
更
池
村
の
水
田
を
潤
し
た
た
め
池

地
域
に
尽
く
し
た
酒
井
氏
の
顕
彰
碑

　
南
新
町
二
丁
目
に
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

（
は
ー
と
ビ
ュ
ー
）
が
建
っ
て
い
ま
す
。
子

ど
も
か
ら
元げ

ん

希き

者も
ん

ま
で
、
幅
広
い
世
代
の

人
々
が
交
流
を
は
か
っ
た
り
、
学
び
の
場

と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
同
地
は
江
戸
時
代
、
河
内
国
丹た

ん
ぼ
く北
郡
更さ
ら

池い
け

村
で
、
新
池
が
水
を
た
た
え
て
い
ま
し

た
。
宝ほ

う
え
い永
二
年（
一
七
〇
五
）
五
月
に
記
さ

れ
た『
河か

州
丹
北
郡
更
池
村
明め
い
さ
い
ち
ょ
う

細
帳
』
に

「
字あ

ざ
新
池 

溜た
め
い
け池
堤 

平
均
東
西
六
拾
七
間 

南

北
四
拾
五
間
」「
是こ

れ
ハ
前ま
え
ま
え々

ゟよ
り

之の

池
、
年
数

知
れ
不

も
う
し
そ
う
ら
は
ず

申
候
、
堤
破
損
」「
此こ
の
池
ニ
樋ひ

四
カ

所
御ご

座ざ

候そ
う
ろ
う」と
あ
り
ま
す
。

　
新
大
和
川
が
柏
原
か
ら
松
原
を
経
て
、
堺
方

面
に
付
け
替
え
ら
れ
た
宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）

の
翌
年
の
記
述
で
す
。
新
池
は
そ
れ
以
前
か

ら
存
在
し
、
親
池
と
さ
れ
る
狭さ

山や
ま
い
け池（

大
阪

狭
山
市
）が
慶け

い

長ち
ょ
う

十
三
年（
一
六
〇
八
）に
大

改
修
さ
れ
た
結
果
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
池い

け
し
も下

の
現
堺
市
、
松
原
市
、
羽
曳
野
市
、
八
尾
市
、

大
阪
市
に
あ
た
る
八
十
ヶ
村
が
狭
山
池
か
ら

水
の
恩
恵
を
う
け
る
か
ん
が
い
範
囲
と
な
り

ま
し
た
。
新
池
も
慶
長
年
間
ご
ろ
に
は
つ
く

ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
上
の
写
真
は
、
府
立
狭
山
池
博
物
館（
大

阪
狭
山
市
）
に
常
設
さ
れ
て
い
る「
模
型 

狭

山
池
の
か
ん
が
い
範
囲
」の
ジ
オ
ラ
マ
で
す
。

江
戸
時
代
以
降
の
か
ん
が
い
範
囲
を
十
七

世
紀
、
十
九
世
紀
、
二
十
世
紀
の
三
時
期

に
分
け
、
縮
尺
五
〇
〇
〇
分
の
一
で
表
現

し
て
い
ま
す
。
南
に
位
置
す
る
狭
山
池（
矢

印
）
か
ら
北
側
の
新
大
和
川
方
面
に
向
か
う

東
側
の
東

ひ
が
し

除よ
け
が
わ川

、
西
側
の
西に

し
よ
け
が
わ

除
川
の
流
路
を

示
し
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
た
め
池
が
点
在
し

て
い
る
さ
ま
が
読
み
と
れ
ま
す
。
北
方
中

央
に
新
池（
丸
印
）も
見
ら
れ
ま
す
。同
時
に
、

模
型
と
併
設
し
て
、
十
七
世
紀
以
降
、
新
池

が
出
来
て
収
穫
量
が
増
加
し
た
更
池
村
の

耕
作
の
様
子
を
役
者
さ
ん
が
演
じ
る
ビ
デ

オ
も
放
映
し
て
い
ま
す
。
同
館
に
足
を
運
ん

で
、見
学
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
新
池
は
一
、三
十
ha
の
池
敷
面
積
を
持
っ
て

い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
五
年（
一
九
七
〇
）

に
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
造
成
さ
れ
、
昭
和

四
十
七
年
に
な
っ
て
市
青
少
年
会
館
が
建
て

ら
れ
た
の
で
し
た
。
今
の
は
ー
と
ビ
ュ
ー
の
前

身
施
設
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
は
ー
と
ビ
ュ
ー
の
北
東
側
は

グ
ラ
ウ
ン
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
北

側
、
も
と
の
堤
の
場
所
に
五
基
ほ
ど
の
石
碑

が
近
く
か
ら
移
さ
れ
建
っ
て
い
ま
す
。
左
側

は
昭
和
七
年（
一
九
三
二
）
に
隣
接
す
る
河

合
な
ど
で
行
わ
れ
た
陸
軍
特
別
大
演
習
に
際

し
、
警
備
に
あ
た
っ
た
更
池
村
消
防
組
を
記

念
し
た
顕
彰
碑
で
す（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」219
）。

　
更
池
の
人
々
が
協
働
し
て
地
域
づ
く
り
を

進
め
て
い
っ
た
活
動
の
証あ

か
しで
す
が
、
右
端
の

石
碑
も
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な

い
歴
史
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
表
面
に「
故
酒さ

か

井い

留と
め
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
氏
之
碑
」と
あ
り
ま
す
。
碑
文
を
読

む
と
、昭
和
十
九
年（
一
九
四
四
）、区
長
で
あ
っ

た
酒
井
氏
は
新
池
の
西
側
に
あ
っ
た
区
営
の

共
同
浴
場
の
燃
料
が
戦
時
中
不
足
し
た
の
で
、

区
民
の
保
健
衛
生
に
深
く
憂
慮
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
東
奔
西
走
し
、
当
時
の
南
河
内
郡
長

野
町
千ち

よ
だ

代
田（
現
河
内
長
野
市
）に
あ
っ
た
大
阪

陸
軍
幼
年
学
校
か
ら
払
い
下
げ
ら
れ
た
廃
材

を
受
け
取
る
こ
と
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
す
。
し

か
し
、
受
け
取
り
日
の
五
月
十
九
日
午
前
七
時

す
ぎ
、
車
で
南
海
高
野
線
の
狭
山
駅
北
一
番
踏

切
を
横
断
中
、
電
車
事
故
に
遭
い
四
十
歳
で

亡
く
な
っ
た
の
で
し
た
。

　
昭
和
二
十
三
年（
一
九
四
八
）
五
月
十
九

日
、
有
志
の
方
々
は
、「
故
酒
井
氏
ノ
殉
職
ニ

追つ
い
と
う悼
シ
之こ
れ
ヲ
建
設
ス
」
と
し
て
、
酒
井
氏
の

遺
徳
を
し
の
び
、同
碑
を
建
て
た
の
で
し
た
。  

　
ま
た
、
そ
の
横
に
建
つ
石
碑
は
、
酒
井
氏

が
昭
和
十
三
年（
一
九
三
八
）
十
二
月
に
更

池
村
青
年
団
に
対
し
、
父
・
留
太
郎
の
三
周

忌
に
あ
た
っ
て「
楽
器
一ひ

と

揃そ
ろ
え」
を
寄
贈
し
た

こ
と
を
受
け
て
、
同
青
年
団
が
同
氏
に
感
謝

し
て
建
立
し
た
も
の
で
す
。
更
池
の
青
年
が

戦
時
中
、戦
地
に
出
征
す
る
際
、地
域
の
人
々

が
布
忍
駅
ま
で
こ
れ
ら
の
楽
器
を
演
奏
し

て
送
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
な
お
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
東
端
に
は
、
古
道

の
下し

も
こ
う高

野や

街
道
が
走
っ
て
い
ま
す
。
天
王

寺（
大
阪
市
）か
ら
高
野
山（
和
歌
山
県
）方

面
に
向
か
う
道
と
し
て
、
江
戸
時
代
以
降
よ

く
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
半
ば
以
後

の
更
池
村
絵
図
に
も
池
の
東
側
に「
高
野
道
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ン
ス
側
に
市
の

許
可
を
得
て「
下
高
野
街
道
」
の
案
内
板
を

建
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
池
跡
・

石
碑
や
歴
史
街
道
に
お
も
い
を
は
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

下高野街道沿いの新池跡
西田 孝司（松原市文化財保護審議会）

▲はーとビュー東端の
「下高野街道」案内板

▲北側の石碑側から新池跡に
建つはーとビューをのぞむ

▲模型「狭山池のかんがい範囲」
（狭山池博物館撮影許可済）

vol.245

▲「故酒井留三郎氏之碑」（右）と
酒井氏寄贈碑（左） 南新町2丁目

し
ゅ
う

じ
ゅ
ん
し
ょ
く

つ
つ
み
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