
よ
げ
」が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

特
に
こ
こ
が
三
つ
の
大
鳥
池
全
体
の
弱

点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
て

く
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
古
除
」

の
集
中
す
る
地
点
は
、
別
の
絵
図
②
に

は
「
尼
田
永
荒
場
」
と
記
さ
れ
、
荒
れ

地
と
な
っ
て
再
開
発
も
困
難
な
土
地
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
地
を「
永
荒
場
」（
再

開
発
不
可
能
な
半
永
久
的
な
荒
地
）
と

し
て
犠
牲
に
し
た
理
由
は
、
大
鳥
池
本

体
の
除
が
あ
ま
り
に
小
さ
く
、
池
に
降

り
溜
ま
る
最
低
限
の
雨
水
だ
け
を
排
出

す
る
程
度
の
機
能
し
か
な
く
、
余
分
な

水
を
上
流
か
ら
入
れ
な
い
と
い
う
方
法

で
池
の
堤
防
を
守
っ
て
い
た
た
め
か
と
推

定
さ
れ
る
。
東
大
鳥
池
・
上
大
鳥
池
を

「
嘔
ヶ
池
」「
ヘ
ド
池
」
の
名
称
で
呼
ぶ

の
も
、
満
水
に
な
れ
ば
水
を
東
側
に
あ

ふ
れ
さ
せ
る
よ
う
な
形
態
を
し
て
い
た

か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
鳥
池
と
狭
山
池

　

大
鳥
池
は
「
大
鳥
池
」（
東
池
尻

5
丁
目
に
現
存
）、「
東
大
鳥
池
」（
現

在
の
東
池
尻
６
丁
目
の
大
和
川
下
流

流
域
下
水
道
狭
山
水
未
来
セ
ン
タ
ー

敷
地
）、「
上
大
鳥
池
」（
東
池
尻
1

丁
目
の
空
地
）
の
三
つ
の
た
め
池
の
総

称
で
あ
っ
た
。
東
大
鳥
池
・
上
大
鳥

池
は
近
世
に
は
、「
嘔
ヶ
池
」
と
呼
ば

れ
た
り
、「
中
之
池
」「
ガ
ラ
池
」
と

よ
ば
れ
た
。
現
在
は
大
鳥
池
の
み
が

残
り
、
水
面
は
太
陽
光
発
電
事
業
に

利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

狭
山
池
よ
り
流
れ
出
る
東
除
川
は

片
桐
且
元
の
慶
長
の
改
修
で
新
た
に
つ

け
ら
れ
た
も
の
で
、
東
除
川
の
本
流
と

い
う
べ
き
川
は
富
田
林
藤
沢
台
方
面
か

ら
流
れ
来
る
小
川
と
同
じ
く
富
田
林

市
寺
池
台
・
高
辺
台
か
ら
流
れ
下
る

「
廿
山
川
」
が
中
心
で
あ
っ
た
。
元
は

「
廿
山
川
」
を
堰
き
止
め
た
ダ
ム
形

式
の
た
め
池
が
大
鳥
池
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
慶
長
の
改
修
で

狭
山
池
の
余
水
も
合
流
し
て
東
除
川
と

な
り
、
上
大
鳥
池
で
堰
き
止
め
て
取

水
し
て
、
東
大
鳥
池
（
嘔
ヶ
池
）
を

経
由
し
て
大
鳥
池
に
貯
水
す
る
と
い
う

形
式
に
改
修
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

但
し
、
狭
山
池
の
余
水
を
池
の
東
側

に
落
と
す
こ
と
に
は
、
西
除
筋
の
水

下
の
反
対
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
西
除
よ

り
も
8
寸
（
24
㎝
）
高
く
、
し
か
も

幅
も
狭
く
東
除
は
設
置
さ
れ
た
と
い

う
。
そ
の
た
め
、
か
な
り
の
増
水
時

し
か
、
狭
山
池
の
余
水
は
東
除
に
落

ち
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
狭
山
池
の
慶

長
の
改
修
時
ま
で
、
大
鳥
池
は
狭

山
池
水
系
と
は
全
く
別
水
系
の
た

め
池
と
し
て
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
4
年
１2
月
条
に

見
え
る
「
狭
山
下
池
」
は
太
満
池

の
こ
と
で
、
大
鳥
池
に
比
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
と
い
え
よ
う
。

池
尻
村
に
残
る
大
鳥
池
絵
図

　

池
尻
村
の
池
守
田
中
家
文
書
の
承
応

三
年
（
1
6
5
4
）
の
絵
図
①
を
見
て

み
よ
う
。
絵
図
を
見
る
と
、
池
尻
村
の

領
域
に
三
つ
の
大
鳥
池
が
あ
り
、
上
大

鳥
池
と
東
大
鳥
池
、
東
大
鳥
池
と
大

鳥
池
の
間
に
は
樋
（
水
門
）
が
描
か
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、三
つ
の
池
は
つ
な
が
っ

て
共
通
の
水
位
を
保
っ
て
い
る
わ
け
で
は

　

そ
れ
で
も
、
上
大
鳥
池
と
東
大
鳥

池
の
貯
水
に
は
結
構
無
理
が
あ
っ
た
た

め
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
上
大
鳥
池

の
除
は
石
造
り
の
「
権
兵
衛
除
」（
池

尻
村
の
庄
屋
小
谷
権
兵
衛
が
工
夫
し

た
と
伝
わ
る
）
が
作
ら
れ
た
が
、
そ

れ
も
崩
壊
し
、
取
水
の
た
め
の
水
路

だ
け
が
残
さ
れ
、
池
に
貯
水
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
な
っ
た
た
め
、長
ら
く
「
ガ

ラ
（
空
）
池
」
と
呼
ば
れ
た
荒
れ
地

に
な
り
残
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
埋
め

立
て
ら
れ
て
い
る
。

池
の
拡
大
に
よ
る
上
流
の
浸
水

　

池
尻
村
の
領
域
の
中
に
大
鳥
池
が

築
か
れ
た
の
は
残
念
な
が
ら
い
つ
の
こ

と
か
は
判
明
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も

池
尻
（
狭
山
荘
）・
東
野
（
野
田
荘
）

の
二
つ
の
荘
園
の
領
域
が
確
定
し
て
い

た
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
江
戸
時
代
の
当

初
の
元
和
五
年
（
1
6
1
9
）
に
は
、

大
鳥
池
の
堤
防
嵩
上
げ
を
き
っ
か
け

に
、
東
野
村
と
池
尻
村
の
間
に
相
論

が
起
こ
り
、
東
野
村
支
配
代
官
小
沢

休
務
と
池
尻
村
支
配
の
狭
山
藩
家
臣

の
野
島
・
小
柳
津
氏
の
間
で
手
紙
が

往
来
し
て
い
る
。（
池
守
田
中
家
文
書
）

　

そ
の
後
、
寛
永
１4
年
（
1
6
3
7
）

に
も
「
へ
ど
が
池
」
の
堤
防
新
設
・
除

掘
替
え
に
よ
っ
て
池
尻
村
の
水
田
が
水

没
し
、
替
地
を
大
鳥
池
の
下
手
で
渡
す

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
寛
永
１4
年
頃
に

上
大
鳥
池
が
新
設
も
し
く
は
拡
大
さ
れ

た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
浸
水
問

題
は
解
決
せ
ず
、
承
応
三
年
に
大
坂
町

奉
行
の
仲
裁
で
、
町
奉
行
所
か
ら
与
力

が
派
遣
さ
れ
、
東
野
村
の
中
で
池
尻
村

に
水
没
地
の
替
地
を
渡
し
て
よ
う
や
く

解
決
し
て
い
る
。
こ
の
替
地
の
部
分
は

現
在
の
東
野
中
1
丁
目
付
近
で
あ
り
、

先
ほ
ど
見
た
絵
図
①
は
こ
の
相
論
の
際

に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
大

阪
狭
山
市
史
本
文
編
・
近
世
史
料
編

参
照
）

水
の
配
分
を
巡
っ
て

　

大
鳥
池
の
用
水
の
利
用
権
は
、
天
保

年
間
の
記
録
に
よ
る
と
、
東
野
村
、

阿
弥
村
、
菅
生
村
、
平
尾
村
（
東
野

村
以
外
は
現
在
の
堺
市
美
原
区
）
の

四
ヶ
村
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
用
水
運
営

の
中
心
は
東
野
村
が
握
っ
て
い
た
と
い

う
。
前
に
あ
げ
た
寛
永
１4
年
に
大
鳥
池

が
大
破
し
た
た
め
、
そ
の
修
復
費
用
を

め
ぐ
り
、
阿
弥
村
は
脱
退
し
て
三
ヶ
村

で
負
担
し
て
修
復
し
た
と
い
う
。
そ
の

時
以
来
、
修
復
費
用
の
分
担
は
東
野
村

は
四
分
二
厘
、
菅
生
村
・
平
尾
村
は
二

分
九
厘
ず
つ
で
合
わ
せ
て
五
分
八
厘
で

行
わ
れ
、
こ
れ
が
一
の
木
と
呼
ば
れ
る

分
水
施
設
で
の
水
の
配
分
の
基
礎
と

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
上
流
の
東
野

村
に
は
、
一
の
木
よ
り
上
手
に
一
の
関

（
堰
）、
二
の
関
と
い
う
優
先
的
な
分
水

施
設
が
あ
り
、
池
尻
村
に
代
替
地
と
し

て
渡
し
た
部
分
に
も
分
水
し
て
い
た
た

め
、
大
鳥
池
の
水
全
体
の
分
水
比
率
と

は
ま
た
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
保

年
間
に
は
、
こ
の
費
用
分
担
比
率
と
分

水
比
率
を
め
ぐ
り
数
年
間
に
及
ぶ
相
論

が
起
こ
っ
て
い
る（『
狭
山
町
史
』参
照
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
鳥
池
や
狭
山
池

を
み
る
と
丹
比
台
地
に
存
在
す
る
耕

地
の
維
持
に
は
、
古
く
か
ら
並
々
な

ら
ぬ
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

【
前
号
の
訂
正
】

ぶ
ら
り
狭
山
の
た
め
池
散
歩
①「
太
満

池
」
に
お
い
て
、〝
牢
の
樋
〞と〝
狐
樋

（
西
樋
）〞の
写
真
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
逆
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
詫
び
し

て
訂
正
致
し
ま
す
。

まち
﹇
特
集
﹈

池
鳥
大
ぶらり狭山の
ため池散歩②

中
山
　
潔
（
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館 

学
芸
員
）

へ
ど

つ
づ
や
ま

よ
す
い

に
し
よ
け

し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

し
ょ
う
お
う

ひ て
ん
ぴ
ょ
う

さ
や
ま
し
も
い
け

ひ
が
し
よ
け
が
わ

か
た
ぎ
り
か
つ
も
と

け
い
ち
ょ
う

て
ん
ぽ
う

あ
み
む
ら

す
ご
う
む
ら

ひ
ら
お
む
ら

な
く
、
水
位
の
調
節
を
し
な
が
ら
、
大

鳥
池
に
ゆ
っ
く
り
と
貯
水
し
、
大
鳥
池

の
堤
防
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
上
大
鳥
池
と
大
鳥
池
の
間
に

直
接
つ
な
ぐ
樋
が
な
い
の
は
、
落
差
が

大
き
す
ぎ
で
堤
の
崩
壊
の
危
険
を
避
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
な
お
大
雨
の
際
に
は
上
流
か
ら
流

れ
込
む
水
の
制
御
は
難
し
か
っ
た
ら
し

く
、
上
大
鳥
池
に
除
が
一
つ
、
東
大
鳥

池
に
も
除
が
一つ
描
か
れ
る
。
中
で
も
東

大
鳥
池
の
除
は
特
に
維
持
が
難
し
か
っ

た
よ
う
で
、
何
か
所
も
「
古
除
」
が
描

か
れ
て
い
る
。
石
垣
な
ど
の
恒
久
的
な

施
設
が
不
十
分
で
あ
っ
た
当
時
の
除
は

大
雨
で
崩
れ
て
は
違
う
場
所
に
作
り
直

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
本
も「
古

か
ん
え
い

中大鳥池跡、真ん中には東除川が通る中大鳥池跡、真ん中には東除川が通る

よ
げ

ふ
る
よ
げ

池守田中家文書･大鳥池絵図②／大阪府立狭山池博物館提供

（
権
兵
衛
）除

（
権
兵
衛
）除

東
野
村
中
ノ
池

東
野
村
中
ノ
池

尼
田
永
荒
場

尼
田
永
荒
場

東
野
村
大
鳥
池

東
野
村
大
鳥
池

水除筋水除筋

東
野
村
へ
ど
池

東
野
村
へ
ど
池

N

東
除
川

東
除
川

へ
と
か
池

へ
と
か
池

樋樋

樋樋

へ
と
か
池

へ
と
か
池

水除水除

水
除
水
除

古
除
古
除

大
鳥
池

大
鳥
池

高
野
道

高
野
道

池
尻
村

池
尻
村

N

⇧池尻村⇧池尻村
村境村境

⇩東野村⇩東野村

あ
ま
だ
え
い
こ
う
ば

ご
ん
べ
い
よ
げ

さ
や
ま
の
し
ょ
う

の
だ
の
し
ょ
う

お
ざ
わ

げ
ん
な

か
さ

し
ょ
う
や
こ
た
に
ご
ん
べ
え

お
お
さ
か
ま
ち

ぶ
ぎ
ょ
う

き
ゅ
う
むの

じ
ま

お

や

づ
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