
行基

推
古
朝
の
大
開
発　

―
狭
山
池
誕
生―

　

わ
が
国
最
古
の
ダ
ム
形
式
の
た
め
池
、
狭
山
池
。

　
『
日
本
書
紀
』
崇す

じ
ん神

天
皇
六
二
年
七
月
条
や
、『
古
事
記
』

垂す
い
に
ん仁

天
皇
段
に
狭
山
池
築
造
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
が
示
す
築
造
時
期
は
３
世
紀
ご
ろ
で
す
が
、

考
古
学
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
築
造
時
期
は
５
世
紀
、

あ
る
い
は
６
世
紀
ご
ろ
と
か
な
り
異
な
る
も
の
で
し
た
。

こ
の
た
め
、
狭
山
池
が
い
つ
造
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
い

に
対
す
る
答
え
は
、
か
つ
て
は
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
で

し
た
。

　

昭
和
63
年
か
ら
平
成
14
年
に
か
け
て
施
工
さ
れ
た
平
成

の
改
修
に
伴
い
、
狭
山
池
全
域
を
対
象
と
し
た
文
化
財
の

発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
に
、
狭
山
池
の

水
を
塞せ

き
止
め
る
北
堤
と
東
西
両
岸
か
ら
、
治
水
灌か

ん
が
い漑

に

関
係
す
る
多
く
の
文
化
財
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

と
く
に
、
北
堤
の
盛
土
の
中
に
は
築
造
当
初
の
堤
が
、

そ
の
真
下
か
ら
は
、
池
の
水
を
通
水
し
て
い
た
コ
ウ
ヤ
マ

キ
製
の
樋
管
・
下
層
東
樋
が
、
ほ
ぼ
完
全
な
状
態
で
全
長

約
70
ｍ
に
わ
た
っ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
丸
太
を
く
り
抜

い
た
樋
管
を
７
本
つ
な
ぐ
下
層
東
樋
は
、
表
面
を
手
斧
で

整
形
す
る
な
ど
、
古
墳
の
割
竹
形
木
棺
に
も
似
た
そ
の
外

形
は
、
見
る
か
ら
に
古
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

日
本
で
は
、
コ
ウ
ヤ
マ
キ
・
ヒ
ノ
キ
・
杉
の
樹
種
の

年
輪
変
動
幅
を
デ
ー
タ
化
し
、
そ
の
伐
採
年
を
特
定
す

る
年
輪
年
代
測
定
法
が
確
立
し
て
い
ま
す
。
奈
良
文
化
財

研
究
所
の
測
定
に
よ
り
、
下
層
東
樋
の
コ
ウ
ヤ
マ
キ
は
、

６
１
６
年
の
春
か
ら
夏
ご
ろ
に
切
り
出
さ
れ
た
と
判
明

し
ま
し
た
。
今
か
ら
約
１
４
０
０
年
前
の
６
１
６
年
は
、

推す
い
こ古

天
皇
二
四
年
で
、
時
代
区
分
で
は
飛
鳥
時
代
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
築
造
当
初
の
堤
の
上
か
ら
は
、
須
恵
器
窯
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
須
恵
器
の
型
式
か
ら
、７
世
紀
前
半
、

遅
く
と
も
６
２
０
年
ご
ろ
ま
で
操
業
し
て
い
た
と
明
ら
か

に
な
り
、
狭
山
池
の
最
初
の
堤
が
築
か
れ
た
の
は
、
下
層

東
樋
の
材
が
伐
採
さ
れ
た
６
１
６
年
ご
ろ
だ
と
判
明
し
た

の
で
す
。

　

飛
鳥
時
代
の
堤
は
、
長
さ
約
３
０
０
ｍ
、
幅
約
27
ｍ
、

高
さ
５
・
４
ｍ
。
細
か
い
砂
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。谷
底
を
流
れ
て
い
た
川
が
運
ん
で
き
た
砂
で
し
ょ
う
。

堤
の
断
面
を
観
察
す
る
と
、
水
平
方
向
に
多
く
の
茶
色
い

縞
模
様
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
ラ
カ
シ
の
枝
葉
を
敷

き
並
べ
た
層
で
す
。
砂
と
枝
葉
を
互
い
に
盛
り
な
が
ら
踏

み
固
め
て
堅
固
な
土
盛
り
を
築
く
、
敷し

き
は葉

工
法
と
呼
ば
れ

る
古
代
の
土
木
工
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
工
法
は
、
紀
元
前
に
中
国
で
生
ま
れ
、
朝
鮮
半
島

か
ら
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
韓
国
の
全チ

ョ
ル
ラ
プ
ク
ド

羅
北
道

金キ
ム
ジ
ェ堤

市
に
は
、
同
じ
敷
葉
工
法
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
堤
、

碧ピ
ョ
ッ
コ
ル
チ
ェ

骨
堤
が
あ
り
、
狭
山
池
の
「
兄
弟
堤
」
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

推
古
天
皇
の
時
代
は
、
海
外
の
文
化
・
技
術
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
、
道
路
の
整
備
や
池
溝
の
開
削
な
ど
、
畿
内

地
域
で
の
大
開
発
を
次
々
に
実
施
し
た
時
代
で
す
。
狭
山

池
の
築
造
は
、当
時
の
先
進
技
術
を
用
い
た
大
開
発
で
す
。

推
古
朝
の
国
家
的
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。

飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
へ

　

飛
鳥
時
代
に
誕
生
し
た
狭
山
池
は
、
下
流
域
を
潤
し
、

米
づ
く
り
が
可
能
な
土
地
の
開
発
を
促
進
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
幾
度
と
な
く
改
修
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の
灌
漑
範
囲

も
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
の
狭
山
池
の
原
形
が
で

き
た
の
は
、
奈
良
時
代
で
す
。

　

７
３
１
年
（
天
平
三
年
）、
広
く
人
び
と
の
信
望
を
集

め
た
僧
、
行ぎ

ょ
う
き基

が
狭
山
池
を
改
修
し
、
ほ
と
り
に
狭
山
池

院
と
尼
院
を
建
て
ま
し
た
。
７
６
２
年（
天て

ん
ぴ
ょ
う
ほ
う
じ

平
宝
字
六
年
）

に
は
、
国
家
に
よ
る
狭
山
池
の
改
修
が
行
わ
れ
、『
続

し
ょ
く

日に
ほ
ん
ぎ

本
紀
』
に
よ
る
と
、
８
万
３
千
人
の
労
働
力
が
必
要
と

さ
れ
る
大
規
模
な
も
の
で
し
た
。
発
掘
調
査
で
は
、
敷
葉

工
法
を
用
い
て
堤
の
幅
を
倍
に
広
げ
、
高
さ
も
３
ｍ
か
さ

上
げ
し
、
下
層
東
樋
の
樋
管
を
延
長
し
た
、
大
が
か
り
な

天
平
宝
字
の
改
修
の
よ
う
す
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

狭
山
池
博
物
館
で
は
、
出
土
し
た
狭
山
池
の
文
化
遺
産

を
発
掘
現
場
か
ら
運
び
込
み
、
そ
の
ま
ま
保
存
展
示
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
古
代
の
狭
山
池
を
体
感
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

　

次
回
の
「
狭
山
池
一
四
〇
〇
年
の
歴
史
2
」
は
、

「
大

だ
い
か
ん
じ
ん
ち
ょ
う
げ
ん

勧
進
重
源
」
と
題
し
、
鎌
倉
時
代
の
狭
山
池
改
修
と

そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
び
と
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

歴
史
文
化
グ
ル
ー
プ

狭
山
池
誕
生

狭
山
池
一
四
〇
〇
年
の
歴
史
1

616年に伐採したコウヤマキの丸太をくり抜
き、７本連結する。つなぎ目の先端は、上の
写真のようにソケット状に加工している。
下層東樋は、劣化した部位を修理しながら、
平安時代まで大切に使われた。

下層東樋

丁寧に削って形づくられた下層東樋の連結部

狭山池の水を1400年の間守ってきた北堤。その断面をみると、
飛鳥時代から現代に至るまでの改修の歴史が読み取れる。
中央付近で切り取った堤の断面の大きさは、高さ15.4ｍ、
幅62ｍ。人工樹脂で固め、狭山池博物館で保存
展示している。

奈良時代には華やかな天平文化が開
花したが、天災や飢餓・疫病などの
不安が満ちていた。行基（668～
749年）は民衆への仏教布教に励
み、池・溝・橋・港などの土木工
事を手掛け、人びとの心とくらし
を救済した。

北堤

13 広報おおさかさやま 2013.11 12広報おおさかさやま 2013.11


