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松
原
歴
史
ウ
ォ
ー
ク

反
正
天
皇
の
丹
比
地
方
生
誕
伝
承
と

立
部
の
湯
戸
に
よ
る
産
湯
奉
仕
伝
承

　
立た
つ

部べ

四
丁
目
と
羽
曳
野
市
野の

に
ま
た

が
っ
て
、阿あ

湯ゆ

戸と

池い
け
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

立
部
・
上
田
と
、
羽
曳
野
市
に
属
す
る
東

大
塚（
現
南
恵
我
之
荘
）
の
三
地
域
の
田

畑
に
水
を
潤
し
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
末
期
の
天て

ん

保ぽ
う
十
四
年（
一
八
四

三
）
七
月
に
書
か
れ
た『
河か

州
し
ゅ
う
丹た
ん
北ぼ
く郡
立
部
村

明め
い

細さ
い
帳ち
ょ
う』
に
は
、
同
村
に
あ
る
地じ

蔵ぞ
う
池い
け（
府
営

立
部
団
地
で
潰か

い

廃は
い
）
や
新
池（
府
道
中
央
環
状

線
で
潰
廃
）
と
と
も
に
阿
湯
戸
池
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
池
の
広
さ
で
あ
る
池
床
は
五
町
余
と

あ
り
、
二
町
八
反
余
り
が
立
部
村
領
で
、
残

り
の
二
町
ほ
ど
が
野
村
領
内
に
あ
る
と
し
ま

す
。
そ
し
て
、
立
部
村
・
東
大
塚
村
・
松
原
村

の
三
ケ
村
が
立た

ち
合あ

い
、
つ
ま
り
水
利
権
を
持
っ

て
い
る
と
書
い
て
い
ま
す
。
当
時
、
上
田
は

岡
や
新
堂
と
と
も
に
、
松
原
村
を
構
成
し
て

い
た
の
で
、
松
原
村
と
表
記
さ
れ
た
の
で
す
。

　
上
の
地
図
は
、
昭
和
三
十
三
年（
一
九
五

八
）
当
時
の
市
域
東
南
部
か
ら
中
央
部
に
か

け
て
の
た
め
池
の
模
式
図
で
す
。
仮
に
つ
け

た
番
号
で
、
立
部
ー
西
大
塚
ー
新
堂
ー
上

田
ー
阿
保
を
南
か
ら
北
へ
、１
が
阿
湯
戸
池
、

２
は
上か

み

の
池い

け
、
３
は
今い

ま

池い
け

、
４
は
小こ

治じ

ケが

池い
け

、
５
は
樋ひ

野の

ケが

池い
け

、
６
は
寺て

ら
池い

け
、
７
は
稚ち

児ご

ケが

池い
け

、
８
は
海か

い

泉ず
み

池い
け

で
す
。
不
整
形
な
池

が
み
ご
と
に
一
列
に
並
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
池
は
、
羽
曳
野
丘
陵
か
ら
派

生
す
る
沖
積
段
丘
上
の
平
坦
面
で
あ
る
中
位

段
丘
面
が
開か

い
析せ
き
さ
れ
て
で
き
た
浅
い
谷
を
堰

き
と
め
て
造
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。
開
析
谷

は
幅
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
も
及
び
ま
す
。
と
く
に
、
阿
湯
戸

池
は
二
つ
の
谷
が
合
わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
に
つ

く
ら
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
一
四
〇
〇
年
前
、

六
一
六
年
ご
ろ
に
で
き
た
狭さ

山や
ま

池い
け（
大
阪
狭

山
市
）
の
中な

か
樋ひ

か
ら
水
を
う
け
、
東
ひ
が
し

除よ
け
川が
わ
と

西に
し

除よ
け
川が
わ
の
間
の
微
高
地
を
灌
漑
す
る
用
水
路

網
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

阿
湯
戸
池
の
西
に
広
が
る
立
部
地
域

は
、
府
道
中
央
環
状
線
の
開
通
な
ど
に
伴

う
発
掘
に
よ
っ
て
飛あ

鳥す
か
時
代・奈
良
時
代・

平
安
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
建
物

跡
や
遺
物
が
数
多
く
検
出
さ
れ
て
お
り
、

脈
々
と
集
落
が
営
ま
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
ダ
ム
式
た
め
池
で
あ
る
狭
山
池
が
完

成
し
た
飛
鳥
時
代
以
降
、
池い

け
下し
も
に
あ
た
る

北
部
の
美
原
や
松
原
地
方
に
も
順
々
に
た

め
池
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

古
代
に
は
す
で
に
立
部
の
ム
ラ
が
形
成
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
の
で
、
阿
湯
戸
池
も

平
安
時
代
ご
ろ
ま
で
に
は
谷
筋
を
利
用
し

て
水
が
貯
え
ら
れ
、
生
産
力
の
向
上
と
と

も
に
、
中
世
・
近
世
に
か
け
て
池
の
面
積

も
広
が
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
阿
湯
戸
と
い
う
珍
し
い
池

名
は
ど
こ
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
私
は
、
立
部
の
地
名
伝
承
か
ら
推
論

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

立
部
は
五
世
紀
前
半
、
十
八
代
反は

ん

正ぜ
い

天
皇
が
今
の
柴し

ば

籬が
き

神
社（
上
田
七
丁
目
）

あ
た
り
に
丹た

じ

比ひ

柴し
ば

籬が
き

宮の
み
やを
お
い
た
と
伝

え
る
こ
と
に
伴
い
、
地
名
を
冠
し
て
多た
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立部の阿湯戸池

西田 孝司（松原市文化財保護審議会）

▲昭和33年当時のた
め池　2、4、7は潰廃。
3は南半分が潰廃。

▲阿湯戸池（立部4丁目）　現在、池
は水上ゴルフ練習場に利用されて
いる。

▲阿湯戸池全景　池
の北の森は、上の池跡
の大塚野外活動広場。

▲立部遺跡出土の土
師器類（平安時代、松
原市教育委員会提供）

遅じ

比ひ

瑞み
ず

歯は

別わ
け

と
呼
ば
れ
た
天
皇
が
、
後

世
、
立
部
・
上
田
を
含
む
丹
比
地
方
で
生

ま
れ
た
と
流
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
な
か
で
も
、
立
部
は
天
皇
の
た

め
に
、
産う

ぶ

湯ゆ

を
用
い
た
り
、
土は

師じ

器き

づ

く
り
に
奉
仕
し
た
集
団
が
い
た
と
古
く

か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
、

天
皇
の
名
に
ち
な
ん
で
、
蝮た

じ
ひ部べ
（
丹た

治じ

比ひ

部べ

）と
よ
ば
れ
て
天
皇
に
仕
え
た
と
さ
れ
、

こ
の
蝮
部
か
ら
立
部
の
名
が
起
こ
っ
た
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

反
正
天
皇
の
父
は
仁に

ん

徳と
く

天
皇
で
す
が
、

古こ

墳ふ
ん
時
代
の
大
和
国
家
の
こ
ろ
、
主
に
地

方
出
身
の
女
性
が
皇
子
な
ど
に
産
湯
を
使

わ
せ
て
養
育
に
あ
た
る
湯ゆ

坐ざ

と
し
て
奉
仕

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
湯
坐
は
湯
坐

部
と
い
う
組
織
に
組
み
こ
ま
れ
、
集
団
と

し
て
戸
と
い
う
集
落
単
位
を
形
成
し
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
が
湯
戸
で
す
。
蝮
部
の
居

住
地
と
考
え
ら
れ
る
立
部
に
湯
坐
、
つ
ま

り
湯
戸
が
あ
っ
て
、
幼
い
反
正
の
養
育
に

あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
近
世

前
後
ご
ろ
同
地
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
湯
戸
に
接
頭
語
的
な「
あ
」
を
付

し
て
阿
湯
戸
と
し
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

古
代
遺
跡
が
広
が
る
立
部
の
集
落
と
密
接

に
関
わ
っ
て
き
た
灌
漑
池
の
北
堤
は
、
今

で
は
ゴ
ル
フ
練
習
場
に
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
北
に
連
が
っ
て
い
た
上

の
池
は
大
塚
野
外
活
動
広
場
や
大
塚
運
動

広
場
に
転
用
さ
れ
、
今
池
の
南
半
分
も
府

立
大
塚
高
校
に
な
り
ま
し
た
。


