
れ
、す
で
に
明
治
八
年（
一
八
七
五
）の

地
券
※
で
は
江
戸
時
代
に
使
わ
れ
て

い
た
地
名
は
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

　
な
ぜ
、半
田
だ
け
、明
治
の
初
期
に

小
字
名
の
整
理
が
な
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
今

の
と
こ
ろ
わ
か
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、

市
内
で
最
も
古
い
集
落
で
あ
る
半
田

に
は
、検
地
帳
で
見
る
限
り
、本
当
に

豊
か
な
小
字
名
が
あ
り
ま
し
た
。そ

の
中
で
、半
田
地
区
だ
け
に
あ
っ
た

動
物
に
関
す
る
小
字
名
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は「
オ
オ
カ
ミ
」で
す
。

　
狭
山
に「
オ
オ
カ
ミ
」に
関
す
る
地

名
が
あ
る
な
ん
て
、そ
ん
な
馬
鹿
な
、

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。確

か
に「
オ
オ
カ
ミ
」は
、明
治
三
十
七

年（
一
九
〇
四
）ご
ろ
を
境
に
絶
滅
し

て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。奈

良
県
の
吉
野
郡
で
捕
獲
さ
れ
た
の

そ
の
場
所
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
。確

定
す
る
に
は
、半
田
村
の
絵
図
が
必

要
に
な
り
ま
す
。幸
い
な
こ
と
に
、嘉

永
四
年（
一
八
五
一
）に
描
か
れ
た「
半

田
村
惣
絵
図
」が
存
在
し
ま
す
。そ
し

て
、こ
の
絵
図
と
対
応
す
る
嘉
永
四

年
の
検
地
帳
も
残
さ
れ
て
い
ま
し

た
。こ
の
二
つ
を
照
合
す
る
こ
と
で
場

所
が
確
定
さ
れ
ま
す
。市
教
育
委
員

会
の
調
べ
で
は
、半
田
の
集
落
の
南

端
に「
お
ふ
か
め
押
し
」や「
大
か
め
お

し
」が
集
ま
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま

し
た
。つ
ま
り
、集
落
に「
オ
オ
カ
ミ
」

が
入
ら
ぬ
よ
う
、集
落
の
南
端
に
広

い
範
囲
で
罠
を
仕
掛
け
て
い
た
と
考

が
、最
後
の
例
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

吉
野
の
山
奥
な
ら
ま
だ
し
も
、狭
山

に「
オ
オ
カ
ミ
」な
ん
て
、と
思
わ
れ
る

で
し
ょ
う
。

　『
大
阪
狭
山
市
史 

第
十
二
巻 

地

名
編
』を
執
筆
さ
れ
た
上
田
宏
範
先

生
は
同
書
に
、「
本
市
の
動
物
地
名

に
、今
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
オ
オ
カ

ミ
が
出
て
く
る
の
は
、特
筆
に
値
す

る
で
あ
ろ
う
。半
田
の『
延
宝
検
地

帳
』に「
お
お
か
み
谷
」「
お
ふ
か
め
押

し
」「
大
か
め
お
し
」の
小
字
名
が
み

え
る
。延
宝
六
年（
一
六
七
八
）は
今
か

ら
三
百
六
十
年
ほ
ど
前
で
、当
時
の

人
々
に
こ
の
地
名
が
使
用
さ
れ
て
い

た
か
、記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。「
お
お
か
み
谷
」は
オ
オ

カ
ミ
の
出
没
す
る
谷
、「
お
ふ
か
め
押

し
」は
オ
オ
カ
ミ
を
捕
獲
す
る
罠
を

設
置
し
た
場
所
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
る
」と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
半
田
の『
延
宝
検
地
帳
』を
見
て
み

ま
す
と
、確
か
に「
お
お
か
み
谷
」が

三
筆
、「
お
ふ
か
め
押
し
」が
十
筆
、

「
大
か
め
お
し
」が
十
筆
と
、都
合
二

十
三
筆
の
土
地
が「
オ
オ
カ
ミ
」に
関

連
し
た
小
字
名
で
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、半
田
の
ど
こ
に「
オ
オ

カ
ミ
」を
捕
獲
す
る
罠
を
設
置
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。検
地
帳
だ
け
で
は
、

え
ら
れ
ま
す
。

　
狭
山
に
オ
オ
カ
ミ
が
来
た
と
は
信

じ
ら
れ
な
い
、と
思
わ
れ
る
方
も
お
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。し
か
し
、「
オ
オ
カ

ミ
」の
出
没
す
る
谷
で
あ
る「
お
お
か

み
谷
」が
、半
田
の
最
南
端
に
あ
る
こ

と
。ま
た
市
域
の
南
に
あ
る
河
内
長

野
市
に
も
、「
を
を
カ
メ
ダ
ニ
」「
狼
谷
」

と
い
う
小
字
名
が
存
在
す
る
こ
と
か

ら
も
、上
田
先
生
の
説
は
有
力
な
考

え
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　「
地
名
は
土
地
に
刻
ま
れ
た
歴

史
」と
い
わ
れ
、「
そ
の
土
地
の
歴
史

と
文
化
の
縮
図
」と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。大
阪
狭
山
市
は
地
名
研
究
に
熱

心
な
ま
ち
で
、こ
れ
ま
で『
狭
山
の
地

名
五
十
話
』や『
大
阪
狭
山
市
史 

第

十
二
巻 

地
名
編
』な
ど
が
出
版
さ
れ

て
い
て
、地
名
研
究
の
成
果
が
披
露

さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
地
名
研
究
の
過

程
に
お
い
て
、様
々
な
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。

　
本
市
の
池
尻
・
岩
室
・
今
熊
・
半
田

な
ど
の
旧
村
に
は
江
戸
時
代
の
検
地

帳
が
残
っ
て
い
ま
す
。検
地
帳
に
は
、一

筆
ご
と
に
小
字
名
が
書
き
込
ま
れ
、

本
市
の
自
然
と
歴
史
と
文
化
に
よ
っ

て
名
付
け
ら
れ
た
豊
か
な
小
字
名
が

存
在
し
ま
す
。こ
れ
ら
の
小
字
名
が

明
治
の
土
地
台
帳
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
ま
す
。し
か
し
、半
田
だ
け
は
、明

治
の
初
め
に
小
字
名
の
整
理
が
な
さ

こ
あ
ざ
め
い

大
阪
狭
山
に
も

　
オ
オ
カ
ミ
が
い
た
！？

﹇
連
載
﹈こ
の
ま
ち
に
こ
ん
な
話
が
…

橋
上
猛
雄

※
明
治
初
期
に
土
地
の

所
有
権
を
示
す
た
め

に
明
治
政
府
が
発
行

し
た
証
券
の
こ
と

い
ち
ょ
う
通
り

い
ち
ょ
う
通
り

池尻保育園●池尻保育園●

大阪
狭山市駅
大阪

狭山市駅

金剛駅金剛駅

初芝立命館中高●初芝立命館中高●

大阪府立
狭山池博物館●
大阪府立
狭山池博物館● ●青葉丘幼稚園●青葉丘幼稚園

●
イオン
●
イオン

さやか公園●さやか公園●

狭山池公園●狭山池公園●

半田半田

狭山池

寺ヶ池

新池

副池

摺
鉢
池

青
葉
丘

病
院●
青
葉
丘

病
院●

辻
本
病
院

●
辻
本
病
院

●

●第三中学校●第三中学校
●
帝塚山
学院大学

●
帝塚山
学院大学

202号線202号線

203号線
203号線

3
1
0
号
線

3
1
0
号
線

郵便局●郵便局●

東小学校●東小学校●
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