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松
原
歴
史
ウ
ォ
ー
ク

平
安
時
代
〜
鎌
倉
時
代
の
集
落
跡

山
寺
の
名
を
想
定
す
る
寺
の
存
在

　
江
戸
時
代
、
東
我
堂
村
の
庄
屋
で
あ
っ

た
山
口
家（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」227
）は
、
府

道
我
堂
ー
金
岡
線
と
府
道
大
堀
ー
堺
線
が

交
わ
る
西
南
側
に
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

大
堀
ー
堺
線
の
拡
幅
工
事
が
昨
年
来
か
ら

本
年
当
初
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

山
口
家
や
す
ぐ
西
の
我
堂
八
幡
宮
前
の
府

道
沿
い
一
二
六
メ
ー
ト
ル
が
大
和
川
今
池

遺
跡
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
発
掘

調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
大
阪
府
教
育

委
員
会（
現
教
育
庁
）が
担
当
し
ま
し
た
が
、

九
世
紀
の
平
安
時
代
か
ら
十
四
世
紀
の
鎌

倉
時
代
ま
で
に
営
な
ま
れ
た
集
落
跡
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
土

器
類
と
と
も
に
瓦
類
も
多
数
出
土
し
ま
し

た
の
で
、
寺
院
も
存
在
し
た
よ
う
で
す
。

　
大
和
川
今
池
遺
跡
は
、
大
和
川
や
今
池

水
み
ら
い
セ
ン
タ
ー
を
北
限
と
し
、
調
査
地

の
天
美
我
堂
五・六
丁
目
を
南
限
と
す
る
東

西
・
南
北
一・五
キ
ロ
の
広
い
範
囲
を
占
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、
旧
石
器

か
ら
近
世
に
お
よ
ぶ
多
数
の
遺
構
や
多
岐

に
わ
た
る
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
天
美
我
堂
は
江
戸
時
代
、
東
我
堂
村
と

西
我
堂
村
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
両
村

の
墓
地
は
西
隣
り
の
堺
市
北
区
北き

た

花は
な

田だ

の

阿あ

坂さ
か

墓
地
に
存
在
し
ま
す
。
同
墓
地
は
、
堺

市
と
な
っ
た
旧
五ご

箇か

荘し
ょ
う村

と
の
共
有
で
す
。

墓
地
東
側
の
道
路
手
前
に
山
口
家
墓
所
が

あ
り
ま
す
。
墓
石
は
五
輪
塔
と
し
て
新
し
く

つ
く
り
直
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
「
正
し
ょ
う
治じ

二
年
申

さ
る
の

歳と
し

八
月
二
十
五
日
」「
我
堂
村
山
口

市い
ち

郎ろ
う
兵べ

衛え

建
之
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
江
戸
時
代
後
半
に
、
当
主
の
市
郎
兵

衛
が
山
口
家
の
起
こ
り
を
刻
し
た
も
の
で
、

鎌
倉
時
代
初
期
の
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。

　
史
料
上
、
我
堂
村
の
名
が
出
て
く
る
最

初
は
豊
臣
秀
吉
が
文ぶ

ん
禄ろ
く
三
年（
一
五
九
四
）

十
一
月
、
同
村
に
行
っ
た
い
わ
ゆ
る
太た

い

閤こ
う

検け
ん

地ち

の
時
で
す
。「
河か

州し
ゅ
う丹た
ん北ぽ
く
郡
布
忍

郷
之
内
我
堂
村
御
検
地
帳
」
と
あ
り
ま

す
。
当
時
、
我
堂
は
布
忍
地
域
で
、
東
西

に
分
か
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
山
口
さ

ん
宅
に
も
江
戸
時
代
前
半
の
延え

ん

宝ぽ
う

七
年

（
一
六
七
九
）
十
月
に
作
成
さ
れ
た
東
西

我
堂
村
の
絵
図
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
は
「
河
内
国
丹
北
郡
布
忍
郷
之
内

東
西
我
堂
村
」
と
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は

東
西
に
村
は
独
立
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
近
世
初
頭
に
は
、
我
堂
の

集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

の
発
掘
に
よ
っ
て
村
の
成
立
が
平
安
時
代

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
り
、
山

口
家
墓
石
銘
の
正
治
二
年
の
年
代
に
も
付

合
す
る
検
討
材
料
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

　
発
掘
で
確
認
さ
れ
た
九
世
紀
の
平
安
時

代
の
屋
敷
地
で
は
、
南
北
溝
を
境
に
東
側

で
は
畠
地
が
、
西
側
で
は
六
棟
ほ
ど
の
建

物
や
井
戸
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
ま

た
、
そ
の
西
側
で
検
出
さ
れ
た
十
四
世
紀

の
二
棟
の
建
物
は
一
般
の
屋
敷
と
い
う
よ

り
、
い
っ
そ
う
防
御
性
の
高
い
居き

ょ

館か
ん

で
、

幅
五・
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
一
メ
ー
ト
ル

の
濠
も
確
認
で
き
ま
し
た
。
居
館
の
付
近

か
ら
は
瓦が

器き

の
椀わ
ん
や
土は

師じ

器き

の
釜
、
瓦
な

ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
初
頭

の
一
群
か
ら
出
土
し
た
軒の

き

平ひ
ら

瓦が
わ
らや
軒の
き

丸ま
る

瓦が
わ
らの
存
在
に
よ
っ
て
、
近
く
に
寺
院
が
あ

っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
出
土
し
た

軒
平
瓦
に
は
、
確
定
は
で
き
ま
せ
ん
が

「
山や

ま

寺で
ら

」
と
も
読
め
る
も
の
が
見
ら
れ
ま

す
。
私
は
こ
の
瓦
を
本
年
一
月
、「
大
和

川
今
池
遺
跡
の
発
掘
調
査
成
果
」と
し
て
、

大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て

い
る
の
を
見
た
時
は
驚
き
ま
し
た
。

　
な
ぜ
な
ら
、
調
査
地
の
北
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
我
堂
ー
金
岡
線
沿
い
東
側
で
、

過
去
に
松
原
市
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査

を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
掘ほ

っ

立た
て

柱ば
し
ら建
物

や
井
戸
・
土ど

坑こ
う
・
溝
な
ど
が
検
出
さ
れ
、

井
戸
や
土
坑
か
ら
は
多
量
の
瓦
や
土
器
が

見
つ
か
り
、
軒
平
瓦
に
は
梵ぼ

ん

字じ

が
刻
ま
れ

て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
の
地
に
中
世
初
頭
、

寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
の
で

す
が
、
同
地
は
「
山
寺
」
と
い
う
字あ

ざ

名め
い

で

し
た
。
寺
名
は
文
献
で
は
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
山
寺
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
寺

院
が
あ
り
、
そ
れ
が
今
回
の
調
査
で
も
裏

づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
大
阪
府
教
育
庁
に
よ
る
正
式
な
報
告
書

は
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
我
堂
村
の
成
立
を

知
る
う
え
で
貴
重
な
発
掘
調
査
と
な
っ
た

の
で
し
た
。

vol.228 我堂村の成立を探る発掘
西田 孝司（松原市文化財保護審議会）

▲大和川今池遺跡の発掘　府
道沿いの南側に山口家が見える。

▲山寺出土瓦の拓本　
（松原市教育委員会提供）

▲「正治二年」と刻まれた山口家
墓石（堺市北区北花田・阿坂墓地）

▲「東西我堂村入組碁盤絵図」
（延宝7年10月、山口家蔵）

「大和川今池遺跡の発掘調査成果」は、狭山池博物館の展示会（平成27年12月11日〜28年1月17日）の資料と、28年1月9日に同館で行われた調査担当者の
山田隆一氏の講演会資料による。　


