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『
枕
草
子
』
に
は
火
桶
（
ひ
お
け
）
、

炭
櫃
（
す
び
つ
）
に
つ
い
て
の
記
述
が
大

変
多
く
あ
り
ま
す
。
火
桶
は
今
日
の
火
鉢

で
す
。
刳
物
（
く
り
も
の
）
あ
る
い
は
曲

物
（
ま
げ
も
の
）
で
円
筒
形
に
つ
く
り
、

胴
に
胡
粉
（
こ
ふ
ん
）
を
塗
り
、
大
和
絵

な
ど
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
高
級
品
に
は

沈
香
木
（
じ
ん
こ
う
ぼ
く
）
で
つ
く
り
、

梨
木
地
（
な
し
じ
）
の
金
蒔
絵
を
し
た
も

の
も
あ
り
ま
す
。 

炭
櫃
は
い
ろ
り
の
一
種
で
す
が
、
角
形

の
火
鉢
や
円
形
の
火
鉢
の
こ
と
も
炭
櫃

と
呼
ぶ
な
ど
混
同
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま 

       た
火
櫃
と
呼
ぶ
方
形
の
火
鉢
も
あ
り
ま

し
た
。 

平
安
時
代
の
貴
族
の
家
は
、
神
殿
造
り

と
い
っ
て
、
広
い
板
敷
き
で
、
ま
わ
り
に

は
壁
も
な
く
、
間
仕
切
り
も
な
い
吹
き
放

ち
の
建
物
で
し
た
。
夜
は
蔀
戸
（
し
み
ど
）

を
お
ろ
し
、
昼
間
は
上
げ
て
お
く
の
で
す

が
、
風
を
防
ぐ
も
の
と
い
え
ば
御
簾
（
み

す
だ
れ
）
と
壁
代
と
几
帳
（
き
ち
ょ
う
）

だ
け
で
、
大
変
寒
い
状
態
で
し
た
。 

炭
は
貴
重
品
で
し
た
の
で
貴
族
宅
で

も
火
鉢
の
数
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
よ

う
で
し
た
。 

                  

 

日本人が創造した暖房

は、火鉢にせよ、こたつ

にせよ、いずれも部分暖

房で、暖房費が安くなる

という理由以外にも、み

んなで囲むという日本人

の井戸端会議の性質があ

るかもしれません。 
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摂津市には、三宅城・黒丸城・一津屋の砦など戦国

時代の城があったと言われています。戦国時代の城か

ら、摂津市の歴史に興味を持っていただける内容です。 

と き 平成１３年３月１５日（木）午後１時３０分～３時３０分 

ところ 摂津市立安威川公民館 大ホール 

講 師 古城友の会 会長 尾原 隆男氏 

定 員 １８０名 

対 象 歴史に関心のある方 

参加費 無料 

 

申し込み 往復はがきに、住

所・氏名・電話・年令・返信

用にあて先を明記の上、平成

１３年３月９日までに申し込

んで下さい。 

〒５６６－８５５５  

摂津市三島１－１－１ 

摂津市教育員会  

生涯学習課 生涯学習推進係 
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戦
後
の
水
利 

 

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
年
）
十

二
月
に
な
っ
て
、
大
阪
府
の
淀
川
右
岸

用
排
水
改
良
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
ま
ず
、
三
箇
牧
村
大
字
唐
崎
地
先

の
堤
防
に
用
排
水
機
を
設
置
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
戦
後
の
経
済
事
情
の

悪
い
中
で
、
資
材
費
・
労
賃
の
暴
騰
に

悩
ま
さ
れ
、
三
年
四
カ
月
の
期
間
を
か

け
て
、
昭
和
二
十
五
年
三
月
に
完
成
し

ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
鳥
飼
村
の
一
部

や
味
生
村
大
字
別
府
は
、
三
箇
牧
揚
水

機
に
よ
っ
て
取
水
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
鳥
飼
村
の
残
部
と
味
生

村
の
一
津
屋
・
新
在
家
は
、
い
ぜ
ん
と

し
て
五
久
樋
・
川
原
樋
に
よ
っ
て
淀
川

か
ら
直
接
取
水
し
て
い
ま
し
た
。 

 

三
箇
牧
揚
水
機
に
よ
っ
て
取
水
さ
れ

た
水
は
本
市
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
市

ま
で
灌
漑
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
三

島
郡
の
神
安
普
通
水
利
組
合
と
、
吹
田

市
の
吹
田
普
通
水
利
組
合
・
豊
津
普
通

水
利
組
合
、
豊
中
市
の
小
曽
根
普
通
組 

合
、
豊
能
郡
の
庄
内
普
通
水
利
組
合
が
連

合
し
て
、
淀
川
右
岸
普
通
水
利
組
合
連
合

を
組
織
し
ま
し
た
。 

 

鳥
飼
村
の
田
地
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
排

水
が
悪
く
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
湿
田
で

し
た
。
用
水
が
、
三
箇
牧
ポ
ン
プ
・
五
久

樋
・
川
原
樋
を
通
じ
て
、
淀
川
か
ら
潤
沢 

に
供
給
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

排
水
は
、
村
の
西
北
部
を
走
る
鳥
飼
井
路

だ
け
に
頼
っ
て
い
た
か
ら
で
し
た
。
し
か

も
、
鳥
飼
井
路
は
素
掘
り
で
、
湛
水
の
た

め
に
両
岸
が
崩
壊
し
、
土
砂
が
堆
積
し
て

逆
勾
配
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

悪
水
が
流
出
せ
ず
、
豪
雨
の
時
に
は
、
水

が
水
田
に
流
入
し
ま
し
た
。
鳥
飼
井
路
に

注
ぐ
七
つ
の
支
水
路
も
、
土
砂
の
流
入
に

よ
り
高
く
な
っ
て
、
排
水
が
悪
く
、
そ
の

の
た
め
に
大
部
分
が
一
毛
作
に
頼
る
零

細
経
営
で
し
た
。
昭
和
三
十
年
一
月
、
鳥

飼
村
で
は
、
鳥
飼
井
路
を
改
修
し
、
支
水

路
を
掘
削
し
て
水
位
を
低
下
さ
せ
、
二
毛

作
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
計
画
を
た
て
、

村
会
に
提
案
し
て
、
即
日
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
事
業
が
昭
和
三
十
一
年
度

か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、
種
々

の
事
情
か
ら
実
行
に
移
さ
れ
な
い
で
終

わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

と
し
て
、
昭
和
三
十
八
年
度
か
ら
五
カ
年

計
画
で
、
三
島
平
野
用
排
水
改
良
事
業
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

今
ま
で
排
水
は
、
大
別
し
て
、
神
崎
川

に
排
水
す
る
番
田
井
路
の
系
統
が
あ
り

ま
し
た
が
、
鳥
飼
井
路
・
三
箇
牧
井
路
を

改
修
し
て
幹
線
水
路
と
し
、
排
水
は
す
べ

て
こ
の
幹
線
水
路
を
通
じ
て
神
崎
川
に

流
下
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
主
要
排
水
路
内
に
あ
る
戸
堰
な

ど
の
用
水
施
設
は
可
能
な
限
り
撤
去
し
、

あ
る
い
は
改
良
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

主
要
な
水
路
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
底
張

り
し
て
、
流
水
を
よ
く
し
、
支
線
あ
る
い

は
末
端
の
排
水
路
も
神
安
土
地
改
良
区

に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

 

そ
の
結
果
、
排
水
も
よ
く
な
り
、
宅
地

や
工
場
用
地
に
転
用
さ
れ
る
農
地
が
急

増
し
ま
し
た
。 

｢

摂
津
市
史
よ
り｣ 

 

担
当 

（
茗
荷
） 

     

 

 

               

       

                           

 
 
 

摂
津
市
史
よ
り 

担
当 

（
茗
荷
） 

明
治
時
代
か
ら
の
念
願
で
あ
っ
た
排
水

問
題
は
、
い
っ
こ
う
に
改
善
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
も
、
排
水
を
困
難
に
す
る

新
し
い
問
題
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生
じ
て
き

ま
し
た
。
旧
来
の
排
水
系
統
が
不
合
理
な

と
こ
ろ
へ
、
水
路
が
素
掘
り
で
あ
る
た
め

荒
廃
し
、
断
面
が
狭
小
で
勾
配
が
不
均
一

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
え
宅
地
造

成
な
ど
も
あ
っ
て
保
水
が
悪
く
な
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
豪
雨
で
も
降
れ
ば
た
ち
ま

ち
出
水
し
ま
し
た
。
多
く
の
水
路
が
用
排

水
兼
用
に
な
っ
て
お
り
、
水
路
内
の
用
水

施
設
が
排
水
の
流
下
を
妨
げ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
番
田
井
路
が

安
威
川
水
位
の
影
響
を
受
け
て
、
豪
雨
時

に
は
流
下
が
困
難
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
状
態
の
う
え
に
、
東
海
道
新
幹
線
基

地
の
設
置
計
画
な
ど
も
加
わ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
水
路
を
改
良
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
大
阪
府
の
大
規

模
な
灌
漑
用
水
排
水
改
良
事
業
の
一
つ 

○昭和２８年９月２５日、１

３号台風が上陸、淀川が増水

しました。写真は水没した鳥

飼地区の風景です。 
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前
号
で
は
、
吹
田
操
車
場
跡
地
周
辺
の
発
掘
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し

た
。
そ
の
中
で
大
阪
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
が
平
成
十
二
年
八
月
に
実
施

し
た
発
掘
調
査
で
は
、
現
地
説
明
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
資
料
の
な
か
で
条
里
制
に
つ

い
て
記
述
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
抜
粋
し
ま
す
。 

 

担
当 

（
伊
部
） 

      

平
成
十
二
年
十
二
月
九
日
（
土
）
千
里

丘
三
丁
目
千
里
丘
公
民
館
前
の
蜂
前
寺

跡
で
現
地
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
当

日
は
穏
や
か
な
絶
好
の
日
よ
り
で
、
地
域

の
方
々
な
ど
約
七
〇
名
の
参
加
が
あ
り

ま
し
た
。 

 

発
掘
調
査
は
十
一
月
六
日
か
ら
、
市
有

地
約
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
人
力
に

て
掘
削
し
ま
し
た
。
現
状
の
地
盤
か
ら
約

一
三
〇
㎝
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
鎌

倉
時
代
の
溝
、
井
戸
、
掘
立
柱
建
物
跡
、

総
柱
建
物
跡
、
土
壙
墓
な
ど
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。 

 
 

条里地割の初源を解明 

今回の調査では、近代から古代にかけて４層の

水田耕土を検出しました。現在残る道や地割等

は、かつて一帯が耕地（水田）だった時のなごり

です。耕土の地割は｢条里地割｣と呼ばれ、この付

近で３３度西に振った方向を軸とした基準線が

早くから予想されていました。今回、はじめてこ

の地割に沿ったあぜや水路をもつ水田が吹田市

内で発見されました。また、この条里地割は耕土

中に混じっていた遺物から１０世紀頃にまでさ

かのぼることが明らかになりました。 

※ また、本市が発掘調査を実施しました、摂津

市千里丘３丁目に所在します蜂前寺跡では、

この条里に規制された鎌倉時代（１３世紀）

の東西溝や建物跡が見つかりました。調査の

成果については今後おって報告していきま

す。 

 

『吹田操車場遺跡の調査・吹操車場遺

跡現地説明会資料』 

２０００年８月２６日 

大阪府文化財調査研究センター 

【む
】無
土
器
時
代
（む
ど
き
じ
だ
い
） 

○
日
本
考
古
学
上
の
時
代
区
分
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

群
馬
県
岩
宿
遺
跡
の
発
見
に
と
も
な
い
、
縄
文
時
代
に
先
行
す
る
土

器
の
と
も
な
わ
な
い
時
代
に
対
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。
○
縄
文

時
代
以
前
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
長
く
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。｢

先

土
器
時
代｣

｢

旧
石
器
時
代｣

｢

無
土
器
時
代｣

と
研
究
者
の
間
で
名
称

が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
状
況
は
現
在
で
も
統
一
さ
れ
な
い
ま

ま
続
い
て
い
ま
す
。
○
一
方
こ
う
し
た
現
状
を
見
な
お
し
、
一
つ
に

ま
と
め
て
新
た
に｢

岩
宿
時
代｣

と
統
一
し
て
呼
ぼ
う
と
い
う
試
み

も
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  


