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蔵重遺跡と十郎ヶ池
西田 孝司（松原市文化財保護審議会）

三
宅
東
公
園
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

奈
良
時
代
建
物
群
と
近
世
た
め
池

　
府
立
松
原
高
校（
三
宅
東
）の
西
側
で
、
三

宅
東
公
園
の
北
側
一
部
が
七
月
に
開
園
し
ま

し
た
。
こ
の
公
園
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
の
ま
ち
松

原
」
を
め
ざ
す
市
が
天
然
芝
や
人
工
芝
の
あ

る
多
目
的
広
場
を
つ
く
り
、
子
ど
も
か
ら
元げ

ん

希き

者も
ん（
高
齢
者
）ま
で
、
幅
広
く
ス
ポ
ー
ツ
が

楽
し
め
る
エ
リ
ア
と
し
た
も
の
で
す
。早
速
、

多
く
の
人
々
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
汗
を
な
が
し

て
い
ま
す
。

　
多
目
的
広
場
の
東
隣
り
に
は
、
健
康
遊
具

が
備
え
ら
れ
、
ま
た
、
休
憩
用
の
あ
づ
ま
や

も
つ
く
ら
れ
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
も
な
っ

て
い
ま
す
。
次
年
度
に
は
、
南
区
域
も
完
成

す
る
予
定
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
所
は
昭
和
二
十
年
代

ま
で
、
十

じ
ゅ
う

郎ろ
う

ヶが

池い
け

と
い
う
三
宅
地
区
の
灌
漑

池
で
し
た
。
三
宅
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
の

慶け
い

長ち
ょ
う

五
年（
一
六
〇
〇
）、
広
大
な
大お

お

海が
い

池い
け

（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」
90
）
が
掘
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
農
業
生
産
の
増
加
と
と

も
に
、
た
め
池
が
必
要
と
な
り
、
大
海
池
の

下し
も
の
北
側
に
十
郎
ヶ
池
・
菰こ
も
池い
け
や
、
西
北
側

に
酒さ

か

蓋ぶ
た

池い
け

、
西
側
に
馬ば

場ば

池い
け

も
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
十
郎
ヶ
池
は
、
宝ほ

う

暦れ
き

十
年

（
一
七
六
〇
）九
月
の「
三
宅
村
明め

い

細さ
い

帳ち
ょ
う」に

、

「
長
八
拾
間け

ん
、
横
七
拾
八
間
四
尺
七
寸
」と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
飛ひ

嘉か

恵え

」と
記
す

弘こ
う

化か

三
年（
一
八
四
六
）以
後
に
書
か
れ
た
三

宅
村
の
史
料
に
よ
る
と
、
十
郎
ヶ
池
は
元げ

ん
禄ろ
く

年
間（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
）
以
前
に
掘

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
土
砂
の
埋
積
が
ひ
ど

か
っ
た
の
で
、
元
禄
十
二
年（
一
六
九
七
）、

池
の
南
に
屯み

倉や
け
神
社（
三
宅
中
）の
御ご

供く

田で
ん
を

つ
く
り
ま
し
た
。
氏
神
に
供
え
る
米
な
ど
を

生
産
す
る
新し

ん
田で
ん
、
つ
ま
り
十
郎
ヶ
池
新し
ん
開か
い
が

開
拓
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
大
海
池
の
北
側

に「
神か

楽ぐ
ら
田で
ん
」の
小こ

字あ
ざ
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
る
と
、
こ
こ

で
は
十
郎
ヶ
池
が
掘
ら
れ
る
九
五
〇
年
ほ
ど

前
の
奈
良
時
代
か
ら
、
近
世
に
至
る
遺
構
や

遺
物
が
市
教
育
委
員
会
の
調
査
で
、
次
の
よ

う
に
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
松
原
高
校
を
含

む
土
地
の
小
字
を「
蔵く

ら
重し
げ
」と
よ
ん
で
い
ま
す

の
で
、
蔵
重
遺
跡
と
命
名
し
て
い
ま
す
。

（
一
）　
奈
良
時
代
の
掘ほ

っ

立た
て

柱ば
し
ら

建
物
を
囲
む

　
柵
や
溝
、
軒の

き

丸ま
る

瓦が
わ
ら、
軒の
き

平ひ
ら

瓦が
わ
ら、
丸ま
る

瓦が
わ
ら、　

　
平ひ

ら

瓦が
わ
ら、

土は

師じ

器き

・
須す

恵え

器き

の
坏つ

き
や
皿

（
二
）　
中
近
世
の
井
戸

（
三
）　
近
世
初
頭
に
築
造
さ
れ
た
十
郎
ヶ
池

　
の
一
部

　
見
つ
か
っ
た
埋
蔵
文
化
財
は
、
こ
こ
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
三
宅
東
公
園
出
入

口
に
西
接
し
て
、「
竣
工
之
碑
」（
平
成
十
四
年

六
月
）
と
刻
ま
れ
た
立
派
な
石
碑
が
建
っ
て

い
ま
す
。
公
園
の
西
側
は
整
然
と
区
画
さ
れ

た
一
面
の
田
畑
で
す
が
、
こ
れ
は
地
元
の
三

宅
町
土
地
改
良
区
が
東
地
区
南
圃ほ

場じ
ょ
う

整
備

事
業
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
時
の
教
育
委
員
会
の
予
備
調
査
で

も
、
奈
良
時
代
の
掘
立
柱
建
物
群
と
溝
跡
な

ど
が
検
出
し
、
土
師
器
坏
・
皿
・
甕か

め
、
須
恵

器
・
壺つ

ぼ
、
円え
ん

面め
ん
硯け
ん（
円
形
の
硯す
ず
り）、
軒
平
瓦
な

ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
掘
立
柱
建
物
跡
や
溝
跡
は
、
規
模

も
大
き
く
、
ま
た
、
一
般
農
民
が
使
用
で
き
な

い
瓦

か
わ
ら
葺ぶ

き
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
、
役
人
あ
る

い
は
氏
族
が
用
い
た
と
思
わ
れ
る
円
面
硯
が
発

見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
は
役
所
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
奈
良
時
代
、
同
地

は
丹た

比じ
ひ
郡
三
宅
郷ご
う
で
し
た
の
で
、
今
の
市
町
村

庁
舎
、
つ
ま
り
三
宅
村
役
場
と
で
も
い
え
る

で
し
ょ
う
か
。

　
研
究
者
の
な
か
に
は
、
奈
良
時
代
の
正

し
ょ
う

倉そ
う

院い
ん
に
伝
わ
る
文
書
に
、
三
宅
郷
に
上
か
み
つ

道み
ち

氏
と

い
う
有
力
者
が
居
住
し
て
い
た
と
あ
り
ま
す

の
で
、
こ
の
氏
族
の
居き

ょ
館か
ん（
屋
敷
）
と
見
る
考

え
も
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
蔵
重
遺
跡
の
現

三
宅
東
公
園
に
隣
接
す
る
西
側
か
ら
見
つ
か

り
、
時
代
的
に
も
同
じ
性
格
の
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
の
で
、
蔵
重
西
遺
跡
と
名
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
な
お
、
三
宅
東
公
園
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

十
郎
ヶ
池
の
す
ぐ
西
、
東
地
区
南
圃
場
整
備

事
業
に
と
り
こ
ま
れ
た
菰
池
は
、
埋
め
た
て

ら
れ
て
フ
ェ
ン
ス
で
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
屯
倉
神
社
前
の
馬
場
池
は
三
宅
町
土

地
改
良
区
や
Ｊ
Ａ
が
建
ち
、
酒
蓋
池
も
三
西

町
会
児
童
公
園
西
側
の
工
場
と
な
る
な
ど
、

い
ず
れ
も
埋
め
た
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
古
代

か
ら
脈
々
と
つ
な
が
る
三
宅
の
歴
史
の
中
で
、

現
代
の
生
活
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

▲オープンした三宅東公園
（三宅東4丁目）　西側から撮影。
後方は松原高校。
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▲発掘された奈良時代の掘立柱建物の柵列跡（市
教育委員会提供）右は西側から撮影。道をはさんだ
建物は府立松原高校（三宅東3丁目）。左は南側から
撮影。

▲「三宅町土地改良区営　
東地区南圃場整備事業　
竣工之碑」（三宅東４丁目）
東側から撮影。


