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小山田高家の奮闘（『摂津名所図会』より）



　

律
令
体
制
の
ゆ
き
づ
ま
り
と
と
も
に
、荘
園
は
一
層
発
達
し
、

地
方
で
は
武
士
が
台
頭
す
る
。
武
家
政
権
の
鎌
倉
時
代
に
は
春

日
神
社
領
の
山や
ま

道じ

加
納
荘
（
住
吉
地
方
）、
南
北
朝
に
は
得
井

時
枝
荘
（
東
灘
西
部
）
が
あ
り
、
区
の
東
方
に
は
葦あ
し

屋や

荘
が
形

成
さ
れ
て
い
た
。
鎌
倉
時
代
の
水
田
址
が
御
影
町
郡
家
や
本
庄

町
で
調
査
さ
れ
た
。

　

一
方
、
こ
の
地
方
は
古
く
か
ら
京
と
太だ

宰ざ
い

府ふ

を
結
ぶ
山
陽
道

に
沿
っ
て
お
り
、
都
に
も
近
く
て
多
く
の
文
人
が
訪
れ
て
歌
に

詠
み
文
を
書
い
た
。
ま
た
、
武
士
た
ち
は
こ
こ
で
戦
っ
た
。
一

の
谷
合
戦
の
際
に
は
、
源
範
頼
に
率
い
ら
れ
た
源
氏
の
軍
勢
が

雀す
ず
め

の
松
原
や
御み

影か
げ

に
陣
を
張
っ
た
。
ま
た
建
武
中
興
の
後
に
は

不
満
を
抱
い
た
武
士
を
擁
し
て
九
州
か
ら
攻
め
上
っ
て
く
る
足

利
尊
氏
を
伐
つ
た
め
に
、
楠
木
正
成
ら
が
、
こ
こ
を
通
っ
て
湊

川
に
向
っ
た
。
そ
し
て
湊
川
の
敗
戦
の
後
、
新
田
義
貞
は
山
陽

道
を
京
へ
と
敗
走
す
る
途
中
、
東
明
の
処
女
塚
上
で
足
利
方
と

一
戦
を
交
え
た
。
ま
た
征
夷
大
将
軍
と
な
っ
て
室
町
幕
府
を
開

い
た
あ
と
、
尊
氏
は
弟
の
直た
だ

義よ
し

と
対
立
を
始
め
た
が
、
両
軍
は

打
出
・
御
影
の
浜
辺
で
合
戦
を
し
た
（
観か
ん

応の
う

の
擾じ
ょ
う

乱ら
ん

）。
こ
の

よ
う
な
戦
乱
の
中
で
、
こ
の
地
方
に
土
豪
の
城
砦
と
し
て
平
野

城
や
山
路
城
が
築
か
れ
て
い
る
。

　

住
吉
川
な
ど
東
灘
の
河
川
の
洪
水
の
伝
承
も
、
こ
の
時
代
か

ら
伝
わ
り
始
め
る
。
戦
乱
や
天
災
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
が
ら
、

農
民
た
ち
の
結
束
は
強
ま
り
、
生
活
の
場
と
し
て
の
郷
村
が
確

立
し
て
い
く
。
戦
国
時
代
の
末
に
東
灘
に
は
、
山
ぞ
い
に
東
か

ら
、
森
・
中
野
・
小
路
・
北
畑
・
田
辺
・
岡
本
・
野
寄
・
住
吉
・

郡
家
、
ま
た
海
岸
に
は
東
か
ら
深
江
・
青
木
・
西
青
木
・
魚
崎
・

御
影
・
東
明
、
そ
し
て
そ
の
中
間
に
東
か
ら
田
中
・
横
屋
・
石

屋
な
ど
の
村
々
が
ほ
ぼ
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
織
田

信
長
の
軍
が
花
隈
城
攻
撃
の
た
め
に
山
陽
道
を
通
過
し
た
。

　

戦
乱
を
鎮
め
た
あ
と
、
豊
臣
秀
吉
は
こ
れ
ら
の
村
を
検
地
し

石こ
く

盛も
り

を
行
っ
た
。
天
正
頃
の
東
灘
は
、
ほ
ぼ
全
域
が
豊
臣
家
の

直
轄
地
だ
っ
た
。
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雀す
ず
め

の
松ま
つ

原ば
ら

　

魚
崎
一
帯
の
浜
辺
の
松
林
は
、
古
来
、
雀
の
松
原
の
名
で
よ

ば
れ
る
景
勝
地
だ
っ
た
。
早
く
は
鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
『
源げ
ん

平ぺ
い

盛せ
い

衰す
い

記き

』
の
中
に
、
こ
の
あ
た
り
の
山
陽
道
沿
い
の
名
所
と
し

て
、
処お
と

女め

塚づ
か

と
と
も
に
こ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

魚
崎
駅
の
西
に
二
百
ｍ
、
阪
神
電
車
線
の
北
の
公
園
に
二
つ

の
石
碑
が
あ
る
。

“
竹
な
ら
ぬ
か
け
も
雀
の
や
り
と
り
は
、
い
つ
名
に
し
め
し
松

は
ら
の
跡　
　

中
納
言
公
尹
卿
詠
”

“
雀
松
原
遺
址　
　

杖
と
め
て
千
代
の
古
塚
と
へ
よ
か
し　

こ

こ
や
昔
の
す
ゝ
め
松
原
”
と
刻
ん
で
あ
る
。
住
吉
川
の
西
に
は

西
松
原
・
上
松
原
・
下
松
原
の
字あ
ざ

名
が
あ
り
、
昔
の
松
林
が
し

の
ば
れ
る
が
、
今
で
は
こ
の
あ
た
り
数
株
の
老お

い
松
が
点
在
す

る
だ
け
で
あ
る
。

　

古
代
に
は
、こ
の
あ
た
り
は
サ
サ
イ
の
里
と
よ
ば
れ
て
い
た
。

『
和
名
抄
』
は
摂
津
国
兎
原
郡
佐
才
郷
と
記
し
て
お
り
、『
新
撰

姓
氏
録
』
所
収
の
豪
族
雀さ
さ

部べ

朝
臣
の
い
た
地
だ
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
サ
サ
イ
の
地
名
に
「
雀さ
ざ
い（
鳥
の
名
）」
の
字

を
当
て
て
い
た
の
が
鎌
倉
時
代
ま
で
に
「
す
ず
め
」
と
読
み
変

え
ら
れ
、
雀
の
松
原
な
ど
の
地
名
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

西
国
街
道
か
ら
こ
の
松
原
へ
の
道
標
石
が
、
環
境
局
東
灘
事

業
所
正
門
わ
き
に
残
っ
て
い
る
。 
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雀
の
松
原
の
戦
い

　

街
道
ぞ
い
の
松
林
は
、
ま
た
戦
時
に
陣
地
と
も
な
っ
た
。
源

平
の
争
乱
・
南
北
朝
の
動
乱
・
戦
国
の
乱
世
の
各
時
代
に
、
こ

こ
は
戦
場
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

福
原
・
兵
庫
に
捲け
ん

土ど

重ち
ょ
う

来ら
い

し
て
陣
取
っ
た
平
家
を
伐
つ
た
め
、

源
範の
り

頼よ
り

に
率
い
ら
れ
た
源
氏
の
軍
勢
は
、
京
よ
り
下
っ
て
寿
永

三
年
（
一
一
八
四
）
二
月
「
五
日
の
暮
が
た
に
、
源
氏
昆こ

陽や

野の

を
た（
ッ
）て

、
や
う
や
う
生
田
の
森
に
責せ
め

ち
か
づ
く
。
雀
の
松
原
・

御
影
の
松
・
昆
陽
野
の
方
を
み
わ
た
せ
ば
、
源
氏
手て
ん
で々

に
陣
を

と
て
、
遠と
お

火び

を
た
く
。
ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
な
が
む
れ
ば
、
晴
れ

た
る
空
の
星
の
如
し
。」
と
『
平
家
物
語
』
は
記
し
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
二
百
年
の
ち
。
室
町
幕
府
の
成
立
後
、
弟
の
足
利

直た
だ

義よ
し

と
争
っ
た
尊た
か

氏う
じ

た
ち
の
陣
が
、
こ
こ
に
張
ら
れ
た
。
観か
ん

応の
う

二
年
（
一
三
五
一
）
二
月
十
七
日
、
打う
ち

出で

・
越こ
し

水み
ず・

鷲じ
ゅ
う

林り
ん

寺じ

（
芦

屋
・
西
宮
の
山
手
一
帯
）
の
直
義
軍
を
攻
撃
し
よ
う
と
、
尊
氏

は
二
万
の
大
軍
を
率
い
て
御
影
の
浜
に
布
陣
し
た
。
こ
の
時
尊

氏
の
部
下
の
薬
師
寺
次
郎
左
衛
門
尉
公
義
は
、
大
軍
で
統
制
の

と
れ
ぬ
味
方
の
不
利
を
悟
っ
て
、
非
常
の
時
に
そ
な
え
て
「
一

族
手
勢
二
百
余
騎
、
雀
之
松
原
の
木
陰
に
控
え
」（『
太
平
記
』）

さ
せ
て
い
た
。
は
た
し
て
尊
氏
方
は
敗
れ
、
総
く
ず
れ
と
な
っ

て
西
方
に
逃
げ
、
須
磨
の
松
岡
城
（
須
磨
区
大
手
町
勝
福
寺
付

近
）
に
入
っ
た
。
敗
軍
の
中
で
公
義
の
兵
の
み
は
、
赤
い
絹
の

目
じ
る
し
を
つ
け
て
敢
闘
し
た
と
い
う
。

　

ま
た
二
百
年
ほ
ど
の
ち
、
謀
叛
を
起
し
た
伊
丹
城
の
荒
木
村

重
に
対
し
て
、
織
田
信
長
は
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
霜
月
の 

す
え
、「
滝
川
左
近
・
惟
住
五
郎
左
衛
門
両
人
差さ
し

遣つ
か

は
さ
れ
、

西
宮
・
い
ば
ら
住
吉
・
あ
し
屋
の
里
・
雀
が
松
原
・
三み

陰か
げ

の
宿
・

滝
山
・
生
田
森
陣
を
取
り
、
御お
ん

敵て
き

荒
木
志
摩
守
鼻は
な

熊く
ま

に
楯た
て

籠こ
も

り

候
」
と
『
信
長
公
記
』
が
伝
え
て
い
る
。

福
原
京
ち
か
く
の
名
所

　
（
治
承
四
年
八
月
十
日
、
左
大
将
実
定
は
）
浮
世
の
旅
の
思お
も

出い
で

に
、
名
所
名
所
を
問
ひ
見
て
ぞ
上の
ぼ

ら
れ
け
る
。
千
代
に
変
ら

ぬ
翠
は
、
雀
の
松
原
、
御
影
の
松
、
雲
井
に
さ
ら
す
布
引
は
、

我わ
が

朝
第
二
の
瀧
と
か
や
。
業な
り

平ひ
ら

の
中
将
の
か
の
瀧
に
、
星
か
川

辺
の
螢
か
と
、
浦
路
遥
か
に
詠な
が

め
け
ん
、
い
づ
く
な
る
ら
ん
お

ぼ
つ
か
な
。
求も
と
め

塚づ
か

と
言
へ
る
は
、
恋
ゆ
ゑ
命
を
失
ひ
し
、
二
人

の
夫
の
墓
と
か
や
。
猪い

名な

の
湊
の
曙
あ
け
ぼ
の

に
、
霧
立
ち
こ
む
る
昆こ

陽や

の
松

『
源
平
盛
衰
記
』
よ
り
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伝
説
の
雀す
ず
め

合が
っ

戦せ
ん

　

む
か
し
雀
松
原
に
は
大
勢
の
雀
が
住
ん
で
い
た
。
そ
こ

へ
三
年
に
一
度
ほ
ど
山
奥
の
丹た
ん

波ば

か
ら
雀
の
大
軍
が
お
し

よ
せ
て
、
こ
こ
の
雀
と
大
合
戦
を
し
た
と
い
う
。
十
数
日

つ
づ
く
こ
の
雀
合
戦
を
観
よ
う
と
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が

訪
れ
た
。
そ
の
う
ち
あ
る
村
人
が
、
斃た
お

れ
た
雀
を
ひ
ろ
い

集
め
て
見
物
人
の
た
め
に
合
戦
の
あ
い
だ
「
雀
茶
屋
」
と

称
す
る
焼
鳥
の
店
を
開
い
た
。
こ
れ
が
ま
た
灘
名
物
と
な
っ

て
、年
中
開
店
し
、ま
た
松
原
に
は
旅
人
の
た
め
の
「
雀
宿
」

と
い
う
宿
屋
も
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

多
く
の
旅
人
が
訪
れ
、
歌
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
が
、

貞
松
の
“
千
代
千
代
と
な
け
ど
も
鶴
の
声
で
な
し
、
雀
松

原
百
に
な
る
ま
で
”
も
よ
く
知
ら
れ
た
狂
歌
で
あ
る
。
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小し
ょ
う

路じ

と
八
幡
宮
神
社

　

旧
小
路
村
の
氏
神
が
、
字
臼う
す

井い

内う
ち

に
あ
る
。
土
地
の
旧
家
臼

井
氏
は
、
源
頼
光
の
四
天
王
の
一
人
・
碓う
す

井い

貞さ
だ

光み
つ

の
子
孫
だ
と

伝
え
、
頼
光
か
ら
こ
の
あ
た
り
を
荘
園
と
し
て
与
え
ら
れ
て
邸

を
設
け
た
の
が
、
こ
の
臼
井
内
の
地
だ
と
い
う
。
神
社
境
内

に
「
元
禄
十
六
癸
未
年
正
月
十
五
日　

本
庄　

庄
司
3

3

村
中
」
と

刻
ま
れ
た
灯
篭
が
あ
り
、
小し
ょ
う

路じ

の
村
名
は
荘
園
の
管
理
者
「
荘し
ょ
う

司じ

」
か
ら
起
っ
た
の
だ
と
も
説
か
れ
る
。

　

あ
た
り
は
竹
や
ぶ
が
多
か
っ
た
。
〽
小
路
藪
の
中
の
在
所
や

け
ん
ど　

娘
そ
だ
ち
の
よ
い
所　

な
ど
と
俚
謡
に
唄
わ
れ
た
。

本
山
北
町
五
丁
目
二

市
バ
ス
本
山
北
町
一
丁
目
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小お

山や
ま

田だ

高た
か

家い
え

の
碑 

　

延
元
元
年
（
一
三
三
六
）、
湊
川
の
戦
い
に
敗
れ
た
新
田
義

貞
は
、
生
田
の
森
か
ら
東
に
敗
走
し
て
東
明
へ
と
さ
し
か
か
っ

た
。
し
か
し
、
追
手
は
近
づ
き
、
義
貞
の
馬
は
七
本
の
矢
を
身

に
受
け
て
、
つ
い
に
斃た
お

れ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
こ
れ
ま
で
と
、

義
貞
は
馬
を
降
り
、
処
女
塚
に
登
っ
て
敵
を
防
い
で
い
た
。
そ

の
窮
状
を
は
る
か
に
眺
め
た
小
山
田
太
郎
高
家
は
、
こ
れ
ま
で

の
義
貞
の
恩
義
を
思
い
出
し
て
、
塚
に
駆
け
寄
り
、
お
の
が
馬

に
義
貞
を
の
せ
て
、
自
分
は
塚
上
に
留
っ
て
敵
を
防
い
で
、
義

貞
を
東
に
逃
れ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
味
方
の
敗
色
は
ぬ
ぐ
う
す

べ
も
な
く
、
つ
い
に
高
家
は
、
こ
の
処
女
塚
の
上
で
討
た
れ
て

し
ま
っ
た
。『
太
平
記
』
の
描
く
こ
の
武
勇
を
記
念
し
て
、
処

女
塚
公
園
内
に
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
書
か
れ
た
高
家

戦
跡
の
碑
が
あ
る
。

御
影
塚
町
二
丁
目
十

処
女
塚
公
園
内
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若
宮
八
幡
宮
神
社

　

赤
塚
山
す
そ
の
森
の
中
に
、
応
神
天
皇
を
ま
つ
る
若
宮
八
幡

宮
神
社
が
あ
る
。『
摂
津
名
所
図
会
』
に
は
、
本
住
吉
神
社
よ

り
「
北
十
町
許は
か
り

に
あ
り
、
六
甲

山
の
麓
な
り
」と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
あ
た
り
山
田
地
方
は
、

本
住
吉
神
社
周
辺
の
住
吉
本

村
の
出
村
と
し
て
、
応
仁
頃

（
一
四
七
〇
頃
）
か
ら
開
拓
が

す
す
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
、
こ
の

神
社
も
そ
の
頃
勧
請
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。 

正し
ょ
う

　
寿じ
ゅ

　
寺

　

深
江
北
町
四
丁
目
か
ら
本
庄
町
三
丁
目
の
一
部
に
、
薬
王
寺

と
い
う
字あ
ざ

名
が
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
中
世
に
あ
っ
た
寺
に
ち

な
む
地
名
と
伝
え
て
お
り
、
そ
の
薬
王
寺
の
後
身
が
、
今
の
正

寿
寺
だ
と
い
う
。

　

伝
説
に
よ
る
と
、
そ
の
あ
た
り
に
中
世
に
は
大
日
如
来
を
ま

つ
る
薬
王
寺
を
中
心
と
す
る
小
さ
な
集
落
が
あ
り
、
そ
の
東
方

に
も
、
土
地
の
豪
族
の
永
井
屋
敷
の
ま
わ
り
に
何
軒
か
の
民
家

が
あ
っ
た
。
こ
の
二
集
落
が
合
併
し
て
深
江
村
が
で
き
た
と
い

う
。

　

し
か
し
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
薬
王
寺
住
職
観
空
は
、

蓮
如
に
帰
依
し
て
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
、
寺
を
延
寿
寺
と
改
名

し
た
。
本
尊
も
阿
弥
陀
如
来
と
な
っ
た
。
の
ち
、
寛
永
十
年

（
一
六
三
三
）
土
地
の
永
井
三
左
衛
門
が
出
家
、
空
照
と
号
し

て
寺
を
継
ぎ
、
字
薬
王
寺

の
地
か
ら
現
在
地
に
移
し

て
永
井
山
正
寿
寺
と
改
称

し
た
と
寺
伝
に
い
う
。

　

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）

の
震
災
で
本
殿
は
倒
壊
し

た
。 

住
吉
山
手
五
丁
目
三

市
バ
ス
白
鶴
美
術
館
前

深
江
本
町
三
丁
目
七

阪
神
深
江
駅
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深ふ
か

田だ

池い
け

公
園 

　

阪
急
御
影
駅
の
す
ぐ
北
に
、
農
村
時
代
の
溜た
め

池
で
あ
っ
た
深

田
池
を
中
心
に
し
た
公
園
が
あ
る
。
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）

度
に
全
面
改
修
さ
れ
、
春
の
桜
花
や
夏
の
深
い
緑
に
か
こ
ま
れ

た
美
し
い
自
然
の
中
で
、
憩
い
の
一
時
を
楽
し
む
人
も
多
い
。

こ
の
池
の
す
ぐ
南
に
浅あ
さ

田だ

池い
け

、
東
南
に
村
田
池
と
い
う
溜
池
も

あ
っ
た
が
そ
れ
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
今
は
な
い
。

　

付
近
に
は
静
か
な
緑
の
中
の
住
宅
地
を
ぬ
っ
て
、
格
好
の
散

歩
道
が
あ
る
。
深
田
池
か
ら
東
北
へ
、
白
鶴
美
術
館
へ
ぬ
け
る

道
。
ま
た
池
か
ら
西
へ
御
影
北
小
学
校
の
裏
を
通
る
道
は
、
途

中
に
風
雅
な
竹
の
光こ
う

悦え
つ

寺
垣
が
つ
づ
い
て
い
た
り
、
大
き
な
御

影
石
の
石
垣
に
囲
ま
れ
て
い
た
り
し
て
、
特
に
春
か
ら
初
夏
の

木
も
れ
陽
は
す
ば
ら
し
い
。 

御
影
山
手
一
丁
目

阪
急
御
影
駅
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平
　
野
　
城
　
趾

　

阪
急
御
影
駅
の
南
方
に
城
之
前
の
字
名
が
あ
り
、
そ
の
西
を

南
北
に
大
手
筋
と
呼
ば
れ
る
道
路
が
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

『
摂
津
志
』
が
「
御
影
村
城　

観
応
中
平
野
氏
拠
焉
」
と
言
う
、

い
わ
ゆ
る
平
野
城
の
名
残
り
と
さ
れ
る
。
土
地
の
平
野
氏
の
古

記
に
よ
る
と
、
赤
松
円
心
の
家
臣
だ
っ
た
祖
先
の
平
野
忠
勝
の

居
城
が
あ
っ
た
と
言
い
、
忠
勝
は
観
応
の
戦
い
に
敗
れ
た
後
、

御
影
に
も
ど
っ
て
農
業
に
従
事
し
、
平
野
家
の
祖
と
な
っ
た
と

伝
え
る
。
中
世
の
そ
の
平
野
城
は
、
他
に
記
録
も
無
く
、
付
近

の
地
形
も
宅
地
化
に
よ
っ
て
旧
態
は
大
き
く
そ
こ
な
わ
れ
て
い

る
の
で
、城
砦
の
姿
を
復
元
す
る
の
は
極
め
て
困
難
。
し
か
し
、

地
名
の
い
く
つ
か
か
ら
、幾
分
そ
の
お
も
か
げ
が
し
の
ば
れ
る
。

城
之
前
と
上
之
山
の
間
に
岸
本
と
い
う
字
が
あ
り
、
大
手
筋
は

こ
こ
か
ら
南
へ
の
び
て
い
る
。岸
本
の
西
に
平
野
の
字あ
ざ

が
あ
り
、

平
野
の
南
、
大
手
筋
の
西
に
滝
ケ
鼻
の
字
が
認
め
ら
れ
る
。
タ

ケ
ガ
ハ
ナ
は
竹
ノ
花
と
も
書
か
れ
各
地
に
あ
る
。
柳
田
国
男
は

『
地
名
の
研
究
』
で
、
街
道
な
ど
か
ら
城
館
を
か
く
す
た
め
に

植
え
ら
れ
た
竹
籔
の
名
残
り
の
地
名
だ
と
説
い
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
阪
急
御
影
駅
の
北
方
に
九
重
ケ
坂
の
地
名
が

あ
っ
た
。
駅
を
北
に
出
る
と
、
緑
こ
い
山
の
す
そ
に
深
田
池
が

あ
っ
て
、
池
の
ほ
と
り
か
ら
赤
塚
山
に
登
る
自
動
車
の
走
る
急

な
坂
道
が
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
が
、
住
吉
町
九
重
ケ
坂
だ
。
ク

エ
ガ
サ
カ
と
読
む
。

　

こ
の
ク
エ
は
、く
ず
れ
る
と
い
う
意
味
の
古
語
「
崩
え
」
で
、

赤
塚
山
か
ら
南
に
伸
び
た
台
地
の
東
縁
に
欠
壊
し
た
崖
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
南
下
の
深ふ

か

田だ

池
の
名
は
、
も
と

は
そ
こ
が
フ
ケ
（
湿
地
）
で
、
フ
ケ
田
（
泥
深
い
田
）
に
な
っ

て
い
た
所
へ
築
か
れ
た
溜
池
ら
し
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

こ
の
池
の
南
西
に
も
、
今
は
無
い
が
同
様
の
溜
池
が
あ
っ
て
、

深
田
池
に
対
し
て
浅
田
池
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
崖
（
ク
エ
）
の

と
ぎ
れ
た
南
の
低
地
に
湿
地
（
フ
ケ
）
が
広
が
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

こ
う
見
る
と
、
平
野
城
は
、
上
之
山
・
岸
本
・
平
野
あ
た
り

に
あ
っ
て
、
西
は
石
屋
川
と
そ
の
支
流
の
新
田
川
で
守
ら
れ
て

お
り
、
南
に
竹
籔
を
繁
ら
せ
て
館
を
か
く
し
て
い
た
。
こ
の
城

砦
の
東
の
防
衛
線
と
し
て
、
御
影
駅
の
北
の
、
フ
ケ
（
湿
地
）

と
ク
エ
（
崖
）
が
利
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

阪
急
御
影
駅
北
側
の
広
場
に
御
影
城
趾
の
碑
が
あ
る
。
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中ち
ゅ
う

　
勝し
ょ
う

　
寺じ

　

こ
の
寺
は
、
文
安
年
間
（
十
五
世
紀
半
）
に
創
建
さ
れ
、
初

め
夢
境
庵
と
い
っ
て
い
た
。

　

永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
平
野
秀
満
が
夢
境
庵
を
祖
先
の
備

前
守
忠
勝
の
菩
提
寺
と
し
、
平
野
山
忠
勝
寺
と
改
め
た
。
忠
勝

寺
は
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
信
誉
和
尚
の
時
、
浄
土
宗

の
寺
と
な
り
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
火
災
に
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
再
建
さ
れ
た
時
に
平
等
山
中
勝
寺
と
改
称
し
た
。
現

在
で
は
浄
土
宗
知
恩
院
末
で
、

阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
す
る
。

　

境
内
に
は
、
市
の
保
護
樹

木
指
定
の
い
ち
ょ
う
の
木
が

あ
る
。 

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
本

殿
は
倒
壊
し
た
が
、
平
成
九

年
（
一
九
九
七
）、
再
建
さ
れ

た
。

　

境
内
の
墓
地
に
、
平
野
家

の
墓
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

山や
ま

路じ

の
城
あ
と

　
『
摂
津
志
』
に
は
「
山
路
城　

在
二
田
中
村
一二
観
応
年
間　

赤

松
範
顕
拠
レ
此
」
と
あ
る
。
南
北
朝
時
代
の
赤
松
氏
ゆ
か
り
の

城
砦
の
よ
う
だ
が
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
城
主
も
『
播
州
名
所

巡
覧
図
絵
』
で
は
、
赤
松
信
濃
判
官
彦
五
郎
則
実
と
な
っ
て
お

り
史
料
に
よ
っ
て
赤
松
範
顕
と
も
則
実
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
城
跡
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
鉄
道
建
設
の
際
に

崩
さ
れ
た
と
み
え
、
地
形
も
残
っ
て
い
な
い
。
的
場
・
池
の
内

な
ど
の
古
地
名
か
ら
考
え
る
と
、
現
在
の
手
水
公
園
か
ら
岡
本

三
丁
目
あ
た
り
が
、
そ
の
故
地
と
思
わ
れ
る
。『
古
城
記
』
に

は
「
山
路
城
、
貞
治
元
年
、
和
田
、
楠
等
、
只
一
軍
に
当
国
の

敵
を
追
落
し
て
勝
に
乗
る
と
雖
も
、
赤
松
彦
五
郎
等
、
此
城
に

篭
て
待
て
る
間
、
兵
庫
湊
川
を
焼
払
ふ
て
引
返
し
け
る
」
と
記

し
て
い
る
。

御
影
郡
家
二
丁
目
四

阪
急
御
影
駅
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