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古
墳
時
代
か
ら
飛
鳥
・
奈
良
時
代
を
通
じ
て
政

権
の
中
枢
の
あ
っ
た
大
和
は
、
い
わ
ゆ
る
青
垣
山

と
呼
ば
れ
る
山
並
み
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
あ
る
。

そ
の
中
の
南
の
一
角
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
竜
門

岳
か
ら
西
に
延
び
る
山
塊
で
あ
る
。
時
代
を
超
え

て
都
の
人
達
が
神
仙
境
と
し
て
あ
こ
が
れ
の
想
い

を
抱
い
て
い
た
吉
野
の
山
々
は
そ
こ
か
ら
直
接
望

む
こ
と
は
出
来
な
い
。
飛
鳥
時
代
、
斉
明
天
皇
が

宮
を
造
り
、
大
海
人
皇
子
が
壬
申
の
乱
の
策
を
練

り
、
天
武
天
皇
に
即
位
し
た
後
「
吉
野
の
盟ち

か
い」
を

行
い
、持
統
天
皇
が
足
し
げ
く
通
っ
た
吉
野
宮
は
、

こ
の
都
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
で
は
な
い
け
れ
ど
、
直

接
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
奥
深
い
吉
野
の

山
々
の
入
り
口
部
分
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
、

私
は
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
。

吉
野
宮み

や
た
き瀧

遺
跡
と
吉
野
宮

　

古
代
の
人
達
の
吉
野
に
対
す
る
思
い
は
、
彼
ら

の
残
し
た
『
万
葉
集
』
や
『
懐か

い
ふ
う風
藻そ

う

』
と
い
っ
た

歌
集
の
中
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
思
想
は
時
代
が

下
っ
た
鎌
倉
時
代
、
南
北
朝
時
代
の
権
力
者
、
そ

れ
も
再
起
を
願
う
人
達
の
間
に
も
強
く
残
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
多
く
の
歴
史
が
語
っ
て
い

る
。

　

本
稿
で
は
、
彼
ら
の
残
し
た
吉
野
宮
の
遺
跡
の

可
能
性
が
強
い
宮
瀧
遺
跡
を
中
心
に
、文
献
史
料
、

研
究
史
、
発
掘
調
査
の
成
果
を
追
い
な
が
ら
、
吉

野
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

は
じ
め
に

「
宮
瀧
」の
名
の
由
来
と
そ
の
歴
史

一

前
園　

実
知
雄

奈
良
芸
術
短
期
大
学　

教
授

　

紀
伊
半
島
の
奥
深
い
山
間
部
に
そ
の
源
流
を
も

つ
吉
野
川
は
北
流
し
、
や
が
て
中
央
構
造
線
の
谷

間
に
沿
っ
て
、吉
野
の
山
塊
の
北
側
を
西
に
流
れ
、

紀
ノ
川
と
名
を
変
え
紀
伊
水
道
に
注
ぐ
大
河
で
あ

る
。
こ
の
流
域
に
は
風
光
明
媚
な
と
こ
ろ
が
数
多

い
が
、
な
か
で
も
際
立
っ
て
い
る
の
が
、
五
条
市

の
栄
山
寺
の
南
を
流
れ
る
と
こ
ろ
と
、
こ
の
吉
野

町
の
宮
瀧
で
あ
る
。

　

栄
山
寺
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
も
と
は
前さ

き
や
ま山
寺

と
称
し
た
奈
良
時
代
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
、
藤ふ

じ

原わ
ら

武む

智ち

麻ま

ろ呂
と
の
関
係
が
深
い
。
お
そ
ら
く
藤
原

南
家
の
貴
族
た
ち
は
こ
の
景
勝
の
地
を
選
ん
で
別

業
を
営
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
宮
瀧
は
さ
ら
に
そ
の
上
流
に
あ
り
、

水
煙
を
立
て
る
淵
、
蒼
い
水
面
と
奇
岩
の
並
ぶ
光

景
は
、
周
囲
の
緑
深
い
山
容
と
相
ま
っ
て
神
仙
境

と
形
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
光
景
を
醸
し
出
し
て

い
る
。

　
「
宮
瀧
」
と
い
う
こ
の
優
美
な
名
称
が　

い
つ

の
頃
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
定
か

で
は
な
い
。『
万
葉
集
』
巻
一
の
三
十
六
は
、
持
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吉野宮瀧遺跡と吉野宮

統
天
皇
の
吉
野
宮
行
幸
に
伴
っ
た
柿
本
人
麻
呂
の

歌
で
あ
る
。

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君
の　

聞
し
食め

す

天
の
下
に　

国
は
し
も　

多
に
は
あ
れ
ど
も

山
川
の　

清
き
河
内
と　

御
心
を　

吉
野
の

国
の　

花
散
ら
ふ　

秋
津
の
野
辺
に　

宮
柱

太
敷
き
ま
せ
ば　

百も
も

磯し

き城
の　

大
宮
人
は

船
並な

め
て　

浅
川
渡
り　

船
競
ひ　

夕
川
渡
る

こ
の
川
の　

絶
ゆ
る
こ
と
な
く　

こ
の
山
の

い
や
高た
か

知
ら
す　

水
激た
ぎ

つ　

瀧
の
宮
処
は

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　

こ
の
中
の
「
瀧
の
宮
処
」
か
ら
「
宮
瀧
」
の
名

称
が
生
ま
れ
た
と
の
見
方
を
支
持
す
れ
ば
、
飛
鳥

時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た

可
能
性
は
あ
る
。　

　

た
だ
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
間
接
的
で
あ
り
、
実

際
に
「
宮
瀧
」
が
歴
史
書
に
登
場
す
る
の
は
、
平

安
時
代
前
期
の
昌

し
ょ
う

泰た
い

元
年
（
八
九
八
）
に
宇う

だ多
上

皇
が
宮
瀧
に
行
幸
さ
れ
た
記
事
で
、『
日に

ほ
ん本
紀き

り
ゃ
く略
』

（
平
安
時
代
中
期
以
降
成
立
）、『
扶ふ

そ
う桑
略り

ゃ
っ
き記
』（
平

安
時
代
後
期
成
立
）、『
帝て

い
お
う王
編へ

ん
ね
ん
き

年
記
』（
室
町
時

代
成
立
）
な
ど
に
そ
の
行
幸
の
行
程
が
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
内
容
の
詳
し
い
『
扶
桑
略

記
』
か
ら
そ
の
旅
程
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　

昌
泰
元
年
十
月
二
十
一
日
、
宇
多
上
皇
は
鷹
狩

り
の
た
め
常ひ

た
ち
の陸
太た

い
し
ゅ守
是こ

れ

貞さ
だ

親
王
、
権ご

ん

大だ
い
な
ご
ん

納
言
右う

大だ
い

将し
ょ
う

菅
原
道
真
、
参さ

ん
ぎ議
勘か

解げ

由ゆ

長
官

源
み
な
も
と
の

昇の
ぼ
るら

数
十
人
を
連
れ
て
宮
瀧
に
向
か
う
こ
と
を
決
め
、

二
十
三
日
早
朝
京
を
発
っ
た
。
途
中
で
奈
良
の
法

華
寺
に
参
詣
し
、
そ
の
夜
は
高
市
郡
に
あ
る
菅
原

道
真
の
山
荘
に
宿
泊
し
た
。
翌
二
十
四
日
は
、
吉

野
の
現
光
寺
（
比
曽
寺
）
に
参
り
、
吉
野
郡
院
を

宿
と
し
た
。
明
け
て
二
十
五
日
は
一
行
で
宮
瀧
を

訪
れ
、
上
皇
は
吉
野
川
の
美
し
さ
を
「
瀧
は
急
流

積
雪
を
崩
す
が
ご
と
く
、
愛
賞
を
徘
徊
し
て
景
の

傾
く
を
知
ら
ず
」
と
称
え
、
伴
っ
た
人
た
ち
に
和

歌
を
献
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
行
は
竜
門

寺
を
訪
ね
た
後
、
大
坂
の
住
吉
浜
を
回
っ
て
京
に

帰
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
行
程
か
ら
み
て
、
一
行
の
最
も
重
要
な
目

的
は
、
宮
瀧
行
幸
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ

う
。

　

平
安
時
代
の
中
期
の
源
み
な
も
と
の

頼よ
り

常つ
ね

の
日
記
『
左さ

経け
い

記き

』
の
中
に
も
、
万ま

ん

寿じ
ゅ

二
年
（
一
〇
二
五
）
十
一

月
の
こ
と
と
し
て
、
宮
瀧
訪
問
が
見
え
る
。
ま
た

平
安
時
代
後
期
の
歌
人
西さ

い
ぎ
ょ
う
行
の
『
山さ

ん

家が

集し
ゅ
う』
に
も

宮
瀧
を
詠
ん
だ
次
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

瀬
を
は
や
み
宮
瀧
川
を
渡
り
行
ば　

心
の

底
の
澄
む
心
地
す
る

　

鎌
倉
時
代
の
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）、
橘

た
ち
ば
な

成な
り

季す
え

の
著
わ
し
た
『
古こ

こ
ん今
著ち

ょ
も
ん
じ
ゅ
う

聞
集
』
は
、
古
代
王
朝

へ
の
憧
憬
が
強
い
説
話
集
だ
が
、
こ
の
中
に
も

三
百
五
十
年
も
昔
の
宇
多
上
皇
の
宮
瀧
行
幸
に
関

す
る
記
述
が
あ
る
。
さ
ら
に
室
町
時
代
の
伏ふ

し
み
の
み
や

見
宮

貞さ
だ

成し
げ

親
王
の
日
記
『
看か

ん
も
ん聞
御ぎ

ょ
き記
』
に
も
、
上
皇
の

行
幸
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。

　

時
代
が
下
っ
て
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
大
和

の
最
初
の
地
誌
『
和
州
旧
跡
幽
考
』（
林
宗
甫
撰

宮
瀧
の
景
観
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宮
瀧
遺
跡
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
は
末
永
雅
雄

博
士
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
末
永
先
生

が
私
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
宮
瀧
遺

跡
の
研
究
史
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
決
し
て
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
人
達
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
ず
最
初

に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
早
く
も
明
治

二
十
年
代
に
こ
の
地
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
土
器
や

石
器
を
採
集
さ
れ
て
い
た
、
旧
高
見
村
在
住
の
木

村
一
郎
氏
で
あ
る
。
そ
の
後
東
京
に
出
ら
れ
た
木

村
氏
は
、
歴
史
学
者
の
喜
田
貞
吉
博
士
の
も
と
を

訪
ね
、
宮
瀧
＝
吉
野
離
宮
説
を
提
唱
さ
れ
た
よ
う

だ
。
こ
の
こ
と
は
後
年
、
末
永
先
生
が
喜
田
博
士

と
宮
瀧
在
住
の
今
西
清
兵
衛
氏
か
ら
直
接
伺
っ
た

話
と
し
て
、
心
に
と
ど
め
て
お
く
よ
う
に
と
言
わ

れ
た
。

　

明
治
時
代
の
終
わ
り
か
ら
大
正
時
代
の
初
め
に

か
け
て
活
躍
さ
れ
た
の
が
、吉
野
町
樫
尾
の
人
で
、

郷
土
史
、
郷
土
教
育
に
力
を
注
が
れ
た
山
本
源
次

郎
氏
で
あ
る
。
山
本
氏
は
『
中

な
か
し
ょ
う荘
村む

ら

附
近
史
蹟
考

案
』、『
大
字
宮
瀧
史
蹟
材
料
集
』
の
二
編
の
記
録

を
残
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
志
半
ば
で
故
人
と
な
っ

た
が
、
そ
の
遺
志
を
継
が
れ
た
の
が
、
同
じ
く
吉

野
町
出
身
の
、
教
育
者
で
あ
り
郷
土
史
家
の
中
岡

清
一
氏
だ
っ
た
。

　

中
岡
氏
は
文
献
と
遺
跡
の
両
面
か
ら
調
査
を
進

め
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
以
来
、
宮
瀧
で
小

規
模
な
試
掘
調
査
を
行
い
、
須
恵
器
や
石
敷
き
、

礎
石
な
ど
を
確
認
し
、
宮
瀧
遺
跡
の
重
要
性
を
提

唱
し
た
。
さ
ら
に
飛
鳥
地
域
の
石
敷
き
と
の
共
通

性
な
ど
も
検
討
し
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
九

月
に
行
わ
れ
た
奈
良
県
史
蹟
調
査
会
で
報
告
し
、

発
掘
調
査
の
必
要
性
を
説
か
れ
た
。
宮
瀧
遺
跡
研

究
の
実
質
的
な
基
礎
を
築
か
れ
た
中
岡
氏
の
業
績

は
『
大お

お
と
う
み
や

塔
宮
吉
野
城
』
の
大
著
に
な
っ
て
、
今
も

な
お
私
た
ち
に
大
き
な
影
響
と
刺
激
を
与
え
続
け

て
い
る
。

　

中
岡
氏
の
報
告
に
よ
っ
て
、
宮
瀧
遺
跡
の
重
要

性
を
再
認
識
し
た
奈
良
県
史
蹟
調
査
会
で
は
、
早

速
調
査
会
委
員
の
岸
熊
吉
技
師
を
派
遣
し
、
遺

跡
全
体
を
把
握
す
る
調
査
を
実
施
し
、
翌
五
年

（
一
九
三
〇
）
九
月
の
調
査
委
員
会
で
報
告
さ
れ

た
。

　

岸
熊
吉
氏
の
報
告
の
翌
十
月
か
ら
宮
瀧
遺
跡
の

本
格
的
な
発
掘
調
査
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
担
当

者
は
当
時
京
都
大
学
考
古
学
教
室
に
席
を
置
か
れ

て
い
た
末
永
雅
雄
博
士
だ
っ
た
。
石
舞
台
古
墳
、

唐
古
遺
跡
な
ど
、
重
要
遺
跡
の
調
査
が
始
ま
る
数

年
前
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
調
査
は
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）
ま
で
の
八
年
間
に
お
よ
び
、
多
く

の
成
果
を
あ
げ
『
宮
瀧
の
遺
跡
』
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
た
。

　

発
掘
調
査
の
き
っ
か
け
は
、
宮
瀧
遺
跡
と
吉
野

宮
、
吉
野
離
宮
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
調
査
の
過
程
で
、
こ
の
遺
跡
が
縄
文
時
代
後

期
か
ら
弥
生
時
代
中
期
ま
で
の
、
複
合
遺
跡
に
重

な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し

本
文
で
は
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
な
い
で
先
に
進

む
。

　

中
岡
清
一
氏
の
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
吉
野
川
河

岸
の
台
地
上
に
は
飛
鳥
京
に
共
通
す
る
石
敷
き
や

小
規
模
な
礎
石
建
物
、
土
師
器
、
須
恵
器
な
ど
の

遺
物
に
混
じ
っ
て
奈
良
時
代
の
軒
瓦
な
ど
も
出
土

宮
瀧
遺
跡
の
調
査
と
研
究
史

二
　

一
六
八
二
）、
貝か
い
ば
ら原
益え

き
け
ん軒
の
『
和わ

し
ゅ
う州
巡じ

ゅ
ん
ら
ん
き

覧
記
』

（
一
六
九
六
）、
本も

と
お
り居
宣の

り
な
が長
の
『
菅す

げ
が
さ笠
日に

っ
き記
』

（
一
七
七
二
）、上う

え
だ田
秋あ

き

成な
り

の
『
秋

し
ゅ
う

成せ
い

遺い
ぶ
ん文
』（
十
八

世
紀
末
）
な
ど
、
多
く
の
地
誌
、
紀
行
文
な
ど
に
、

古
く
か
ら
宮
跡
伝
承
の
あ
る
宮
瀧
を
訪
ね
、
そ
の

景
観
を
称
え
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

宇
多
上
皇
以
降
、
都
の
貴
紳
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て

宮
瀧
に
憧
れ
を
抱
い
た
背
景
に
は
、
そ
こ
が
『
古

事
記
』、『
日
本
書
紀
』、『
万
葉
集
』、『
懐
風
藻
』

に
記
さ
れ
た
吉
野
宮
、
吉
野
離
宮
の
故
地
で
あ
る

と
強
く
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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吉野宮瀧遺跡と吉野宮

昭
和
五
十
年（
一
九
七
五
）年
以
降
の
調
査

三
　

昭
和
十
三
年
以
降
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
宮
瀧
の
地
に
、
発
掘
調
査
の
メ
ス
が
入
っ

た
の
が
三
十
七
年
後
の
昭
和
五
十
年
一
月
の
こ
と

だ
っ
た
。
新
た
に
建
設
さ
れ
る
幼
稚
園
の
工
事
に

伴
う
発
掘
で
、
調
査
の
結
果
は
、
遺
構
の
検
出
は

な
く
わ
ず
か
な
土
器
片
が
出
土
し
た
の
み
だ
っ
た

が
、
こ
の
調
査
を
き
っ
か
け
に
そ
の
後
国
庫
補
助

金
を
得
て
「
宮
瀧
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
」
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

末
永
先
生
の
調
査
を
第
一
次
調
査
と
し
、
そ
の

後
小
規
模
な
ト
レ
ン
チ
調
査
も
含
め
て
、
調
査
ご

と
に
番
号
を
付
け
て
行
っ
て
い
る
が
、
も
う
五
十

次
を
越
え
た
。
し
か
し
調
査
面
積
は
、
推
定
遺
跡

範
囲
の
約
六
分
の
一
の
七
千
平
方
㍍
で
あ
る
。
今

後
新
し
い
成
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い

が
、
現
在
ま
で
の
調
査
結
果
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ

と
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　

私
が
宮
瀧
の
発
掘
調
査
を
始
め
た
頃
、
最
初
に

戸
惑
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
地
表
面
か
ら

四
〇
〜
五
〇
㌢
㍍
掘
り
下
げ
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
面

で
弥
生
時
代
と
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
遺
構
が
現
れ

る
こ
と
だ
っ
た
。
普
通
で
あ
れ
ば
時
代
を
経
る
ご

と
に
土
層
は
堆
積
し
、
古
い
遺
構
の
上
層
に
新
し

い
遺
構
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
違
っ
て
い
た

の
だ
。
そ
れ
は
地
形
測
量
と
詳
し
い
現
地
検
討
か

ら
検
証
で
き
た
が
、
こ
こ
で
は
奈
良
時
代
に
大
規

模
な
土
地
の
造
成
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
山
側
に
近
い
北
方
は
削
平
し
、
川
に
近
い

南
側
は
盛
り
土
を
行
い
、
広
い
平
坦
地
を
造
り
、

そ
の
中
に
建
物
群
を
配
置
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ

の
時
期
が
奈
良
時
代
前
半
と
考
え
ら
れ
る
。

　

飛
鳥
時
代
以
降
の
遺
構
は
大
き
く
四
期
に
区
分

で
き
る
。
第
一
期
は
七
世
紀
中
頃
、
第
二
期
は
七

世
紀
後
半
、
第
三
期
は
八
世
紀
前
半
、
第
四
期
は

九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
と
み
て
良
い
。

　

し
か
し
私
が
特
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、
第
三

期
の
建
物
の
柱
穴
か
ら
五
世
紀
後
半（
古
墳
時
代
）

の
須
恵
器
甕
の
破
片
が
数
点
出
土
し
た
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
土
器
に
伴
う
遺
構
は
見
つ

か
っ
て
い
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
奈
良
時
代

の
造
成
工
事
で
失
わ
れ
て
い
る
可
能
性
も
強
い
。

し
か
し
、
こ
の
吉
野
の
奥
地
に
偶
然
に
こ
の
時
代

の
土
器
が
混
入
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
こ
で

思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
紀

の
二
年
と
四
年
に
見
ら
れ
る
吉
野
宮
の
記
事
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
よ
う
。

　

ま
ず
第
一
期
の
遺
構
は
台
地
の
中
心
よ
り
や
や

し
、
こ
こ
に
歴
史
時
代
の
重
要
な
遺
構
群
が
存
在

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
し
か
し
、
末
永
先
生
の

調
査
報
告
の
結
論
は
、「
こ
の
地
が
吉
野
離
宮
の

跡
地
と
断
定
す
る
資
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う

慎
重
な
意
見
で
結
ば
れ
て
い
る
。

宮
瀧
遺
跡
検
出
遺
構

（
吉
野
町
『
憧
憬
・
古
代
史
の
吉
野
』
よ
り
１
９
９
２
年
）
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東
よ
り
に
あ
る
。
中
島
を
持
つ
池
を
中
心
と
し
た

庭
園
遺
構
と
、
近
く
に
は
柵
列
と
小
規
模
な
建
物

が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
池
の
北
側
の
高
い
場

所
に
は
、
池
へ
の
給
水
施
設
と
見
ら
れ
る
長
方
形

の
土
坑
も
あ
っ
た
。
桜
井
市
上う

え
の
み
や宮
遺
跡
や
明
日

香
村
島し

ま
の
し
ょ
う庄
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
遺
構
に
近

似
し
た
も
の
で
、
こ
の
遺
構
の
下
層
に
は
こ
の
台

地
で
唯
一
の
伏
流
水
の
水
脈
が
存
在
す
る
。
お
そ

ら
く
こ
れ
ら
の
遺
構
は
、
宮
瀧
で
行
わ
れ
た
水
に

関
わ
る
祭
祀
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
出
土

遺
物
は
人
為
的
に
周
囲
を
打
ち
欠
い
た
多
く
の
須

恵
器
坏
蓋
の
ほ
か
、
給
排
水
に
用
い
た
と
見
ら
れ

る
鍔
付
き
の
大
型
土
管
な
ど
が
目
立
っ
た
。

　

第
二
期
の
遺
構
の
場
所
は
第
一
期
と
ほ
ぼ
重
な

る
が
、
西
南
に
広
が
り
散
在
的
で
は
あ
る
が
、
掘

立
柱
建
物
も
見
ら
れ
る
。
遺
構
に
伴
う
遺
物
は
多

く
は
な
い
が
、
第
三
期
の
遺
構
、
遺
物
に
混
じ
る

も
の
が
見
ら
れ
る
。

　

第
三
期
の
建
物
群
は
、
台
地
の
中
央
か
ら
西
よ

り
に
か
け
て
、
一
辺
約
一
八
〇
㍍
の
方
形
区
画
の

中
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
平
城
宮
に
用
い
た
瓦
に

近
い
二
種
の
軒
瓦
も
出
土
し
、
石
敷
き
を
伴
う
掘

立
柱
建
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は

建
て
替
え
の
痕
跡
が
な
く
、
ま
た
土
器
も
平
城
Ⅱ

期
（
八
世
紀
第
２
四
半
期
）
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
、
存
続
期
間
は
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

第
四
期
は
、
宮
瀧
の
台
地
の
ほ
ぼ
中
央
部
で
小

宮
瀧
遺
跡
44
次
調
査
（
上
空
よ
り
）

（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
よ
り
提
供
）

池
跡
に
投
棄
さ
れ
た
土
器

第
41
次
掘
立
柱
建
物
（
南
よ
り
）

（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
よ
り
提
供
）
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吉野宮瀧遺跡と吉野宮

文
献
に
見
え
る
吉
野
宮
・
吉
野
離
宮

四

発
掘
さ
れ
た
遺
構
と
吉
野
宮

五

　

吉
野
宮
が
文
献
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、

『
記
・
紀
』
の
応
神
天
皇
の
時
で
あ
る
。「
吉
野
宮

に
行
幸
し
た
天
皇
に
、
国く

ず栖
人
が
来
朝
し
酒
を
献

じ
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
応
神
天
皇
十
九
年

の
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

次
に
見
え
る
の
が
雄
略
天
皇
で
、『
日
本
書
紀
』

に
よ
る
と
二
年
冬
十
月
と
、
四
年
秋
八
月
に
二
度

吉
野
宮
に
行
幸
し
て
い
る
。
四
年
の
記
事
は
「
秋あ
き

津づ
し
ま島
」の
地
名
起
源
説
話
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、

多
く
の
古
代
史
研
究
者
は
こ
の
二
人
の
天
皇
の
吉

野
宮
の
存
在
に
は
懐
疑
的
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』に
は
斉
明
天
皇
が
二
年（
六
五
六
）

に
吉
野
宮
を
造
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
三
年
後
の

五
年
（
六
五
九
）
三
月
に
行
幸
し
、
ト
ヨ
ノ
ア
カ

　

宮
瀧
の
台
地
に
広
が
る
飛
鳥
時
代
以
降
の
遺
構

群
は
、
四
時
期
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ

規
模
な
礎
石
建
物
が
一
棟
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
遺
構
は
第
一
次
調
査
で
も
注
意
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
第
三
十
八
次
調
査
で
再
発
掘
し
、

時
期
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
自
然
石
の
礎
石
の
根

石
に
混
じ
っ
て
平
安
時
代
前
期
の
黒
色
土
器
が
出

土
し
た
こ
と
と
、
さ
ら
に
下
層
か
ら
第
三
期
の
柱

列
を
検
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
宮
瀧
遺
跡
の
古
代

の
遺
構
で
は
最
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。

リ
（
大
宴
会
）
を
開
い
て
い
る
。
も
と
も
と
稲
作

と
か
か
わ
り
の
あ
る
儀
式
で
あ
る
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ

を
吉
野
宮
で
行
っ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
春
三
月

を
期
し
て
そ
の
年
の
豊
作
を
祈
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

吉
野
宮
が
歴
史
上
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の

は
、
大
海
人
皇
子
が
壬
申
の
乱
の
挙
兵
の
地
に
選

ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
母
で
あ
る
斉
明
天
皇
の
宮
で

あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
こ
の
吉
野
が
神
仙
の
住
む

場
所
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
関
係
あ

る
だ
ろ
う
。
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
天
武
天
皇
と

な
っ
た
の
ち
、
皇
子
た
ち
を
伴
い
、
六
年
後
の
天

武
八
年
（
六
七
九
）
に
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
吉
野

盟
」
を
行
っ
た
の
も
同
じ
理
由
か
ら
だ
ろ
う
。

　

天
武
天
皇
の
後
を
踏
襲
し
た
持
統
天
皇
は
、

夫
と
と
も
に
一
時
期
を
過
ご
し
た
吉
野
宮
に
、

三
十
一
回
、
即
位
前
後
の
三
回
を
加
え
る
と
実
に

三
十
四
回
も
訪
れ
て
い
る
。
中
で
も
持
統
七
年

（
六
九
三
）
と
九
年
（
六
九
五
）
に
は
年
間
に
五

回
も
吉
野
宮
に
行
幸
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の
行

幸
と
持
統
八
年
の
藤
原
宮
へ
の
遷
宮
と
の
間
に
何

ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
、と
考
え
て
い
る
。

ま
た
多
く
の
訪
問
は
斉
明
天
皇
と
同
じ
く
、
吉
野

の
水
神
に
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
た
め
の
、
重
要

な
祭
祀
を
行
う
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と

み
て
良
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

文
武
天
皇
、元
明
天
皇
の
行
幸
も
『
続
日
本
紀
』

に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、

神
亀
元
年
（
七
二
四
）
年
に
皇
位
を
継
い
だ
聖
武

天
皇
が
、
即
位
後
ま
も
な
く
芳
（
吉
）
野
宮
に
行

幸
し
、
そ
の
後
芳
野
と
和
泉
の
監げ

ん

（
国
に
準
じ
た

行
政
機
構
）
で
干
ば
つ
に
苦
し
む
民
の
た
め
に
、

雨
乞
い
を
命
じ
た
こ
と
が
天
平
四
年
（
七
三
二
）

の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
天
平
八
年
（
七
三
六
）
六
月
二
十
七
日
か
ら
七

月
十
日
ま
で
の
約
半
月
間
、
芳
野
宮
に
滞
在
し
、

監
や
近
隣
の
民
に
品
物
を
下
賜
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
の
行
幸
に
つ
い
て
は
、
近
年
平
城
京
の

藤ふ
じ
わ
ら原
麻ま

ろ呂
邸
の
近
く
の
溝
か
ら
出
土
し
た
四
点
の

木
簡
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
。

　

文
献
に
記
さ
れ
た
吉
野
宮
の
変
遷
を
た
ど
っ
て

み
る
と
、
そ
れ
が
一
連
の
施
設
で
は
な
い
と
い
う

思
い
が
強
く
な
り
、
こ
の
文
献
の
宮
の
変
遷
と
、

発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
四
期
の
遺
構
と
の

間
に
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
、
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
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た
と
い
う
信
憑
性
が
高
ま
っ
て
き
た
。

　

宮
瀧
は
古
代
に
は
吉
野
山
の
登
山
口
に
あ
た
っ

て
い
た
が
、
宮
瀧
を
訪
れ
た
上
皇
は
、
こ
こ
か
ら

青
根
ケ
峰
を
望
み
な
が
ら
、
大
峰
山
の
山
上
ケ
岳

へ
の
登
峰
を
思
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
同
じ
く
礎
石
建
物
近
く
の
第
三
期
の
柱

穴
か
ら
出
土
し
た
、
五
世
紀
後
半
の
須
恵
器
大
甕

く
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
今
ま
で
重
要
で

あ
っ
た
青
根
ケ
峰
が
視
界
か
ら
消
え
、
吉
野
川
を

隔
て
て
、
神
南
備
型
の
象
山
が
正
面
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
時
点
で
斉
明
・
持
統
朝
に
行
わ
れ
て

い
た
祭
祀
は
大
き
く
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
期
の
建
物
は
建
て
替
え
も
な
く
、
土
器
、

瓦
と
も
に
八
世
紀
第
２
四
半
期
の
短
い
期
間
に
限

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
遺
構
群
は
聖
武
朝
の
宮
、

さ
ら
に
芳
野
監
の
役
所
も
兼
ね
た
建
物
群
の
可
能

性
が
強
い
。

　

第
四
期
の
遺
構
は
現
在
の
と
こ
ろ
礎
石
建
物
一

棟
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
位
置
は
第
三
期

の
遺
構
群
の
中
心
近
く
に
あ
り
、
そ
の
建
造
時

期
か
ら
見
て
、
こ
れ
が
宇
多
上
皇
の
昌
泰
元
年

（
八
九
八
）
に
行
幸
し
た
際
の
行
宮
の
一
角
で
あ

る
可
能
性
が
強
い
の
で
は
、と
私
は
考
え
て
い
る
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
宮
瀧
が
吉
野
宮
で
あ
る
と

い
う
最
も
有
力
な
根
拠
に
な
る
だ
ろ
う
。さ
ら
に
、

宇
多
上
皇
は
二
年
後
の
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
に

大
峰
山
に
入
峰
し
た
こ
と
が
『
金き

ん

峯ぶ
せ
ん山
草そ

う
そ
う
き

創
記
』

に
見
え
る
。

　

中
世
以
降
の
成
立
で
あ
る
た
め
、
あ
ま
り
重

要
視
さ
れ
て
な
か
っ
た
史
料
だ
っ
た
が
、
昭
和

五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
以
降
の
大
峰
山
寺
本
堂

地
下
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
宇
多
上
皇
が
入
峰
し

た
が
、
先
ず
第
一
期
が
、
斉
明
天
皇
の
宮
に
相
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
台
地
の
中
央
や
や
東
よ
り

を
中
心
と
す
る
庭
園
遺
構
や
導
水
施
設
か
ら
は
、

は
る
か
南
に
喜き

佐さ
だ
に谷
を
越
え
て
青
根
ケ
峰
を
望
む

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
山
は
別
名
水み

く
ま
り
や
ま

分
山
と
呼
ば

れ
、
吉
野
連
山
を
象
徴
す
る
山
で
あ
る
。
斉
明
天

皇
は
こ
の
山
を
望
む
場
所
に
人
工
池
と
導
水
施
設

を
作
り
、
水
辺
の
祭
祀
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
期
が
持
統
朝
の
宮
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一

期
と
重
な
る
部
分
が
多
い
が
、
西
南
に
広
が
り
、

建
造
物
が
散
在
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
前
代
の

池
を
中
心
と
し
た
場
所
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
同
じ
く
水
に
関
わ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。面
積
の
割
合
に
は
遺
構
が
少
な
い
が
、

か
え
っ
て
そ
の
こ
と
が
、
祭
祀
性
の
強
い
こ
の
宮

の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
こ
の
時
期
以
前
の
遺
構
は
、
第
三
期
の
大
規
模

造
成
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

第
三
期
の
遺
構
群
が
最
も
遺
存
状
態
が
良
く
、

石
敷
き
や
石
溝
、
そ
の
間
に
建
つ
掘
立
柱
建
物
な

ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
遺
構
群
の
中

心
は
、
第
一
、二
期
の
中
心
か
ら
約
六
〇
㍍
西
に

移
動
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
現
地
に
立
て
ば
す

ぐ
理
解
で
き
る
こ
と
だ
が
、
周
囲
の
景
観
が
大
き

宮
瀧
遺
跡
と
象
の
中
山
・
喜
佐
谷
（
左
の
谷
）

（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
よ
り
提
供
）
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将
に　

造ぞ
う
か化
の
趣
を
歌
わ
ん
と
し
て　

素
を
握と

り
て
不
工
を
愧は

ず

　
（
筏
に
乗
っ
て
黄
河
の
源
流
を
尋
ね
た
張
騫
に

な
ら
っ
て
、
天
皇
の
行
幸
に
従
っ
て
こ
こ
吉
野
川

の
源
に
あ
る
吉
野
離
宮
に
や
っ
て
き
た
。
朝
雲
は

南
北
に
あ
り
、
夕
霧
は
西
東
に
流
れ
て
い
る
。
吉

野
の
峰
は
険
し
く
、
か
き
鳴
ら
す
弦
琴
の
音
も
急

を
奏
し
て
、
吉
野
川
の
谷
は
広
く
、
竹
笛
の
音
は

良
く
通
る
。

　

ま
さ
に
自
然
の
神
の
造
ら
れ
た
、
こ
の
吉
野
の

素
晴
ら
し
い
趣
を
歌
に
し
よ
う
と
思
い
筆
を
執
っ

た
が
、
詩
才
の
な
い
自
分
が
恥
ず
か
し
い
こ
と

だ
。）

　

こ
の
よ
う
に
、
吉
野
は
日
常
の
生
活
と
は
全
く

異
な
っ
た
世
界
、
神
仙
の
住
む
世
界
と
認
識
さ
れ

て
い
た
よ
う
だ
。
そ
こ
は
ま
た
再
生
、
つ
ま
り
蘇

り
の
可
能
な
空
間
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

大
化
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
、
身
の
危
険
を
感
じ
て

吉
野
に
入
っ
た
古
人
大
兄
皇
子
、
満
を
持
し
て
吉

野
宮
で
半
年
を
過
ご
し
た
大
海
人
皇
子
、
時
代
は

下
っ
て
十
四
世
紀
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
開
か

れ
た
南
の
朝
廷
も
こ
の
吉
野
に
置
か
れ
た
。
都
か

ら
は
る
か
南
の
奥
深
い
吉
野
に
、
時
代
を
越
え
て

再
起
を
願
っ
た
権
力
者
が
向
か
っ
た
背
景
は
、
地

理
的
に
見
れ
ば
中
央
構
造
線
沿
い
に
流
れ
る
吉
野

川
が
天
然
の
濠
と
な
り
、
背
後
に
広
大
な
山
並
み

が
続
く
難
攻
不
落
の
城
砦
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
増
し
て
、
上
流
に
ダ
ム
が

造
ら
れ
、
水
量
も
大
き
く
変
化
し
た
が
、
今
も
宮

瀧
を
流
れ
る
吉
野
川
の
景
観
は
素
晴
ら
し
い
。

　

昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
の
秋
、
末
永
先

生
の
『
宮
瀧
の
遺
跡
』
の
復
刻
の
話
が
進
み
、
私

が
お
手
伝
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
橿
原
考
古
学

研
究
所
で
の
仕
事
を
終
え
た
あ
と
、
南
河
内
の
狭

山
に
あ
る
先
生
の
お
宅
に
通
い
、
先
生
の
お
人
柄

に
親
し
く
接
し
な
が
ら
、
二
人
で
仕
事
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
数
カ
月
間
は
、
私
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
時
間
だ
っ
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
先
生

が
仕
事
の
手
を
休
め
私
に
こ
う
言
わ
れ
た
の
だ
。

「
わ
し
は
今
ま
で
宮
瀧
が
吉
野
離
宮
と
は
言
う
た

こ
と
は
な
い
け
ど
、
君
は
言
っ
た
ら
い
い
、
も
う

言
う
て
も
え
え
や
ろ
」。

　

最
初
は
驚
い
た
が
、
あ
の
慎
重
な
先
生
が
私
の

持
論
を
認
め
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
思
い
が
込
み

上
げ
て
き
た
こ
と
を
、
今
も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い

る
。宮
瀧
遺
跡
の
調
査
は
今
後
も
続
け
ら
れ
る
が
、

律
令
国
家
の
礎
を
築
き
、
日
本
の
国
号
を
定
め
た

天
武
天
皇
の
政
治
の
出
発
の
地
で
あ
る
吉
野
宮
の

跡
地
を
少
し
で
も
多
く
の
方
が
訪
ね
、
こ
の
国
の

歴
史
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

吉野宮瀧遺跡と吉野宮

吉
野
の
持
つ
意
味

六
　

奈
良
時
代
に
な
る
と
、
吉
野
は
神
仙
境
と
し
て

都
の
貴
紳
た
ち
の
あ
こ
が
れ
の
地
と
な
っ
た
こ
と

は
、『
懐
風
藻
』
の
中
の
次
の
よ
う
な
漢
詩
の
中

に
強
く
表
れ
て
い
る
。

　

駕が

に
吉
野
宮
に
従
う　

詔
に
応
ず　

大
伴
王

張ち
ょ
う
け
ん
騫
が
跡
を
尋
ね
ま
く
欲ほ

り　

幸さ
き
わい
に
逐お

う
河

源
の
風

朝
雲
南
北
を
指
し　

夕
霧
西
東
を
正
す　

嶺
峻け

わ

し
く
絲し

響き
ょ
う

急は
や

く　

渓た
に

曠ひ
ろ

く
し
て　

竹ち
く
め
い鳴

融と
お

る

片
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
『
日
本
書
紀
』
の
雄

略
紀
に
見
ら
れ
る
吉
野
宮
と
関
わ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
雄

略
（
倭
王
武
）
の
時
代
、い
わ
ゆ
る
「
倭
の
五
王
」

の
時
代
に
は
、
中
国
の
南
朝
か
ら
様
々
な
技
術
や

文
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
「
風
水
思

想
」
と
と
も
に
不
老
長
寿
を
願
う
「
神
仙
思
想
」

も
含
ま
れ
て
い
た
。

　

私
は
、
斉
明
天
皇
が
こ
の
地
に
宮
を
営
ん
だ

き
っ
か
け
は
、
二
百
年
前
に
新
し
い
思
想
に
基
づ

い
て
雄
略
天
皇
が
開
い
た
吉
野
宮
の
存
在
だ
っ
た

の
で
は
、
と
考
え
て
い
る
。

A_P04-11_4.indd   11A_P04-11_4.indd   11 13/01/21   10:4213/01/21   10:42

石田　浩幸
四角形

石田　浩幸
テキストボックス
※こちらに使用されている画像及び文章等の無断転載・使用はご遠慮ください


