ
の
も
の
に
限
界
が

あ
り
、
歴
史
地
理
皐
的
な
方
法
に
よ
る
問
題
へ
の
接
近
が
よ
り
有
数
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
後
期
の
い
く
つ
か
の
邑
志
を
材
料
と
し
て
、
南

道
の
堤
堰
饗
蓮
の
特
徴
黙
を
簡
単
に
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

『
輿
地
園
書
』

・『
備
考
』

・
『
湖
南
誌
』
(
正
租
・
純
祖
代
に
編
纂
さ
れ
た
各
邑
の
邑
志
を
ま
と
め
た
も
の
)
・
『
堤
堰
調
査
書

第
一
』
の
四
種
史
料

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
全
羅
道
各
ロ
巴
の
堤
堰
数
を
ま
と
め
た
の
が
第
八
表
で
あ
る
。

第
八
表
か
ら
見
て
取
れ
る
第
一
の
特
徴
は
堤
堰
数
の
蟹
動
の
少
な
き
で
あ
り
、
先
の
慶
尚
道
に
お
け
る
堤
堰
の
輿
贋
の
激
し
さ
と
き
わ
め
て

封
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
で
表
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
個
々
の
堤
堰
に
つ
い
て
見
て
も
、
慶
尚
道
の
よ
う
な
奥
底
は
見

『
輿
地
園
書
』
に
登
場
す
る
堤
堰
の
匪
倒
的
多
数
が
『
湖
南
誌
』
段
階
で
も
引
績
き
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
慶
街
道
と
の

ら
れ
ず
、
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違
い
は
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

理
由
と
し
て
は
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
商
道
の
土
壊
的
な
候
件
の
遣
い
で
あ
る
。
洛
東
江
の
流
れ
は
大
量
の
土
砂
を
含
ん
で

そ
れ
が
山
谷
型
堤
堰
の
絞
陥
で
あ
る
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
贋
堤
化
の
危
険
性
を
絶
え
ず
現
賓
の
も
の
に
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
全
羅
道
を
流
れ
る
河
川
は
土
壌
保
件
が
洛
東
江
ほ
ど
酷
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
り
、も

う
一
つ
は
、
南
道
に
お
け
る
堤
堰
の
構
造
的
な
相
違
が
考
え
ら
れ
る
。

『
輿
地
園
書
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
各
堤
堰
の
規
模
か
ら
、
雨
道

慶
尚
道
の
場
合
は
周
圏
九
百
二
十
五
・
五
布
吊
尺
(
約
四
百
三
十
三
メ
ー
ル
)
、

深
さ
六
・
二
五

の
一
堤
堰
嘗
り
の
卒
均
規
模
を
算
出
す
る
と
、

A
同
リ
ヲ

布
白
巾
尺
(
約
二
・
九
メ
ー
ト
ル
)
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
全
羅
道
で
は
周
園
千
四
百
五
十
六
布
烏
尺
(
約
六
百
八
十
一
メ
ー
ト
ル
〉
、
深
さ
三
・
九
五
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布
鳥
尺
(
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
)
で
あ
る
。

即
ち
慶
尚
道
の
堤
堰
は
概
し
て
面
積
が
小
さ
く
て
深
い
の
に
劃
し
て
、
全
羅
道
の
堤
堰
は
面
積
が
大
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第八表全羅道における堤堰の盤整遜

1760年頃(1)1782年(2) 1800年前後(3) 1908年(4)
(1)時点のー堤根 (1)時点のー堤庖

当1)の周囲附(5)当りの深さ附6)

@全州、| 56 57 15 (1，286) (3.9) 

@羅 ')-1-1 96 106 106(6) 83 1，458 3.6 
@光州| 44 45 46 42 1，715 3.2 

綾外| 5(1) 5 5(1) 7 1，034 5.5 

南原 10 10 4 (1，332) (8.5) 

長輿 5 5 4 899 4.4 

i軍陽 10 9 9 (1，521) (9.7) 

茂朱 8 8 8 8 363 2.3 

稿山 12 12 11 (2，062) (不明)
順 天 5 5 5 26 1，298 5.3 

宝城 7 7 6 3 355 3.7 

@ 益山 25 27 27 (1，859) (5.6) 

@ 古阜 23 23 16 (1，852) (不明)

珍島 7 7 1 l 1，751 5.1 

楽安 2 3 3 )11買天に 275 13.0 

i享昌 9 9 9 7 413 3.3 

錦山 13 12 10 (645) (4.8) 

③ 金堤 60 59(2) 59 (2，106) (不明)

⑧ 霊光 34 36 29(4) 7 1，046 3.6 

@ 霊巌 31 32 32 10 1，178 3.2 

昌平 7 7 7 19 910 4.9 

育~ i軍 l l l l 985 5.0 

臨 F皮 16 16 21 (2，177) (4.9) 

@ 万頃 24 24 29 (2，311 ) ( 1.8) 

金溝 17 17 11 (l，453) 〔不明〕

光陽 1 l l 。 980 8.0 

龍安 7 7 6(1) 。 1，098 5.4 

@威平 27 28 27 24 998 3.8 

康 i掌 10 10 10 9 1，516 6.5 

玉果 11 12 14 谷械に 853 2.5 

@戚悦 24 24 26 20 1，766 1.9 

@扶安 10 49 41 42 5，139 3.2 

高山 5 5 5 。 550 6.4 

@泰仁 30 30 30 26 1，302 2.7 

沃溝 8 14 15 14 3，608 4.5 

@南平 24 24 24 7 1，120 2.2 

@輿 徳 27 27 33 17 1，241 2.9 

井色 14 14 14 (1.114) (不明)

高倣 20 20 20(1) 20 736 5.8 

@茂長 36(1) 52 56 46 1，333 4.0 

務安 15(1) 15 15(2) 7 1，465 3.5 

求礼 4 3 3 。 729 3.3 

- 44ー
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鎮 安 6 6 6 6 440 7.5 

谷城 3 3 3 3 945 6.0 

雲峯 7 7 8 5 1，006 7.0 

長 水 5 5 5 5 502 3.6 

同福 1 1 1 。 990 2.6 

和 )1慎 1 1 1 。 430 2.0 

輿陽 4 4 5 6 984 7.9 

海南 9 9 9 10 1，151 3.6 

長城 12 。 14 13 1， 680 5.3 

任案 。 。 。 。
珍 山 。 。 。
大静 。 1 。 (530) (不明)

旋義 。 1 。 (580) (不明)

麗水 。 。
突山 。 2 
莞島 。 19 
智島 。 。
i斉州、l 。 。

I計 568(3) 913 924(1円 745 平均1，456.0 平均3.95

(出典) (1)は『輿地図書J，.(2)は『備考.1. (3)は『湖南誌~ (国立国会図書館蔵)，

(4)は「堤堰調査書第一』

(備考)・表の見方は第二表の(備考)参照。

・(5)(6)の()の数字は『湖南誌』による平均規模を示す。

き
く
て
浅
い
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
先
に
述
べ
た
山
谷
型
・
卒
地
型
商
堤
堰
の
特
徴
と

符
合
す
る
。

つ
ま
り
全
羅
道
に
は
卒
地
型
堤
堰
が
多
く
存

在
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
堤
堰
の
饗
動
の
少
な
さ
と
開

聯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
中
宗
貫
録
』
に
見
え
る
前

期
の
堤
堰
散
と
後
期
の
そ
れ
と
が
ほ
ぼ
等
し
い
(
第
一
表

参
照
〉
こ
と
も
、

堤
堰
の
連
績
性
に
よ
る
も
の
と
理
解
で

し
か
し
外
園
の
侵
略
に
よ
る
被
害
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き
る
か
も
知
れ
な
い
。

を
全
羅
道
で
も
程
度
を
異
に
し
て
で
は
あ
れ
受
け
た
筈
で

あ
る
か
ら
、
前
期
の
堤
堰
が
そ
の
ま
ま
後
期
に
受
纏
が
れ

た
と
は
考
え
難
い
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
黙
の
究
明
は
後

考
を
侯
ち
た
い
。

第
八
表
で
次
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は

全
羅
道
に
お

い
て
も
ロ
巴
の
政
治
的
重
要
性
と
堤
堰
瑳
達
の
度
合
と
の
閲

に
、
密
接
な
相
闘
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
全
州

羅
州
・
光
州
三
邑
の
堤
堰
敷
の
多
さ
は
、
そ
の
こ
と
を
端

的
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
全
羅
道
仁
お
い
て
堤
堰
が
護
達
し
て
い
る
の
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は
、
先
の
三
邑
の
外
、
益
山
・
古
阜
・
金
堤
・
霊
光
・
霊
巌
・
蔦
頃
・
威
卒
・
威
慌
・
扶
安
・
泰
仁
・
南
卒
・
輿
徳
・
茂
長
等
の
邑
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
邑
の
所
在
地
を
見
る
と
、
全
州
・
光
州
が
山
地
部
と
卒
野
部
の
境
界
に
位
置
す
る
外
は
、
ほ
と
ん
ど
が
全
北
卒
野
と
全
南
卒
野
に
属

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
黙
は
洛
東
江
中
・
上
流
域
お
よ
び
そ
の
支
流
域
の
盆
地
地
帯
が
堤
堰
開
設
の
先
進
地
で
あ
っ
た
慶
尚
道
の
場

合
と
、
好
封
照
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

る
こ
う
し
た
特
徴
は
、

ま
た
全
羅
道
に
卒
地
型
堤
堰
が
多
い
と
い
う
先
の
推
測
を
裏
附
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
全
羅
道
に
お
け

同
道
の
主
要
な
河
川
(
蔦
頃
江

・
東
津
江

・
築
山
江
〉
が
洛
東
江
よ
り
は
は
る
か
に
規
模
の
小
さ
な
川
で
あ
り
、
し
た
が

‘0
4
 

っ
て
下
流
域
の
治
水
も
よ
り
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
お
上
記
三
川
流
域
に
比
べ
て
、
忠
清
道
と
の
境
界
を
流
桝
る
大

河
錦
江
の
下
流
域
に
お
い
て
は
堤
堰
の
設
達
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
洛
東
江
の
場
合
と
同
様
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
忠
清
道
の
場
合
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

『
輿
地
園
書
』

・
『
備
考
』
・
『
湖
西
邑
誌
』
(
純
租
朝
)
・
『
堤
堰
調
査
書

第

一
』
の
四
種
の
史

料
に
基
づ
い
て
、
忠
清
道
各
邑
に
お
け
る
堤
堰
の
接
選
を
ま
と
め
た
の
が
第
九
表
で
あ
る
。
慶
向
・
全
羅
道
の
場
合
と
同
様
に
、
『
輿
地
園
書
』

段
階
の
一
堤
堰
嘗
り
卒
均
規
模
を
算
出
す
る
と
、
周
囲
九
百
九
十
九
・
五
布
同
尺
(
約
四
百
六
十
七
メ
ー
ト
ル
)、

深
さ
四
・
一
九
布
白
巾
尺
(
約
二
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メ
ー
ト
ル
)
と
な
る
。

忠
清
道
に
お
け
る
堤
堰
の
琵
達
地
域
は
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
そ
う
で
あ
る
。

忠
原
(
忠
州
)
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

雨
邑
は
道
の
政
治
的
中
心
地
で
あ
る
こ
と

と
も
に
ず
ば
抜
け
て
堤
堰
数
の
多
い
清
州
と

前
者
は
錦
江
の
、
後
者
は
漢
江
の
中
流
域
に
聞
け
た
盆
地
で

一
つ
は
、

あ
る
こ
と
、

の
二
黙
で
共
通
す
る
面
を
持
っ
て
い
る
。
も
う

一
つ
の

タ
イ
プ
は
錦
江
の
中
下
流
域
お
よ
び
そ
の
支
流
地
域
で
あ
り
、
公
州
・
林

川
・
韓
山
・

恩
津

・
野
川
・
尼
山
・

石
城
等
の
邑
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

た
だ
こ
れ
ら
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、

第
一
の
タ
イ
プ
の
二
邑

は
、
南
部
三
道
全
艦
の
中
で
も
堤
堰
の
設
達
し
た
邑
に
含
め
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
の
タ
イ
プ
の
諸
邑
は
あ
く
ま
で
も
忠
清
遁
内
に
お
い
て

堤
堰
数
の
多
い
部
類
に
属
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
南
部
三
道
内
で
見
る
と
け
っ
し
て
先
進
地
帯
と
は
言
え
な
い
。

以
上
全
羅
・
忠
清
南
道
の
李
朝
後
期
に
お
け
る
堤
堰
分
布
の
特
徴
を
ご
く
簡
単
に
指
摘
し
た
が
、
雨
道
に
共
通
す
る
特
徴
は
、

ω『
輿
地
圃

書
』
段
階
以
降
堤
堰
数
の
出
現
化
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
、

ω政
治
的
中
心
地
に
お
け
る
堤
堰
の
震
達
が
顕
著
な
こ
と
、
の
二
貼
に
ま
と
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第九表 忠清道における堤堰の襲警遷

1760年頃(1)1782年(2) 19世紀前半(3) 1908年(4)
(1)時点のー堤堰 (1)時点のー堤堰
当りの周回剛5) 当りの深き剛6)

@公リ十| 15 15 15 3 846 3.8 

中本川 12(2) 12 12(2) 3 1，587 3.2 

@韓 山 17 17 5 976 6.9 

全義 。 。 。 。
⑧ 恩 i宰 19 19 19 l 1，024 3.2 

@清 州 63 63 63 10 805 5.0 

天安 11 11 11 6 1，073 15.0 

沃 川 6 6 6 2 912 不明

文義 2 2 2 2 1，020 10.0 

@稜 山 34 33 33 30 1，002 3.5 

@忠原 61 59 59 10 715 3.0 

j青風 。 。 。 。
丹陽 。 。 。 。
挽山 。 。 。 。
永春 。 。 。 。
延豊 。 。 。 。
陰 城 2 2 1 5 552 2.5 

t芝川 9 9 7 4 1，607 *7.4 

j共 ')+1 13 13 13 2 2，197 4.1 

@富子 川 21(1) 21 12 1，350 3.1 

瑞 山 7 4 7 3 1，270 2.0 

泰安 4 5 4 4 761 5.0 

j可 }II 4(1) 4 3 。 2，001 10.3 

木川 4 4 3 2 467 3.5 

懐イ二 。 。 。 。
@鎮 川 23 23 23 8 801 5.2 

報恩 5 5 5 7 341 5.2 

永岡 1 1 1 1 391 5.0 

賞 j問 2 2 2 l 371 4.0 

青 山 。 1 1 1 

藍浦 7 7 1 404 3.0 

結城 6 6 6 4 551 2.1 

保寧 9 9 。 946 4.2 

牙山 8 8 8(2) 8 1，865 5.0 

新畠 6 6 6 5 695 3.1 
礼山 12(5) 14 12(5) 16 1，266 2.9 

海 美 2 2 2 2 806 6.0 
唐津 3 3 3 3 2，639 6.0 
平 沢 4(1) 4 4(1) 3 1，345 3.0 

鴻山 14 14 14 5 664 3.0 
徳山 8 8 8 5 1，443 4.4 
青 陽 1 1 1(2) l 1，080 5.0 
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大 興 2 2 2 2 1，225 5.3 
庇仁 1 1 。 1，250 3.0 
懐徳 16(1) 17 17 11 871 3.7 
鎮本 8(1) 8 9 4 609 7.0 
連 山 6(2) 6 6(2) 5 815 2.0 

@尼山 27 20 27 23 903 2.3 
扶余 4 4 4 3 1，150 3.0 

@石城 17 14 15(1) 10 1，307 3.0 
燕岐 9 9 9 7 932 2.3 
混陽 (3) 3 3 2 不明 4.7 
定山 (5) 3 5 不明 不明
清安 (3(1)) 3 3(1) 3 不明 不明

言十 505(14) 
503 454(1助 248 平均999.5 平均4.19

( 11(l)J 

(出典) (1)は「輿地図書.1，(2)は「備考.1， (3)は Wi胡西邑誌.! (国立国会図書館蔵)，

(4)は『堤堰調査書第一』。

(備考)・表の見方は第二表の(備考)を参照。

・*を付けた提川のー堤堀当りの深さは深さの判明する 8堤堰の平均値である。

問
題
と
な
る
の
は
全
羅
道
に
お
け
る
全
北
・
全
南
卒
野
部
、

よ
び
忠
清
道
に
お
け
る
第
二
タ
イ
プ
の
諸
邑
の
堤
堰
が
、

お

め
ら
れ
る
。

李
朝
後
期
の
護
展

の
所
産
な
の
か

そ
れ
と
も
既
に
前
期
ま
で
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の

か
、
と
い
う
酷
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
堤
堰
の
護
達
が
後

期
(
『
輿
地
園
書』

以
前
)
の
所
産
で
あ
る
な
ら
ば
、
慶
尚
道
に
お
い
て
後
期
に

洛
東
江
中
流
域

・
琴
湖
江
流
域
が
堤
堰
著
培
地
域
と
し
て
登
場
す
る
の
と
同

じ
よ
う
な
事
態
が

程
度
の
差
は
あ
れ
南
道
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
、
と
い

:
、
:
、

み

ω
L
カ

現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き

全
羅
道
に
お
い
て
『
輿
地
園
書
』
段
階
以
降
堤
堰
数
が
急
増
す
る
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う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

例
外
的
な
三
巴
(
扶
安

・
沃
滞

・
茂
長
)
が
い
ず
れ
も
卒
野
部
に
属
し
て
い
る

こ
と
は
、
卒
野
部
に
お
け
る
堤
堰
の
開
設
が
後
期
の
所
産
で
あ
る
可
能
性
を

暗
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
純
租
朝
以
降
「
併
合
」
ま
で
の
堤
堰
教
の
推
移
を
見
る
と
、
雨
道
と

も
に
減
少
し
て
い
る
が
、
忠
清
道
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
り
、

同
遣
の
減

少
の
程
度
は
慶
向
遁
よ
り
も
酷
い
。
こ
の
こ
と
は
全
羅
道
に
お
け
る
卒
地
型

堤
堰
の
安
定
性
を
示
す
と
と
も
に、

山
谷
型
堤
堰
の
多
い
慶
尚

・
忠
清
南
道

の
う
ち
で
、

忠
清
道
の
方
が
よ
り
堤
堰
の
管
理
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。



お

わ

り

邑
志
を
基
本
史
料
と
し
な
が
ら
、
李
朝
後
期
の
南
部
三
道
に
お
け
る
農
業
水
利
の
朕
況
を
、
堤
堰
濯
瓶
に
焦
黙
を
あ
て
て
考
察
し
て
き
た
。

以
上
の
考
察
の
結
論
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
衣
の
諸
黙
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
英
・
正
代
を
中
心
と
し
て
李
朝
後
期
に
も
慶
尚
道
で
は
堤
堰
の
着
賞
な
増
加
が
見
ら
れ
た
が
、
全
羅
・
忠
清
南
道
で
は
後
期
の
護
展
の

様
相
が
な
お
不
明
で
あ
る
こ
と
、

ω
後
期
の
慶
尚
道
に
お
け
る
堤
堰
の
増
加
地
帯
は
特
定
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、
全
羅
道
で
も
卒
野
部
の
堤
堰
は
後
期
の
所
産
で
あ
る
可

能
性
が
強
い
こ
と
、

ω
堤
堰
の
開
裂
に
あ
た
っ
て
は
園
家
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
、

ω
し
た
が
っ
て
園
家
の
統
治
力
が
弱
瞳
化
す
る
十
九
世
紀
中
葉
以
降
は
、
地
域
を
問
わ
ず
に
堤
堰
の
底
堤
化
が
準
む
こ
と
、

ω
洛
東
江
・
錦
江
な
ど
の
大
河
川
下
流
域
の
本
格
的
開
設
が
準
む
の
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
李
朝
期
に
は
こ
れ
ら
の
地
域

は
な
お
水
田
農
業
の
後
進
地
帯
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
、

- 49ー

以
上
で
あ
る
。

本
稿
は
筆
者
の
関
心
事
で
あ
る
、
李
朝
期
に
お
け
る
農
業
護
展
の
様
相
の
究
明
と
い
う
覗
難
か
ら
す
る
水
利
護
達
史
研
究
で
あ
る
た
め
、
農

業
水
利
を
め
ぐ
る
政
治
的
・
社
曾
的
側
面
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
各
時
期
に
お
け
る
農
業
水
利
震
達
の
推
進
力
を
ど
こ
に
求
め
る
べ

き
か
、
水
利
開
裂
に
伴
な
っ
て
園
家
、
私
的
大
土
地
所
有
者
、
直
接
生
産
者
た
る
農
民
三
者
の
閥
係
は
ど
の
よ
う
に
饗
化
し
て
い
く
の
か
、
水

利
施
設
の
維
持
・
利
用
を
め
ぐ
る
共
同
盟
的
規
制
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
は
す
べ
て
今
後
の
課
題
で
あ

る

69~ 

ま
た
農
業
護
達
史
の
観
勲
か
ら
す
る
水
一
利
史
研
究
と
し
て
も
、
本
稿
は
文
献
史
料
に
し
か
基
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
離
で
大
き
な
紙
焔
を
持
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っ
て
い
る
。

か
か
る
テ

1
マ
を
扱
う
際
に
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ

l
ク
の
飲
如
、
参
照
す
べ
き
歴
史
地
理
摩

や
言
語
皐
・
古
地
名
拳
的
な
成
果
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
等
、
す
べ
て
今
後
を
期
す
こ
と
に
し
て
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

註ω
植
民
地
期
の
日
本
人
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
こ
の
外
に
、
麻
生
武
勉

「
慶
北
の
堤
堰
」
(
『
朝
鮮
及
満
洲
』
九
二
、
九
四
披
所
枚
、
一
九
一
五
年

三
、
五
月
)
、
中
津
生
記
(
生
記
は
名
か
?
〉
「
朝
鮮
に
於
け
る
昔
時
の
最

大
水
刺
事
業
景
祐
宮
獄
及
び
於
之
屯
獄
の
由
来
」
(
『
朝
鮮
農
舎
報
』
一一一
ーー

三
所
枚
、
一
九
二
九
年
三
月
〉
が
あ
る
。

ω
日
本
人
に
よ
る
水
利
施
設
の
調
査

・
研
究
の
目
的
は
「
開
設
」
の
外

に
、
「
土
地
調
査
事
業
」
に
際
し
て
、
以
前
堤
堰
で
あ
っ
て
耕
地
化
し
て

い
る
所
の
所
有
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
が
園
有
地
で
あ
る
こ
と
を
主

張
す
る
こ
と
に
も
あ
っ
た
。
「
水
利
ニ
関
ス
ル
醤
償
」
に
は
そ
の
よ
う
な

傾
向
が
濃
厚
で
あ
る
。

ω
洪
良
浩
は
車
制
の
改
善
を
先
臨
的
に
主
張
し
た
人
物
と
し
て
も
注
目
さ

れ
る
。
拙
稿
「
李
朝
後
期
農
警
の
研
究
」
(
京
都
大
人
文
研
『
人
文
皐
報
』

四
三
獄
所
枚
、
一
九
七
七
年
三
月
)
の
註
六
五
参
照
。

ω
徐
有
築
の
『
杏
務
士
山
』
で
は
「
野
阪
の
三
は
傍
山
の
阪
一
に
能
わ
ざ
る

也
」
(
谷
て
水
利
保
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

向
地
方
に
よ
っ
て
は
こ
の
海
防
堤
の
こ
と
を
壊
に

「
堰
」
と
呼
ん
だ
よ
う

で
あ
る
が
、
堤
堰
を
「
堰
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
て
ま
ぎ
ら
わ
し
い
。
邑

志
に
登
場
す
る
堰
が
ど
ち
ら
を
指
す
も
の
か
、
注
意
を
要
す
る
。

伺

E
T
叫
の
種
類
や
地
方
ご
と
の
奥
穂
、
製
造
法
、
使
用
方
法
、
債
格
等
に

つ
い
て
は
、
加
藤
木
保
次
調
査
『
朝
鮮
ノ
在
来
農
具
』
(
朝
鮮
総
督
府
動

業
模
範
場
刊
、

一
九
二
五
年
)
四
一
1

四
四
ペ
ー
ジ
、
金
光
彦
調
査
『
せ

号
判
、
す
オ
子
』
(
韓
園
文
化
公
報
部
文
化
財
管
理
局
刊
、
一
九
六
九
年
)

一
一
七
l
一
二
五
ペ
ー
ジ
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

明
旗
回
鋭
『
朝
鮮
中
世
祉
舎
史
の
研
究
』
(
法
政
大
息
一
出
版
局
刊
、
一
九

七
二
年
〉
第
一
篇
所
枚
の
諸
論
文
お
よ
び
武
田
幸
男
「
高
麗
・
李
朝
時
代

の
風
豚
」
(
『
史
祭
雑
誌
』
七
二

l
八
所
枚
、
一
九
六
三
年
八
月
〉
。

同
「
韓
明
治
啓
し
て
日
く
、
昔
、
新
羅
百
摘
円
高
句
麗
鼎
略
せ
る
に
た
だ
新

羅
の
み
園
富
む
は
、
其
の
民
農
に
力
む
る
を
以
て
の
故
な
り
。
今
の
慶
向

道
は
即
ち
古
の
新
経
の
地
、
其
の
民
の
農
に
力
む
る
こ
と
他
道
に
倍
す
。

凡
そ
堤
堰
川
防
策
ら
ざ
る
所
無
し
、
と
。
」
(
『成
宗
貫
録
』
巻
四
、
元
年

四
月
戊
午
僚
)
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
李
朝
前
期
の
慶
向
道
に
お
け
る
堤

堰
が
新
羅
以
来
の
蓄
積
に
よ
る
所
大
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

仰

向

書
は
直
接
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
李
泰
鎖
氏
が
前
掲
論
文
で

引
用
さ
れ
て
い
る
堤
堰
名
に
よ
っ
た
。
耳
百
州
の
場
合
に
用
い
た
『
耳
目
陽

士
山
』
も
同
様
で
あ
る
。

帥
『
備
考
』
所
載
の
慶
向
道
に
お
け
る
堤
堰
数
は
、
益
田
山
以
外
の
邑
で
も

『
奥
地
周
書
』
や
『
慶
向
道
邑
誌
』
よ
り
も
概
し
て
多
い
。
も
し

『備

考
』
の
堤
堰
数
が
や
や
過
大
な
も
の
と
す
れ
ば
、
先
に
鋤
れ
た
『
世
間
機
要

覧
』
の
堤
堰
数
と
比
べ
て
み
て
、
正
組
年
聞
に
お
け
る
堤
堰
の
檎
加
は
よ

り
大
き
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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ω
先
に
燭
れ
た
堕
角
燃
と
花
園
鯨
の
大
丘
へ
の
移
属
も
、
大
丘
で
の
監
管

設
置
に
伴
な
う
負
捻
抽
唱
を
賄
う
た
め
の
庭
置
で
あ
り
、
二
ハ
八
五
年
に
行

な
わ
れ
た
。

ω
『
英
租
寅
録
』
巻
四
十
一
、
十
二
年
正
月
丁
己
保
参
照
。

帥
朝
鮮
総
督
府
編
刊
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
(
一
九
二
九
年
〉
四
ペ
ー
ジ
。

帥
李
光
麟
前
掲
書
二
四
|
二
七
ペ
ー
ジ
。

帥
原
史
六
「
朝
鮮
に
一
印
度
型
稲
の
残
存
」
(
『
農
業
及
圏
慈
』
一
七
|
六

所
校
、
一
九
四
二
年
六
月
〉
。

M
W

嵐
嘉
一
『
日
本
赤
米
考
』
〈
雄
山
閣
刊
、
一
九
七
四
年
)
。

肋
朝
鮮
総
督
府
土
地
改
良
部
編
刊
『
朝
鮮
土
地
改
良
事
業
要
覧
』
昭
和
田

年
版
、
四
六
ペ
ー
ジ
。

同
布
由
巾
尺
一
尺
は
約
四
六
・
七
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

帥
た
だ
し
前
掲
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
に
よ
る
と
、
高
頃
江
・
築
山
江
に

お
い
て
大
規
模
な
治
水
工
事
が
李
朝
期
に
行
な
わ
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ

な
い
。
「
本
江
〈
蔦
頃
江
の
こ
と
|
|
引
用
者
〉
は
流
域
大
な
ら
ざ
る
も

沿
岸
に
庚
漠
た
る
卒
野
を
有
し
、
南
に
都
接
す
る
東
津
江
流
域
と
併
せ
て
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全
州
卒
野
と
稽
へ
ら
れ
地
味
極
め
て
肥
沃
な
り
。
明
治
の
末
年
頃
迄
下
流

部
の
v

大
部
分
は
麓
固
な
り
し
が
、
比
較
的
気
候
温
暖
な
る
と
、
群
山
港
に

近
き
関
係
等
よ
り
内
地
(
日
本
の
こ
と
|
|
引
用
者
)
の
大
地
主
繍
々
大

農
場
を
設
け
て
之
を
開
拓
し
、
今
や
全
鮮
に
誇
る
に
足
る
米
産
地
と
な
れ

り
」
(
同
書
三
六
八
J
一
三
ハ
九
ペ
ー
ジ
〉
。

築
山
江
の
場
合
「
近
年
中
鮮
地
方
の
如
き
激
甚
な
る
豪
雨
な
き
震
、
宰

に
し
て
大
水
害
な
き
も
、
全
く
防
水
施
設
を
歓
く
を
以
て
、
何
時
如
何
な

る
災
害
を
受
く
べ
き
や
を
保
し
難
し
」
(
同
書
三
七
三
ペ
ー
ジ
〉
。

制
向
上
書
錦
江
の
項
で
は
、
江
景
市
街
を
除
い
て
は
ま
っ
た
く
防
水
堤
か

な
い
こ
と
、
支
流
の
美
湖
川
で
も
下
流
の
一
部
を
除
い
て
防
水
工
事
が
行

な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
三
六
八
ペ
ー
ジ
)
。

〔
附
記
〕
嘗
初
の
稼
定
で
は
、
獄
等
の
河
川
譲
渡
の
妥
遼
献
況
に
つ
い
て
も

補
論
と
し
て
論
じ
る
つ
も
り
で
成
稿
し
て
い
た
が
、
紙
数
の
関
係
上
省

く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
第
一
章
と
第
二
章
の
鐙
裁
が
整
っ
て
い
な

い
が
、
讃
者
諸
氏
の
御
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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THE AGRICULTURAL IRRIGATION IN THE LATE

　　　

YI DYNASTY 李朝：THE SYSTEM OF THE

　　　　　　　

IRRIGATIONAL PONDS堤堰

MiYAJIMA Hiroshi

　　

Based upon historical information available in local records, this essay

will explore the conditions of agricultural irrigation maintained during the

late Yi dynasty in its southern three provinces, while focusing upon the

system of irrigational ponds. My conclusions are limited to the following

points:

　　

1. During the late Yi dynasty, especially during the reigns of Kings

Yeong cho 英祀and Cheong cho 正服, the irrigational ponds in the

Kyeongsang province 慶恂道were steadily increased. Their state of

development in the Cheolla province 全羅道and the Ch'ungch'eong

province忠清道during this period is stillunclear｡

　　

2. The places ｗｈｅ「eadditions were ｎ!ade on the irrigational ponds

in the Kyeongsang province during the late period were concentrated in

ａ丘χed area. It is highly probable that the irrigational ponds in the open

fields in the CheoUa province were constructed during the late period｡

　　

3. The state played ａlarge role in the development of the irrigational

ponds｡

　　

4. Consequently, after the mid-19th century when the united power

of the state had begun to decline, the irrigational ponds of all provinces

were increasingly abandoned｡

　　

5. The regular development of the downstream regions of the great

rivers, including the Nakdong 洛東江and Keum 錦江, did not proceed

until the beginning of the 20th century. During the Yi dynasty, these

regions remained only as undeveloped areas of paddy field agriculture.

１


