
一
、
は
じ
め
に

　

奈
良
県
御
所
市
に
所
在
す
る
南
郷
大
東

遺
跡
で
は
、
古
墳
時
代
中
期
の
大
規
模
な

導
水
施
設
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
最
も

大
き
い
槽
付
木
樋
に
は
掘
立
柱
の
覆
屋
が

設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

て
い
る（
１
）。
注
目
を
集
め
る
数
多
く
の
遺
構
・

遺
物
の
な
か
で
さ
ほ
ど
目
立
つ
存
在
と
は

言
え
な
い
が
、
こ
の
覆
屋
の
棟
持
柱
（
柱

４
）
の
掘
方
内
か
ら
は
多
量
の
木
屑
が
出

土
し
て
い
る
。
調
査
者
の
細
心
の
注
意
に

よ
り
取
り
上
げ
ら
れ
た
そ
れ
ら
木
屑
は
、

現
在
も
良
好
な
状
態
を
保
っ
て
お
り
、
筆

者
は
今
回
そ
れ
ら
を
観
察
す
る
機
会
を
得

た
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
な
検
討
を
行
い
た

い
。

二
、
柱
４
掘
方
内
出
土
木
屑
の
概
要

　

柱
４
の
掘
方
か
ら
出
土
し
た
木
屑
に
は
、

多
様
な
形
態
が
あ
り
、
な
か
に
は
小
枝
や

「
手
斧
屑（
２
）」、「
鑿
屑
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の

も
含
む
。
た
だ
し
、
大
半
を
占
め
る
の
は

報
告
書
に
お
い
て
「
鉇
屑
」
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
（
図
１
）。
こ
れ
ら
は
幅
七
～

一
四
㎜
、
厚
み
〇
・
四
～
一
・
五
㎜
前
後
の

細
長
い
形
態
を
し
て
お
り
、
稜
線
を
有
す

る
面
と
平
滑
な
面
を
も
つ
と
い
う
共
通
し

た
特
徴
を
も
つ
。
報
告
書
で
は
、
こ
れ
ら

が
覆
屋
の
柱
か
ら
生
じ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
事
実
、
柱
に
残
る
「
鉇
痕
」

は
幅
が
お
お
よ
そ
五
～
一
五
㎜
前
後
で「
鉇

屑
」
と
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
蓋
然
性
は

高
い
。
よ
り
滑
ら
か
な
円
柱
に
仕
上
げ
る

べ
く
、
手
斧
で
斫
っ
た
痕
跡
を
消
す
よ
う

に
表
面
調
整
し
た
際
に
生
じ
た
も
の
が
、

こ
れ
ら
の
大
半
を
占
め
る
と
推
測
で
き
る
。

三
、「
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
」
の
屑
か

　

実
際
に
、
古
墳
時
代
の
ヤ
リ
ガ
ン
ナ（
３
）と

形
態
的
に
共
通
す
る
現
代
の
工
具
（
彫
刻
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刀
の
「
生
反
」
と
大
工
道
具
の
「
鉇
」）
を

使
用
し
た
実
験
で
も
、
同
様
の
木
屑
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
（
図
２
左
半
）。
こ
れ
ら

２
種
の
工
具
に
よ
っ
て
生
じ
た
木
屑
の
特

徴
は
以
下
の
よ
う
に
列
挙
で
き
る
。

①
横
断
面
は
す
べ
て
両
端
に
む
か
っ
て
薄

く
な
り
、
中
が
厚
み
を
も
つ
。

②
刃
の
入
り
と
抜
け
の
部
分
の
形
態
は
横

一
文
字
に
は
な
ら
ず
、
尖
頭
形
を
呈
す
る
。

③
刃
の
下
面
に
接
す
る
木
材
側
の
面
は
極

め
て
滑
ら
か
に
仕
上
が
る
の
に
対
し
、
刃

の
上
面
に
接
す
る
面
は
、
平
滑
で
あ
る
も

の
の
や
や
ザ
ラ
つ
く
（
＝
木
屑
の
上
面
は

滑
ら
か
で
、
下
面
は
ザ
ラ
つ
く（
４
））。

　

こ
う
し
た
断
面
形
や
端
部
形
、
表
面
に

み
る
諸
特
徴
は
、
検
討
対
象
の
「
鉇
屑
」

に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ

斧
や
鑿
に
よ
っ
て
生
じ
る
木
屑
が
こ
れ
ら

特
徴
を
す
べ
て
併
せ
も
つ
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
共
通
性
は
、
そ
れ
ら
木
屑

が
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
に
よ
る
も
の
と
の
判
断
を

支
持
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

現
代
の
鉇
屑
と
い
え
ば
、
反
り
と
捩
じ

れ
を
も
つ
こ
と
が
常
で
あ
る
。
本
例
の
多

く
に
は
そ
の
特
徴
を
み
る
こ
と
は
難
し
い

も
の
の
、
一
部
に
反
り
と
捩
じ
れ
を
残
す

も
の
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
特
徴
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
の
木

屑
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
細
片
化
し
、
水
分
を
多
く
含
ん
だ

2�
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土
中
に
長
年
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

木
屑
形
態
に
影
響
し
た
と
予
想
で
き
る
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
同

様
に
①
～
③
の
特
徴
を
も
つ
木
屑
が
、
古

墳
時
代
の
刀
子
と
形
態
的
に
共
通
す
る
現

代
の
工
具
（
小
刀
）
に
よ
っ
て
も
生
じ
う

る
点
で
あ
る
（
図
２
右
半
）。
も
ち
ろ
ん
、

古
墳
時
代
に
お
け
る
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
の
機
能

的
独
立
性
を
重
視
す
る
立
場
も
理
解
で
き

る
が
、
日
常
的
な
万
能
利
器
で
あ
る
刀
子

の
役
割
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
避
け
、

「
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
な
い
し
刀
子
の
木
屑（
５
）」
と
い

う
判
断
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
工
具
を
用
い
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
最
も
「
鉇
痕
」
を

明
瞭
に
観
察
で
き
る
覆
屋
の
側
柱
（
柱
２
）

に
は
、
複
数
条
の
「
鉇
痕
」
の
な
か
に
静

止
痕
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
（
図

３
）。
こ
の
よ
う
な
痕
跡
は
、
小
刀
を
用
い

た
実
験
の
際
、
刃
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
止
め

な
が
ら
連
続
し
て
さ
さ
く
れ
状
に
削
り
進

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
現
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
他
の
手
法
に
よ
る
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
が
、
同
様
の
痕
跡
を
両
手

使
い
で
あ
る
大
型
の
鉇
が
残
し
う
る
の
か

と
い
っ
た
点
な
ど
、
微
細
な
痕
跡
と
加
工

具
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
加

工
具
の
具
体
像
に
迫
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

四
、「
鉇
屑
」
の
分
類
と
そ
の
意
味

　

次
に
、
こ
れ
ら
木
屑
の
細
分
を
行
う
。

属
性
の
性
格
に
も
と
づ
く
と
、
工
程
の
段

階
差
を
示
し
う
る
属
性
と
、
加
工
対
象
の

違
い
を
示
し
う
る
属
性
に
分
類
が
可
能
で

あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、「
稜
線
の
平
面

的
な
形
態
」
な
ど
が
該
当
し
、
後
者
に
つ

い
て
は
、
樹
種
の
ほ
か
、
木
取
り
に
よ
っ

て
生
じ
る
「
木
目
の
違
い
」
な
ど
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

稜
線
の
形
態　

木
屑
の
上
面
に
み
る
稜
線

の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
図
４
の
と
お
り

幾
通
り
か
に
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
「
鉇
屑
」
の
長
軸
に
対
し
て
直
交
方

向
な
い
し
そ
れ
に
近
い
角
度
の
稜
線
を
も

つ
例
は
、「
ト
」
形
や
「
一
」
形
の
稜
線
が

該
当
す
る
。
こ
の
種
の
稜
線
は
、
稜
が
強

く
、
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
や
刀
子
に
よ
っ
て
生
じ

に
く
い
痕
跡
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
手
斧
痕

を
多
く
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

柱
の
表
面
調
整
の
段
階
の
な
か
で
は
、
手

斧
痕
を
削
り
と
る
段
階
に
該
当
し
、
序
盤

に
近
い
段
階
と
推
測
で
き
よ
う
。

　

一
方
、「
ト
」
形
と
異
な
り
、
稜
線
が
比

較
的
狭
い
角
度
を
も
っ
て
合
流
す
る
「
Ｙ
」

形
の
稜
線
は
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
や
刀
子
の
痕
跡

と
み
て
よ
い
（
図
５
）。
細
か
な
調
整
を
く

り
返
し
行
う
段
階
に
当
た
る
。

　
「
Ｉ
」
形
に
つ
い
て
は
手
斧
痕
と
ヤ
リ
ガ

ン
ナ
・
刀
子
痕
の
ど
ち
ら
に
も
生
じ
う
る

稜
線
で
あ
る
た
め
判
別
が
困
難
で
あ
る
。

た
だ
し
、
手
斧
痕
を
削
る
段
階
か
ら
ヤ
リ

ガ
ン
ナ
・
刀
子
痕
を
削
る
段
階
に
む
け
て
、

横
断
面
に
み
る
稜
の
角
度
が
平
均
的
に
よ

り
緩
や
か
な
も
の
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ

と
か
ら
、
稜
の
な
す
角
度
を
あ
る
程
度
の

目
安
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

な
お
、「
Ⅱ
」
形
に
つ
い
て
は
、
幅
一
㎝

前
後
の
木
屑
上
に
二
本
の
稜
線
が
平
行
す

る
こ
と
が
、
覆
屋
の
柱
の
手
斧
痕
で
は
ほ

ぼ
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
（
図
６
）、
ヤ
リ

ガ
ン
ナ
な
い
し
刀
子
の
痕
跡
を
削
る
段
階

と
推
測
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
稜
線
に
み
る
パ
タ
ー
ン

か
ら
加
工
段
階
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
情

3�

図３　柱２の「静止痕」

「ト」 「Y」「I」 「Ⅱ」

「鉇屑」上面にみる稜線の形態

不明瞭

不明

「一」

手斧痕削り ヤリガンナ・刀子痕削り

図４　「鉇屑」の稜線パターン

図５　「Y」形の稜線（中央）図６　柱２の手斧痕



報
を
読
み
取
れ
る
が
、
次
に
こ
れ
ら
の
幅

と
厚
み
を
み
て
み
る
と
、「
ト
」・「
一
」
形

が
よ
り
幅
と
厚
み
を
持
つ
傾
向
に
あ
り
、

逆
に
薄
く
幅
の
狭
い
も
の
に
は
「
Ｙ
」・

「
Ｉ
」・「
Ⅱ
」
形
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と

が
分
か
る
（
図
７
）。
こ
の
こ
と
は
、
作
業

工
程
上
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
が
、
お

お
ま
か
な
傾
向
と
し
て
、
手
斧
痕
削
り
段

階
に
は
よ
り
深
く
刃
を
入
れ
て
幅
広
に
削
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

木
目
の
違
い　

最
後
に
木
目
に
着
目
す
る

と
、
対
象
と
し
て
い
る
「
鉇
屑
」
の
大
半

に
は
年
輪
界
が
顕
著
に
み
ら
れ
な
い
こ
と

を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
径
が
比

較
的
大
き
い
芯
持
材
の
円
柱
の
削
り
屑
で

あ
る
と
い
う
理
解
、
つ
ま
り
覆
屋
の
柱
に

由
来
す
る
と
の
想
定
と
整
合
的
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
全
体
の
量
か
ら
す
る
と
わ
ず

か
で
は
あ
る
も
の
の
、
柾
目
あ
る
い
は
追

柾
目
の
「
鉇
屑
」
が
混
じ
っ
て
い
る
点
も

ま
た
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

　

一
つ
は
、
木
目
が
異
な
る
と
は
い
え
同

じ
柱
か
ら
生
じ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

追
柾
目
の
「
鉇
屑
」
は
上
述
の
柱
材
か
ら

は
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
る
が
、
年
輪
を

切
断
す
る
よ
う
に
角
度
を
も
っ
て
深
く
斫

ら
れ
た
部
分
も
柱
の
根
本
付
近
に
は
み
ら

れ
る
。
追
柾
目
の
木
屑
が
こ
う
し
た
部
位

に
由
来
す
る
と
の
理
解
も
可
能
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
柾
目
ま
た
は
追

柾
目
に
木
取
り
さ
れ
た
板
材
な
ど
か
ら
生

じ
た
可
能
性
で
あ
る
。
木
樋
北
側
の
敷
板

に
は
同
じ
く
「
鉇
痕
」
が
見
ら
れ
た
と
報

告
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
板
材
の
削
り

屑
が
少
量
混
じ
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
え

ら
れ
よ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
棟
持

柱
の
柱
４
が
据
え
ら
れ
る
直
前
の
段
階
に

お
け
る
、
覆
屋
の
柱
と
板
材
の
最
終
加
工

の
時
間
的
関
係
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な

る
。

　

こ
の
二
つ
の
可
能
性
を
一
つ
に
絞
る
こ

と
は
難
し
い
が
、「
鉇
屑
」
の
樹
種
同
定
な

ど
に
よ
り
、
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
の
糸

口
も
み
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、
現
代
の
工
具
に
よ
る
木
屑

と
の
比
較
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
南
郷
大
東

遺
跡
よ
り
出
土
し
た
「
鉇
屑
」
が
、
ヤ
リ

ガ
ン
ナ
だ
け
で
な
く
、
刀
子
に
よ
る
木
屑

で
あ
る
可
能
性
を
併
せ
て
指
摘
し
、
さ
ら

に
「
鉇
屑
」
を
分
類
す
る
際
の
視
点
を
い

く
つ
か
提
示
し
た
。

　

な
お
、
古
墳
時
代
の
建
築
部
材
に
対
す

る
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
・
刀
子
の
切
削
痕
は
い
く

つ
か
認
め
ら
れ
る
も
の
の�

、
柱
材
へ
の
確

実
な
使
用
事
例
は
、
管
見
の
限
り
南
郷
大

東
例
を
除
い
て
確
認
で
き
な
い
。
一
般
に
、

ヤ
リ
ガ
ン
ナ
が
木
工
だ
け
で
な
く
、
大
工

道
具
と
し
て
柱
材
に
使
用
さ
れ
る
の
は
七

世
紀
以
降
と
考
え
ら
れ
て
お
り（
６
）、
五
世
紀

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
当
例
は
そ
の
認
識
に

問
い
を
投
げ
か
け
る
重
要
な
事
例
と
い
え

る
。
本
論
は
木
屑
の
分
類
を
主
眼
と
し
た

た
め
、
そ
の
位
置
づ
け
を
具
体
的
に
述
べ

る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
今
後
、
分

類
に
も
と
づ
く
木
屑
の
検
討
を
深
め
た
の

ち
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

本
稿
の
基
礎
作
業
と
な
る
木
屑
の
観
察

と
選
別
に
つ
い
て
は
、
遺
跡
の
調
査
担
当

者
で
あ
っ
た
青
柳
泰
介
氏
を
は
じ
め
、
福

田
さ
よ
子
氏
、
高
橋
敦
氏
、
浦
蓉
子
氏
、

柳
原
麻
子
氏
、
石
川
康
紀
氏
ら
に
御
協
力

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
観
察
視
点
な
ど
に

か
ん
す
る
重
要
な
御
教
示
を
得
た
。
記
し

て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

註（
１�

）青
柳
泰
介
編
二
〇
〇
三『
南
郷
遺
跡

群
Ⅲ
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究

所
調
査
報
告
74�

奈
良
県
立
橿
原
考
古

学
研
究
所

（
２�

）
と
く
に
斧
（
縦
斧
・
横
斧
）
の
木
屑

に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。

浦
蓉
子
二
〇
二
〇
『
木
屑
を
考
え
る　

古
代
の
木
工
活
動
を
検
討
す
る
た
め

の
一
試
論
』
独
立
行
政
法
人
国
立
文

化
財
機
構
奈
良
文
化
財
研
究
所

（
３�

）
本
稿
で
は
、刃
部
両
側
縁
に
刃
を
有

す
る
切
削
用
工
具
を
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
と

呼
称
し
、
木
工
道
具
と
大
工
道
具
の

差
を
包
括
す
る
概
念
と
す
る
。

（
４�

）
③
の
傾
向
は
、遺
跡
か
ら
出
土
し
た

「
鉇
屑
」
の
上
下
面
を
推
測
す
る
指
標

と
な
り
得
る
。

（
５�

）加
工
具
を
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
と
刀
子
の
ど

ち
ら
か
に
限
定
し
え
な
い
こ
れ
ら
木

屑
に
適
し
た
分
類
名
称
が
求
め
ら
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
暫
定
的
に
「
鉇
屑
」

と
呼
称
す
る
。

（
６�

）渡
邊
晶
二
〇
〇
四『
大
工
道
具
の
日

本
史
』
吉
川
弘
文
館

4�
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図７　「鉇屑」の厚みと幅（稜線パターン別）



一
、
は
じ
め
に

　

名
勝
奈
良
公
園
に
お
い
て
、
令
和
三
年

度
も
多
く
の
場
所
で
立
会
調
査
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
は
当
然
、
現
状
変
更
等
許
可
申
請

に
対
す
る
許
可
条
件
と
し
て
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
工
事
内
容
は
い
ず
れ
も
小
規
模

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
重
複
あ
る
い
は
隣

接
す
る
史
跡
東
大
寺
旧
境
内
や
史
跡
興
福

寺
旧
境
内
に
関
わ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
歴
史

を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
成
果
を
い

く
つ
か
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
、
そ

の
う
ち
の
主
な
二
件
を
こ
こ
で
紹
介
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

二
、
東
大
寺
南
東
の
調
査
（
図
１
）

　

こ
の
調
査
は
、
奈
良
公
園
茶
山
園
地
に

お
い
て
今
後
の
植
栽
を
検
討
す
る
た
め
の

土
壌
調
査
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
令
和

三
年
一
二
月
二
〇
日
に
行
っ
た
（
調
査
番

号
：
〇
二
一
〇
八
三
）。
調
査
地
は
奈
良
市

雑
司
町
四
六
七
他
で
若
草
山
西
麓
の
土
産

物
街
の
西
側
、
奈
良
春
日
野
国
際
フ
ォ
ー

ラ
ム
甍
別
館
の
北
東
丘
陵
尾
根
周
辺
に
あ

た
る
。
東
大
寺
南
大
門
や
東
塔
跡
が
所
在

す
る
平
坦
地
か
ら
は
二
〇
ｍ
ほ
ど
東
の
高

い
場
所
で
あ
り
、
緩
や
か
な
斜
面
が
西
に

向
か
っ
て
下
っ
て
い
る
。
周
辺
で
は
こ
れ

ま
で
に
特
に
遺
跡
・
遺
構
は
想
定
さ
れ
て

い
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。

　

工
事
自
体
は
透
水
試
験
の
た
め
、
直
径

二
〇
㎝
、
深
さ
四
五
㎝
ほ
ど
の
掘
削
を
四

箇
所
で
行
い
、
遺
構
・
遺
物
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
周
辺
の
地
表
を
観

察
し
た
と
こ
ろ
東
西
の
尾
根
筋
か
ら
少
し

南
に
下
が
っ
た
と
こ
ろ
で
一
辺
一
〇
ｍ
程

度
の
平
坦
面
が
あ
り
、
古
代
の
瓦
が
散
布

す
る
状
況
が
見
ら
れ
た
（
写
真
１
・
２
）。

瓦
は
丸
瓦
と
平
瓦
の
破
片
の
み
で
軒
瓦
は

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
平
瓦
の

凸
面
に
は
縦
方
向
の
縄
叩
き
目
が
認
め
ら

れ
、
奈
良
時
代
頃
の
も
の
と
判
断
で
き
た
。

ま
た
、
瓦
片
は
一
定
量
分
布
し
て
い
る
が
、

中
世
以
降
の
も
の
は
現
状
で
は
見
ら
れ
ず
、

近
年
の
瓦
の
廃
棄
場
所
と
は
考
え
に
く
い

状
況
で
あ
っ
た
。
平
坦
面
の
造
成
の
時
期

は
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
の
若
草

山
麓
自
動
車
道
路
の
建
設
に
関
わ
る
可
能

性
も
あ
る
が
、
ま
ず
は
古
代
の
遺
構
が
周

辺
に
存
在
す
る
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
と

思
わ
れ
た
。

　

周
辺
の
遺
跡
と
し
て
は
、
二
五
〇
ｍ
北

東
に
東
大
寺
法
華
堂
や
千
手
堂
跡
が
所
在

す
る
上
院
地
区
が
あ
り
、
一
五
〇
ｍ
ほ
ど

北
東
で
行
わ
れ
た
東
大
寺
三
九
次
調
査（
以

下
、
東
大
寺
を
略
）
で
は
古
代
の
導
水
施

設
や
瓦
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
尾
根
を
越

え
た
北
側
に
あ
た
り
、
や
や
離
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
ま
た
、
北
東
の
一
三
一-

二
次

調
査
、
北
側
の
一
九
一
次
調
査
、
南
西
の

一
四-

二
次
調
査
で
は
古
代
の
遺
構
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。

　

今
回
発
見
し
た
瓦
散
布
地
は
、
平
坦
面

を
造
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
は
堂

の
よ
う
な
建
物
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
東
大

寺
の
寺
域
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
た
と
こ

ろ
、
南
面
築
地
の
延
長
上
に
こ
の
散
布
地

は
位
置
し
て
お
り
、
建
物
の
可
能
性
以
外

に
こ
の
点
を
以
下
で
検
討
し
た
い
。

　

東
大
寺
南
面
築
地
に
つ
い
て
は
、
発
掘

調
査
で
は
南
大
門
の
東
側
で
確
認
さ
れ
て

い
る
（
七
九
次
調
査
）
が
、
東
に
離
れ
た

六
次
調
査
で
は
推
定
さ
れ
た
築
地
と
南
面

東
門
と
も
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ

し
、
こ
の
付
近
は
近
世
以
降
の
造
成
に
よ

り
古
代
の
遺
構
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
推
測

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
天
平
勝
宝
八
歳

（
七
五
六
）
の
『
東
大
寺
山
堺
四
至
図
』
に

は
、
東
塔
の
南
東
付
近
で
丘
陵
に
接
す
る

ま
で
築
地
が
存
在
し
た
状
況
が
描
か
れ
て

い
る
。
た
だ
し
丘
陵
上
に
は
延
び
て
い
な

い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
『
東
大
寺
寺
中

寺
外
惣
絵
図
』
で
は
瓦
散
布
地
周
辺
は
畑

に
な
っ
て
お
り
、
築
地
の
痕
跡
が
地
割
か

ら
う
か
が
え
る
の
み
で
あ
る
。

　

今
回
の
瓦
散
布
地
周
辺
に
南
面
築
地
が

存
在
し
た
と
想
定
し
た
場
合
、
現
状
で
築

地
本
体
や
そ
の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
が
、

構
築
す
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
北
側
に
は
東
西
方
向
の
尾
根
が
存

在
し
て
お
り
、
そ
れ
と
の
位
置
関
係
は
や

や
不
自
然
で
は
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
尾
根

5�
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奈
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� 図２　興福寺南側の調査（□が調査区、S=1/4,000）� 『大和都市計画図』を改変



上
に
築
地
が
立
地
す
る
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
が
、
推
定
さ
れ
る
位
置
か
ら
は
北
に

二
〇
ｍ
ほ
ど
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
問
題
点
は
あ
る
が
、
今
回
は
築
地

が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
止
め

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
興
福
寺
南
側
の
調
査
（
図
２
）

　

こ
の
調
査
は
、
猿
沢
池
北
側
斜
面
に
お

け
る
植
樹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
令
和

四
年
一
月
五
日
に
行
っ
た
（
調
査
番
号
：

〇
二
一
〇
八
五
）。
調
査
地
は
奈
良
市
登
大

路
町
四
九
番
地
で
興
福
寺
の
南
側
を
通
る

平
城
京
三
条
大
路
の
南
側
に
接
し
て
い
る
。

　

植
樹
は
六
箇
所
で
行
い
、
一
箇
所
に
つ

き
一
辺
一
ｍ
、
深
さ
七
〇
㎝
ほ
ど
掘
削
し

た
。
調
査
区
１
・
４
・５
・
６
で
は
、
中
近
世

と
推
測
さ
れ
る
黄
褐
色
や
暗
褐
色
の
堆
積

土
を
確
認
し
、
瓦
片
が
出
土
し
た
が
、
遺

構
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で

斜
面
上
方
に
あ
た
る
調
査
区
２
・
３
で
は
、

同
じ
く
遺
構
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

表
土
下
で
茶
灰
色
砂
質
土
の
焼
土
が
厚
く

堆
積
す
る
状
況
が
確
認
で
き
た
。

　

調
査
区
３
の
焼
土
層
か
ら
は
軒
平
瓦
や

平
瓦
が
出
土
し
た
た
め
、
こ
こ
で
主
な
も

の
を
紹
介
し
て
お
く
（
図
３
）。
１
の
軒
平

瓦
は
三
巴
文
が
連
続
す
る
唐
草
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
た
文
様
で
あ
り
、
外
区
に
は
珠

文
を
配
し
て
い
る
。
興
福
寺
軒
瓦
の
藪
中

五
百
樹
氏
の
分
類
で
は
Ⅷ
平
Ｇ
Ⅰ
型
式
に

あ
た
り
（
藪
中
二
〇
〇
一
）、
完
形
品
例
で

は
中
心
に
「
興
福
寺
」
の
銘
を
入
れ
て
い

る
。
瓦
当
部
の
文
様
面
と
顎
部
は
別
粘
土

を
貼
り
付
け
て
段
顎
と
し
て
お
り
、
顎
部

の
平
坦
面
端
部
、
傾
斜
面
中
央
、
凸
面
と

の
境
に
凹
型
台
の
圧
痕
が
残
る
。
平
瓦
部

凹
凸
両
面
は
丁
寧
な
ナ
デ
調
整
で
あ
る
。

胎
土
は
白
色
の
砂
粒
を
多
く
含
み
、
色
調

は
青
灰
色
で
硬
質
に
焼
け
締
ま
っ
て
い
る
。

瓦
当
厚
は
六
・
八
㎝
で
あ
る
。
時
期
は
鎌
倉

時
代
前
半
で
あ
る
。
２
の
平
瓦
は
凸
面
に

斜
格
子
タ
タ
キ
目
が
見
ら
れ
、
凹
面
は
丁

寧
な
ナ
デ
調
整
で
あ
る
。
胎
土
は
白
色
の

砂
粒
を
多
く
含
み
、
色
調
は
黄
褐
色
で
焼

成
は
良
好
で
あ
る
。
時
期
は
鎌
倉
時
代
で

あ
る
。

　

調
査
地
周
辺
は
興
福
寺
南
側
斜
面
に
あ

た
り
、
平
安
時
代
後
期
の
『
七
大
寺
巡
礼

私
記
』
に
は
「
南
大
門
巽
岸
下
」
に
龍
穴

が
存
在
し
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
龍
穴
に

つ
い
て
は
東
方
四
〇
〇
ｍ
に
所
在
す
る
荒

池
瓦
窯
と
同
じ
く
奈
良
時
代
の
瓦
窯
で
あ
っ

た
可
能
性
が
堀
池
春
峰
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
堀
池
一
九
七
〇
）。
ま
た
、

氏
は
瓦
窯
は
五
十
二
段
付
近
に
存
在
し
た

と
推
定
さ
れ
て
お
り
、『
奈
良
県
遺
跡
地

図
』
に
お
い
て05D

-0017

と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
。

　

今
回
確
認
さ
れ
た
焼
土
層
に
つ
い
て
は
、

最
初
は
瓦
窯
の
存
在
を
示
す
か
と
も
思
わ

れ
た
。
し
か
し
、
出
土
瓦
の
中
に
焼
け
歪

ん
だ
も
の
や
窯
壁
が
融
着
し
た
よ
う
な
も

の
は
な
く
、
瓦
窯
の
存
在
を
直
接
示
す
状

況
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
出
土
し
た
瓦
の

年
代
が
鎌
倉
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
以
後
の
寺
の
火
災
に
伴
う
堆
積
と
考

え
る
こ
と
が
適
切
と
判
断
で
き
た
。
今
回

の
調
査
結
果
か
ら
は
、
周
辺
に
お
い
て
は

奈
良
時
代
の
瓦
窯
の
存
在
を
想
定
で
き
な

い
と
言
え
よ
う
。
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　図３　興福寺南側出土瓦実測図（S=1/4）
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ひ
と
の
動
き

（
新
規
採
用　

令
和
三
年
一
二
月
一
日
付
）

徳
光
絢
子　

�
企
画
学
芸
部
資
料
課
資
料
係

会
計
年
度
任
用
職
員

（
退
職　

令
和
四
年
二
月
二
八
日
付
）

勝
川
若
奈　

�

企
画
学
芸
部
学
芸
課
学
芸
係

会
計
年
度
任
用
職
員

　
　
　
　

→�

（
公
財
）
福
島
県
文
化
振
興

財
団　

福
島
県
文
化
財
セ
ン

タ
ー　

白
河
館　

ま
ほ
ろ
ん

（
退
職　

令
和
四
年
三
月
三
一
日
付
）

矢
冨
直
樹　

副
所
長

　
　
　
　

→�

（
公
財
）
ユ
ネ
ス
コ
・
ア
ジ

ア
文
化
セ
ン
タ
ー
文
化
遺
産

保
護
協
力
事
務
所
（
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｕ
奈
良
事
務
所
）
副
所
長　

坂　
　

靖　

企
画
学
芸
部
長

　
　
　
　

→�

企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係

主
任
研
究
員
（
再
任
用
）

卜
部
行
弘　

企
画
学
芸
部
資
料
課
長

　
　
　
　

→
奈
良
芸
術
短
期
大
学

（
転
出　

令
和
四
年
三
月
三
一
日
付
）

鈴
木
裕
明　

調
査
部
調
査
課
長

　
　
　
　

→�

文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造

部
文
化
財
保
存
課
課
長
補
佐

本
村
充
保　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二
係

長

　
　
　
　

→�

同　

総
括
研
究
員
／
文
化
・

教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化

財
保
存
課
記
念
物
・
埋
蔵
文

化
財
係
調
整
員
・
兼
務

重
見　

泰　

�

企
画
学
芸
部
学
芸
課
学
芸
係

主
任
研
究
員

�

→�

同　

指
導
研
究
員
／
文
化
・

教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化

財
保
存
課
記
念
物
・
埋
蔵
文

化
財
係
主
査
・
兼
務

（
転
入
・
所
内
異
動　

　
　
　
　
　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
付
）

大
峯
朝
記　

食
と
農
の
振
興
部
次
長

�

→
副
所
長

光
石
鳴
巳　

�

文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造

部
文
化
財
保
存
課
課
長
補
佐

　
　
　
　

→
企
画
学
芸
部
長

水
野
敏
典　

�
企
画
学
芸
部
企
画
課
副
主
幹

兼
企
画
係
長

　
　
　
　

→
企
画
学
芸
部
資
料
課
長

中
村
健
太
郎　

�

県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
道

路
建
設
課
総
務
契
約
係
長

　
　
　
　

→　

�

企
画
学
芸
部
企
画
課
主
任

企
画
員

廣
岡
孝
信　

�

文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造

部
文
化
財
保
存
課
記
念
物
・

埋
蔵
文
化
財
係
調
整
員

　
　
　
　

→�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

主
任
研
究
員

高
橋
幸
治　

�

企
画
学
芸
部
学
芸
課
学
芸
係

指
導
研
究
員

　
　
　
　

→�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

指
導
研
究
員

持
田
大
輔　

�

企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係

主
任
研
究
員
／
文
化
・
教
育
・

く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活

用
課
世
界
遺
産
係
主
査
／
文

化
財
保
存
課
記
念
物
・
埋
蔵

文
化
財
係
主
査
・
兼
務

　
　
　
　

→�

同　

主
任
研
究
員
／
文
化
・

教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化

資
源
活
用
課
世
界
遺
産
係
主

査
・
兼
務

木
村
理
恵　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二
係

主
任
研
究
員

　
　
　
　

→�

企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係

主
任
研
究
員

鈴
木
朋
美　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二
係

主
任
研
究
員

　
　
　
　

→�

企
画
学
芸
部
学
芸
課
学
芸
係

主
任
研
究
員

（
昇
任　

令
和
四
年
四
月
一
日
付
）

大
西
貴
夫　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

長

　
　
　
　

→
調
査
部
調
査
課
長

小
栗
明
彦　

�

企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係

指
導
研
究
員

　
　
　
　

→
企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係
長

米
川
裕
治　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

指
導
研
究
員

　
　
　
　

→
調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係
長

岡
田
憲
一　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二
係

指
導
研
究
員　
　
　
　

　
　
　
　

→
調
査
部
調
査
課
調
査
第
二
係
長

東
影　

悠　

�

企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係

主
任
研
究
員

　
　
　
　

→
同　

指
導
研
究
員　
　

鈴
木
一
議　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二
係

主
任
研
究
員　
　

　
　
　
　

→
同　

指
導
研
究
員

辰
巳
祐
樹　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

主
任
技
師

　
　
　
　

→
同　

主
任
研
究
員

西
浦　

煕　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

技
師

　
　
　
　

→
同　

主
任
技
師

（
新
規
採
用　

令
和
四
年
四
月
一
日
付
）

伊
東
菜
々
子　

�

企
画
学
芸
部
学
芸
課
学
芸

係
技
師

中
尾
真
梨
子　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一

係
技
師

小
泉
翔
太　
　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二

係
技
師

黒
澤
ひ
か
り　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二

係
技
師

岩
﨑
郁
実　
　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二

係
技
師

天
野　

歩　
　

�

企
画
学
芸
部
学
芸
課
学
芸

係
会
計
年
度
任
用
職
員

青
木
勘
時　
　

�

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一

係
会
計
年
度
任
用
職
員
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