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三
宅
の
古
社
で
あ
る
屯み

や
け倉

神
社
（
三
宅
中
四

丁
目
）
は
、
古
く
か
ら
「
三
宅
天て

ん

満ま
ん

宮ぐ
う

」
の
名

で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
半
ば
の
享

き
ょ
う

保ほ
う

十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
書
か
れ
た
『
三
宅

天
満
宮
梅ば

い

松し
ょ
う

院い
ん

縁え
ん

起ぎ

』（
屯
倉
神
社
蔵
）
に
よ

る
と
、「
上

じ
ょ
う

古こ

よ
り
鎮
座
の
天て

ん

神じ
ん

也な
り

。
穂ほ

日ひ

の

社や
し
ろと

申
も
う
し

奉た
て
ま
つる

」
と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

屯
倉
神
社
は
古
く
か
ら
の
天
神
さ
ま
で
、
穂
日

の
社
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
神
と
は
、
平

安
時
代
の
公く

卿ぎ
ょ
うで

あ
り
、
学
者
と
し
て
も
著
名

な
菅

す
が
わ
ら
の原

道み
ち

真ざ
ね

が
死
後
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
、
天て

ん

満ま

天
神
の
名
で
信
仰
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
道
真
が
出
た
菅
原
氏
は
、
も
と
も
と
は
土は

師じ

氏
を
名
の
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
安
時

代
の
八
世
紀
後
半
、
土
師
氏
か
ら
菅
原
氏
と
氏う

じ

名め
い

を
改
め
ま
し
た
。
土
師
氏
は
四
〜
七
世
紀
ご

ろ
の
古こ

墳ふ
ん

時
代
、
陵
墓
築
造
や
土は

師じ

器き

の
製
作

な
ど
に
従
事
し
た
豪
族
で
し
た
。
河
内
や
大
和

な
ど
を
本ほ

ん

貫が
ん
地ち

と
し
て
お
り
、
河
内
で
は
、
本

市
の
三
宅
や
立
部
、
藤
井
寺
市
の
土
師
ノ
里
や

道
明
寺
、
堺
市
中
区
土
師
町
な
ど
に
居
住
し
て

い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
土
師
氏
の
祖
神
が
、
天あ

め
の
ほ穂

日ひ
の

命み
こ
とで

し

た
。
天
穂
日
命
は
、
天
上
の
高た

か
ま
が
は
ら

天
原
を
治
め

る
天

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
の
御
子
で
、
地
上
を
治
め
る

大お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
に
国く
に

譲ゆ
ず

り
を
諭
す
た
め
、
最
初

に
出い

ず
も雲
（
島
根
県
）
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

天
穂
日
命
の
後
裔
に
野の

み
の
す
く
ね

見
宿
禰
が
お
り
、

十
一
代
垂す

い

仁に
ん

天
皇
の
時
、
こ
れ
ま
で
の
殉
じ
ゅ
ん

死し

の
制
を
改
め
て
埴は

に
わ輪

づ
く
り
を
勧
め
た
こ
と

か
ら
、
土
師
の
姓
を
賜
っ
た
の
で
し
た
。

　
で
す
か
ら
、
屯
倉
神
社
は
菅
原
道
真
を
主
祭

神
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
、
土
師
氏
が

当
地
で
天
穂
日
命
を
祭
神
と
し
て
穂
日
の
社
を

祀
っ
た
の
が
創
始
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
古
墳
時
代
に
土
師
氏
が
三
宅

に
居
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
塚
も
穂
日
の
社
近
く
に
つ
く
ら
れ
、
祀

ら
れ
て
い
た
と
江
戸
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、『
三
宅
天
満
宮
梅
松
院

縁
起
』
の
中
で
「
土は

じ
の
す
く
ね

師
宿
禰
、
又
土
師
の
何

が
し
な
ど
、
此
辺
に
塚
と
も
あ
ま
た
其
霊
を

祭
跡
あ
り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
土
師
氏
を
葬
っ
た
と
思
え
る
古
墳

が
三
宅
の
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）

一
月
に
著
さ
れ
た
『
中
河
内
郡
誌
』（
中
河
内

郡
役
所
発
行
）
に
「
馬ば

場ば

池い
け

の
南
に
一
坪
許ば

か

り
の
平
地
に
一
個
の
自
然
石
を
お
き
た
り
。

附
近
の
地
を
土
師
と
呼
べ
り
」
と
紹
介
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

十
一
月
に
発
行
さ
れ
た
『
大
阪
府
全
志
』
巻

四
（
井
上
正
雄
著
）
の
中
に
も
、「（
三
宅
の
）

南
方
に
土は

師じ

ヶが

塚づ
か

と
称
す
る
あ
り
、
廣ひ
ろ

さ
壹ひ
と

坪つ
ぼ
許
り
の
地
に
て
、
壹い
っ
こ個
の
自
然
石
を
存
し
、

附
近
の
地
を
字あ

ざ

し
て
土
師
と
呼
べ
り
、
其
の

縁え
ん
由
詳
な
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
三
宅
町
土
地
改
良
区
や
図
書
館

が
建
っ
て
い
る
地
は
、
昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）
に
埋
め
た
て
ら
れ
ま
し
た
が
、

馬
場
池
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
三
宅
小
学

校
が
西
側
に
あ
り
、
同
校
の
南
西
に
土
師
ヶ

塚
と
称
す
る
小こ

字あ
ざ
名
が
、
今
も
残
っ
て
い
ま

す
。
同
地
に
、
土
師
氏
の
古
墳
が
あ
っ
た
と

伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
江
戸
時
代
前
半
の
延え

ん
宝ぽ

う
五
年（
一
六
七
七
）

に
調
べ
ら
れ
た
土
地
台
帳
と
も
い
え
る
「
三

宅
村
延
宝
検け

ん

地ち

帳ち
ょ
う」

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
三
宅
村
は
東
・
西
・
長な

が
田た

・
馬
場
の

四
地
域
に
区
画
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
う

ち
、
集
落
南
の
字あ

ざ
「
は
し
か
塚
」
に
、
お
も

に「
はば

ばゝ

」の
名な

請う
け

人に
ん

の
多
く
が
田
畑
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で

は
、
白し

ら
石い

し
と
よ
ぶ
地
域
で
す
が
、
馬
場
の
南

に
「
は
し
か
塚
」（
土
師
ヶ
塚
）
が
あ
っ
た

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
土
師
塚
は
、
墳ふ

ん
丘き

ゅ
うが

削
ら
れ
、
一
坪
ほ
ど

の
地
に
一
個
の
自
然
石
だ
け
が
残
っ
て
い
る

現
状
で
し
た
の
で
、
墳
形
や
規
模
な
ど
詳
し

い
こ
と
は
不
明
で
す
。
石
は
所
在
が
明
ら
か

で
な
く
、
横よ

こ
穴あ

な
式し

き
石
室
の
一
部
で
は
な
い
か

と
想
像
で
き
ま
す
が
、
屯
倉
神
社
に
移
さ
れ

て
い
る
「
神か

み
形が

た
石い

し
」
が
そ
れ
だ
と
附ふ

会か
い

さ
れ

る
向
き
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
神
形
石
」

は
文ぶ

ん

久き
ゅ
う

二
年
（
一
八
六
二
）
に
三
宅
村
の

庄
屋
で
あ
っ
た
妻つ

ま
屋や

氏
が
道
真
の
腰こ
し
掛か
け
石い
し
と

し
て
祀
り
、
石
柱
を
建
て
て
い
ま
す
の
で
、

時
代
的
に
附
合
し
ま
せ
ん
。

　
今
の
と
こ
ろ
唯
一
、「
土は

師じ

墳ふ
ん
」
と
刻
ま
れ

た
自
然
石
が
屯
倉
神
社
の
社
務
所
の
庭
に
移

さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）、

大
阪
府
の
『
大
阪
府
史し

蹟せ
き

名め
い

勝し
ょ
う

天
然
記
念

物
』
第
三
冊
に
「
一
碑
あ
り
、高
さ
一
尺
一
寸
、

幅
四
寸
許
、
表
面
に
「
土
師
墳
」
と
刻
せ
り
。

今
に
移
さ
れ
て
屯
倉
神
社
社
務
所
前
に
あ
り
」

と
記
し
て
い
ま
す
。『
中
河
内
郡
誌
』
や
『
大

阪
府
全
志
』
に
、
同
碑
の
記
述
が
見
ら
れ
ま

せ
ん
の
で
、
私
は
、
塚
が
大
正
後
期
に
紹
介

さ
れ
た
後
の
顕
彰
石
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
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穂
日
の
社
に
祀
ら
れ
た
天
穂
日
命

土
師（
菅
原
）氏
の
古
墳
と
屯
倉
神
社

▲屯倉神社(三宅中4丁目)と『三宅天満
宮梅松院縁起』 屯倉神社は穂日の社の
あと、天

てんぎょう

慶5年（942）に菅原道真を祭
神として創建されたと伝える。左は『縁
起』の中の土師ヶ塚の記述。

三宅に築造された土師ヶ塚

▲馬場池と三宅小学校（左）　右側
の建物は旧三宅村役場。屯倉神社
は池の北側に鎮座し、「土師ヶ塚」は
三宅小学校の南西にあたる。（昭和
30年代）

▲「土師墳」の自然石
花崗岩を一部、加工
した痕跡がある。昭
和初期には屯倉神社
に移されていた。

▲「神形石」　屯倉神社境内
に保存されている。三宅の
古墳からの出土と伝えると
共に、菅原道真が坐った休
息石とも伝承される。
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