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江
戸
中
期
、
三
宅
の
寺
ヶ
池
が

大
和
川
の
改
流
で
亥
改
新
田
に

　
去
る
二
月
、
三
宅
東
三
丁
目
に
あ
る
大
阪

府
立
松
原
高
校
を
沖
縄
の「
琉
球
新
報
」
の
記

者
が
取
材
に
訪
れ
ま
し
た
。
同
紙
が
連
載
す

る「
高
校
で
も
一
緒
に
」
欄
に
同
校
の
人
権
学

習
を
紹
介
す
る
た
め
で
す（
二
月
十
九
日
付
）。

　
松
原
高
校
は
昭
和
四
十
九
年（
一
九
七
四
）、

「
地
元
に
府
立
の
全
日
制
普
通
科
高
校
を
!
」と

い
う
市
民
の
熱
心
な
声
を
反
映
し
て
四
万
人
も

の
署
名
が
集
め
ら
れ
、
開
校
し
ま
し
た
。
今
で

は
総
合
学
科
に
改
編
さ
れ
、
特
色
あ
る
選
択
授

業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
先
駆
け
と
し

て
、
昭
和
五
十
三
年
に
、
障
が
い
の
あ
る
生
徒

の
受
け
入
れ
を
始
め
た
こ
と
で
、
平
成
十
八
年

の「
知
的
障
が
い
生
徒
自
立
支
援
コ
ー
ス
」が
で

き
、
高
校
入
学
制
度
が
実
現
し
た
の
で
し
た
。

　
校
門
を
入
っ
た
玄
関
前
に
大
き
な
彫
刻
作

品
が
あ
り
ま
す
。
運
動
会
を
表
現
し
て
お
り
、

車
い
す
の
生
徒
が
中
心
に
描
写
さ
れ
て
い
ま

す
。
障
が
い
の
あ
る
生
徒
も
、
な
い
生
徒
も

「
共
に
学
び
共
に
育
つ
」
と
い
う
同
校
の
象
徴

と
し
て
、
沖
縄
・
読よ
み
た
ん谷
村そ
ん
の
彫
刻
家
・
金き

ん

城
じ
ょ
う

実み
の
るさ

ん（
81
）が
昭
和
五
十
六
年
、
当
時
の
卒

業
生
と
共
同
制
作
し
た
も
の
で
す
。
金
城
さ

ん
は
こ
の
頃
、
大
阪
の
夜
間
中
学
校
で
障
が

い
の
あ
る
生
徒
を
教
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

郷
里
沖
縄
の
人
権
問
題
に
も
お
も
い
を
は

せ
、
制
作
し
た
の
で
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
松
原
高
校
の
建
つ
地
は
三
宅

の
最
東
端
で
、
校
舎
の
西
側
に
は
江
戸
時
代

前
半
に
は
十

じ
ゅ
う

郎ろ
う

ヶが

池い
け

と
い
う
丹た
ん

北ぼ
く

郡
三
宅
村

の
灌
漑
池
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
八
世

紀
の
奈
良
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
周
辺
で

は
当
時
の
役
所
の
跡
か
、
有
力
豪
族
の
屋
敷

と
思
わ
れ
る
規
模
の
大
き
な
掘ほ

っ
た
て立

柱ば
し
ら

建
物

な
ど
の
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
松
原

高
校
を
含
む
土
地
の
小こ

字あ
ざ
を「
蔵く
ら
重し
げ
」と
よ
ん

で
お
り
、
蔵
重
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」208
）。

　
十
郎
ヶ
池
の
地
は
、
い
ま
で
は
三
宅
東
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
で
に
江

戸
時
代
の
元げ
ん
ろ
く禄
十
二
年（
一
六
九
七
）、
十

郎
ヶ
池
は
土
砂
の
堆
積
が
ひ
ど
か
っ
た
の

で
、
た
め
池
と
し
て
の
機
能
は
ほ
と
ん
ど
失

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
十
郎
ヶ
池
の
北
東
側
に
、
寺て
ら

ヶが

池い
け

と

い
う
た
め
池
が
あ
り
ま
し
た
。
元
禄
年
間

（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
）
以
前
に
掘
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
宝ほ
う

永え
い

元
年（
一
七
〇
四
）、
大

和
川
が
今
の
よ
う
に
三
宅
方
面
に
付
け
替
え

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
池
は
埋
め
た
て
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
寺
ヶ
池
は
三
宅
に
所
在
し
て
い
ま
し
た

が
、
三
宅
の
北
側
の
丹
北
郡
東ひ

が
し

瓜う
り
わ
り破
村（
現

大
阪
市
平
野
区
）
の
田
畑
に
水
を
送
る
た
め

池
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
和
川
の
付
け
替

え
に
よ
っ
て
、
東
瓜
破
村
の
田
畑
が
大
和
川

の
新
川
床
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
た
め
、

寺
ヶ
池
の
た
め
池
と
し
て
の
機
能
が
失
わ
れ

た
の
で
、
当
時
の
領
主
で
あ
っ
た
松ま

つ

平だ
い
ら

右う

京き
ょ
う

太だ

夫ゆ
う

が
宝
永
五
年（
一
七
〇
八
）
に
池
を

埋
め
た
て
新
た
に
田
畑
を
つ
く
る
新し
ん
で
ん田
開
発

を
命
じ
ま
し
た
。
水
田
六
反た
ん

二
畝せ

一
七
歩ぶ

、

畑
一
反
九
畝
二
十
八
歩
が
新
し
く
開
墾
さ
れ

た
の
で
す
。
こ
の
時
の
新
田
名
は「
字あ
ざ

寺て
ら

池い
け

新し
ん
開か
い
」と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
明め
い
和わ

七
年（
一
七
七
〇
）か
ら
安あ
ん

永え
い
二
年（
一
七
七
三
）の
間
に
作
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る『
河
内
国
丹
北
郡
三
宅
村
絵
図
』

（
三
宅
中
四
丁
目
･
妻
屋
宏
氏
蔵
）
に
は
、
新

田
名
が
改
め
ら
れ
、
南
北
に
細
長
い「
亥い

改か
い

新
田
」
と
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
大
和
川

の
す
ぐ
南
で
、
東
側
は
丹
北
郡
別
所
村
に
接

し
、
今
の
阪
神
高
速
道
路
松
原
線
に
か
か
る

あ
た
り
で
す
。

　
も
と
も
と「
字
寺
池
新
開
」
と
よ
ば
れ
て

い
た
名
が「
亥
改
新
田
」
に
変
わ
っ
た
理
由

は『
三
宅
村
本ほ
ん

郷ご
う

分ぶ
ん

郷ご
う

耕
地
麁そ

絵
図
』（
江
戸

時
代
・
年
未
詳
、
同
氏
蔵
）
に「
宝ほ
う

暦れ
き

五
亥い

年
改

あ
ら
た
め

新
田
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
寺
池
新
開
に
宝
暦
五
年

（
一
七
五
五
）、
土
地
の
反
別
・
石こ
く

高だ
か
・
耕

作
者
な
ど
を
調
べ
る
検け
ん

地ち

が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
同
年
の
干か
ん

支し

が
乙
き
の
と

亥い

で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
亥
年
に
改
め
ら
れ
た
新
田
と
い
う
こ
と

で
、「
亥
改
新
田
」と
な
っ
た
の
で
す
。

　
大
和
川
が
改
流
し
た
結
果
、
市
域
で
は
寺
ヶ

池
以
外
に
も
同
じ
三
宅
村
や
城

じ
ょ
う

連れ
ん

寺じ

村（
現
天

美
北
）
の
多
く
の
た
め
池
が
新
田
と
な
り
ま
し

た
。
松
原
は
平
坦
地
で
江
戸
時
代
で
も
す
で
に

田
畑
が
広
が
り
、開
発
で
き
る
土
地
は
少
な
く
、

池
を
埋
め
る
の
が
最
適
だ
っ
た
の
で
す
。

　
今
も
、
松
原
高
校
の
敷
地
は「
蔵
重
」と
と
も

に
、「
寺
池
置お
き
結つ
め
」の
小
字
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

す
ぐ
北
の
高
速
道
路
側
に
も「
寺
池
」
や「
未
改

新
田
」の
小
字
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
南
北

に
広
が
る
寺
ヶ
池
跡
が
復
元
で
き
る
の
で
す
。
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◀「河内国丹北郡
三宅村絵図」（三
宅中4丁目,妻屋
宏氏蔵,江戸時代
中期）上が南。下
（北）の新大和川
の南東に寺ヶ池
跡の「亥改新田」
（丸印）がある。
松原高校は新田
の南側。

▲松原高校から北側の「亥改新田」
（寺ヶ池跡）方面をのぞむ

▲松原高校玄関前の金城氏･卒業生
共同の彫刻作品
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