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府
立
大
塚
高
校
が
建
つ
今
池
の
北
側

に
、
近
年
ま
で
小こ

治じ

ヶが

池い
け
が
水
を
た
た
え

て
い
ま
し
た
。
池
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
新

し
く
住
宅
地
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
旧

東
堤
沿
い
に
融ゆ

う

通ず
う

念ね
ん

佛ぶ
つ

宗し
ゅ
うの
大だ
い

念ね
ん

寺じ
（
西

大
塚
一
丁
目
）が
法
灯
を
続
け
て
い
ま
す
。

平
成
の
前
半
ま
で
は
、
本
堂
・
山
門
・
庫く

裏り

が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
に
発
刊
さ
れ
た『
大
阪
府
全

志
』
に
は
、
境
内
は
九
十
五
坪
と
あ
り
ま

す
。
現
在
、
東
向
き
に
建
て
ら
れ
て
い
た

旧
来
の
建
物
は
壊
さ
れ
、
一
棟
の
御
堂
に

建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
融
通
念
佛
宗
は
、
平
安
時
代
後
半
、
良

り
ょ
う

忍に
ん

に
よ
っ
て
開
か
れ
、
大だ
い

念ね
ん

佛ぶ
つ

寺じ
（
大
阪

市
平
野
区
）を
根
本
道
場
と
定
め
ま
し
た
。

一
時
、融
通
念
佛
の
教
え
は
衰
え
ま
す
が
、

鎌
倉
時
代
に
法ほ

う

明み
ょ
う（

大
念
佛
寺
七
世
）が
出

て
再
興
さ
れ
ま
し
た
。
の
ち
、
同
寺
が
総

本
山
と
な
り
ま
す
。
摂
津
を
は
じ
め
、
河

内
や
大
和
を
中
心
に
広
が
り
、
江
戸
時
代

の
早
い
こ
ろ
か
ら
、
丹た

ん
北ぼ
く
郡
西
大
塚
村
に

建
て
ら
れ
て
い
た
の
が
大
念
寺
で
し
た
。

　
江
戸
時
代
、
今
の
丹
南
三
丁
目
に
所
在

す
る
来ら

い
迎ご

う
寺じ

は
、
融
通
念
佛
宗
の
中
で
も

格
式
が
高
く
、
中
本
山
と
し
て
、
河
内
国

丹
南
・
丹
北
・
八や

上か
み

郡
、
お
よ
び
摂
津
国

南
部
な
ど
に
あ
る
四
十
五
か
寺
を
末
寺
と

し
て
ま
と
め
て
い
ま
し
た
。そ
の
一
つ
が
、

大
念
寺
で
す
。

寛か
ん
文ぶ
ん
六
年（
一
六
六
六
）十
月
八
日
に
書

か
れ
た「
河か

州し
ゅ
う

丹
南
郡
丹
南
村
来
迎
寺
末

寺
御
改

あ
ら
た
め

帳ち
ょ
う」が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
は
、
江
戸
時
代
前
半
ご
ろ
の
来
迎
寺
の

末
寺
が
見
ら
れ
ま
す
。
大
念
寺
の
項
で
は
、

大
塚
村
と
あ
り
、
住
職
と
思
わ
れ
る
慈じ

春し
ゅ
ん、

檀
家
総
代
と
思
わ
れ
る
作さ

く

左ざ

衛え

門も
ん
の
名
が

並
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
念
寺
は
、
今
も

西
大
塚
地
区
に
数
軒
の
檀
家
を
持
ち
、
来

迎
寺
が
兼
務
、
お
勤
め
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
昭
和
四
十
年
代
半
ば
か
ら
、『
松
原

市
史
』
編
さ
ん
の
調
査
で
、
旧
建
物
が
残
る

大
念
寺
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
景
観

か
ら
は
一
変
し
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
久
し

振
り
に
御
堂
に
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
堂
内
中
央
に
本
尊
で
あ
る
江
戸
時
代
の

来ら
い

迎ご
う

印い
ん

を
結
ぶ
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

立り
ゅ
う

像ぞ
う

が
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。
光こ

う
背は
い
を
備
え
、
体
部
は

金こ
ん
泥で
い
で
彩
色
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
両
足
に

ほ
ぞ
木
を
は
め
込
み
、
蓮れ

ん
華げ

座ざ

上
に
立
っ

て
い
ま
す
。
年
代
な
ど
の
墨ぼ

く
書し

ょ
銘
は
見
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
阿
弥
陀
如
来
立
像
の
向
か
っ
て
右
側
に

は
開
祖
・
良
忍
上
人
絵
像
が
掛
け
ら
れ
、

左
側
に
は
中
祖
・
法
明
上
人
絵
像
が
掛
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
良
忍
上
人
絵
像
は
曲

き
ょ
く

彔ろ
く

と
よ
ぶ
椅い

子す

に
座
り
、
右
手
に
筆
を
、
左

手
に
念
佛
勧か

ん
じ
ん進
帳ち

ょ
うを
持
つ
通
例
の
お
姿
で

す
。
法
明
上
人
絵
像
も
や
は
り
曲
彔
に
座

り
、両
手
を
合が

っ
し
ょ
う掌す

る
通
例
の
お
姿
で
す
。

た
だ
し
、
私
が
昭
和
四
十
年
代
に
調
べ
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
時
は
、
こ
の
両
上
人
絵

像
は
な
く
、
そ
の
後
、
新
た
に
大
念
佛
寺

よ
り
下
さ
れ
た
も
の
で
す
。
各
地
の
融
通

念
佛
宗
寺
院
に
も
、
同
様
の
祖
像
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
法
明
上
人
絵
像
の
前
に
、
僧
形
坐
像
も

安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
形
態
か
ら
見
て
、
良

忍
上
人
坐
像
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
赤
色
の
衣

こ
ろ
も

を
ま
と
い
、持じ

物も
つ
は
失
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

膝
上
の
右
手
に
筆
、
左
手
に
念
佛
勧
進
帳

を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
見
ら

れ
ま
す
。
結け

っ

跏か

趺ふ

坐ざ

す
る
姿
で
す
。
も
と

も
と
は
、
畳

た
た
み

座ざ

の
上
で
祀
ら
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。頭
部
を
挿さ

し
首く
び
と
し
て
お
り
、

玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

を
入
れ
て
い
ま
す
。
墨
書
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、江
戸
時
代
の
造
立
と
見
ら
れ
ま
す
。

来
迎
寺
に
も
、
元げ

ん

禄ろ
く

十
四
年（
一
七
〇
一
）

に
制
作
さ
れ
た
同
様
の
坐
像
が
あ
り
ま
す
。

　
松
原
市
教
育
委
員
会
は
、
平
成
二
十
九

年
か
ら
元が

ん
興ご
う
寺じ

文
化
財
研
究
所
と
と
も
に

来
迎
寺
の
文
化
財
総
合
調
査
を
行
い
、
昨

年
、
報
告
書
を
刊
行
し
ま
し
た
。
そ
の
中

で
、
寛か

ん

政せ
い

八
年（
一
七
九
六
）、
来
迎
寺

に
寄
進
さ
れ
た「
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
う」

六
〇
〇
巻

も
調
査
さ
れ
、
寄
進
者
の
居
住
地
や
名
前

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
巻
五
〇
一
は
、
西
大
塚
村
の
村
中
家
内

安
全
を
講
中
で
祈
願
し
て
い
ま
す
。以
下
、

巻
五
〇
二
〜
五
一
〇
ま
で
は
村
内
の
小
森

伊い

左ざ

ヱえ

門も
ん
や
小
森
喜き

右えヱ
門も
ん
な
ど
が
供
養

す
る
者
の
戒
名
を
記
し
ま
し
た
。
い
ず
れ

も
大
念
寺
の
檀
家
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
西
大
塚
の
有う

縁え
ん

の
人
々
は
、
来
迎
寺
―

大
念
寺
を
拠

よ
り
ど
こ
ろと

し
て
、
融
通
念
佛
の
教

え
を
信
仰
し
た
の
で
し
た
。

西大塚村の大念寺
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大念寺（西大塚1丁目）

融
通
念
佛
宗
、
丹
南
来
迎
寺
の
末
寺

阿
弥
陀
如
来
像
、
良
忍
・
法
明
上
人
像  

堂内に祀られる
仏像と祖像

本尊の
阿弥陀如来立像

良忍上人絵像法明上人絵像良忍上人と思われる
僧形像


