
江
戸
時
代
後
半
の
河
内
大
塚
山
古
墳

下
ノ
池･

上
ノ
池
の
土
地･

用
水
図

　
昨
秋
、
西
大
塚
公
民
館
で
地
元
主
催
の
講
演
会

に
招
か
れ
、
河
内
大
塚
山
古
墳
の
話
し
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
際
、
杉
中
雅
洋
さ
ん
か

ら「
家
に
西
大
塚
村
の
絵
図
が
あ
っ
た
」と
い
う
こ

と
で
、
持
参
さ
れ
ま
し
た
。
拝
見
す
る
と
年
号
は

入
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
河か
し
ゅ
う刕

丹た
ん
ぼ
く北

郡
西
大

塚
村
麁そ

絵
図
」
と
あ
り
、
西
大
塚
村
の
隣
村
の
松

原
村
上
田
や
新
堂
、
立
部
村
の「
御
殿
様
」と
し
て

西
大
塚
村
と
同
じ
と
記
し
て
い
ま
す
。
西
大
塚
村

な
ど
は
正

し
ょ
う

徳と
く

二
年（
一
七
一
二
）に
そ
れ
ま
で
幕
府

領
で
し
た
が
、
以
後
幕
末
ま
で
関
東
の
大
名
、
つ

ま
り
殿
様
で
あ
っ
た
秋あ
き
も
と元
氏
の
領
地
と
な
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
江
戸
時
代
後
半
の
大
変
貴
重
な
も

の
と
わ
か
り
ま
し
た
。
居き
ょ
そ
ん村
･
道
筋
･
池
･
森
な

ど
が
色
分
け
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
特
に
絵
図
で
は
、
居
村
の
回
り
の
田
畑
は
省
略

す
る
の
に
対
し
、
河
内
大
塚
山
古
墳
の
土
地
利
用

を
こ
ま
か
く
描
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
陵
り
ょ
う

墓ぼ

で
は

な
く
、
西
大
塚
村
の
農
民
の
畑
の
等
級
や
反た
ん
べ
つ別

、

耕
作
者
を
明
記
し
た
も
の
で
す
。
今
で
こ
そ
、
墳ふ

ん

丘き
ゅ
うは

木
々
で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
は

絵
図
に
よ
る
と
、
南
側
の
後
円
部
中
腹
か
ら
頂
上

に
か
け
て
の
み
森
と
な
り
、
頂
上
に
は
氏
神
の
大

塚
社（
天
満
宮
）
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
、
後
円
部
下
段
や
北
側
の
前
方
部
は
西
大
塚

村
の
農
民
た
ち
が
開
墾
し
た
畑
で
し
た
。し
か
し
、

後
円
部
側
は
下
畑
や
下
々
畑
と
あ
り
、
耕
作
に
は

あ
ま
り
適
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
方
、
前
方

部
西
側
は
上
畑
と
あ
り
、
耕
作
地
と
し
て
大
い
に

利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
墳
丘
は
濠
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
北
側

は
北
池
と
よ
ば
れ
、「
西に
し
が
わ川
村
･
一
津
屋
村
・

丹た
ん
下げ

村
用
水
」と
あ
り
ま
す
。
市
域
の
一
津
屋

を
は
じ
め
、
現
羽
曳
野
市
恵
我
之
荘
の
西
川
・

丹
下
地
区
の
灌
漑
池
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
西
側
の
濠
も
西
池
と
よ
ば
れ
、
同

じ
く「
西
川
村
・
丹
下
村
･
一
津
屋
村
用
水
」

と
記
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
古
墳
の
下

手
に
あ
た
る
三
村
に
と
っ
て
、
古
墳
の
濠
も

田
畑
を
潤
す
大
切
な
た
め
池
だ
っ
た
の
で
す
。

　
墳
丘
内
で
は
、
西
大
塚
村
集
落
か
ら
、
今

の
よ
う
に
前
方
部
北
西
外
濠（
現
宮
内
庁
石

碑
設
置
地
）
か
ら
畑
に
行
く
道
が
描
か
れ
、

そ
の
ま
ま
後
円
部
墳
頂
ま
で
行
く
道
と
、
途

中
で
北
池
近
く
で
農
家
の
建
つ
東
大
塚
村
集

落
へ
延
び
る
二
本
の
道
筋
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
数
年
前
、
私
は
宮
内
庁
の
許
可
を
得
て
、

墳
丘
内
に
入
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
そ
の

ま
ま
の
村
道
が
今
も
残
っ
て
い
ま
し
た
。

　
古
墳
外
の
西
南
側
に
は
、
二
つ
の
た
め
池

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
北
が
下し
も

之の

池い
け

で
、
今

で
は
今
池
と
よ
ば
れ
て
池
敷
面
積
は
三・三
〇

ha
。
南
は
下
之
池
と
は
田
畑
を
挟
ん
で
上か
み

之の

池い
け

と
よ
ば
れ
、
池
敷
面
積
は
一
･
七
〇
ha
で

し
た
。
下
之
池（
今
池
）
の
南
半
分
は
昭
和

五
十
七
年
ご
ろ
か
ら
埋
め
立
て
ら
れ
て
府
立

大
塚
高
校
と
な
っ
て
い
ま
す
。
上
之
池
も
昭

和
四
十
七
年
に
埋
め
ら
れ
、
大
塚
運
動
広
場

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
駐
車
場
側

に
上
ノ
池
会
館
が
あ
り
、
町
会
名
を
残
し
て

い
ま
す
。
下
之
池（
今
池
）
と
上
之
池
の
間
は

開
墾
地
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
地
は
小こ

字あ
ざ
で
は「
中な
か
い
け池
開ひ
ら
キ
」と
よ
ん
で
い
ま
す
の
で
、

絵
図
作
成
前
、
上
之
池
と
下
之
池
に
挟
ま
れ

て
中
池
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
両
池
は
絵
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
不

規
則
な
形
を
し
て
お
り
、
し
か
も
池
の
南
の

幅
が
狭
く
、
北
が
広
い
形
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
南
か
ら
北
へ
低
く
な
る
な
だ
ら
か
な

段だ
ん

丘き
ゅ
うの
浅
い
谷
に
堤
を
築
い
て
池
を
作
っ
た

た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
池
を
利
用
し
た
大
塚
高
校

は
、
昭
和
五
十
八
年
に
開
校
し
ま
し
た
。
校

名
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
所
在
地
の
西
大
塚

や
大
塚
山
古
墳
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
す
。

府
立
高
校
で
初
め
て
の
体
育
コ
ー
ス
を
持
ち
、

今
で
は
バ
レ
ー
部
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
部
・
陸
上

部
な
ど
は
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
す
。

　
も
っ
と
も
、
開
校
当
時
、
校
歌
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
一
期
生
は
大
塚
高
校
は

自
分
た
ち
で
創
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
気
概
で

校
歌
を
作
詞
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
き
、
生
徒

の
熱
意
に
う
た
れ
た
歌
手
の
加
藤
登
紀
子
さ
ん

が
補
作
詞
、
作
曲
し
た
の
が
今
の
校
歌
な
の
で

す
。
翌
五
十
九
年
十
二
月
一
日
、
加
藤
さ
ん
が

大
塚
高
校
を
訪
れ
、
校
歌
発
表
会
を
行
っ
た
こ

と
は
大
き
な
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

　
三
番
の
歌
詞
に「
お
も
て
に
は
環
状
線 

う

ら
に
は
古
墳
が
あ
る 

走
る
未
来
と
古
い
時
代

を
見
つ
め
つ
づ
け
る 

こ
の
大
塚
の
窓
か
ら
見

え
た 

夢
を
い
だ
い
て 

こ
の
大
塚
を 

超
え
る

ほ
ど
に 

遠
く
に
ゆ
け 

わ
れ
ら
の
大
塚 

大
塚

高
校 

わ
れ
ら
の
大
塚 

わ
れ
ら
の
母
校
」と
あ

り
ま
す
。
青
春
ソ
ン
グ
の
曲
調
で
、
正
門
前

の
中
央
環
状
線
と
大
塚
山
古
墳
は
若
人
の
夢

を
い
つ
ま
で
も
見
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

発見された西大塚村絵図と大塚高校
西田 孝司（松原市文化財保護審議会）
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▲「河刕丹北郡西大塚村
麁絵図」（西大塚1丁目･
杉中雅洋氏蔵）下が北。
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▲北側の今池（下ノ池）から大
塚高校をのぞむ

▲空から見た昭和62年頃の河内大
塚山古墳,今池,大塚高校（「おおつか5
周年」より転載,昭和62年）

▲大塚高校で同校校歌を歌う加藤登
紀子さん（昭和59年12月1日,「おお
つか5周年」より転載）


