
 

                                

 
 

 

「
と
ー
さ
ん
、
お
城
見
に
来
た
ん
？
」
と
六
歳
に
な
る
息
子
が

い
つ
も
の
よ
う
に
質
問
攻
め
を
始
め
た
。
「
滝
が
作
れ
る
百
階
建

て
の
レ
ン
ガ
の
お
城
や
な
ー
」
と
子
供
ら
し
い
発
想
で
続
い
た
。 

城(

豊
稔
池)

の
直
下
に
立
ち
、
そ
の
姿
を
見
上
げ
る
と
、
ア
ー

チ
状
の
止
水
壁
が
複
数
連
な
り
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
城
を
思

わ
せ
、
見
る
人
に
そ
の
風
格
を
漂
わ
せ
る
。
反
り
立
つ
城
壁
に
圧

巻
さ
れ
、
顔
を
上
げ
る
と
同
時
に
開
い
た
口
が
開
い
た
ま
ま
に
な

っ
て
し
ま
う
程
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
た
め
池
百
選
に
も
選
ば
れ
て

い
る
日
本
最
古
の
石
積
式
た
め
池
で
、
国
の
重
要
文
化
財
に
も
指

定
さ
れ
て
い
る
。 

「
い
つ
誰
が
作
っ
た
ん
？
」
と
、
滝
（
サ
イ
フ
ォ
ン
か
ら
流
れ

出
る
放
水
）
の
音
に
か
き
消
さ
れ
な
が
ら
矢
継
ぎ
早
に
次
の
質
問

が
耳
に
入
っ
て
き
た
。 

記
録
に
よ
る
と
、
大
正
十
五
年
に
着
工
し
て
、
わ
ず
か
三
年
八

ケ
月
後
の
昭
和
四
年
三
月
に
多
く
の
労
力
を
注
ぎ
完
成
し
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。 

 
豊
稔
池
の
ユ
ル
抜
き
は
、
毎
年
七
月
中
下
旬
に
行
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
池
へ
の
流
入
量
が
多
く
な
っ
た
時
に
は
、
こ
の
写
真

の
よ
う
に
自
然
放
水
が
見
ら
れ
、
プ
ロ
ア
マ
を
問
わ
ず
多
く
の
写

真
愛
好
家
が
こ
の
地
に
足
を
運
ん
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て
い

る
。 

 

「
大
人
に
な
っ
た
ら
僕
も
百
階
建
て
の
家
を
建
て
る
け
ん
楽
し

み
に
し
と
っ
て
な
ー
」
と
語
り
か
け
て
く
る
言
葉
に
、
頼
も
し
さ

を
感
じ
つ
つ
、
こ
の
歴
史
溢
れ
る
素
晴
ら
し
い
た
め
池
に
親
子
で

触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
と
思
え
た
。 

 

 

豊
稔
池
の
上
流
に
は
、
弘
法
大
師
に
纏
わ
る
「
法
泉
寺
」
が
あ

り
、
十
一
月
に
は
も
み
じ
祭
り
が
開
か
れ
る
ほ
ど
見
事
な
紅
葉
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
名
所
と
し
て
有
名
で
す
。
ま
た
、
豊
稔
池
の

横
で
毎
月
、
第
三
日
曜
日
に
開
か
れ
る
「
や
ま
び
こ
市
」
で
は
、

地
域
の
農
産
物
な
ど
の
販
売
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
皆
様
も
是
非

ご
家
族
で
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

（
西
讃
土
地
改
良
事
務
所
） 

 
豊
ほう

稔
ねん

池
いけ

は、お城なん？ ―歴史溢れる地域遺産― 

第三日曜日に開催される｢やまびこ市｣ 

高品質な野菜を格安で販売！ 豊稔池のユル抜き

豊稔池の自然放水 

● 豊稔池 

法泉寺  


