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市
史
編
纂
担
当
で
は
、
資
料
や
古
い
写

真
は
も
ち
ろ
ん
、
引
き
続
き
オ
ー
ラ
ル
ヒ

ス
ト
リ
ー
の
収
集
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

今
後
も
機
会
が
あ
れ
ば
こ
の
誌
面
な
ど
を

通
じ
て
紹
介
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　
『
池
田
市
史
』
は
、
図
書
館
本
館
・
石

橋
プ
ラ
ザ
・
市
役
所
の
行
政
情
報
コ
ー
ナ

ー
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
ま
た
、
市
役
所

な
ど
で
販
売
も
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

一
度
手
に
と
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市
史

編
纂
（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

　
「
や
っ
ぱ
り
戦
争
が
終
わ
っ
て
15
年
間

ぐ
ら
い
は
食
料
難
で
ね
。
も
う
そ
ら
大
阪

と
か
神
戸
と
か
、
都
会
の
人
が
ど
ん
ど

ん
、
ど
ん
ど
ん
う
ち
ら
の
方
に
来
る
ん
で

す
わ
、
買
い
に
。
物
々
交
換
が
多
か
っ
た

で
す
ね
。
着
物
や
と
か
、
琴
や
と
か
、
い

ろ
ん
な
家
財
道
具
ね
、
机
や
と
か
ね
。
ま

あ
、
い
う
た
ら
相
当
高
価
な
物
を
ね
、
そ

れ
と
『
食
べ
る
も
ん
と
交
換
し
て
く
れ
』

言
う
て
。
そ
れ
で
、
も
し
何
も
な
か
っ
た

ら
、『
と
に
か
く
働
き
ま
す
』
言
う
て
ね
」

（
市
内
農
業
者
）。

「
細
か
い
も
ん
で
も
ね
、
普
段
使
わ
へ
ん

よ
う
な
も
ん
で
も
ね
、
揃
う
ん
で
す
よ

ね
。
せ
や
か
ら
ち
ょ
っ
と
行
っ
た
よ
そ
の

人
で
も
、
ど
こ
で
買
こ
う
た
ら
え
え
の
っ

て
い
う
も
ん
で
も
揃
う
の
で
ね
。
ま
さ
に

そ
う
い
う
面
で
は
ね
、
古
い
ま
ち
で
そ
う

い
う
の
も
生
き
て
ま
す
か
ら
ね
。
だ
か

ら
、
や
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
も
の
す
ご
い

え
え
ま
ち
に
な
る
ん
と
ち
ゃ
う
か
な
、
と

思
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
ね
」（
市
内
商
業

者
）。

　

こ
れ
ら
は
戦
後
か
ら
の
池
田
の
生
活
に

つ
い
て
語
ら
れ
た
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

の
一
部
で
す
。『
池
田
市
史
』史
料
編
⑪（
現

代
史
資
料
）
で
は
こ
れ
ら
の
話
も
池
田
を

知
る
う
え
で
大
切
な
現
代
な
ら
で
は
の
資

料
と
捉
え
、
多
数
収
録
を
し
て
い
ま
す
。

「
市
史
っ
て
難
し
そ
う
…
」
と
い
う
方
に

も
、
こ
の
よ
う
な
話
な
ら
興
味
を
持
っ
て

い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

皆
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
、
口
承
に
よ
る
歴

史
や
伝
統
に
触
れ
ら
れ
た
経
験
は
あ
る
で

し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
言
い
方
を
す
る
と
少
し
大
げ
さ

で
す
が
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
家
族
の

昔
話
や
地
域
の
伝
説
な
ど
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
方
は
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
も
大
切
な
歴
史

で
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
周
り
に
は

口
頭
で
伝
え
ら
れ
る
歴
史
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

　

日
常
的
に
語
ら
れ
る
歴
史
に
は
貴
重
な

情
報
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

を
記
録
す
る
研
究
手
法
が
「
オ
ー
ラ
ル
ヒ

ス
ト
リ
ー
」
と
呼
ば
れ
、
近
年
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
市
で
も
市
民

の
方
々
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
文

字
の
資
料
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
池
田

の
姿
を
記
録
し
続
け
て
い
ま
す
。
当
事
者

の
口
か
ら
臨
場
感
の
あ
る
言
葉
で
語
ら
れ

る
話
は
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た

物
事
の
細
部
や
新
し
い
発
見
に
溢
れ
て
お

り
、
文
字
の
資
料
と
併
せ
る
こ
と
で
よ
り

多
角
的
な
考
察
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

市史編纂だより
さん
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記
憶
を
歴
史
に
す
る

オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

池
田
の
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

記
憶
の
継
承
に
ご
協
力
を

▲昭和 36年と現在の阪急「池田」駅前の様子

【ギャラリーいけだ】
●“おーい雲'16”碇貴代司パステル画展
●心のつぶやきをさらり絵に寄せて 羽倉のり子
●猿渡士郎個展（絵画） 
●横関千恵子 布絵作品展
●中山光弘水彩画展“みずえの彩り”

～10/3㈪
10/5㈬～10㈷
10/12㈬～17㈪
10/19㈬～24㈪
10/26㈬～31㈪

【開館時間】
　10：00～（終了時間はご確認ください）
【休館日】火曜日
【入館料】無料
【使用料】
〈ギャラリーいけだ〉50,000円（展示販売不
　可）〈ギャルリVEGA〉155,000円（ブロッ
　クの分割使用＝72,000・103,000円＝、展
　示販売も可）
【使用期間】水～翌週月曜日の６日間　
【申し込み】使用希望月の１年前から

使用申し込みは
いけだ市民文化振興財団

（☎750・3333）

～10/3㈪
～10/3㈪

10/12㈬～17㈪
10/19㈬～24㈪
10/19㈬～24㈪
10/26㈬～31㈪
10/26㈬～31㈪

【ギャルリVEGA】
●近藤雄士のつくる木の家具と器展
●絵本「パパの柿の木」出版記念原画展
●鶯の森縁起（さきべきこ・絵画）
●寅貝真知子ローレフォト展 
●アクリル絵画 吉永沙母個展
●手作りの仲間達展
●第14回大阪空港カルチャースクール・箕面駅前スクール グループ展



に
、
敵
だ
っ
た
米
兵
が
生
徒
と
同
じ
校
舎

に
常
駐
し
始
め
た
の
で
す
か
ら
。

　

こ
の
米
兵
の
常
駐
は
数
日
間
で
終
わ
り

ま
し
た
が
、
初
め
て
米
兵
と
間
近
に
接
し

た
生
徒
も
多
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
後
の
生
徒
の
様
子
を
伺
わ
せ
る
１
カ

月
ほ
ど
後
の
訓
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

11
月
２
日
。「
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
に
肩

ぐ
る
ま
を
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
親
し
く

な
る
の
は
大
い
に
結
構
で
あ
る
が
、
物
ほ

し
げ
に
つ
き
ま
と
っ
た
り
、
ハ
ロ
ー
と
呼

び
か
け
て
み
た
り
す
る
こ
と
の
絶
対
に
な

い
様
に
注
意
し
て
下
さ
い
」。

　

校
長
の
心
配
を
よ
そ
に
、
こ
の
こ
ろ
に

は
、
生
徒
は
ず
い
ぶ
ん
の
び
の
び
と
米
兵

に
親
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
校
の
記
録
も
戦
後
の

池
田
の
様
子
を
、
生
き
生
き
と
目
の
前
に

浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
、
身
近
で
貴

重
な
資
料
な
の
で
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市
史

編
纂
（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

分
は
東
亜
の
盟
主
で
あ
る
と
云
ふ
確
た
る

信
念
を
も
っ
て
も
の
欲
し
さ
に
近
寄
る
等

と
言
ふ
情
け
無
い
心
を
も
た
ぬ
様
に
」。

　

占
領
軍
は
、
西
日
本
で
は
同
年
９
月
25

日
に
和
歌
山
か
ら
上
陸
を
開
始
、
数
日
後

に
は
大
阪
へ
も
進
駐
し
ま
し
た
。
こ
の
日

の
朝
会
の
話
か
ら
、
新
た
な
事
態
に
戸
惑

い
が
ち
な
、
校
長
の
複
雑
な
気
持
ち
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。

　

10
月
７
日
の
日
曜
日
、
米
兵
８
名
が
引

き
渡
し
品
の
監
視
の
た
め
、
い
よ
い
よ
秦

野
国
民
学
校
へ
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
の

翌
々
日
、
さ
っ
そ
く
朝
会
で
生
徒
を
前

に
、校
長
は
次
の
注
意
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

10
月
９
日
。「
私
達
の
学
校
に
も
ア
メ

リ
カ
の
兵
隊
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
皆
さ

ん
は
こ
の
人
達
を
珍
し
さ
う
に
ジ
ロ
ジ
ロ

見
た
り
し
な
い
様
に
し
、
東
側
の
便
所

は
、
聯れ

ん
ご
う合

軍
だ
け
使
ふ
の
で
す
か
ら
、
絶

対
使
用
せ
ぬ
様
に
し
、
又
東
階
段
も
使
は

ぬ
事
。
そ
れ
か
ら
、
一
番
東
の
教
室
の
米

兵
の
起
居
す
る
教
室
の
一
帯
を
絶
対
ウ
ロ

ウ
ロ
し
た
り
覗
き
込
ん
だ
り
せ
ず
、
進
駐

軍
は
き
れ
い
好
き
で
す
か
ら
、
上
級
生

は
、
講
堂
の
横
、
教
室
の
前
等
を
進
ん
で

清
掃
し
て
あ
げ
た
り
す
れ
ば
よ
い
と
思
ひ

ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
ヨ
イ
コ
ド
モ
と

し
て
、
米
兵
に
良
い
感
じ
を
持
た
せ
る
様

に
し
ま
せ
う
」。

　

生
徒
へ
の
細
か
な
指
示
に
、
当
時
の
緊

張
感
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
無
理
も
あ
り

ま
せ
ん
。
鬼
畜
米
英
と
さ
れ
て
い
た
戦
時

か
ら
、
ま
だ
２
カ
月
も
経
た
な
い
時
期

　

こ
の
度
発
刊
し
た
『
池
田
市
史
』
史
料

編
⑪
（
現
代
史
資
料
）。
現
代
史
の
資
料

と
い
う
と
、
難
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
前
回
の
わ
が
ま

ち
歴
史
散
歩
で
は
、
掲
載
資
料
の
一
つ

に
、「
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
わ

れ
る
記
録
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
ま
し
た
。
市
民
が
語
っ
た
、
身

近
な
話
し
言
葉
が
そ
の
ま
ま
資
料
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

今
回
は
、
ほ
か
の
収
録
資
料
と
し
て
、

学
校
に
残
さ
れ
た
記
録
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。
時
代
は
昭
和
20
年
８
月
15
日
の
終
戦

直
後
で
、
場
所
は
秦
野
国
民
学
校
、
今
の

秦
野
小
学
校
。
当
時
の
校
長
が
、
朝
会
な

ど
で
生
徒
に
話
し
た
内
容
を
記
し
た
資
料

で
す
。

　

昭
和
20
年
10
月
１
日
。「
皆
さ
ん
も
よ

く
知
っ
て
い
る
様
に
、
米
軍
が
重
要
な
都

市
に
進
駐
し
て
き
て
い
る
。
不
幸
に
も
先

生
の
住
ん
で
い
る
宝
塚
に
も
三
千
名
ば
か

り
進
駐
し
て
き
た
。
昨
日
な
ど
嫌
と
云
ふ

程
米
兵
の
顔
を
見
た
。
子
供
達
は
よ
く
な

つ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
心
の
底
に
は
自 市史編纂だより

さん
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学
校
の
記
録

占
領
軍
の
関
西
上
陸

ア
メ
リ
カ
兵
が
や
っ
て
き
た

▲昭和 27年ごろの秦野小学校

ハ
ロ
ー
と
呼
び
掛
け
な
い

身
近
で
貴
重
な
資
料

【ギャラリーいけだ】
●河合絵一音色画展－画業30周年記念－
●川口美治＆しずよ展（創作人形）
●丹波谷友則展（絵画）
  ※12/14㈬～19㈪は工事のため休館します。

～12/5㈪
12/7㈬～12㈪
12/21㈬～26㈪

【開館時間】
　10：00～（終了時間はご確認ください）
【休館日】
　12/27㈫～1/10㈫（ギャルリVEGAは　
　1/8㈰まで）、火曜日
【入館料】無料
【使用料】
〈ギャラリーいけだ〉50,000円（展示販売不
　可）〈ギャルリVEGA〉155,000円（ブロッ
　クの分割使用＝72,000・103,000円＝、展
　示販売も可）
【使用期間】水～翌週月曜日の６日間　
【申し込み】使用希望月の１年前から

使用申し込みは
いけだ市民文化振興財団
（☎750・3333）

～12/5㈪
12/7㈬～12㈪
12/7㈬～12㈪
12/14㈬～19㈪
12/14㈬～19㈪
12/21㈬～26㈪
12/21㈬～26㈪

【ギャルリVEGA】
●古本有理恵展－銅板画・ガラス絵－
●山田いつか/吉岡美穂子2人展“GIFT”（銅板画）
●多賀保惠個展（絵画）
●ハワイアンリボンレイ作品展（高原Ululea美鈴） 
●人物デッサン・絵画作品展（くれは絵画倶楽部）
●GLASS ART金剛ガラス半蔵展
●松下由典木の家具・木の小物展

17 2016.12.1　　池田市ホームページ  http://www.city.ikeda.osaka.jp/



だ
け
大
変
だ
っ
た
の
か
、
う
か
が
え
ま

す
。
何
も
物
資
が
無
い
な
か
、
校
長
の
で

き
る
限
り
の
配
慮
と
、
風
紀
の
乱
れ
へ
の

心
配
が
、
短
い
訓
話
に
詰
ま
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。

　

こ
れ
以
外
に
も
『
池
田
市
史
』
史
料
編

⑪
に
は
、
皆
さ
ん
に
戦
後
の
池
田
の
歴
史

を
、
簡
単
に
読
ん
で
、
想
像
い
た
だ
け
る

よ
う
、
多
数
の
身
近
な
史
料
を
収
録
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
手
に
と
っ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市
史

編
纂
（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）
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生
懸
命
と
っ
て
集
ま
っ
た
ど
ん
ぐ
り
は
パ

ン
に
な
っ
て
帰
っ
て
く
る
様
に
な
り
ま
し

た
」

　

終
戦
翌
年
、
再
延
長
し
て
ま
で
集
め
た

か
い
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
ど
ん
ぐ
り
パ
ン

が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

資
料
に
、
こ
れ
以
上
の
記
述
が
な
い
た
め

ど
ん
ぐ
り
パ
ン
の
そ
の
後
の
行
方
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
わ
ず
か
２
日
後
、
校

長
は
改
め
て
次
の
話
を
生
徒
に
し
ま
す
。

１
月
21
日
、「
近
頃
お
米
の
配
給
が
少
な

く
、
三
度
の
食
事
も
充
分
に
出
来
ま
せ

ん
。
代
用
食
や
、
お
か
ゆ
で
辛
抱
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
毎
日
が
続
い
て
い
ま
す
の

で
、
お
午
か
ら
授
業
が
あ
る
日
も
一
時
間

も
休
み
時
間
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
食
べ

に
帰
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
ま
た
、
食
物

が
不
足
な
お
り
、
闇
市
場
へ
出
入
す
る
よ

う
な
人
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
見

付
け
次
第
処
罰
す
る
か
ら
、
絶
対
に
闇
市

場
へ
は
行
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」

　

ど
ん
ぐ
り
を
集
め
て
パ
ン
に
し
て
も
、

ま
だ
ま
だ
追
い
つ
か
な
い
深
刻
な
食
糧
事

情
、
そ
し
て
、
学
校
で
友
達
と
一
緒
に
昼

を
食
べ
る
こ
と
が
、
生
徒
に
と
っ
て
ど
れ

す
」

12
月
10
日
、「
ど
ん
ぐ
り
は
十
五
日
集
め

る
事
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
森
林

組
合
へ
出
し
て
パ
ン
に
し
て
貰
う
様
に
な

っ
て
い
ま
す
か
ら
皆
出
来
る
だ
け
多
く
集

め
る
様
に
」

　

12
月
19
日
、「
此
の
前
か
ら
皆
さ
ん
に

団
栗
を
拾
っ
て
集
め
て
頂
い
て
大
分
沢
山

に
な
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
五
十
貫
に
足
ら

な
い
の
で
も
う
少
し
頑
張
っ
て
集
め
、
二

十
四
日
の
修
業
式
の
日
に
持
っ
て
く
る
様

に
」

　

目
標
の
50
貫
と
は
お
よ
そ
１
８
８
㌔

㌘
。
ず
い
ぶ
ん
沢
山
の
ど
ん
ぐ
り
で
す
。

実
は
ど
ん
ぐ
り
を
は
じ
め
と
す
る
代
用
食

の
普
及
は
、
戦
時
中
来
、
国
を
挙
げ
て
呼

び
掛
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦

争
が
終
わ
っ
て
三
ヵ
月
。
食
糧
不
足
を
し

の
ぐ
た
め
と
は
い
え
、
い
ま
だ
朝
会
で
何

度
も
生
徒
に
ど
ん
ぐ
り
を
拾
い
集
め
る
よ

う
に
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
校
長

の
心
中
は
、
い
か
ば
か
り
だ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。

　

昭
和
21
年
１
月
19
日
、「
皆
さ
ん
が
一

　

前
回
の
わ
が
ま
ち
歴
史
散
歩
で
紹
介
し

た
秦
野
小
学
校
に
残
さ
れ
て
い
た
資
料
、

「
校
長
訓
諭
録
」。
こ
の
た
び
刊
行
し
た

『
池
田
市
史
』史
料
編
⑪（
現
代
史
資
料
）

で
は
別
の
日
の
校
長
の
訓
話
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。
今
回
も
、
当
時
の
校
長
が
朝
会

で
生
徒
に
話
し
か
け
た
講
話
か
ら
、
戦
後

池
田
の
食
糧
事
情
の
一
片
を
み
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

昭
和
20
年
11
月
24
日
、「
戦
争
中
も
戦

争
後
も
私
達
の
間
で
は
非
常
に
食
糧
が
少

く
毎
日
毎
日
が
足
り
な
い
ま
ま
で
辛
抱
し

て
き
ま
し
た
が
、
今
年
は
特
に
お
米
が
凶

作
で
非
常
に
不
足
に
な
り
、
こ
の
ま
ま
で

行
く
と
五
、
六
、
七
の
三
月
の
間
、
多
く

の
人
が
餓
死
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

切
迫
し
た
食
糧
難
を
切
り
抜
け
る
為
に
池

田
市
は
皆
さ
ん
に
ど
ん
ぐ
り
を
拾
っ
て
貰

っ
て
そ
れ
を
粉
に
し
、そ
れ
で『
だ
ん
ご
』

や
『
パ
ン
』
を
作
っ
て
少
し
で
も
食
糧
難

を
緩
和
す
る
様
に
な
っ
た
の
で
、
皆
、
今

日
か
ら
一
生
懸
命
ど
ん
ぐ
り
を
取
っ
て
二

十
九
日
に
学
校
へ
持
っ
て
き
て
頂
き
ま

す
。
そ
れ
を
学
校
で
ま
と
め
て
粉
に
し
ま 市史編纂だより

さん
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昼
は
食
べ
に
帰
る

『
池
田
市
史
』
史
料
編
⑪

学
校
の
記
録

ど
ん
ぐ
り
を
拾
う
よ
う
に

池
田
市
史

史
料
編
⑩　

近
代
史
資
料

史
料
編
⑪　

現
代
史
資
料

新
修
池
田
市
史

第
１
巻　

地
理
・
考
古
・
古
代
・
中
世
編

第
２
巻　

近
世
編

第
３
巻　

近
代
編

第
４
巻　

現
代
編

第
５
巻　

民
俗
編

別
巻　

年
表
・
索
引
編

5
0
0
0
円

5
0
0
0
円

３
５
0
0
円

４
２
0
0
円

５
４
0
0
円

６
０
0
0
円

４
５
0
0
円

１
５
0
0
円

※
生
涯
学
習
推
進
課
、市
立
歴
史

民
俗
資
料
館
、カ
ル
チ
ャ
ー
プ
ラ
ザ
、

市
民
文
化
会
館
、市
内
一
部
書
店
な

ど
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

▲秦野小学校授業風景（昭和 25年頃）

▲昭和 25年ごろの秦野小学校
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村
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
10
（
１
９
３
５
）
年
こ
の
４
町
村

が
合
併
し
て
新
し
い
池
田
町
が
で
き
た
。

そ
し
て
、
こ
の
新
池
田
町
は
昭
和
14
（
１

９
３
９
）
年
池
田
市
に
変
わ
る
。
大
阪
府

内
で
は
６
番
目
の
市
で
あ
っ
た
。
人
々

は
、
新
し
い
池
田
町
民
へ
、
そ
し
て
池
田

市
民
へ
と
意
識
を
変
え
て
い
く
。
そ
れ
は

手
紙
や
は
が
き
の
住
所
を
書
く
と
き
、
ま

た
、
税
金
を
納
め
る
と
き
、
そ
の
他
、
い

ろ
い
ろ
な
機
会
に
自
ら
が
池
田
市
民
で
あ

る
こ
と
を
感
じ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

　

一
方
、
他
の
地
域
の
人
々
は
ど
の
よ
う

に
し
て
「
池
田
」
の
地
域
的
概
念
を
作
り

上
げ
て
い
っ
た
の
か
。
特
に
、
戦
後
都
市

人
口
の
急
増
す
る
な
か
で
、阪
急
電
鉄「
池

田
駅
」
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
と
思
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
「
池
田
」
と
は
そ
こ
か
ら

始
ま
る
地
域
の
名
前
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
で
は
石
橋
は
？ 

と
い
う
問
題
も

出
て
く
る
。
よ
く
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
池
田
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田

康
徳
）

　

問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市
史

編
纂
（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

貌
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

近
世
、「
池
田
」
は
町
で
あ
っ
た
が
、

建
前
上
は
村
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
徳
川
家

康
が
慶
長
19
（
１
６
１
４
）
年
に
下
し
た

「
禁
制
」
に
は
宛
先
が
「
池
田
村
」
と
さ

れ
て
い
た
。
池
田
村
に
は
そ
の
中
に
22
の

町
が
あ
っ
た
。
立
石
町
・
上
池
田
町
・
宇

保
・
荒
木
町
・
林
口
町
・
田
中
町
・
槻
木

町
・
米
屋
町
・
柳
屋
町
・
米
山
ノ
口
町
・

北
新
町
・
元
新
町
・
新
材
木
町
・
甲
賀
谷

町
・
中
之
町
・
小
坂
前
町
・
西
ノ
口
町
・

大
西
町
・
東
本
町
・
西
本
町
・
内
田
町
・

寺
内
町
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
こ
れ
ら
22

の
町
は
池
田
の
町
で
あ
り
、
池
田
の
町
と

は
こ
れ
ら
町
々
の
総
称
で
も
あ
っ
た
。
ま

さ
に
自
他
と
も
に
認
め
て
い
た
。
た
だ

し
、
大
阪
な
ど
の
都
会
人
か
ら
見
る
と
、

落
語
の
「
池
田
の
猪
買
い
」
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
池
田
に
出
入
り
す
る
人
々
・
地

域
も
ま
た
、
い
さ
さ
か
田
舎
人
と
し
て
だ

が
、
広
く
は
池
田
の
人
・
地
域
と
み
な
さ

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
能
勢
や
奥
川

辺
の
村
々
で
取
れ
る
菊
炭
も
池
田
炭
と
称

さ
れ
た
。

　

で
は
、
現
在
で
は
「
池
田
」
の
地
域
的

概
念
は
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
っ
て
い

る
の
か
。
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
市
制

町
村
制
に
基
づ
く
町
村
が
新
し
く
設
置
さ

れ
た
。
こ
の
と
き
現
在
の
池
田
市
域
に
つ

い
て
は
、
池
田
町
・
細
河
村
・
秦
野
村
・

北
豊
島
村
の
４
町
村
が
置
か
れ
た
。
池
田

町
は
も
ち
ろ
ん
住
民
か
ら
池
田
と
認
識
さ

れ
た
が
、
他
の
３
つ
の
村
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　

池
田
の
歴
史
と
い
う
場
合
、
地
域
的
に

は
ど
ん
な
広
が
り
を
意
識
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
そ
の
地
域
的
広
が
り
は
、

何
を
基
礎
と
し
て
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

地
名
と
し
て
の
「
池
田
」
の
文
献
的
な

初
出
に
つ
い
て
は
確
定
し
が
た
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
の
中
に
お
け

る
国
人
・
池
田
氏
の
登
場
が
、
即
地
名
と

し
て
の
池
田
の
登
場
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
、
15
〜
16
世
紀
に
池
田
氏
の
居
館
が

「
池
田
城
」「
池
田
館
」
と
呼
ば
れ
た
こ

と
は
「
大
乗
院
尋
尊
大
僧
正
記
」
や
「
細

川
高
国
感
状
」の
中
に
見
え
る
。だ
か
ら
、

こ
の
頃
に
は
池
田
氏
の
拠
点
地
域
を
自
他

と
も
に
、
池
田
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
そ
の

広
が
り
は
わ
か
ら
な
い
。

　

さ
て
、
時
代
は
下
る
が
、
17
世
紀
初
頭

の
「
慶
長
国
絵
図
」
に
は
「
池
田
町
」
の

名
前
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
頃
に
は
、
す
で
に
地
域
と
し
て
の
「
池

田
」
の
存
在
が
あ
り
、
し
か
も
都
市
的
相 市史編纂だより

さん

124

「
池
田
」
の
地
名
の
は
じ
ま
り

「
池
田
」
の
意
識

池田の市街地と五月山（手前阪急
「池田」駅）

　

医
療
法
人
マ
ッ
ク
シ
ー
ル
の
運
営
す

る
巽
病
院
（
☎
７
６
３
・
５
１
０
０
、

天
神
１
丁
目
５

－

22
）
が
国
際
的
な
医

療
施
設
評
価
機
構
「
Ｊ
Ｃ
Ｉ
」
の
審
査

を
受
け
、
そ
の
結
果
、
患
者
の
ケ
ア
体

制
な
ど
１
１
４
６
項
目
の
評
価
基
準
を

達
成
し
た
と
し
て
、
1
月
23
日
に
ア
メ

リ
カ
本
部
か
ら
認
定
書
が
授
与
さ
れ
ま

し
た
。

　
Ｊ
Ｃ
Ｉ
は
、
世
界
共
通
の
基
準
を
基

に
し
た
「
患
者
安
全
」「
医
療
の
質
」

な
ど
を
中
心
に
病
院
を
評
価
し
ま
す
。

同
病
院
は
関
西
初
、
国
内
で
は
18
番
目

の
認
証
病
院
と
な
り
ま
し
た
。

　

同
病
院
は
、
今
後
も
患
者
の
た
め
に

医
療
の
質
を
追
求
し
、
地
域
医
療
の
充

実
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

世
界
基
準
の
安
全
性

巽
病
院
が
関
西
初
の
快
挙
！認定書授与の様子

「
池
田
」
と
い
う

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ



　

 

池
田
の
地
域
史
は
い
つ
か
ら

　

 

始
ま
る
の
か

　
池
田
の
地
域
史
の
始
ま
り
は
明
瞭
な

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。日
本
の
歴
史
は
考
古
遺
跡
や

遺
物
の
調
査
研
究
か
ら
、ま
た
文
献
記

録
の
残
る
古
代
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
て

い
る
。一
方
、自
然
的
・
地
理
的
に
見
る

と
、池
田
と
い
う
土
地
は
、多
少
の
変
化

は
あ
っ
た
と
い
え
、は
る
か
以
前
か
ら
今

日
に
ま
で
続
い
て
い
る
。だ
か
ら
、そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
動
き
を
こ
の
池
田
と
い
う

土
地
に
即
し
て
検
討
す
れ
ば
い
い
の
だ

と
。ま
た
、こ
う
し
た
古
い
時
代
の
事
実

は
興
味
も
深
い
。だ
か
ら
、記
述
は
考

古
・
古
代
か
ら
始
め
れ
ば
い
い
し
、な
に

を
い
ま
さ
ら
悩
む
の
か
と
も
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、こ
れ
で
本
当
に
い
い
の
だ
ろ

う
か
。地
域
史
と
は
、人
間
的
・
社
会
的

な
地
域
形
成
の
歴
史
を
解
明
す
る
こ
と

で
あ
る
。地
域
形
成
の
歴
史
と
は
、地
域

の
形
成
に
主
体
的
に
取
り
組
ん
だ
人
々

の
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
。

そ
の
よ
う
な
人
々
の
出
現
、そ
の
よ
う
な

人
々
の
築
い
た
社
会
の
仕
組
み
、そ
の
変

化
、苦
闘
の
物
語
こ
そ
が
地
域
史
と
し

て
の
池
田
の
歴
史
の
中
心
に
な
る
も
の

と
思
う
。こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
、改

め
て「
池
田
の
地
域
史
は
い
つ
か
ら
始
ま

る
の
か
」と
問
う
の
で
あ
る
。

　

 『
新
修
池
田
市
史
』を

　

  

読
み
直
す

　『
新
修
池
田
市
史
』第
１
巻
を
読
み
直

し
て
み
た
。第
３
巻
近
代
編
担
当
者
と

し
て
改
め
て
感
じ
る
が
、力
作
で
あ
る
。

現
代
ま
で
残
さ
れ
た
数
少
な
い
史
料
の

細
部
に
わ
た
る
緻
密
な
検
討
に
は
脱
帽

の
ほ
か
な
い
。し
か
し
、そ
の
た
め
か
、逆

に
要
点
が
不
明
瞭
に
な
っ
た
面
も
生
じ

て
い
る
よ
う
だ
。こ
こ
は
、通
史
本
文
と

関
係
史
料
を
上
記
の
視
点
に
立
っ
て

し
っ
か
り
読
み
直
し
て
み
た
い
。

　
ひ
と
つ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　『
池
田
市
史
』史
料
編
①（
原
始
・
古

代
・
中
世
）の
古
文
書
編
に
は
、４
番
目

と
５
番
目
に
お
い
て
今
の
池
田
地
域
に

関
わ
る
呉
庭
荘
の
開
発
に
伴
う
山
本
荘

内
の
１
町
８
反
の
土
地
の
支
配
権
に
関

す
る
係
争
書
類
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
法
華
堂
領
呉
庭
荘
解
」と「
某
書
状
」

の
２
通
で
あ
る
。書
か
れ
た
の
は
、前
者

は
平
安
時
代
末
期
の
長
寛
３（
１
１
６

５
）年
、後
者
は
年
紀
の
記
載
が
な
い
の

で
確
定
で
き
な
い
が
、そ
の
こ
ろ
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、こ
の
土
地
は
山
本

荘
に
囲
ま
れ
て
い
る
が
、も
と
は
国
衙
の

管
理
す
る
土
地
だ
っ
た
よ
う
で
、呉
庭
荘

に
住
む
人
が
出
挙（
公
租
）を
受
け
負
い
、

や
が
て
荘
園
と
し
て
新
し
く
立
券
し
た

と
こ
ろ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。申
し
出
の

趣
旨
は
、呉
庭
荘
の
関
係
地
と
認
め
ら
れ

て
い
た
の
に
、そ
の
後
権
利
侵
害
さ
れ
た

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。証
拠
の
書
類
も

３
通
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
２
通
の
古
文
書
は
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
が
、第
一
に
読
み
取

る
べ
き
事
実
は
、ま
さ
に
国
衙
や
荘
園
の

中
に
お
い
て
土
地
を
開
発
し
て
い
く
人
々

の
姿
で
は
な
か
ろ
う
か
。地
域
に
根
を
下

ろ
し
、地
域
を
掌
握
し
、地
域
を
つ
く
り

あ
げ
て
い
っ
た
人
々
は
、こ
の
よ
う
に
し
て

こ
の
と
き
確
か
に
池
田
に
暮
ら
し
て
い

た
。で
は
確
か
な
史
料
の
中
に
そ
う
し
た

人
々
は
い
つ
現
れ
て
く
る
か
。大
事
な
点

は
こ
こ
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田

康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

市
史
編
纂（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

地 域 史としての 池 田の 歴 史

わ が ま ち 歴 史 散 歩
市
史
編
纂
だ
よ
り

Vol.125

▲荘園分布図

く
れ
は
の
し
ょ
う

く
れ
は
の
し
ょ
う
げ

こ
く
が

す
い
こ

さ
ん
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遺
跡
が
語
る
地
域
社
会
の

　始
ま
り

　
前
回
は
地
域
史
解
明
の
基
本
視
点
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
い
た
。

　「
地
域
史
と
は
、人
間
的
・
社
会
的

な
地
域
形
成
の
歴
史
を
解
明
す
る
こ
と

で
あ
る
。地
域
形
成
の
歴
史
と
は
、地
域

の
形
成
に
主
体
的
に
取
り
組
ん
だ
人
々

の
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
。

そ
の
よ
う
な
人
々
の
出
現
、そ
の
よ
う
な

人
々
の
築
い
た
社
会
の
仕
組
み
、そ
の
変

化
、苦
闘
の
物
語
こ
そ
が
地
域
史
と
し

て
の
池
田
の
歴
史
の
中
心
に
な
る
も
の

と
思
う
。確
か
な
史
料
の
中
に
そ
う
し
た

人
々
は
い
つ
現
れ
て
く
る
か
。大
事
な
点

は
こ
こ
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」。

　
今
回
は
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
古

代
の
文
献
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
考
古
遺
跡
や
遺
物
の
研
究
か
ら
は
、

Ｂ
Ｃ
３
世
紀
ご
ろ
か
ら
紀
元
前
後
に
か

け
て
方
形
周
溝
墓
を
伴
う
大
集
落
を

営
ん
だ
宮
の
前
遺
跡
の
出
現
が
あ
り
、

４
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
は
池

田
茶
臼
山
古
墳
・
娯
三
堂
古
墳
が
築

造
さ
れ
て
い
る
。池
田
市
地
域
に
古
く

か
ら
人
び
と
が
住
み
、組
織
さ
れ
た
社

会
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。し
か

し
、そ
の
社
会
の
実
態
は
分
か
っ
て
は
い

な
い
。こ
れ
ら
に
関
わ
る
文
献
記
録
は

今
の
と
こ
ろ
出
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

文
字
使
用
の
歴
史
か
ら
見
て
も
、た
ぶ

ん
記
録
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

文
献
記
録
は
池
田
市
地
域
が
そ
の
後

中
央
政
権
の
支
配
下
に
入
り
、や
が
て

中
央
政
権
が
必
要
に
応
じ
て
作
成
し
て

い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

 

佐
伯
部
と
秦
氏

　『
新
修
池
田
市
史
』第
１
巻
で
は
、文

献
史
料
と
し
て
ま
ず
仁
徳
天
皇
の
事
績

と
の
関
わ
り
で
猪
名
県
の
佐
伯
部
の
こ

と
が
出
て
く
る
。高
津
の
宮
の
高
台
で

鹿
の
鳴
き
声
を
め
で
た
天
皇
と
佐
伯
部

の
鹿
肉
献
上
に
関
わ
る
物
語
で
あ
る
。

天
皇
の
勘
気
を
こ
う
む
っ
た
佐
伯
部
は

居
住
地
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
。第
１
巻
で

は
、佐
伯
部
と
は
ど
ん
な
人
び
と
か
が
言

語
学
の
成
果
も
援
用
し
て
検
討
さ
れ

る
。た
だ
し
、肝
心
の
佐
伯
部
が
活
動
し

た
場
所
は
史
料
上
で
は
兎
我
野
の
方
面

と
い
う
だ
け
で
、池
田
市
地
域
と
の
関
わ

り
は
明
確
で
な
い
。

　
池
田
市
地
域
と
関
わ
っ
て
次
に
深
く

検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
秦
氏
の
こ
と
で
あ

る（『
市
史
』第
１
巻
第
３
章
第
１
節
）。

秦
氏
と
は
古
い
時
代
に
朝
鮮
半
島
あ
た

り
か
ら
渡
来
し
た
大
き
な
氏
族
集
団

で
、出
自
は
い
ま
だ
に
決
着
が
つ
い
て
い
な

い
が
、市
史
第
１
巻
で
は
ほ
ぼ
５
世
紀
の

頃
に
は
猪
名
地
方
に
も
進
出
し
た
と
さ

れ
る
。ま
た
、船
匠
や
そ
の
他
生
産
技
能

集
団
と
し
て
活
動
し
た
と
推
測
さ
れ
て

い
る
。二
子
塚
古
墳
や
鉢
塚
古
墳
の
築

造
、そ
し
て
猪
名
津
比
古
神
社（
箕
面

市
）や
伊
居
太
神
社
の
創
建
に
も
関
係

し
て
い
る
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、武
庫
や
猪
名
地
方
に
お
け
る

秦
氏
の
行
動
に
は
や
は
り
霧
の
中
の
感

が
強
い
。決
定
的
な
文
献
史
料
が
見
つ

か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。秦
氏
系
氏
族

の
池
田
市
地
域
進
出

自
体
、武
庫
湊
に
新

羅
が
送
っ
た
船
匠
集

団（
＝
猪
名
部
の
祖
）

が
秦
氏
と
関
係
し
て

い
た
と
い
う
説
を
根
拠

に
、さ
ら
に
推
測
を
重

ね
た
も
の
で
あ
る
。

　
古
代
の
地
域
史
を

文
献
に
基
づ
い
て
描
く
と
い
う
の
は
大

変
難
し
い
の
で
あ
る
。地
域
の
有
り
様

を
中
央
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
記
録
か

ら
し
っ
か
り
読
み
解
き
、史
実
を
確
定

す
る
こ
と
。さ
ら
に
地
域
社
会
に
生
じ

た
変
化
等
々
、解
明
し
て
い
く
こ
と
。こ

れ
ら
の
合
理
的
な
追
求
こ
そ
、今
後
に

残
さ
れ
た
池
田
市
地
域
古
代
史
解
明

の
醍
醐
味
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

市
史
編
纂（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

わ が ま ち 歴 史 散 歩
市
史
編
纂
だ
よ
り

古 代 の 池 田 に 生 き た 人 び とVol.126

▲鉢塚古墳石室内部　※現在、文化財保護のため、
石室内部への立ち入りはできません。ご理解・ご協力を
お願いいたします。

い
な
の
あ
が
た

た
か
き
や

と

が

の

さ
え
き
べ

さ
ん
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平
城
京
に
残
さ
れ
た
下
級
官

　人の
記
録

　
8
世
紀
奈
良
に
京
が
置
か
れ
て
い
た

平
城
京
の
時
代
、そ
こ
に
住
む
人
は
全

部
で
6
万
人
。う
ち
貴
族
と
い
わ
れ
る
五

位
以
上
の
身
分
を
持
つ
人
は
1
6
0

人
、下
級
官
人
は
2
万
人
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。そ
の
う
ち
无
位（
無
位
）の
者
が

1
万
人
、残
り
1
万
人
が
少
初
位
と
呼

ば
れ
る
最
下
級
の
八
位
か
ら
六
位
ま
で

に
ひ
し
め
い
て
い
た
。彼
ら
は
、さ
ま
ざ
ま

な
役
所
に
出
仕
し
日
々
仕
事
に
い
そ
し

ん
だ
。仕
事
は
よ
く
管
理
さ
れ
て
い
た

が
、一
般
の
民
に
課
せ
ら
れ
た
課
役
が
免

ぜ
ら
れ
、労
働
の
対
価
を
受
け
取
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
下
級
官
人
の
働
き
で
京
の

機
能
は
維
持
さ
れ
、豊
か
な
上
級
貴
族

の
暮
ら
し
や
統
治
が
支
え
ら
れ
て
い
た
。

　
1
9
6
6
年
、下
級
官
人
の
勤
務
ぶ

り
を
示
す
考
課
木
簡
が
彼
ら
を
管
理
す

る
役
所
で
あ
っ
た
式
部
省
跡
か
ら
１
万

３
千
点
も
出
土
し
た
。大
変
な
発
見
で

あ
っ
た
。そ
の
中
か
ら
５
１
５
点
に
つ
い
て

分
析
し
た
寺
崎
保
広
氏
の
研
究
に
よ
れ

ば
、彼
ら
の
本
貫
地
と
い
う
か
出
身
地
と

い
う
か
、そ
の
出
自
に
関
わ
る
地
域
は
、

京
が
1
1
5
人
、大
和
国
が
60
人
、山
背

国
が
42
人
、河
内
国
が
86
人
、和
泉
国
が

9
人
、摂
津
国
が
37
人（
う
ち
豊
嶋
郡
は

４
人
）、そ
し
て
こ
れ
ら
畿
内
以
外
の
諸

国
が
1
6
6
人
と
い
う
。

　
ま
さ
し
く
平
城
京
は
諸
国
と
結
び
つ

く
下
級
官
人
の
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
た
。逆
に
言
え
ば
、諸
国
の
有
力

者
も
彼
ら
を
通
じ
て
京
と
結
び
つ
い
て
い

た
の
で
あ
る
。こ
の
人
た
ち
と
本
貫
地
と

の
関
わ
り
、そ
の
意
味
が
具
体
的
に
解

明
さ
れ
れ
ば
古
代
地
域
史
の
認
識
も
飛

躍
的
に
発
展
す
る
だ
ろ
う
。

　
 

豊
嶋
郡
関
係
の
下
級
官
人

　『
新
修
池
田
市
史
』第
１
巻
に
は
、豊

嶋
郡
に
関
わ
る
人
物
で
下
級
官
人
で

あ
っ
た
何
人
か
に
つ
い
て
十
数
ペ
ー
ジ
に

わ
た
り
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
長
年
造
東
大
寺
司
で
写
経
師
と
し
て

働
い
た
嶋
毗
登
浄
浜
と
い
う
人
物
の
記

録
が
あ
る（
正
倉
院
文
書
）。日
々
の
く

ら
し
の
様
子
だ
け
で
な
く
、郷
里
に
住
む

親
の
見
舞
い
に
4
日
の
休
暇
を
願
い
出

た
と
い
う
こ
と
も
分
か
る
。

　
豊
嶋
郡
の
有
力
氏
族
で
郡
司
を
出
し

た
家
柄
の
豊
島（
手
嶋
）連
と
の
関
わ
り

を
想
起
さ
せ
る
手
嶋
連
広
成
の
記
録
も

あ
る
。彼
も
東
大
寺
写
経
所
に
出
仕
し

て
陀
羅
尼
経
を
書
写
し
た
。ま
た
豊
嶋

郡
手
嶋
郷
の
戸
主
避
秦
法
麻
呂
の
戸
口

に
避
秦
諸
上
と
い
う
人
物
が
い
て
同
じ

く
写
経
師
を
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て

い
る
。

　
写
経
師
以
外
で
は
、豊
嶋
郡
内
の
戸

主
倉
真
麻
呂
の
戸
口
で
あ
る
倉
古
麻
呂

が
檜
皮
葺
き
の
技
術
を
持
ち
、造
東
大

寺
司
で
の
仕
事
を
捨
て
、の
ち
に
石
山

寺
鐘
楼
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
こ
と

も
興
味
深
い
。

　
な
お
、下
級
官
人
と
断
定
は
で
き
な
い

が
、豊
嶋
采
女
の
和
歌
も
あ
る
。采
女
と

い
う
の
は
地
方
郡
司
ク
ラ
ス
の
姉
妹
・

娘
か
ら
選
ば
れ
て
後
宮
に
仕
え
た
女
官

で
あ
る
。彼
女
ら
は
そ
の
出
身
地
の
名
で

呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。豊
嶋
采
女

は「
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
今
日
も
か
も

暇
を
な
み
と
里
に
ゆ
か
ず
あ
ら
む
」と
の

歌
を
残
し
て
い
る
。

　
た
だ
、こ
う
し
た
記
録
は
す
べ
て
京
の

方
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
。地
方

か
ら
の
記
録
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。だ
か

ら
地
方
を
見
よ
う
と
す
る
と
、あ
た
か
も

す
り
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
見
る
よ
う
に
ぼ
や

け
て
い
る
。歯
が
ゆ
い
こ
と
こ
の
う
え
も

な
い
の
で
あ
る
。

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

市
史
編
纂（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

わ が ま ち 歴 史 散 歩
市
史
編
纂
だ
よ
り

奈良時代の下級官人と豊嶋郡Vol.127

▲平城京跡（2017年8月29日撮影）

み
や
こ

む  

い

や
ま
し
ろ

ひ
ろ
な
り

も
ろ
か
み

く
ら
の
ま
ま
ろ

ひ
わ
だ
ぶ

こ
こ
う

く
ら
の
こ
ま
ろ

て
し
ま
の
う
ね
め

だ
ら
に
き
ょ
う

さ
け
は
た
の
の
り
ま
ろ

て
し
ま
の
む
ら
じ

ぞ
う
と
う
だ
い
じ
し

し
ま
ひ
と
の
き
よ
は
ま

こ
う
か
も
っ
か
ん

ほ
ん
か
ん
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さ
ん
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鎌
倉
時
代
を
生
き
た
池
田
の

　

 

人
び
と

　『
新
修
池
田
市
史
』第
一
巻
第
七
章
は

日
本
中
世
前
期
の
池
田
を
対
象
と
し
て

い
る
。す
な
わ
ち
12
世
紀
末
鎌
倉
時
代

の
始
ま
り
か
ら
14
世
紀
末
南
北
朝
の
終

わ
り
ま
で
、約
2
0
0
年
間
の
池
田
地

域
に
登
場
す
る
人
び
と
と
彼
ら
の
行
動

の
社
会
的
背
景
が
語
ら
れ
る
。こ
の
号
で

は
そ
の
前
半
、鎌
倉
時
代
の
池
田
の
記

述
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
述
べ
て
み

よ
う
。

　
記
述
は
３
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。1

は「
幕
府
の
成
立
と
池
田
地
方
」、2
は

「
承
久
の
乱
と
池
田
地
方
」、3
は「
荘
園

村
落
の
展
開
」で
あ
る
。こ
の
う
ち
1
と

2
は
源
平
合
戦
と
そ
の
後
生
じ
た
承
久

の
乱
と
い
う
日
本
全
体
の
大
き
な
歴
史

の
う
ね
り
の
中
で
躍
動
し
、翻
弄
さ
れ
る

摂
津
多
田
源
氏
に
関
わ
る
人
び
と
の
動

き
が
実
に
手
に
汗
握
る
が
ご
と
く
に
描

か
れ
て
い
る
。こ
れ
に
ひ
き
か
え
、3
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
ロ
ー
カ
ル
な
、土
地
を

め
ぐ
る
権
利
の
主
張
と
葛
藤
が
叙
述
の

中
心
で
あ
る
。し
か
し
、私
は
こ
の
3
の

方
の
記
述
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
。そ
れ

は
、1
・
2
で
語
ら
れ
た
摂
津
多
田
源

氏
に
関
わ
る
多
彩
な
人
び
と
の
行
動
の

ま
さ
に
地
域
的
・
歴
史
的
基
盤
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

 

文
書
と
そ
の
管
理

　
池
田
の
地
域
に
暮
ら
し
た
人
び
と
が

自
分
の
主
張
を
自
分
の
文
で
表
現
し
た

最
初
の
文
書
・
記
録
は
、今
わ
か
っ
て
い

る
限
り
で
、市
史
編
纂
だ
よ
り
1
2
5

号
で
紹
介
し
た「
法
華
堂
領
呉
庭
荘
解
」

と「
某
書
状
」の
２
通
で
あ
る
。前
者
が

書
か
れ
た
の
は
平
安
時
代
末
期
の
長
寛

3（
1
1
6
5
）年
、後
者
も
ほ
ぼ
そ
の

頃
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
２
通
の
文
書
が
地
域
の
歴
史
を

考
え
る
う
え
で
大
事
な
の
は
、地
域
に
生

き
る
人
び
と
が
自
分
の
意
思
を
自
分
で

文
章
に
表
現
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
両
者
と
も
山
本
荘
に
囲
ま
れ
た
あ
る

土
地
が
呉
庭
荘
の
開
発
地
で
あ
る
こ
と

を
中
央
の
貴
族
に
主
張
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。そ
の
主
張
は
直
截
で
あ
り
、土

地
を
開
き
、守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
地
域

の
人
び
と
の
強
い
意
欲
が
伝
わ
っ
て
く

る
。し
か
し
、こ
の
２
通
の
文
書
は
、と
も

に
提
出
さ
れ
て
2
年
も
た
た
な
い
う
ち

に
摂
関
家
の
家
司
で
あ
る
平
信
範
の
日

記（『
兵
範
記
』）用
に
そ
の
裏
面
が
再
利

用
さ
れ
て
い
た
。つ
ま
り
、あ
っ
と
い
う
間

に
用
済
み
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

 

公
共
性
と
し
て
の
国
家
の

　

 

不
在

　
さ
て
、中
世
前
期
、前
述
3
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
地
域
の
ひ
と
つ
に
宇

保
を
含
む
呉
庭
荘
が
あ
っ
た
。時
期
は

承
元
2（
1
2
0
8
）年
か
ら
文
応
2

（
1
2
6
1
）年
ま
で
。土
地
は
豊
嶋
北

条
宇
保
村
十
九
条
二
里
三
十
四
坪
一
段
、

同
二
里
十
六
坪
内「
呉
庭
の
里
」一
段
、そ

し
て
同
三
里
三
坪
内「
呉
庭
の
田
」一
段

で
あ
る
。ま
た
、こ
れ
ら
の
土
地
の
売

買
・
寄
進
に
関
わ
っ
て
は
土
師
正
成
な

る
人
物
、清
原
氏
女
、西
阿
弥
陀
仏（
勝

尾
寺
の
代
理
人
）そ
し
て
比
丘
尼
専
阿

弥
陀
仏
、そ
の
作
人
専
念
、呉
庭
荘
下

司
宗
景
ら
が
登
場
し
て
く
る
。

　
文
応
元
年
か
ら
同
2
年
が
紛
争
の
時

期
で
あ
る
。こ
の
と
き
の
当
事
者
は
専
念

と
勝
尾
寺
衆
徒
。専
念
の
貢
納
物
未

進
・
土
地
横
領
が
追
求
さ
れ
て
証
拠
書

類
の
存
否
・
正
否
が
問
題
と
さ
れ
た
。

こ
の
と
き
当
事
者
た
ち
は
自
分
で
証
拠

書
類
を
保
存
し
、そ
れ
で
相
手
と
対
決

し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
記
録
は

勝
尾
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
き
た
。

　
中
世
に
は
個
人
の
権
利
に
関
わ
る
文

書
を
地
域
の
人
び
と
が
作
り
始
め
た
が
、

そ
う
し
た
権
利
を
根
拠
づ
け
る
文
書
を

公
的
な
力
で
保
護
し
管
理
す
る
強
力
な

権
力
機
構
の
未
成
熟
と
い
う
時
代
状
況

も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

市
史
編
纂（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

わ が ま ち 歴 史 散 歩
市
史
編
纂
だ
よ
り

文書の管理から見る中世史Vol.128

▲宇保の観音さん（禅城寺、昭和41年頃）

ほ
っ
け
ど
う
り
ょ
う
く
れ
は
の
し
ょ
う
げ

た
い
ら
の
の
ぶ
の
り

く
れ
は
の
し
ょ
う

さ
ん

へい
は
ん
き

ち
ょ
く
せ
つ

ほ
ん
ろ
う

う 

ほ

は
じ
ま
さ
し
げ

し

げ
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専
阿
弥
陀
仏
の
田
地
寄
進

　前
回
に
続
き
、今
回
も
地
域
に
暮
ら

し
た
人
の
意
思
が
伝
わ
る
鎌
倉
時
代
の

文
書
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　勝
尾
寺（
箕
面
市
）に
は
比
丘
尼（
出

家
し
て
僧
に
な
っ
た
女
性
）で
あ
る
専
阿

弥
陀
仏
が
、宝
治
2
年（
1
2
4
8
）4

月
13
日
勝
尾
寺
に「
豊
嶋
北
条
仲
川
原

村
」の
土
地
一
反
を
寄
進
す
る
と
の
文
書

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。「
仲
川
原
村
」に
つ

い
て
は
、そ
の
文
字
の
横
に「
宇
保
」と
別

字
で
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。ま
た
文
書

を
折
り
た
た
ん
だ
端
の
裏
に
は「
く
れ
は

の
田
寄
進
状
案
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
宇
保
に
関
わ
り
、「
く
れ
は
の
荘
」

に
関
わ
る
土
地
な
の
で
し
ょ
う
。

　専
阿
弥
陀
仏
は
別
に
丹
波
国
船
井

荘
内
1
町
9
反
も
勝
尾
寺
に
寄
進
し
て

い
ま
す
。財
産
家
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。ち

な
み
に
、こ
う
し
た
寺
社
へ
の
寄
進
は
両

親
の
菩
提
と
自
ら
の
極
楽
往
生
を
願
う

た
め
と
し
て
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。　

 

文
応
元
〜
2
年
の
紛
争

紛
争
は
文
応
元
〜
2
年（
1
2
6
0
〜

6
1
）に
摂
津
国
右
馬
寮
牧
領
与
町
の

2
反
お
よ
び
東
光
寺
領
1
反
の
年
貢
の

納
入
に
関
わ
っ
て
生
じ
ま
し
た
。い
ず
れ

も
宝
治
2
年
4
月
13
日
に
寄
進
を
受
け

た
勝
尾
寺
が
、こ
れ
ら
の
土
地
の
作
人
で

あ
る
専
念
が
そ
れ
を
納
め
ず
に
横
領
し

て
い
る
と
し
て
訴
え
た
も
の
で
す
。専
念

は
、今
は
亡
き
元
の
所
有
者
専
阿
弥
陀

仏
が
自
分
の
た
め
に
書
い
て
く
れ
た
そ
の

土
地
の
譲
り
状
を
持
っ
て
い
る
と
主
張

し
て
年
貢
未
進
を
正
当
化
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
専
阿
弥
陀
仏
の
勝
尾
寺
へ
の「
寄

進
」は
、年
貢
受
取
権
の
寄
進
で
あ
っ
て
、

彼
女
の
死
後
も
う
消
え
て
い
る
と
い
う

の
で
す
。

　紛
争
に
伴
う
対
決
は
前
後
2
回
。1

回
目
は
右
馬
寮
牧
下
司
信
念
が
担
当

し
、2
回
目
は
呉
庭
荘
下
司
宗
景
が
裁

決
を
下
し
ま
し
た
。1
回
目
は
勝
尾
寺
、

2
回
目
は
専
念
の
勝
ち
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
経
過
と
相
互
の
主
張
に
つ
い
て
は
、

勝
尾
寺
文
書
に
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い

ま
す（『
池
田
市
史
』史
料
編
①
に
翻
刻

文
）。中
世
と
い
う
時
代
特
有
の
制
度
や

習
慣
に
つ
い
て
の
知
識
も
求
め
ら
れ
難

解
で
す
が
、一
読
す
れ
ば
、勝
尾
寺
僧
侶

は
よ
く
こ
れ
だ
け
の
両
者
の
主
張
を
ま

と
め
、さ
ら
に
自
己
の
主
張
を
展
開
で
き

た
と
感
心
し
ま
す
。当
時
の
地
域
に
暮

ら
す
人
び
と
の
権
利
主
張
の
強
さ
、ま

た
そ
の
知
的
水
準
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

 

文
書
を
書
い
た
の
は
？

　と
こ
ろ
で
、こ
れ
ら
の
記
録
を
読
む

中
で
ふ
と
気
付
い
た
の
で
す
が
、土
地
の

権
利
に
関
す
る
文
書
を
自
分
で
は
書
い

て
い
な
か
っ
た
当
事
者
も
多
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
始
め
ま
し
た
。

　そ
れ
を
示
す
一つ
の
史
料
が「
定
智
房

書
状
案
」（
史
料
編
①
古
文
書
篇
一
六
）

の
記
述
で
す
。こ
の
書
状
は
、紛
争
当
事

者
双
方
か
ら
実
書
か
謀
書
か
が
問
わ
れ

た
二
つ
の
文
書
に
つ
い
て
鑑
定
し
た
も
の

で
す
。ま
ず
専
阿
弥
陀
仏
が
勝
尾
寺
に

与
え
た
と
い
う「
寄
進
状
」に
つ
い
て
は

「
手
跡
西
教
死
去
一
筆
な
り
、判
形
故
専

阿
弥
陀
仏
同
判
な
り
、よ
っ
て
実
書
」と

し
、次
に
作
人
専
念
の
主
張
す
る
専
阿

弥
陀
仏
の
譲
り
状
に
つ
い
て
は「
手
跡

は
、専
阿
弥
陀
仏
祇
候
人
尼
唯
信
房
現

存
執
筆
な
り
、判
形
は
専
阿
弥
陀
仏
御

判
な
り
、し
か
れ
ば
実
書
」と
記
し
て
い

ま
す
。

　つ
ま
り
寄
進
者
専
阿
弥
陀
仏
は
自
分

で
文
書
を
書
い
て
い
な
い
の
で
す
ね
。彼

女
は
花
押
は
書
い
た
が
、文
字
は
名
前
か

ら
判
断
し
て
ど
う
も
勝
尾
寺
の
僧
と
か

自
分
の
影
響
下
に
あ
る
尼
に
書
か
せ
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　一
般
に
こ
の
時
代
、地
域
に
お
い
て
書

か
れ
た
筋
の
通
っ
た
文
書
は
、多
く
は
、

教
養
人
で
あ
る
僧
侶
な
ど
に
一
任
し
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
れ
が
今
日
に
残

る
形
の
整
っ
た
達
筆
の
中
世
古
文
書

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　な
お
、も
う
一
人
の
当
事
者
専
念
は
こ

の
点
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。専
念
は

呉
庭
荘
の
文
書
担
当
者
と
も
い
う
べ
き

公
文
で
し
た
。何
か
書
い
て
い
て
も
不
思

議
で
は
な
い
の
で
す
が
、な
ぜ
か
見
当

た
っ
て
い
ま
せ
ん
。な
ぞ
で
す
ね
。

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

市
史
編
纂（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

わ が ま ち 歴 史 散 歩
市
史
編
纂
だ
よ
り

中世の土地関係文書はだれが書く？Vol.129

▲勝尾寺
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だ
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ぶ
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の
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ょ
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じ
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宗
教
意
識
の
あ
り
よ
う

　
前
回
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
勝
尾
寺

（
箕
面
市
）へ
の
土
地
寄
進
に
関
わ
っ
て
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
論
じ
ま
し
た
。そ
の
中

で
、財
産
を
持
ち
裕
福
な
人
の
、寺
社
へ

の
寄
進
は
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
と
も

指
摘
し
ま
し
た
。で
は
こ
の
時
代
、池
田

の
地
域
に
生
き
た
人
び
と
は
宗
教
的
な

救
済
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。地
域
史
と
し
て
解
明
す
べ
き

課
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　『
新
修
池
田
市
史
』第
１
巻
で
は
、平

安
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
作
ら

れ
た
市
内
所
在
の
仏
像
に
つ
い
て
、一
体

一
体
、詳
し
い
解
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。し

か
し
、そ
う
し
た
仏
像
を
安
置
し
祈
っ
た

人
び
と
の
行
為
と
そ
の
思
い
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

 

土
地
寄
進
状
の
記
載

　
寺
院
へ
の
土
地
寄
進
状
に
は
、そ
う
し

た
寄
進
を
行
う
理
由
に
つ
い
て
、実
は
さ

ま
ざ
ま
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。今
回
は

こ
こ
に
着
目
し
、そ
こ
か
ら
わ
か
る
宗
教

的
な
意
識
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
と

思
い
ま
す
。

　
最
初
は
嘉
禄
３（
１
２
２
７
）年
、久
安

寺
に
差
し
出
し
た「
尼
浄
法
賀
茂
村
畑

地
寄
進
状
」（
史
料
編
①
の
古
文
書
篇

11
）で
す
。こ
こ
で
は
賀
茂
村（
現
川
西

市
）の
畑
２
反
を
寄
進
す
る
理
由
と
し

て「
比
丘
尼
浄
法
現
当
二
世
を
成
就
す

る
た
め
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
現
当
」と

は
、今
生
き
て
い
る
世（
現
）と
死
後
行
く

世（
当
）の
二
世
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。

　
次
に
、前
回
も
引
用
し
た
比
丘
尼
専

阿
弥
陀
仏
の
勝
尾
寺
宛
て
寄
進
状
を

見
ま
す（
同
13
、勝
尾
寺
文
書
）。こ
こ
で

は「
右
の
志
は
、二
親（
父
母
）を
は
じ
め

有
縁
・
無
縁
の
法
界
衆
生
の
平
等
利

益
、ま
た
併
せ
て
自
分
の
臨
終
正
念
、往

生
極
楽
の
望
み
を
成
就
円
満
と
す
る
た

め
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。宝
治
２（
１
２

４
８
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
正
嘉
元（
１
２
５
７
）年
に
は
沙
弥
光

阿
が
寿
命
寺
に
差
し
出
し
た
山
本
庄
の

田
１
反
の
寄
進
状
が
残
さ
れ
て
い
ま
す

（
同
15
、寿
命
寺
文
書
）。こ
こ
で
は「
当

寺
は
二
親
の
墓
所
な
の
で
志
す
こ
と
が

あ
っ
て（
寄
進
を
）申
し
出
た
」と
あ
り
ま

す
。

　
弘
安
元（
１
２
７
８
）年
に
は
沙
弥
道

念
が
寿
命
寺
に
仏
性
田
３
０
０
歩
を
寄

進
し
、「
右
の
志
は
沙
弥
道
念
現
世
安

穏
・
後
生
善
処
、か
つ
二
親
往
生
極
楽

な
い
し
法
界
衆
生
平
等
利
益
の
た
め
」と

記
し
て
い
ま
す（
同
20
、寿
命
寺
文
書
）。

　
い
ず
れ
も
、財
産
を
寄
進
し
、そ
の
見

返
り
に
自
己
な
い
し
は
肉
親
の
、さ
ら
に

は
そ
の
周
り
の
人
び
と
の
極
楽
往
生
を

願
っ
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
人
び
と
が
池

田
や
そ
の
周
辺
に
も
た
く
さ
ん
暮
ら
し

て
い
た
の
で
す
。

　

 

国
家
や
領
主
の
安
泰
祈
願

　
と
こ
ろ
で
、永
仁
４（
１
２
９
６
）年
の

源
久
恵
所
当
米
寄
進
状（
同
21
、久
安

寺
文
書
）に
は
、そ
の
理
由
書
き
に
お
い

て「
併
せ
て
天
長
地
久
・
国
主
平
安
」

と
い
う
文
字
が
、い
つ
も
の
文
言
と
並
ん

で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。元
寇
を
受
け
幕

府
が
諸
国
社
寺
に
異
国
降
伏
を
祈
ら
せ

る
指
示
を
出
し
た
の
が
正
応
４（
１
２
９

１
）年
２
月
。こ
れ
を
受
け
た
も
の
で

し
ょ
う
。

　
宗
教
的
な
願
い
の
う
ち
に
個
人
の
幸

福
を
超
え
た
社
会
や
領
主
な
ど
大
き

な
も
の
へ
の
思
い
が
示
さ
れ
て
く
る
の
で

す
。

　
し
か
し
、こ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
な

く
、こ
の
後
、有
力
大
名
な
ど
の
寄
進
状

に
こ
う
し
た
国
家
や
領
主
の
安
泰
を
願

う
文
例
が
池
田
に
お
い
て
も
増
え
て
き

ま
す
。寺
院
が
そ
れ
自
体
権
威
だ
っ
た

状
況
か
ら
、鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
よ
り

強
い
幕
府
や
大
名
の
統
制
下
に
組
み
込

ま
れ
て
い
く
状
況
も
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

市
史
編
纂（
☎
７
５
４
・
６
６
７
４
）

※
２
月
１
日
号
で「
祇
候
人
」と
あ
る
の

は「
祗
候
人
」の
誤
り
で
し
た
。お
詫
び

し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

わ が ま ち 歴 史 散 歩
市
史
編
纂
だ
よ
り
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▲寿命寺への寄進状（寿命寺文書）

さ
ん

ほ
っ
か
い
し
ゅ
じ
ょ
う

び
く
に

し
ゃ
み

げ
ん
こ
う

ぶ
っ
し
ょ
う
で
ん

342 0 1 8 . 4  広 報  い け だ
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