
地
形
的
条
件
か
ら
み
た
遺
跡

の
立
地
お
よ
び
分
布
状
況
の
研
究

-

大
和
郡
山
市
を
中
心
と
し
て
ー

山

)

均

亭

本
橋
の
主
題
お
よ
び
方
法

近
年
、
奈
良
県
内
、
わ
け
て
も
盆
地
内

(平
野
部
)
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
は
、

大
阪

へ
の
通
勤
圏
と
し
て
、
ベ

ッ
ド
タ
ウ

ン
化
が
著
し
く
、
人
口
は
増
加
の

一

途
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴

い
、

い
わ
ゆ
る

"開
発
"
も
ま
た
そ
の
数
量
、

規
模
共
に
こ
れ
ま
で
に
例
を
見
な

い
急
ピ

ッ
チ
で
進
行
し
て
い
る
。

こ
う
し
た

開
発
行
為
は
、
奈
良
盆
地
の
景
観
を
お
お
き
く
変
容
さ
せ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ

は
地
下
に
眠
る
遺
跡
に
と

っ
て
も
同
様

で
、
年
間
膨
大
な
量
の
遺
跡
が
、
開
発

の
名
の
も
と
に
消
滅
の
憂
き
目
を
見
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、

我

々
の
手
元
に
は
こ
れ
ま
た
膨
大
な
考
古
学
的
デ
ー
タ
ー
が
集
積
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
発
掘
調
査
の

一
大
ラ
ッ
シ

ュ
の
な
か
、
時
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
を
媒

体
と
し
つ
つ
、

一
般
の
人

々
の
注
目
を
引
く
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
う
し

た

マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
る

"脚
光
"
と
、
そ

れ
を
歴
史
的
デ
ー
タ
ー
と
し
て
昇
華

さ
せ
る
作
業
と
は
、
お

の
ず
か
ら
次
元

の
異
な
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
我
々

は
明
確

に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ

ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
我
々
の
前
に
日
々
積

み
上
げ
ら
れ
る
デ
ー
タ
ー
は
、
な
ん
ら
か

の
方
法
で
整
理
、
分
類
作
業
を
行
な

い
、

こ
れ
を
正
し
く
歴
史
的

デ
ー
タ
ー
と

し
て
再
構
成
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
ひ
と

つ
の
方
法

と
し
て
、
筆
者
の
勤
務
す
る
大
和
郡
山
市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
、
市
域
内
の
遺

跡
の
時
期
別
の
分
布
状
況
に
、
主
と
し
て
地
形
的
条
件
を
背
景
と
し
た
分
析
を

試
み
た
も

の
で
あ
る
。

遺
跡
が
あ
る
場
所
に
立
地
す
る
条
件

と
し

て
、
本
稿

で
触
れ
る
地
形
的
条

件
が
大
き

い
ウ

ェ
イ
ト
を
占
め
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
ふ
れ
る
ま

で
も
な
い
。
ま
た
、
時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
、
地
形
的
条
件
よ
り
む
し
ろ

政
治
的
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
要
因
が
遺
跡

の
立
地
を
決
定
す
る
こ
と
は
多

々

み
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
現
に
本
稿
に
お
い
て
も
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
弥
生
時
代
に
お
い
て
は
、
農
耕
に
よ
る
生
産
活
動
を
そ

の
主
要
な
.生
活
基
盤
と
す
る
以
上
、
当
時
の
農
耕
技
術
に
見
合

っ
た
水
田
適
地

と
し
て
の
地
形
条
件
を
備
え
て
い
る
地
の
周
辺
で
な
け
れ
ば
、
遺
跡

(集
落
)

は
原
則
と
し
て
存
在
し
得
な

い
。
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本
稿
は
、
そ
う
し
た
見
通
し
の
上
で
、
各
時
代
に
お
け
る
遺
跡
の
分
布
を
、

筆
者
の
作
成
し
た
地
形
分
類
図
上
に
ド
ツ
ト
し
、
そ
れ
に
検
討
を
加
え
た
も

の

で
あ
り
、
結
果
と
し
て
大
和
郡
山
市
内
の
遺
跡
に
関
す
る
動
態
的
把
握
に
つ
い

て
、
あ
る
程
度
の
効
果
を
与
え
る
こ
と
と

な

っ
た
も

の
と
思
う
。
し
か
し
、
後

述
す
る
よ
う
に
本
稿
で
用
い
る
方
法
、
た
と
え
ば
あ
る
種
の
地
形
的
条
件
の
集

合
か
ら
な
る

"単
位
地
域
"
の
設
定
は
、

お
そ
ら
く
他

の
地
域

の
遺
跡
分
析
に

つ
い
て
も
有
効
な
普
遍
的
概
念
と
な
り
得

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
本
稿

で
は

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
深
く
立
ち
入
る
も

の
で
は
な

い
が
、
筆
者
の
体
験
的
知

識
の
豊
富
な
大
和
郡
山
市
市
域
に
お
い
て
、
そ
れ
を
試
み
る
こ
と
も
、
本
稿
の

ひ
と

つ
の
目
的

で
あ
る
。

一
、
地
形
分
類
と
考
古
学
i

研
究
史

本
章

で
は
、
従
前
に
お
い
て
、
地
形
的
条
件
を
基
に
し
た
考
古
学
的
研
究
を
、

そ
の
研
究
方
法
を
巾
心
に
紹
介
す
る
。
む

ろ
ん
、
こ
う
し
た
研
究
は
数
量
的
に

は
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ

れ
に
は
今
後

の
研
究
に
期
待
す

べ
き

部
分
が
多

い
。
な
お
、
付
言
し
て
お
く
と
、
こ
う
し
た
地
形
的
条
件

に
基
づ
き

遺
跡
分
類
を
行
な

っ
た
も

の
は
、

い
ず
れ
も
弥
生
時
代

(お
よ
び
そ
の
直
前
、

直
後
)

の
遺
跡
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。

へー

)

こ
う
し
た
研
究

の
嗜
矢
と
し
て
は
、
高
橋
誠

一
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
氏

の
場
合
は
、
大
阪
府
下
の
弥
生
遺
跡
を
研
究
対
象
と
し
て
お
り
、
標
高

(
コ
ン

タ
ラ
イ

ン
)
を
分
析

の
お
も
な
指
標
と
し
て
い
る
。
地
形
分
類

(微
地
形
分
類

も
含
む
)
は
適
所
に
お
い
て
駆
使
さ
れ
て
お
り
、
大
阪
府
下
の
弥
生
遺
跡
の
消

長
に
つ
い
て
、
説
得
力
に
富
む
論
を
成
し
て
い
る
。

出
田
和
久
氏
は
、
福
岡
平
野
の
弥
生
集
落
立
地
に
つ
い
て
、
地
形
分
類
図
を

(2
)

用
い
た
分
析
を
行
な

っ
て
お
り
、
氏
独
自

の

「集
落
立
地
型
」
を
提
唱
、
そ
の

背
景
と
な
る
諸
条
件
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
ま
た
、
氏
は
必
要
に
応
じ
て

表
層
地
質
な
ど
の
土
地
条
件
も
分
析
の
た
め
の
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
。

山
賀
祝
子
氏
は
、
岡
山
平
野

の
弥
生
遺
跡

の
立
地
に
つ
い
て
、
地
形
分
類
を

(
3

)

背
景
と
し
た
分
析
を
行
な

っ
て
い
る
。
と
く
に
岡
山
市
百
間
川
遺
跡
に
つ
い
て

は
、
花
粉
分
析
も
実
施
し
、
自
説
を
補
強
し
て
い
る
。

以
上
の
三
氏
に
よ
る
研
究
が
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
管
見
に
触
れ
た
も
の
と
し

て
は
、
代
表
的
な
も
の
と

い
え
る
。

と

こ
ろ
で
、
奈
良
県

(盆
地
)

の
場
合
は
、
地
形
分
類
図
を
用
い
た
狭
義

の

地
形
的
条
件
に
基
づ
く
遺
跡
の
研
究
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
そ

れ
に
近
い
も

の
は
い
く

つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
丸
川
義
広
氏
は
、
主
と
し
て
土
壌

学
的
な
土
地
条
件
を
分
析

の
資
料
と
し
て
、
弥
生
遺
跡
の
盆
地
内
に
お
け
る
立

(
4

)

地
に
つ
い
て
の
総
括
的
な
研
究
を
行
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
氏
に
よ

っ
て
設
定

さ
れ
た

「遺
跡
群
」
は
、
基
本
的
に
盆
地
内
の
主
要
河
川
か
ら
な
る
水
系
図
の

各
水
系
を

一
単
位
と
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
は
、
丸
川
論
文
に

先
行
す
る
寺
沢
薫
氏
の
研
究
を
敷
術
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
寺
沢
氏
は
水

系
ご
と
に
遺
跡
群
に
よ
る

「地
域
」
を
設
定
し
、
「基
礎
地
域
↓
大
地
域
」

へ
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(
5

)

の
変
貌
を
追

っ
た
。

ま
た
、
「水
系
」

に
関
連

し
た
研
究
と

し
て
は
中
井

一
夫
氏

の
も

の
が
あ
る
。

氏
は
発
掘
調
査
資
料
に
基
づ
く
旧
河
川
の
復
元
を
試
み
て
お
り

、
弥
生
遺
跡

の

(
6

)

研
究
に
応
用
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
奈
良
県
に
お
け
る
同
種

の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
地
形
的
条

件
に
沿

っ
た
資
料
全
般
を
用
い
る
と
い
う

よ
り
、
そ
の
な
か
の

一
要
素

の

「水

系
」

の
み
を
用
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

二
、
地

形

分
類
ー

作
業
そ
の
一

本
稿

の
要
と
も
い
う
べ
き
大
和
郡
山
市

の
地
形
分
類
図
は
、
以
下
の
要
領
で

作
成
し
た
。
本
図
の
基
本
は
、
奈
良
県
企
画
部
開
発
調
整
課
発
行

の

『土
地
分

類
基
本
調
査
桜
井
』
お
よ
び

『同

奈
良

、
大
阪
東
北
部
、
大
阪
東
南
部
』
の

「地
形
分
類
図
」

(作
成

武
久
義
彦
氏
)
で
あ
薪
匹
実
際
の
作
成
作
業
は
こ

れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
市
内
の
航
空
写
真

(大
和
郡
山
市
昭
和
四
四
年
度
撮

影
、
S
11
1
/
1
5

,0
0
0
、
各
図
重
複
60
%
、
全
60
枚
)

の
実
体
視

(使

用
機
種

測
機
舎
製
反
射
実
体
鏡
M
S
1

27
)
を
中
心
と
し
て
進
め
た
。
な
お
、

実
体
視
で
は
不
明
瞭
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
現
地
踏
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、

図
作
成
の
う
え
で
参
考
と
し
た
文
献
は
、
前
記
の
武
久
氏

の
も

の
の
ほ
か
、
高

(8

)

木
勇
夫
氏
に
よ
る
沖
積
低
地
の
地
形
概
説
、
上
本
信
二
氏

に
よ
る
地
形
分
類
概

(
9

)

(
10

)

説
、
阿
子
島
功
氏
に
よ
る
微
地
形
分
類
概
説
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
、
木
全
敬
三
氏
に
は
直
接
、
多
く

の
御
教
示
を

い
た
だ
い
た
。

本
稿
に
お
い
て
図
3
～
図
10
の
基
本
図
と
し
て
利
用
し
た
の
が
、
今
回
作
成

し
た

「大
和
郡
山
市
地
形
分
類
図
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
大
和
郡
山
市
市
域

を
そ
の
地
形
的
条
件
に
基
づ

い
て
お
お
ま
か
に
分
類

(A
～
F
、
第
2
図
)
し
、

そ
れ
ぞ
れ
を

「地
形
区
」
と
称
す
る
。

も
と
も
と
、
今
回
ブ
イ
ー
ル
ド
と
し
た
大
和
郡
山
市
域
は
、
地
形
的
に
は
な

ん
ら
独
立
し
た
単
元
で
は
な
く
、
矢
田
丘
陵
稜
線
に
よ

っ
て
画
さ
れ
る
西
縁
部

分
を
除
く
と
、
南
、
北
、
東
、

い
ず
れ
も
他

の
行
政
区
域
に
対
し
て
オ
ー
プ
ン

な
状
態
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
続
章
以
下
で
検
討
す
る
種

々
の
遺
跡

の
分
布

状
況
を
論
ず
る
際
に
は
、
い
き
お
い
他
の
行
政
区
域
の
遺
跡
に
つ
い
て
も
触
れ

て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
下
に
述
べ
る
大
地
形
分
類
も
、

D
地
形
区
と
し
た
富
雄
川
綬
傾
斜
扇
状
地
を
除
く
と
、
全
て
他

の
行
政
区
域
に

ま
た
が
る
単
位
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
武
久
氏

の
文
献
を
参
考

に
し
た
。

〈A
地
形
区

矢
田
丘
陵
〉

富
雄
川
と
生
駒
谷
に
狭
ま
れ
た
南
北
方
向
の
丘
陵
で
あ
る
。
本
稿

で
は
こ
れ

を
さ
ら
に
A
l

a
地
形
区

(丘
陵
本
体
)、
A
-
b
地
形
区

(支
線
丘
陵
北
半
)、

A
l

c
地
形
区

(支
線
丘
陵
南
半
)
に
分
類
す
る
。

A
-

a
地
形
区
は
花
山岡
岩
質

(下
部
大
阪
層
群
)
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
。
A

l

b
地
形
区
お
よ
び
A
l

c
地
形
区
は
大
阪
層
群
よ
り
成
る
小
起
伏

の
丘
陵
で

あ
る
。
前
者
と
後
2
者
間
は
明
確
な
断
層
崖
に
よ

っ
て
画
さ
れ
、
A
-

a
地
形
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A矢 田丘陵

a一 矢田丘陵

b一 矢田丘陵東縁低丘陵

C一 矢田丘陵東縁段丘

B西 ノ京丘陵

C額 田部丘陵

D富 雄川緩傾斜扇状地

E佐 保川氾濫原

F奈 良盆地東縁緩傾斜扇状地

図2大 和郡山市域の大地形分類図

区

(矢
田
丘
陵
本
体
)

の
形
づ
く
る

"青
垣
"
は
大
和
郡
山
市
の
景
観
上
の
お

お
き
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
。

A
I

a
地
形
区
と
A
l
b
地
形
区
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
頂
部
に
平
坦
面
を

も
た
な

い
狭
長
な
丘
陵
な
の
に
対
し
、
後
者
は
比
較
的
広
範
な
平
頂
部
分
を
も

つ
と
い
う
違

い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
遺
跡
分
布

の
特
性

に
も
深
く
関
連
す
る
。

〈B
地
形
区

西
ノ
京
丘
陵
〉

秋
篠
川
と
富
雄
川
に
挟
ま
れ
た
、
大
阪
層
群
よ
り
成
る
南
北
に
長
い
小
起
伏

の
丘
陵
で
あ
る
。
基
本
的
に
西
高
東
低
型
で
、
こ
の
た
め
こ
れ
を
開
析
す
る
小

河
川
が
形
成
し
た
谷
地
形
は
、
東
に
向
け
て
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
河
川

は
、
小
規
模
な
扇
状
地
を
形
成
し
て
い
る
が
、
大
河
川

(佐
保
川
)
の
氾
濫
原

に
接
す
る
た
め
、
い
ず
れ
も
ご
く
狭
小
な
面
積

で
あ
る
。

丘
陵
の
頂
部
は
平
坦
で
、
大
和
郡
山
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
も

い
え
る

「
郡
山
城
」

の
西
方
部
分
が
最
も
標
高
が
高

い
。

〈C
地
形
区

額
田
部
丘
陵
〉

水
平
な
大
阪
層
群
よ
り
成
る
、
台
地
性

の
頂
面
が

フ
ラ
ッ
ト
な
丘
陵
で
あ
る
。

縁
辺
に
は
比
較
的
広
範
に
低
位

の
段
丘
状
地
形
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
丘
陵
は
、

近
年
の
大
和
郡
山
市
昭
和
工
業
団
地
の
造
成
に
伴

い
、
人
工
改
変
が
著
し
く
、

こ
の
た
め
旧
地
形
の
判
読
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

〈D
地
形
区

富
雄
川
緩
傾
斜
扇
状
地
〉

既
述

の
A
地
形
区

(矢
田
丘
陵
)
と
B
地
形
区

(西
ノ
京
丘
陵
)
が
接
す
る
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あ
た
り
を
扇
頂
と
す
る
緩
傾
斜

の
扇
状

地
で
あ
る
。
こ
の
扇
状
地
内
に
は

コ
ン

タ
ラ
イ
ン
に
直
交
す
る
か
た
ち
で
放
射

状
に
旧
河
道
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

自
然
堤
防
や
ポ
イ

ン
ト
バ
ー
な
ど
の
微
高

地
も
こ
れ
に
沿
う
か
た
ち
で
み
ら
れ

る
が
、
そ
の
多
く
は
現
在
、
居
住
地
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

(図
10
参
照
)。

扇
端
の
東
側
は
市
街
地
か
ら
筒
井
に
か
け
て
広
が

っ
て
お
り
、
後
述
の
E
地

形
区

(佐
保
川
氾
濫
原
)
と
接
す
る
。
南

端
部
は
既
述
の
C
地
形
区

(額
田
部

丘
陵
)
に
接
す
る
。
ま
た
、
西
縁
部
は
現
在
の
富
雄
川

の
川
筋
に
沿

っ
て
お
り
、

A
地
形
区

(矢
田
丘
陵
)
の
南
縁
辺
部

と
接
す
る
。

〈E
地
形
区

佐
保
川
氾
濫
原
〉

佐
保
川
に
沿
う
緩
傾
斜
、
低
湿
な
氾

濫
原
で
、
細
粒
の
氾
濫
原
堆
積
物
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
。
佐
保
川
は
現
在
、
人
工
的
に
高
い
堤
防
に
よ

っ
て
直
線
的

に
流
路
が
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来

は
こ
の
氾
濫
原
を
蛇
行
し

つ
つ
流
下
し

て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
当
該
地
形

区
は
地
下
水
位
が
高
く
、
広
範
な
グ
ラ

イ
土
壌
が
広
が
る
。
こ
う
し
た
土
地
条

件
を
背
景
と
し
て
、
氾
濫
原
内

で
は
鎌

倉
時
代
を
中
心
と
し
て
井
戸
が
多
数
掘

削
さ
れ
る
。

氾
濫
原
は
西
側
で
D
地
形
区

(富
雄

川
緩
傾
斜
扇
状
地
)
に
接
し
、
東
側
で

後
述
の
F
地
形
区

(奈
良
盆
地
東
縁
緩

傾
斜
扇
状
地
)
に
接
す
る
。
前
者
の
場

合
、
そ
の
境
界
は
比
較
的
明
瞭
だ
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
漸
移
的
で
あ
る
。

〈F
地
形
区

奈
良
盆
地
東
縁
緩
傾
斜
扇
状
地
〉

奈
良
盆
地
の
東
縁
を
画
す
る

「た
た
な
つ
く
青
垣
」
春
日
断
層
崖
を
開
析
す

る
諸
河
川

(大
和
郡
山
市
域
で
は
地
蔵

院
川
、
菩
提
仙
川
、
高
瀬
川
な
ど
)
に

よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地
が
、
南
北
に
接
合
し
、

い
わ
ゆ
る
合
流
扇
状
地
と

な

っ
た
も

の
。
大
和
郡
山
市
域
で
は
ご
く
緩
傾
斜
の
扇
状
地
で
あ
る
。
扇
端
は

E
地
形
区

(佐
保
川
氾
濫
原
)
に
接
す
る
。

三
、
地
形
分
類
図
と
周
知

の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
ー

作
業
そ
の
二

図
3
は
、
今
回
作
成
し
た
地
形
分
類
図
上
に
、
現
在
大
和
郡
山
市
が
使
用
し

(
11

)

て
い
る

『大
和
郡
山
市
遺
跡
地
図
』
が
示
す

「
周
知

の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地

(12

)

(遺
跡
)
」
を
重
ね
た
も

の
で
あ
る
。
該
図
は
も
と
も
と
、
『奈
良
県
遺
跡
地
図
』

で
示
さ
れ
た
遺
跡
の
範
囲
を
、
県
教
育
委
員
会
の
許
可
を
得
た
う
え
で
無
批
判
に

大
和
郡
山
市
白
図
上
に
転
記
し
た
も
の
な

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡

の
範
囲
は

基
本
的
に
は
県
遺
跡
地
図
の
も

の
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
遺
跡
地
図
は
、
学
術
、
行
政
の
両
面
に
お
い
て
活
用
す
べ
く
作
成
さ
れ

た
も
の
だ
が
、
使
用
の
頻
度
が
圧
倒
的
に
高

い
の
は
、
後
者
の
ほ
う
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
遺
跡
内

の
開
発
担
当
者
に
対
し
て
発
掘
届

の
提
出
を
求
め
、
発
掘

調
査
を
実
施
し
て
い
く
う
え
で
、
該
図
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
遺
跡
地
図
を
学
術
的
資
料
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し

た
場
合
、
残
念
な
こ
と
に
そ
れ
に
は
不
都
合
な
部
分
が
多

い
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
た
と
え
ば
、
お
の
お
の
の
遺
跡
の
範
囲
に
つ
い
て
も

(古
墳
は
除
く
)、

条
里
、
堀
割
り
、
文
献
等
に
よ

っ
て
そ
れ
が
明
確
な
も

の

(郡
山
城
、
平
城
京
、

筒
井
城
な
ど
)
が
あ
る
反
面
、
多
く
の
遺
跡

の
範
囲
は
、
遺
物
の
地
表
面
に
お
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口乙 旧河道 圏

麗翻 丘陵地 歴翻

羅 上位段丘[』

㎜㎜ 中位段丘 囲

蔭 望下位段丘 囲

〔 コ谷底低地L

図3大 和 郡 山市 にお け る地 形分 類 、お よび 「周 知 の埋 蔵 文化 財包 蔵地」(1987年 現在)

け
る
散
布
状
況
を
根
拠
と
し
た
、
は
な
は
だ
不
明
瞭
な
ラ
イ
ン
引
き
が
な
さ
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
う
し
た
、
『大
和
郡
山
市
遺
跡
地
図
』

の
も
つ
学
術
的
資
料
と

し
て
の
ア
ニ
ジ
ー
ネ
ス
を
少
し
で
も
解
消
す
る
手
段
と
し
て
、
範
囲
の
明
確
で

な

い
、
個
々
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
遺
物
採
集
地
点
や
発
掘
地
点
に
よ

る
ド

ッ
ト
で
示
す
こ
と
と
し
た
。
低
地
の
遺
跡

に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ト
が
各
時

期
に
お
い
て
集
中
す
る
範
囲
を
ひ
と

つ
の
遺
跡
の
ひ
ろ
が
り
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
可
能
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
の
立
場
は
と
ら
な
い
。
ま
た
、
丘
陵

(段
丘
)

上
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
地
形
上

の
ひ
と

つ
の
単
元
を
点
線
で
囲
ん
だ
も

の
も

あ
る
が
、
基
本
的
な
立
場
は
同
様
で
あ
る
。

四
、
時
期
別

に
み
た
遺
跡

の
分
布
状
況
-

作
業
そ
の
三

次
に
、
前
章
で
示
し
た
方
法
に
よ
る

"遺
跡
"
を
、
時
期
別
に
地
形
分
類
図

上
に
ド

ツ
ト
し
、
そ
の
立
地
す
る
地
形
的
条
件

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
こ

こ
で
は
各
時
期
を
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。

(5)(4)(3)(2)(1

第
1
期

第
2
期

第
3
期

第
4
期

第
5
期

(縄
紋
時
代
晩
期
～
弥
生
時
代
前
期
)

(弥
生
時
代
中
期
)

(弥
生
時
代
後
期
～
古
墳
時
代
前
期
)

(古
墳
時
代
中
期
～
同
後
期
)

(飛
鳥
、
藤
原
～
奈
良
時
代
)
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図4第1期(縄 文時代晩期～弥生時代前期)の 遺跡分布状況

㈲

第
6
期

(平
安
時
代
以
降
)

な
お
、
本
稿
で
用

い
る
以
上
の
時
期
分
類
は
、
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
、
正
確
な
画
期
に
基
づ
く
時
期
を
再
設
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

川
第
1
期

(縄
文
時
代
晩
期
～
弥
生
時
代
前
期
)
の
遺
跡
分
布
状
況

(図
4
)

大
和
郡
山
市
域
は
、
過
去

の
調
査
に
お
い
て
、
慈
光
院
裏
山
遺
跡
よ
り
有
舌

(
13

)

尖
頭
器
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
確
実
な
例
と
し
て
は
最

古

の
遺
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
例
は
弥
生
時
代
中
期
の
遺
構
よ
り
発
見
さ
れ

た
も

の
な
の
で
、
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
な
状
態
で
の
発
見
で
は
な

い
。
ま
た
、
1

(

古
屋
敷
遺
跡
)
で
は
縄
文
時
代
晩
期
の
土
器
の
ほ
か
、
そ
れ
に
先
行
す
る
後
期

へ
14

)

の
土
器
も
発
掘
調
査
に
よ
り
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
5

(横
田
下
池
遺

跡
)

で
も
縄
文
時
代
晩
期

の
土
器
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
2
に
お
い

て
は
、
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
突
帯
文
土
器
が
、
発
掘
調
査
に
よ
り
自
然
流
路

(
15

)

内
よ
り
出
土
し
た
。

弥
生
時
代
に
入
る
と
、
3
で
は
工
事
立
会
に
伴

い
、
畿
内
第
1
様
式

(新
)

(16

)

に
属
す
る
弥
生
土
器
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
近
い
4

(美
濃
庄
遺
跡

・

四
反
田
地
区
)
で
は
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
1
様
式
期

の
遺
構

(溝
)
が
確
認
さ

(17

)

れ
、
壺
そ
の
他

の
土
器
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
6
で
は
工
事
立
会
に
伴
い
、
1

様
式
に
属
す
る
弥
生
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
さ
ら
に
前
出
の
古
屋
敷
遺
跡
で

(
18

)

も
弥
生
時
代
前
期

の
土
器
が
出
土
し
た
。

第
1
期
の
遺
跡
は
、
そ
の
立
地
上
の
特
性
と
し
て
、
自
然
流
路
内
出
土
の
2

の
例
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
緩
傾
斜

の
扇
状
地
上
に
立
地
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
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翻 谷底低地

図5第2期(弥 生時代中期)の 遺跡分布状況

れ
る
。
こ
れ
を
個
々
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
1
は
D
地
形
区

(富
雄
川
緩
傾

斜
扇
状
地
)
の
扇
頂
付
近
に
立
地
し
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
こ
は
後
に

集
落
が
拡
散
す
る
際
に
母
核
と
な

っ
た
遺
跡

の
可
能
性
が
あ
る
、
継
続
性

の
強(

19
)

い
遺
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
3

・
4
な
ど
も
継
続
性
が
強
く
、
拠
点
集
落

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
続
章
以
下
で
検

討
す
る
。

な
お
、
該
期
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ら
緩
傾
斜
扇
状
地
上
に
立
地
す
る
遺
跡
は
、

居
住
地
と
し
て
は
お
そ
ら
く
自
然
堤
防
な
ど

の
微
高
地
を
選
択
し
た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
こ
う
し
た
微
高
地
の
多
く
は
、
後
世
の
河
川
に
よ
る
土

砂
の
運
搬
、
堆
積
作
用
に
よ
り
地
下
に
埋
没
し
て
お
り
、
現
在
み
ら
れ
る
微
高

(
20
)

地
を
そ
の
ま
ま
当
時
の
そ
れ
と
同
位
置
、
同
規
模
と
み
る
と
危
険
で
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
生
活
基
盤
と
し
て
の
水
稲
耕
作
は
、
主
と
し
て
技
術
的
な
要

因
か
ら
、
居
住
地
で
あ
る
微
高
地
周
辺
の
低
湿
地
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
該
期

の
遺
跡
が

「低
湿
地
指
向
」
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
前
出

の
丸
川
論

文
に
も
詳
し
い
。

②
第
2
期

(弥
生
時
代
中
期
)
の
遺
跡
分
布
状
況

(図
5
)

該
期
に
至
り
、
遺
跡

の
分
布
状
況
は

"2
極
化
"
す
る
。
ひ
と

つ
は
、
前
時

期
か
ら
引
き
続
き
緩
傾
斜
扇
状
地
上
に
立
地
す
る
も

の
。
も
う
ひ
と
つ
、
該
期

よ
り
は
じ
ま
る
遺
跡
と
し
て
、
(中
位
)
段
丘
上

の
も
の
が
あ
る

(図
5
1
10

～
13
)。
そ
う
し
た
遺
跡
の
立
地
す
る
う
え
で
の
地
形
的
条
件
と
し
て
は
以
下
の

3
点
が
あ
る
。
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[z旧 河道 圏 扇 状地
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膿 上位段丘 磁1烈氾濫 原

1㎜ 中位段丘 圏 微 高 地

霞 ヨ下位段丘 圏 人工改変地

にここ1谷底低地L___1

　図6第3期(弥 生時代後期～古墳時代前期)の 遺跡分布状況

イ
、
段
丘
頂
部
に
居
住
可
能
な
平
坦
面
を
も

つ
こ
と
。

ロ
、
段
丘
を
開
析
す
る
狭

い
谷
が
居
住
地
付
近
に
存
在
す
る
こ
と
。

ハ
、
段
丘
に
臨
し
て
、
大
河
川
が
形
成
し
た
緩
傾
斜
扇
状
地
、
氾
濫
原
な
ど

の

広
範
な
低
地
が
存
在
す
る
こ
と
。

以
上
の
う
ち
、
ま
ず
イ
に
つ
い
て
は
、
ご
く
常
識
的
に
考
え
れ
ば
よ
い
。
た

と
え
ば
、

一
見
よ
く
似
た
地
形
で
も
、
A
-

c
地
形
区
で
は
遺
跡
が
存
在
す
る

の
に
対
し
、
A
I

b
地
形
区
で
は
該
期
の
遺
跡
は
存
在
し
な

い
。

ロ
に
つ
い
て
は
、
過
去

の
あ
る
時
代
の
海
面
変
動

(奈
良
盆
地
の
場
合
は
そ
の

2
次
的
作
用
、
す
な
わ
ち
盆
地
内
主
要
河
川
の
水
位
変
動
)
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
浅

い
谷
が
、
後
の
水
面
上
昇
に
伴
い
、
徐

々
に
埋
積
さ
れ

つ
つ
あ
る
も

の
の
存
在
を
さ
す
。
こ
う
し
た
谷
地
形
は
、
崖
端
湧
水

に
よ
る
自

然
灌
概
が
得
ら
れ
る
の
で
、
該
期

の
水
利
技
術
に
見
合

っ
た
水
稲
耕
作
適
地
と

(22

)

し
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

ハ
に

つ
い
て
は
、
大
河
川
の
形
成
し
た
低
地
上
に
、
集
落
拡
散

の
母
核
と
な

っ
た
集
落

(拠
点
集
落
)
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
地
形
的
条
件

の
主
な
背
景
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
こ

(図
5
)
で
示
し
た
各
遺
跡
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

6
～
8
は
、
全
て
遺
物
の
表
面
採
集
さ
れ
た
地
点
。
10

(西
田
中
遺
跡
)
で
は

(
23
)

(24
)

竪
穴
住
居
3
軒
、
11

(慈
光
院
裏
山
遺
跡
)
で
は
7
軒
、
13

(菩
提
山
遺
跡
)

(25

)

で
は
1
軒
以
上

の
竪
穴
住
居
が
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
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図7第4期(古 墳時代中～後期)の 遺跡分布状況

㈹
第
3
期

(弥
生
時
代
後
期
～
古
墳
時
代
前
期
)
の
遺
跡
分
布
状
況

(図
6
)

該
期

の
遺
跡
の
う
ち
、
4

(美
濃
庄
遺
跡

・
四
反
田
地
区
)
は
第
1
期
か
ら

(
26
)

の
継
続
的
な
も
の
。
古
墳
時
代
前
期

の
自
然
流
路
が
検
出
さ
れ
た
。
14
、
15
は

若
干
南
に
下
が
る
と
は

い
え
、
拠
点
集
落
の
拡
大
と
も
理
解
さ
れ
る
。
14

(発

志
院
遺
跡

・神
築
田
地
区
)
で
は

一
辺
約
10

m
の
方
形
土
坑
を
中
心
と
し
た
祭
祀

(
27
)

的
な
遺
構
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
27

(満
願
寺
遺
跡
)
も
、
以
前
の
も

の
よ
り
若
干
位
置
は
南
下
す
る

(
28
)

も

の

の

、

継

続

的

な

遺

跡

で

あ

る
。

21

～

26
、

13

は

、

第

2
期

か

ら

継

続

す

る

(
29
)

遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
13

(菩
提

山
遺
跡
)、
25
で
は
堅
穴
住
居
が
検
出
さ

(30
)

れ
て
い
る
。

次
に
、
該
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
立
地
す
る
地
形
的
条
件

の
う
え
で
、
注
目

す
べ
き
も
の
と
し
て
、
18
、
19
、
20
が
あ
る
。
18

(城
ノ
台
遺
跡
)
お
よ
び
19

は

い
ず
れ
も
弥
生
時
代
後
期
の
遺
物
が
採
集
さ
れ
て
い
る
が
、
発
掘
調
査
は
な

さ
れ
て
い
な

い
。
20

(東
城
遺
跡
)
は
、
古
墳
時
代
前
期

の
竪
穴
住
居
が
、
発

ハ
31
)

掘
調
査
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
時
代
の
下
る
20
の
み
が
丘
陵
と

低
地

の
傾
斜
変
換
点
上
に
立
地
し
て
お
り
、
18
、
19
は
段
丘
上
に
立
地
す
る
。

こ
れ
ら
の
遺
跡

の
立
地
上
の
特
性
と
し
て
、
第

2
期
に
み
ら
れ
た
3
つ
の
条
件

(イ
～

ハ
)

の
う
ち
、

ロ

(水
稲
耕
作
適
地
と
し
て
の
、
谷
地
形
の
存
在
)
が

あ
て
は
ま
ら
な

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
う
し
た
谷
が
、
該

期
に
お
い
て
は
既
に
水
稲
耕
作
適
地
と
し
て
の
魅
力
を
失

い
つ
つ
あ

っ
た
こ
と

を
示
す

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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図8第5期(奈 良時代(含 飛鳥 ・藤原)の 遺跡分布状況

(
32
)

臨
海
性
の
低
地
に
お

い
て
は
、
弥
生
時
代
後
期
に
は
浅
谷
の
埋
積
は
完
了
し

た

(埋
積
浅
谷
)。
盆
地
内

の
段
丘
を
開
析
し
た
谷
で
は
、
完
全
な
埋
積
こ
そ
な

か

っ
た
も

の
の
、
あ
る
程
度
よ
く
似
た
状
況
は
あ

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、

一
面
で
は
水
利
技
術
の
進
歩
に
よ

っ
て
人
工
灌
概
が
可
能
と
な
り
、
水
稲

耕
作

の
場
は
、
浅
谷
や
後
背
湿
地
な
ど
の
自
然
灌
概
が
得
ら
れ
る
地
以
外
で
も

可
能
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
点
も
無
視
で
き
な

い
。

水
田
適
地
と
し
て
の
谷
地
形
が
魅
力
を
失
う
こ
と
と
な
れ
ば
、
段
丘
上
の
居

住
地
は
、
水
害
の
恐
れ
が
な
く
、
高
燥
で
、
眺
望
が
き
く
と
は

い
え
、
生
活
用

水
が
得
に
く
い
と

い
う
、
居
住
地
と
し
て
は
致
命
的
な
欠
陥
が
目
立

つ
こ
と
と

な
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
居
住
地
と
し
て
の
遺
跡
は
20
な
ど
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
低
地
指
向
を
み
せ
は
じ
め
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
28

(法
起
寺

南
遺
跡
)
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

"低
地
指
向
"
に
基
づ
く
遺
跡
と
考
え
ら
れ

(33
)

る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
人
工
灌
概
を
示
す
遺
構
と
思
わ
れ
る
構
が
検
出
さ
れ
て

(34
)

い
る

が

、

こ
う

し

た

溝

は

29

(下

ン

田
遺

跡

)、
30

(発

志

院

遺

跡

・
経

田

地

区

)

(
35
)

で
も
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
16
、
17
は
D
地
形
区

(富
雄
川
緩
傾
斜
扇
状
地
)
の
扇
端
部
分
に
位

置
し
て
お
り
、
同
地
形
区
内
に
お
け
る
開
発
が
、
該
期
に
お
い
て
相
当
進
行
し

(
36
)

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、

こ
の
時
期
に
は
A
-
b
地
形
区
に
小
泉
大
塚
古
墳
が
築
造
さ
れ
る
。

本
古
墳
に
関
し
て
は
、
周
辺
地
域

(地
域
論

に
関
し
て
は
後
述
)
の
初

の
盟
主

(
37
)

墓
と
し
て
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る
。
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図9第6期(平 安時代以降)の 遺跡分布状況

働
第
4
期

(古
墳
時
代
中
期
～
同
後
期
)
の
遺
跡
分
布
状
況

(図
7
)

該
期

に
お
け
る
き
わ
だ

っ
た
特
徴
と
し
て
は
、
段
丘
上
の
集
落
遺
跡
の
廃
絶

と
、
そ
れ
に
変
わ
る
古
墳

(盟
主
墓
お
よ
び
群
集
墳
)
の
築
造
が
あ
げ
ら
れ
る
。

27

(満
願
寺
遺
跡
。
既
出
の
古
屋
敷
遺
跡
と
は
本
来
は
同
じ
遺
跡
で
あ
り
、

そ
の
境
界
は
事
実
上
な

い
も

の
と

い
え
る
)
は
第
1
期
よ
り
継
続
す
る
遺
跡
だ

(38
)

が
、
該
期
に
お
い
て
居
住
域
が
拡
大
す
る
。
こ
の
遺
跡
周
辺
で
は
い
ま
ま
で
の

と
こ
ろ
生
産
域
11
耕
作
地

の
遺
構
は
未
発
見
だ
が
、
居
住
域

の
拡
大
に
あ
ら
わ

れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら

の
面
積
、
規
模
も
前
時
期
に
比
し
て
相
当
拡
大
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
30

(発
志
院
遺
跡

・
経
田
地
区
)
で
は
5
世
紀
後
半

の
、
耕
作
に
伴

(
39
)

.
う
も

の
と
思
わ
れ
る
溝
状
遺
構
が
多
数
検
出
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
ら
溝
状
遺
構
が
す
で
に
東
西
、
南
北

の
方
眼
方
位
を
意
識
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
ま
た
、
同
種
の
遺
構
は
32

(発
志
院
遺
跡

・
東
角
地
区
お
よ
び
伝
法
池

(
40
)

地
区
)
で
も
み
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
該
期
に
お
け
る
生
産
域

の
拡
大
、
整
備
を

示
す
事
例
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
生
産
域

の
拡
大
に
伴
い
、
そ
れ
に
関
与
す
る
人
々
の
居

(
41
)

住
域
と
思
わ
れ
る
遺
跡
も
増
加
す
る
。
4

(美
濃
庄
遺
跡

・
四
反
田
地
区
)
や

(42
)

33

(白
土
遺
跡
)
で
は
、
該
期

の
掘
立
柱
建
物

(群
)
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

(43
)

ま
た
、
18

(東
城
遺
跡
)
は
前
時
期
よ
り
継
続
す
る
。

古
墳
に
つ
い
て
は
、
地
形
分
類
上
、
A
i
b
地
形
区
と
A
ー

,
地
形
区
に
お

い
て
特
に
多
く
築
造
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
丘
陵
頂
部
に
居
住
に
適
し
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た
平
坦
面
を
も
た
な
い
た
め
、
前
時
期
ま

で
は
遺
跡
が
存
在
し
な
か

っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
該
期

に
至

っ
て
墓
域
と
し

て
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
か

で
も
割
塚
古
墳
は
垂
飾
付
耳
飾
な
ど
の
豪
華
な
副
葬
品
を
持

つ
、
横
穴
式
石
空

(
44
)

を
主
体
部
と
す
る
古
墳
で
あ
る
。

ま
た
、
A
l

c
地
形
区
に
つ
い
て
は
、
第
2
、
3
期
で
は
居
住
域
だ

っ
た
場

所
に
、
該
期

で
は
古
墳
が
築
造
さ
れ
る
。
前
時
期

の
小
泉
大
塚
古
墳
に
続
き
、

(
45
)

(
46
)

(
47
)

笹
尾
古
墳
な
ど
の
盟
主
墓
的
な
も

六
道
山
古
墳
、
狐
塚
古
墳
、
東
狐
塚
古
墳

、

の
も
継
続
し
て
築
造
さ
れ
る
。

ま
た
、
B
地
形
区

(西
ノ
京
丘
陵
)

の
南
端
に
は
新
木
山
古
墳
が
築
造
さ
れ

る
。
こ
れ
は
地
域
の
盟
主
墓
的
な
存
在
だ

が
、
付
近
に
は
2
基

の
円
墳
も
か

つ

て
存
在
し
た
。

前
時
期
ま
で
の
遺
構

が
、
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
C
地
形
区

(額
田
部
丘
陵
)
で
は
該
期
に
い
た
り
、
多
く
の
古
墳
が
築
造
さ
れ
る
。
な
か
で

(
48

)

-
(49

)

も
額
田
部
狐
塚
古
墳
、
松
山
古
墳
、
南
方
古
墳
は
、
そ
の
規
模
や
出
土
遺
物
よ

り
考
え

て
、
地
域
の
盟
主
墓
的
な
存
在
で
あ
る
。

な
お
、
F
地
形
区

(奈
良
盆
地
東
縁
緩
傾
斜
扇
状
地
)
内
に
お
い
て
は
、
4

(50
)

(美
濃
庄
遺
跡

・
四
反
田
地
区
)
で
流
路
内
よ
り
形
象
埴
輪
が
出
土
し
た
ほ
か
、

37

(長
塚
遺
跡
)
で
は
削
平
さ
れ
た
方
墳

の
周
濠
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

(
51

)

こ
と
は
低
地
上
で
も
小
規
模
な
古
墳
は
築
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

㈲
第
5
期

(飛
鳥
、
藤
原
～
奈
良
時
代
)
の
遺
跡
分
布
状
況

(図
8
)

該
期
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
、
奈
良
盆
地
北
辺
に
平
城
京
が
造
営
さ
れ
た

点
で
あ
る
。
平
城
京
の
西
南
縁
は
大
和
郡
山
市
域
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
平
城

京
の
選
地
、
造
営
は
、
下
ツ
道
な
ど
の
官
道
を
基
準
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ

(52
)

こ
に
地
形
的
条
件
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
平
城
京
の
造
営
は
、
大
和
郡
山
市
域
の
既
存

の
遺
跡
に
強

い
影
響
を
与

え
る
。
た
と
え
ば
、
前
時
期
ま
で
継
続
的
に
集
落
の
営
ま
れ
た
美
濃
庄
～
発
志

院
に
至
る
地
域
は
、
平
城
京
に
関
連
す
る
人
工
的
な
流
路
な
ど
の
他
は
遺
跡
が

み
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
古
屋
敷
～
満
願
寺
周
辺
の
地
域
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

(
53

)

前
時
期
よ
り
命
脈
を
保

つ
も

の
と
し
て
は
、
確
実
な
も

の
で
18

(東
城
遺
跡
)

(
54

)

お
よ
び
17

(長
塚
遺
跡
)
の
み
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は

い
ず
れ
も
平
城
京
に
隣

し
て
存
在
す
る
点

に
特
徴
が
あ
り
、
特
に
後
者
は
京
や
下

ツ
道
と
の
関
連
が
重

視
さ
れ
る
遺
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
図
8
中
の
他
の
ド
ッ
ト
は
全
て

「遺
物
散
布

地
」
と
し
て
の
も

の
で
、
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
遺
構
が
認
認
さ
れ
た
も
の
は
な

い
。
叙
上
の
事
実
よ
り
、
大
和
郡
山
市
域
に
お
い
て
は
、
平
城
京

の
造
営
に
伴

い
、
こ
れ
ま
で
に
継
続
的
に
み
ら
れ
た
地
域
的
な
結
合
関
係
が

い
っ
た
ん
解
体

し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

次

に
、
こ
の
時
期

の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
、
寺
院

の
造
営

が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
C
地
形
区

(額
田
部
丘
陵
)
上
に
建
立
さ
れ
た
額

安
寺
は
、
そ
の
規
模
が
平
城
京
外

の
も
の
と
し
て
は
卓
越
し
て
い
る
。
同
寺
は
、

前
身
を
聖
徳
太
子
建
立

の
熊
凝
精
舎
と
い
い
、
以
前
に
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
手

(
55

)

彫
り

の
杏
葉
唐
草
文
軒
丸
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
第
4
期
で
み
ら
れ
た
盟
主
墓
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ク
ラ
ス
の
古
墳
と

の
関
連
が

一
応
考
慮
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
規
模
は
小
さ
い
が
、
A
l

a
地
形
区

(矢
田
丘
陵
本
体
)

で
は
、
谷

底
地
形
を
若
干
改
変
し
て
、
松
尾
寺
、
矢
田
寺
、
東
明
寺
が
建
立
さ
れ
る
。

い

ず
れ
も
該
期
の
山
岳
信
仰
の
興
隆
に
伴
う
も

の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
異
色
の
遺
跡
と
し
て
、
A
l

c
地
形
区
で
平
城
京
造
営
に
伴
う
瓦
を

(56
)

焼
成
し
た
と
み
ら
れ
る
西
田
中
瓦
窯
が
あ
る
。

⑥
第
6
期

(平
安
時
代
以
降
)
の
遺
跡
分
布
状
況

(図
9
)

奈
良
時
代
を
中
心
と
す
る
、
公
地
公
民
制

の
栓
桔
か
ら
開
放
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
耕
作
可
能
な
土
地
は
、
有
力
な
寺
社

に
よ

っ
て
盛
ん
に
開
発
さ
れ
、
荘

園
と
し
て
経
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
33

(白
土
遺
跡
)
で
は
平
安
時
代

(10

(57
)

世
紀
後
半
)
の
井
戸
や
掘
立
柱
建
物
な
ど
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

(
58
)

30
、
39
で
は
耕
作
関
係
の
遺
構

(溝
な
ど
)
が
多
数
検
出
さ
れ
て
い
る
。
美
濃

庄
周
辺
に
再
び
人
々
が
居
住
し
、
集
落
が
営

ま
れ
る
。

38

(若
槻
遺
跡
)、
4

美
濃
庄
遺
跡

・
四
反
田
地
区
)
で
は
鎌
倉
時
代

(13
世
紀
)
の
遺
構
が
検
出
さ

(
59
)

れ
て
い
る
ほ
か
、
周
辺
で
は
耕
作
地
と
み
ら
れ
る
遺
構
も
多
く
み
ら
れ
る
。

(
60
)

ま
た
、
17

(本
庄

・
杉
町
遺
跡
)

や
41

(筒
井
城

・
東
門
地
区
)
で
は
13
～

16
世
紀
に
か
け
て
の
井
戸
が
多
数
掘
削
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
発
掘
調
査

に
よ

っ

(61

)

て
判
明
し
た
。
地
下
水
位
が
高
く
、
浅

い
掘
削
深
度

で
豊
富
な
湧
水
を
み
る
氾

濫
原
が
、
井
戸
の
集
中
す
る
場
所
と
な
り
、

一
種

の

"水
源
地
"
と
し
て
積
極

的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
正
確
な
こ
と
は
不
明
だ
が
、
現
在
居
住
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

微
高
地

の
多
く

(図
9
参
照
)
は
、
平
安
時
代
後
期
～
鎌
倉
時
代
は
じ
め
に
か

け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
気
候
の
変
化
と
も
深

い

関
連
が
あ
る
も

の
だ
ろ
う
が
、
山
林
伐
採
な
ど
の
人
為
的
な
環
境
改
変
と

い
う

要
因
も
多
分
に
あ

っ
た
も

の
と
思
わ
遍

・
ま
た
・
こ
う
し
た
微
山・同
地
を
形
成

し
た
河
川
営
力

(土
砂
の
運
搬
、
堆
積
作
用
)
は
、
前
時
期
ま
で
居
住
地
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
た
微
高
地

の
大
半
を
地
下
に
埋
積
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

が
低
地
に
お
け
る
遺
跡
の
範
囲
確
定
の
障
壁
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
A
-

c
地
形
区

(矢
田
丘
陵
支
線
丘
陵
、
南
半
)
で
も
小
規
模
な
が

ら
再
び
人
々
の
居
住
が
始
ま
る
ほ
か
、
A
l
b
地
形
区

(同
、
北
半
)
の
丘
陵

は
部
分
的
に
人
為
的
に
平
坦
地
形
に
削
平
さ
れ
、
42

(矢
田
城
)
な
ど
の
城
郭

的
な
居
館
が
築
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
A
l

c
地
形
区
で
は
中
位
段
丘
や
そ
の
開

析
谷
な
ど

の
自
然
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
た
小
泉
城
が
築
か
れ
る
。
な
お
、
郡

山
城

(本
丸
部
分
)
は
西
ノ
京
丘
陵
南
端
部

の
中
位
段
丘
に
、
大
幅
な
人
工
改

変
を
加
え
て
、
城
郭
と
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
筒
井
城
の
み
は
、
段
丘
地

形
と
は
関
係
な
く
、
低
地
に
築
造
さ
れ
て
い
る
。
筒
井
城

に
関
し
て
は
、
す
ぐ

南
方
に
城
郭
適
地
と
し
て
の
C
地
形
区

(額
田
部
丘
陵
)
が
存
在
す
る
の
に
、

あ
え
て
そ
の
近
接
地
に
お

い
て
平
城
形
式
を
と
る
点

に
特
色
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
条
里
制
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
ほ
と
ん
ど
検
討
し
な
か

っ
た
が
、

低
地
部
分

の
現
況

の
地
形
が
形
成
さ
れ
た
時
期

(先
述
)
を
前
後
す
る
頃
に
、
現

在
み
ら
れ
る
地
割
の
原
形
が
で
き
あ
が

っ
た
も

の
と
の
発
掘
調
査
を
通
じ
て
の

心
証
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
市
内

の
発
掘
調
査

(低
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地
部
分
)
の
さ
ら
な
る
進
行
を
持
ち
、
資
料
が
あ
る
程
度
蓄
積
し
た
段
階
で
別

稿
に
ま
と
め
て
発
表
し
た

い
。

ま
た
、
こ
の
問
題
と
か
ら
ん
で
、
市
内

を
貫
流
す
る
主
要
河
川

(富
雄
川
、

秋
篠
川
、
菩
提
仙
川
な
ど
)
は
、
近
世
に
高

い
堤
防
に
よ
り
人
工
的
に
川
筋
が

固
定
さ
れ
る
と

い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
佐
保
川
、
お
よ
び
富
雄
川

の

一
部
に
関
し
て
は
17

(本
庄

・
杉
町
遺
跡
)

の
発
掘
調
査
で
旧
河
道

(近
世
初

頭
)
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
者

で
は
人
工
的
に
埋
め
戻
さ
れ
、
後
に

(
63
)

水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

五
、
遺

跡

分
布

お

よ
び

立

地

よ
り

み
た

"地

域

"

の
設
定

1
そ

の
一

モ
デ
ル

・
パ
タ
ー
ン

本
稿
で
は
、
大
和
郡
山
市
域

に
お
け
る
遺
跡

の
分
布
状
況
を
、
主
と
し
て
地

形
的
条
件
を
背
景
と
し
て
時
期
別
に
み

て
き
た
が
、
本
章
に
お
い
て
は
、
こ
う

し
た
地
形
的
条
件
を
も
と
に
し
た

"地
域

"
(
「単
位
地
域
」
と
仮
称
す
る
)

を
設
定
し
、
そ
の
基
本
的
な
変
遷
過
程
を

モ
デ
ル
化
し
て
み
た

い
。
こ
こ
で
用

い
る
の
は
、
ひ
と

つ
の
単
位
地
域

が
ほ

ぼ
全
域
大
和
郡
山
市
域
内

に
収
ま
る

地
域
、
換
言
す
れ
ば
、
ひ
と

つ
の
単
位

地
域
が
成
立
す
る
条
件
を
市
域
内
に

お

い
て
す
べ
て
備
え
る
、
「古

屋
敷

・
満

願
寺
地
域
」
で
あ
る
。
な
お
、
以

下

で
用
い
る

"時
期
"
は
、
本
稿
で
こ
れ
ま

で
用

い
た
も
の
を
踏
襲
す

る
。

D

第
1
期

居
住
域
は
緩
傾
斜
扇
状
地

の
扇
頂
付

近
の
微
高
地
上
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の

場
合
、
条
件
と
し
て
周
辺
に
自
然
灌
概
の
得
ら
れ
る
湿
地

(生
産
域
11
水
稲
耕

(64
)

作
適
地
)
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
同
様
に
自
然
灌
概
の
得
ら
れ
る
西
方

の
丘

陵
内
開
析
谷
は
、
こ
の
時
期
に
は
利
用
さ
れ
て
い
な

い
。

勿

第
2
期

水
稲
耕
作
と

い
う
安
定
し
た
経
済
基
盤
に
よ
り
、
当
初
の
集
落

(拡
散
の
母

核
と
な
る
も
の
。
拠
点
集
落
と
称
す
る
)
の
人
口
は
増
大
し
、
居
住
域
は
西
方

の
段
丘
上

へ
と
拡
散
す
る
。
こ
の
場
合
、
段
丘
を
解
析
す
る
小
規
模
な
谷

(こ

の
時
期
、
埋
積
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
が
、
自
然
灌
概
が
得
ら
れ
、
当
時
と
し
て

は
水
稲
作
適
地
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
)
が
生
産
域
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
ま

た
、
段
丘
上
は
、
居
住
地
と
し
て
は
、
生
活
用
水
が
得
に
く
い
と
い
う
欠
点
が

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
拠
点
集
落

の
居
住
域
と
比
す
れ
ば
分
が
悪

い
。
た
だ
し

高
燥

で
あ
り
、
竪
穴
住
居
と

い
う
家
屋
構
造
に
と

っ
て
は
有
利
な
面
も
あ
る
。

鋤

第
3
期

居
住
域

に
関
し
て
は
、
前
時
期
と
基
本
的
に
同
じ
だ
が
、
農
具
の
進
歩
な
ど

を
背
景
と
し
た
灌
概
用
土
木
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
水
田
耕
作
適
地
の
条
件
と

し
て
、
自
然
灌
概
は
必
要
で
は
な
く
な
る
。
ま

た
、
谷
状
地
形
な
ど

の
低
湿

地

の
埋
積
も

こ
の
時
期

に
は
ほ
ぼ
完
了
す
る
。

な
お
段
丘
上
に
は
こ
の
単
位
地
域

の
盟
主
墓
と
し
て
、
小
泉
大
塚
古
墳
が
築

造
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
該
期
が
、
あ
る
地
形
的
条
件

の
集
合
を

一
単
位
と
す

る
単
位
地
域
の
政
治
的
に
再
編
さ
れ
て
ゆ
く
時
期
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
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勾

第
4
期

居
住
域
は
全

て
低
地

へ
移
行
す
る
。
ま

た
そ
れ
ら
の

一
部
は
緩
傾
斜
扇
状
地

の
扇
端
部
分
に
ま
で
拡
散
す
る
。

段
丘
上
に
は
、
盟
主
墓
的
な
古
墳
を
中

心
と
し
て
、
墓
域
が
形
成
さ
れ
る
。

該
期
に
お

い
て
、
単
位
地
域
は

"地
域
"
と
し
て
の
様
相
を
最
も
明
確
に
整
え

る
。
な
お
、
少
な
く
と
も
第
3
期
以
降
に

つ
い
て
は
、
政
治
的
な
地
域
間
の
統

合

(要
素
と
し
て
小
規
模
な
争
乱
も
含
む

)
も
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
れ
を
考
古
学
的
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

な
お
、
第
5
期
以
降
は
、
平
城
京
造
営
と

い
う
お
お
き
な
政
治
的
要
因
に
よ

っ
て
、
こ
の
地
域
的
な
共
同
体
11
単
位
地
域
は
い
っ
た
ん
解
体
し
た
印
象
が
あ

る

(前
述
)。
し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
は
該
期
以
降
に
つ
い
て
は
取
り
扱
わ
な
い

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
は
続
章

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
モ
デ
ル
に
よ
る
集
落
の
変
遷
過
程
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る

単
位
地
域
の
概
念
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ

れ
に
は
以
下
の
地
形
的
条
件
が
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(I
1
1
)
水
稲
耕
作
開
始
直
後
の
、
耕
作
適
地

(ー
生
産
域
)
と
し
て

の
自
然
灌
概
の
得
ら
れ

る
湿
地

(注
64
参
照
)
と
、
居
住
域

と
し
て
利
用
可
能
な
微
高
地
が
存
在
す
る
こ
と
。

(I
1

2
)
拠
点
集
落
内
人
口
の
増
大
と
、
そ
れ
に
伴
う
集
落
拡
散
の
場

と
し
て
、
小
規
模
な
開
析
谷

(生
産
域
)
を
も

つ
平
頂
な
段

丘
地
形

(居
住
域
)
が
存
在
す
る
こ
と
。

(I
1
3
)
第
3
期
以
降
、
灌
概
技
術

の
発
達
を
背
景
と
す
る
集
落
拡
散

に
際
し
、
そ
の
受
け
皿
と
な
り
得
る
広
範
な
平
野
部
を
有
す

る
こ
と
。

(I
1
4
)
第
3
期
以
降
、
墓
域
と
な
り
得
る
適
地

(低

い
丘
陵
)
を
も

つ
こ
と
。

こ
こ
で
は

一
応
、
1
-

1
～
4
に
分
割
し
て
記
述
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
結

局
、
盆
地
内
に
お
け
る
主
要
な
河
川
が
山
地
を
開
析
し
、
平
野
部
に
お
い
て
扇

状
地
、
あ
る
い
は
氾
濫
原
を
形
成
す
る
過
程
で
、
必
然
的
に
生
成
さ
れ
る
諸
地

形
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お

い
て
、
前
出
の
寺
沢
論
文
や
丸
川
論
文
の
、

主
要
河
川
に
よ
り
地
域
を
分
割
す
る
方
法
は
、
結
果
的
に
本
稿
の
方
法

に
近

い

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
I
1
1
～
4
な
ど
の
地
形
的
条
件
と
、
盆
地
内

の
遺
跡
の

あ
り
か
た
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
地
城
分
割
は
よ
り
精
緻
に
実
施
で

き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
具
体
的
な
作
業
は
実
施
し
て
い

な
い
が
、
こ
こ
に
そ
の
方
向
性

の
み
を
示
し
て
お
き
た
い
。

六

、

遺
跡

分
布

お
よ

び
立

地

よ
り

み
た

"地
域

"
の
設
定

ー

そ
の
二

大
和
郡
山
市
域
に
お
け
る
具
体
的
作
業
(図
11
)

本
章
で
は
、
前
章
に
お

い
て
提
示
し
た
方
法
に
従

い
、
大
和
郡
山
市
域

の

(第
4
期
ま
で
の
)
遺
跡
分
布
、
お
よ
び
そ
の
立
地
す
る
地
形
的
条
件
よ
り
、

市
域
内
を
4

つ
の
単
位
地
域
に
分
割
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
単
位
地
域

の
範
囲
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が
全
て
市
域
内
に
収
ま
る
の
は
、
前
章
に
お
い
て
モ
デ
ル
パ
タ
ー
ン
と
し
た
古
屋

敷

・
満
願
寺
地
域

の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
市
域
内

の
遺
跡
で
も
、
こ
こ
に
あ
げ

た
4
つ
以
外
の
単
位
地
域
に
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
う

し
た
点
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
本
稿
に
お
け
る
方
法
に
よ
り
、
奈
良
盆
地
全
体

の
地
域
分
割
を
実
施
し
た
別
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
い
。

〈古
屋
敷

・
満
願
寺
地
域
〉

旧
富
雄
川
の
形
成
し
た
扇
状
地

(D
地
形
区
)
を
中
心
と
し
た
地
域
。
そ
の

詳
細
は
前
章
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
化
し
て
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
拠
点
集
落

(母
核
)
と
な
る
の
は
古
屋
敷
～
満
願
寺
遺
跡
に
か
け
て
の
範
囲
。
第
2
期
に

お

い
て
は
A
l

c
地
形
区

の
平
野
部
に
臨
し
た
段
丘
上
に
居
住
域
を
拡
大
し
、

そ
れ
を
解
析
す
る
小
規
模
な
谷
内
を
生
産
域
と
し
て
利
用
す
る
。
第
3
期
に
至

り
、
集
落
は
平
野
部
内
に
お
い
て
拡
散
を
開
始
す
る
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は

土
木
技
術
の
発
達
に
よ
る
人
工
灌
概

の
普
及
が
あ
る
。
第
4
期
で
は
段
丘
上
は

居
住
域
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
も

っ
ぱ
ら
墓
域
と
し
て
の
利

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
居
住
域
お
よ
び
生
産
域
は
低
地
部
の
D
地
形
区

(富

雄
川
緩
傾
斜
扇
状
地
)
上
に
拡
散
し
、
そ
の

一
部
は
低
湿
な
E
地
形
区

(佐
保

川
氾
濫
原
)
に
至
る
。

〈美
濃
庄

・
発
志
院
地
域
〉

旧
菩
提
仙
川
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
地
城
。

現
在
の
地
形
で
説
明
す
れ
ば
、
北
は
地
蔵
院
川
、
南
は
高
瀬
川
に
よ

っ
て
画
さ

れ
る
地
域
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
よ
り
南
に
は
布
留
川
に
よ

っ
て
形
成
さ
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れ
た
扇
状
地
を
中
心
と
す
る
地
域
が
あ
る
が
、
市
域
外
な
の
で
本
稿

で
は
触
れ

な
い
。

拠
点
集
落
と
な
る
の
は
美
濃
庄
遺
跡
、

お
よ
び
発
志
院
遺
跡
に
か
け
て
の
範

囲
。
た
だ
し
、
本
来
の
中
心
は
前
者
で
あ

ろ
う
。
両
者
共

に
第
4
期
ま
で
継
続

す
る
。
第
2
期
に
お
け
る
拡
散
は
、
本
図
幅
に
は
入
ら
な
い
が
、
天
理
市

の
和

爾

・
森
本
遺
跡
、
奈
良
市
窪

ノ
庄
遺
跡
な
ど

の
段
丘
上
に
立
地
す
る
遺
跡
で
あ

(
65

)

る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
段
丘
上
の
遺
跡
は
前
出

の
古
屋
敷

・
満
願
寺
地
域
と
同

様
に
第
3
期
ま
で
継
続
す
る
。

第
4
期
に
お
い
て
は
、
居
住
域
、
生
産
域
は
共
に
低
地
指
向
を
み
せ
、
既
出

(66

)

の
美
濃
庄

・
発
志
院
の
両
遺
跡
が
規
模
拡
大
す
る
ほ
か
、
第
3
期
よ
り
は
じ
ま

(
67
)

る
白
土
遺
跡
も
規
模
を
増
す
。
発
志
院
遺
跡
で
は
生
産
域
の
遺
構
も
確
認
さ
れ

(
68
)

て
お
り
、
人
工
灌
概
技
術

の
進
歩
が
う
か

が
え
る
。

ま
た
、
墓
域
と
し
て
は
、
既
述

の
奈
良

～
天
理
市
域
に
か
け
て
の
段
丘
上
に

東
大
寺
山
古
墳
、
和
爾
下
神
社
古
墳
、
帯
解
丸
山
古
墳
、
ベ
ン
シ

ョ
塚
古
墳
、

墓
山
古
墳

(
一
部
は
第
3
期
)
な
ど
の
盟
主
墓
的
な
も
の
の
ほ
か
、
多
く
の
群

集
墳
が
築
造
さ
れ
る
。
こ
の
美
濃
庄

・
発

志
院
地
域
は
、
大
和
郡
山
市
域

に
ま

た
が
る
単
位
地
域
と
し
て
は
最
も
広
い
可
耕
地
を
も

つ
こ
と
か
ら
、
そ
の
奥
津

城
と
な
る
墓
域
も
規
模
が
大
き

い
も
の
と

な

っ
て
い
る
。

な
お
、
余
談
に
な
る
が
、
現
在

の
大
和

郡
山
市
稗
田
町
や
若
槻
町

(当
該
単

位
地
域
内
)
と
、
和
爾

・
森
本
周
辺
は
水

利
権
を
媒
介
と
し
た
強
固
な
結
び

つ

(
69
)

き
が
あ
り
、
そ
の
主
導
権
は
前
者
が
に
ぎ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
年
間
に
は

(70

4

稗
田
町
や
若
槻
町
の
入
会
地
が
和
爾

・
森
本
周
辺
に
多
く
存
在
し
た
。
こ
れ
ら

の
事
実
は
、
現
在
は
2
つ
の
行
政
区
に
別
れ
る
両
地
が
、
本
来
は
そ
の
地
形
的

条
件
に
よ
り

一
つ
の
単
位
地
域
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

〈城

地

域
〉

本
図
幅

に
お

い
て
は
、
A
I
b
地
形
区
、
お
よ
び
B
地
形
区
を
含
む
。
東
は

佐
保
川
に
よ

っ
て
限
ら
れ
、
西
は
矢
田
丘
陵
の
断
層
崖
に
よ

っ
て
画
さ
れ
る
。

な
お
、
そ
の
北
半
は
奈
良
市
域
に
及
ぶ
。
拠
点
集
落
と
な
り
得
る
地
形
的
条
件

を
備
え
た
遺
跡
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ひ
と

つ

に
は
平
城
京

の
存
在
が
そ
の
障
壁
に
な

っ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

第
2
期

の
集
落
と
し
て
は
奈
良
市
六
条
山
遺
跡
が
著
名
で
、
発
掘
調
査
に
よ

(
71

)

っ
て
竪
穴
住
居
が
6
軒
検
出
さ
れ
て
い
る
。

第
3
期
の
集
落
と
し
て
は
、
B
地
形
区
段
丘
上
に
城
遺
跡
な
ど
が
あ
り
、
ま

た
富
雄
川
を
隔
て
た
A
l
b
地
形
区
段
丘
上
に
外
川
遺
跡
が
あ
る
。
ま
た
、
丘

陵
と
平
野
部

の
傾
斜
変
換
点
付
近
に
は
東
城
遺
跡
が
営
ま
れ
る
。
な
お
、
B
地

形
区
は
大
和
郡
山
市
域
に
お
い
て
は
、
近
世
、
郡
山
城
の
築
造
に
伴
う
地
形
改

変
が
あ
り

、と
く
に
東
半
部
分
で
は
該
期
の
遺
跡
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な

状
況
に
あ
る
。

第
4
期
の
代
表
的
な
遺
跡
と
し
て
は
、
前
時
期
に
引
き
続
き
営
ま
れ
る
東
城

遺
跡
、
新
た
に
登
場
す
る
長
塚
遺
跡
が
あ
る
。
ま
た
、
墓
域
と
し
て
は
、
B
地

形
区
に
盟
主
墓
的
な
新
木
山
古
墳
、
さ
ら
に
対
面
す
る
A
l
b
地
形
区
で
は
割

塚
古
墳
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
支
線
丘
陵
上
に
は
群
集
墳

の
築
造
も
み
る
。
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〈額
田
部
地
域
〉

額
田
部
丘
陵

(C
地
形
区
)
北
端
を
そ

の
北
縁
と
し
、
南

の
盆
地
中
央
部
氾

濫
原

(大
和
郡
山
市
域
外
)
に
向
け
て
展
開
す
る
地
域
。
拠
点
集
落
に
な
り
得

る
遺
跡
は
現
時
点
で
は
特
定
し
て
い
な
い
。
第
2
期
に
お
い
て
は
C
地
形
区
内

も
居
住
域
お
よ
び
生
産
域
と
し
て
の
諸
条

件
を
備
え
る
が
、
現
時
点
で
確
認
さ

れ
た
も

の
は
な

い
。
こ
れ
は
、
そ
の
原
因

の
ひ
と

つ
と
し
て
、
大
和
郡
山
市
昭

和
工
業
団
地
の
造
成
に
伴
う
広
範
か
つ
大
規
模
な
人
工
的
地
形
改
変
が
あ
げ
ら

れ
る
。

第
4
期
に
お
い
て
は
、
C
地
形
区
は
墓
域
と
し
て
の
利
用
が
盛
ん
で
、
盟
主

墓
的
な
松
山
古
墳
、
額
田
部
狐
塚
古
墳
、
南
方
古
墳
の
ほ
か
、
群
集
墳
も
築
造

さ
れ
る
。ま

と

め

お
よ
そ
、
ひ
と

つ
の
限
定
さ
れ
た
地
域

の
考
古
学
的
デ
ー
タ
ー
の
分
析
方
法

に
は
、
多
方
面
か
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
資
料
の

蓄
積
に
よ
る
帰
納
的
な
方
法
に
の
み
頼
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
相
当

の
時

間
と
、
そ
れ
に
伴
う
膨
大
な
費
用
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
し
、
個
々
の
遺
跡
の
こ

と
細
か
な
デ
ー
タ
ー
の
無
秩
序
な
集
積
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
綜
合
し
て
、
歴

史
的
叙
述
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
す
る
際
の
、
障
壁
に
す
ら
な
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
前

に
日
々
集
積
さ
れ
る
デ
ー

タ
ー
は
現
実

に
膨
大
で
あ
り
、
こ
れ
を
処
理
す
る
手
段
と
し
て
な
ん
ら
か
の
方

法
論
が
提
示
さ
れ
ね
ば
、
そ
れ
ら
を
真
に
歴
史
的
デ
ー
タ
ー
と
し
て
昇
華
さ
せ

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
の

一
環
と
し
て
、
地
形
的
条
件

に
基
づ
き
、

大
和
郡
山
市
内
の
遺
跡
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
な

い
、
最
終
的
に

は
こ
れ
を
単
位
地
域
に
分
割
す
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
は
、
今
後
ま
す
ま
す
増
加

す
る
で
あ

ろ
う
市
内
遺
跡
の
発
掘
調
査
、
お
よ
び
そ
の
結
果
呈
示
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
考
古
学
的
デ
ー
タ
ー
の
分
析
に
と

っ
て
あ
る
程
度
有
効
な
理
論
的
背
景
に

な
り
得
る
と
思
う
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
他

の
地
域
に
お

い
て
応
用
す
る
こ
と

は
容
易
で
あ
る
。
た
だ
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
地
域

の
考
古
学
的
デ
ー
タ
ー
の
分
析
に
は
多
種
の
方
法
が
あ
り
、
本
稿

に
お
け
る
ひ

と

つ
の
結
論
、
す
な
わ
ち
単
位
地
域

の
導
出
は
、
そ
う
し
た
な
か
の
ひ
と

つ
の

方
法
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
現
時
点
で
は
残
念
な
が
ら
や
や
沓

意
的
な
要
素
を
含
む
も

の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
欠
点
を
補
う
た
め
に
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
作
業
が

必
要
で
あ
ろ
う
か
?
ひ
と

つ
に
は
、
本
稿

の
な
か
で
も
た
び
た
び
触
れ
て
き
た

よ
う

に
、
地
形
的
条
件
を
背
景
と
し
た
遺
跡
分
布
状
況

の
研
究
対
象
を
、
少
な

く
と
も
奈
良
盆
地
全
体
に
拡
張
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、

奈
良
盆
地
全
体
の
地
形
分
類
図
作
成
と
あ
わ
せ
、
現
在
作
業
を
進
め
つ
つ
あ
る
。

そ
の
な
か
で
は
、
今
回
呈
示
し
た
大
和
郡
山
市
域
内

の
4
つ
の
単
位
地
域
も
、

そ
の
範
囲
を
よ
り
明
確
に
示
す
予
定
で
い
る
。
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も
う
ひ
と

つ
の
手
段
と
し
て
は
、
分
析
方
法
に
本
稿
と
全
く
異
な
る
方
法
を

用

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
土
器
様
式
の
さ
ら

な
る
細
分
に
基
づ
く
地
域

の
設
定
や
、
他

地
域
間
に
通
有
に
認
め
ら
れ
る
あ
る

特
徴
的
な
遺
物

の
分
布
お
よ
び
そ
の
生
産

、
流
通
ル
ー
ト
を
追
及
す
る
方
法
な

ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。
将
来
的
に
は
筆
者
自
身
も
こ
う
し
た
作
業
を
行
な

い
た
い

が
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
な
ど
は
い
ま
だ

に
模
索
中
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
に
お

い
て
あ
ま
り
触
れ
ら

れ
る
こ
と

の
な
か

っ
た
奈
良
時
代
以

降
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
文
献
史
料
を
駆
使
し
て
の
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
奈
良
市
域
な
ど
も
研
究
対
象
に
含
め

つ
つ
作

業
を
行
な
い
た
い
。

さ

い
ご
に
、
本
稿
作
成
に
際
し
て
種

々
御
教
示
下
さ
い
ま
し
た
奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所

・
木
全
敬
蔵
先
生
、
奈
良
大

学

・
酒
井
龍

一
先
生
、
同

・
植
野
浩

三
先
生
、
大
和
郡
山
市
教
育
委
員
会

・
服
部
伊
久
男
氏
、
お
よ
び
奈
良
県
立
橿

原
考
古
学
研
究
所
の
諸
先
生
方
に
厚
く
感
謝

い
た
し
ま
す
。

注

(
1
)
高

橋
誠

一

「
弥
生

時
代

の
集

落

立
地
-

大

阪
平

野

の
高

地
と

低
地

の
間

で
」

『
人
文

地

理
』

27
1

2
、

人
文

地

理
学

会
、

一
九

七

五

(2
)

出

田
和

久

「
福
岡

平
野

に
お
け

る
弥

生
時

代

の
集
落

立

地
」

『
人
文

地

理

』

30

1

4
、
人

文
地

理
学

会
、

一
九

七

八

(
3
)
山

賀
室

子

「
岡

山
平

野

に
お

け

る
弥
生

遺
跡

の
立

地

に

つ
い
て
1

百
間

川
遺
跡

を
中

心

に
l
」

『人

文

地
理
』

31
i

5
、
人

文
地

理
学

会
、

一
九

七
九

(
4
)
丸

川
義

弘

「
弥

生
時

代
遺

跡

の
展

開
と
生

活
空

間

の
拡
大

」

『
奈
良

県
史

1

地

理
』

奈
良

県

史
編

纂
委

員
会

、

一
九

八
五

(
5
)
寺

沢
薫

「大

和

弥
生

社
会

の
展
開
と

そ

の
特
質
ー

初

期

ヤ

マ
ト
政
権

成
立

史

の

再
検

討
」

『
橿

原
考

古
学

研

究
所
論

集

第

4
』
奈

良
県

立
橿

原
考

古
学

研
究

所
、

一
九

七
九

(
6
)
中

井

一
夫

「
奈

良
盆

地

に
お
け

る
旧

地
形

の
復

元
-

弥
生

文
化

の
展

開

の
研
究

に
対

す

る
基
礎

作
業

そ

の
ー
l

」

『
関

西

大

学

考

古
学

研

究
室

開
設

30
周
年

記

念

考

古
学

論

叢
』

関

西
大
学

考

古
学

研
究

室
、

一
九

八
三

(
7
)
武

久
義

彦

「
地
形

分

類
図

」

『
土
地

分
類
基

本
調

査

桜
井

』

お
よ
び

同

『
奈

良

、

大
阪

東
南

部
』

奈

良
県

企
画

部
開

発
調

整
課

、

一
九

八
二

(8

)
高
木

勇

夫

『
条
理

地
域

の
自

然

環
境
』

古
今

書

院
、

一
九

八

五

(
9
)
上

本
信

二

「
(考
古

学

と
周

辺
科

学

12
)
地

形
学

」

『季

刊

考
古

学
』

23
、

雄

三

閣
、

一
九

八

八

(
10
)
阿

子
島

功

「
考
古

学

と
私

の
地

形
学

3
)
考

古
学

発
掘

調
査

の
た
め

の
微
地

形

分
類
」

『地

理
』

33
1

8
、
古

今
書

院
、

一
九

八

八

(
11
)

『大

和

郡
山

市
遺

跡

地
図
』

大

和
郡

山
市
教

育
委

員
会

、

一
九

八
七

(
12
)

『奈

良

県
遺

跡
地

図
』

第

一
分

冊
改

訂
、
奈

良
県

教
育

委
員

会

、

一
九

八

三

(
13

)

一
九

八
八
年

、
奈

良

県
立
橿

原

考
古
学

研
究

所
と

大
和

郡
山

市
教

育
委

員
会

が

共

同

で
発

掘
調

査
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(
14
)
林

部
均

「
古

屋
敷

遺
跡

」

『
大
和

を

掘

る
』

7
、
奈

良
県

立
橿

原
考

古

学
研

究

所

、

一
九

八
七

(
15
)
中

井

一
夫

「
若
槻

庄

関
連

第

4
次
発

掘

調
査

概
報
」

『奈

良
県

遺

跡

調

査

概

報

一
九

八

二
年
度

』

奈
良

県
立

橿

原
考
古

学

研
究

所
、

一
九

八

三

(
16
)
前

園
実

知

雄

「
大
和

郡
山

市

美
濃

庄
出

土

の
弥
生

式
土

器

に

つ

い
て
」
『青

陵
』

M
26
、

奈
良

県
立

橿

原
考
古

学

研
究

所
、

一
九

七

二

(
17
)

山
川

均

『
美
濃

庄

遺
跡

四
反

田
地

区
発

掘

調
査

概
要
報

告
書

』

大
和

郡

山
市

教

育

委

員
会

、

一
九

八
八

(18

)
調
査

者

で
あ

る
竹

田
政

敬
氏

よ

り
御

教
示

を
得

た
。

(19

)

「
拠
点

集
落

」

の
概
念

に

つ

い
て

は
、
基

本
的

に
酒

井
龍

一
氏

の
呈

示
し

た
も

の
に
従
う

が
、

本
稿

を

通
読

す

れ
ば

わ
か

る
よ
う

に
、
厳

密

に
は

そ
れ

と
若

干
異

な

る
。
酒

井
龍

一

「
弥

生
時

代

中
期

・
畿
内

社
会

の
構

造

と

セ
ト

ル

メ

ン
ト

シ

ス

テ
ム
」

『
文
化

財
学

報

第

3
集

』
奈

良
大

学
文

学
部

文
化

財

学
科

(
20
)

井
関

弘
太

郎

「
弥
生

時
代

以

降

の
環
境

」

『
岩
波

講
座

日
本

考

古

学

2

人

間

と

環

境

』

岩

波

書

点

、

一
九

八

五

(
21

)

前

出

、

井

関

注

20

文

献

。

ま

た

、

同

「
海
水

準

の
変

動
」

『弥

生
文

化

の
研

究

1

弥

生

人
と

そ

の
環
境

』
雄

山

閣
、

一
九

八
九

辻
誠

一
郎

「自

然

環
境

」

『季

刊

考

古
学

』

23
、
雄

山

閣
、

一
九

八

八
な

ど

(22

)
前

出
、

井
関

注

20
文
献

。

上
本

注

9
文
献

な
ど

(
23
)

服
部

伊
久

男

『
西

田
中

遺
跡

発
掘

調
査

概
要

報
告

書
』

大
和

郡

山
市

教
育
委

員

会

、

一
九

八

五

(24
)
注
13
に
同
じ

(25
)
服
部
伊
久
男

『菩
提
山
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
』
大
和
郡
山
市
教
育
委
員

会
、

一
九
八
八

(26
)
前
出
、
山
川
注
17
文
献

(27
)
藤
井
利
章

『発
志
院
遺
跡
』
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告

第
41

冊
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、

一
九
八
〇

(28
)
藤
井
利
章

「満
願
寺
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
」
『奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報

一
九

八
二
年
度
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、

一
九
八
三

(29
)
前
出
、
服
部
注
25
文
献

(30
)
本
稿
執
筆
時
点
に
お
い
て

(
一
九
八
九
年
)、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
が

発
掘
調
査
中
。
調
査
内
容
に
つ
い
て
は
、
担
当
の
今
尾
文
昭
氏
よ
り
御
教
示
を
得

た
。

(31
)
同
上
。
調
査
内
容
に
つ
い
て
は
担
当
の
中
井

一
夫
氏
よ
り
御
教
示
を
得
た
。

(32
)
前
出
、
井
関
注
20
文
献
な
ど

(33
)
伊
藤
勇
輔

「法
起
寺
南
遺
跡
の
調
査
」
『奈
良
県
遺
跡
調
査
概
要

一
九
八
二
年

度
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、

一
九
八
三

(34
)
大
和
郡
山
市
教
育
委
員
会

一
九
八
八
年
調
査

(35
)
山
川
均

『発
志
院
遺
跡

・
経
田
地
区
発
掘
調
査
の
概
要
』
大
和
郡
山
市
教
育
委

員
会
、

一
九
八
九

(36
)
山
川
均

『本
庄

・
杉
町
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
』
大
和
郡
山
市
教
育
委
員

会
、

一
九
八
九
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(
37
)

伊
達

宗
泰

『
小
泉

狐

塚

・
大

塚
古

墳

』
奈

良
県

史
跡

名

勝

天
然
記

念
物

調
査

報

告
第

32
冊
、

奈

良
県

教
育

委
員

会
、

一
九

六

六

(
38

)
前

出
、

藤

井
注

28
文

献

(
39
)
前

出

、
山

川
注

35
文

献

(
40
)
前

出

、
藤

井
注

27
文

献

(
41
)
前

出

、
山

川
注

17
文
献

(
42
)

中
井

一
夫

「白

土

遺
跡

発
掘

調
査

報
告

」

『
奈
良

県

遺
跡

調
査

概
報

一
九

八
四

年

度
』

奈

良
県

立
橿

原
考

古
学

研

究
所

、

一
九

八
六

(43

)
注

31
参

照
。

(
44
)
小

島
俊

次

「
割

塚
古
墳

の
調
査

」

『青

陵

』

M
14
、

奈
良

県

立
橿

原
考

古
学

研

究
所

、

一
九

六
九

(
45
)
前

出

、
伊

達
注

37
文

献

(
46
)

伊
藤

勇
輔

、
楠

元

哲
夫

「
東

狐
塚

古
墳

」

『奈

良

県
文

化

財
調
査

報
告

書

第

28
集
』

奈
良

県
立

橿
原

考
古

学

研
究

所
、
一
九
七

六

(
47
)
東

潮

「
笹

尾
古

墳
発

掘
調

査
概

報
」

『奈

良
県

遺
跡

調
査

概

報

一
九

八

一
年

度
』

奈

良
県

立
橿

原
考

古
学

研

究
所

、

一
九

八

二

(
48
)
泉

森

絞

「
額

田
部

狐
塚
古

墳

調
査

概
報

」

『
奈

良

県

史

跡

名

勝

天
然
記

念
物

調

査

抄
報

第

二
七

輯

』
奈
良

県
教

育
委

員
会

、

一
九

六
七

(
49
)
大

和
郡

山
市

教
育

委

員
会

一
九

八
七

年
調

査
。

(
50
)
前

出
、

山

川
注

17
文

献

(
51
)
山

川
均

「
長

塚
遺

跡
発

掘

調
査

概
要

報
告

書
」

大

和
郡

山
市

教
育
委

員

会
、

一
九
八

七

(
52
)

岸
俊

男

「
大
和

の
古

道
」

『
日
本
古

文
化

論

孜
』
奈

良

県

立

橿

原
考
古

学

研
究

所

、

一
九

七
〇

(53
)

注

31
参

照

(54
)

前

出
、

山
川

注

51
文
献

(
55
)
前

園
実

知
雄

「額

安
寺

旧

境
内

発
掘

調
査

概
報

」

『奈

良

県

遺

跡

調
査
概

報

1

一
九

七

八
年
度

』
奈

良

県
立

橿
原

考
古

学

研
究
所

、

一
九
七

九

(
56
)
京

谷
康

信

「
奈

良
時

代
窯

跡

調
査

概
報
」

『考
古

学

雑
誌
』

4
1

1
、
一
九

三

二

(
57
)
前

出

、
中

井
注

42
文

献

(
58
)

中
井

一
夫

「稗

田

・
若
槻

遺

跡
発

掘
調

査
概
報

」

『
奈

良

県

遺

跡

調
査

概
報

一
九

八
〇
年

度
』

奈

良
県

立
橿

原
考

古
学

研
究

所
、

一
九

八

一

(59

)
山

川
均

「
筒

井
城
第

2
次

筒

井
城
東

門

地
区
発

掘
調

査
概

要
報

告
」
『
大
和

郡

山

市

文
化

財
調

査
概

要

11
』
大

和

郡
山
市

教

育
委
員

会
、

一
九

八

八

(
60
)
前

出
、

山

川
注

36
文
献

寺

沢
薫

ほ
か

「
本

庄

・
杉

田
遺
跡

試
掘

調
査

報
告

」

『奈

良

県

遺

跡

調
査

概
報

一
九

七

九
年

度
』

奈
良

県
立

橿

原
考

古
学

研
究
所

、

一
九

八
〇

(
61
)

前
出

、
山

川
注

59
文

献

(62
)

前
出

、

井
関
注

20
文
献

(63

)
前

出
、

山
川

注

36
文
献

(
64
)
盆

地
内

に
お
け

る

こ
う

し

た

「
湿
地

」

に

つ
い
て
は
、

該
期

に

お
け

る
そ

の
存

在
を

も
含

め

て
、

実
態

な
ど

は
ま

っ
た
く
知

ら

れ

て

い
な

い
。
愛

知
県

豊
川

平
野
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の
瓜
郷

遺
跡

や

、
濃

尾
平

野

の
朝

日
遺
跡

、
ま

た

、

岡

山

市

の

津

島

遺

跡

で

は

(
※
)

「
埋
積

浅
谷

」
内

の
湿
地

が
生

産
域

と

し

て
利
用

さ

れ
て

い
た
。

奈
良

盆

地
内

に

お

い
て
、
該

期

を
前
後

す

る
時

期

に

こ
う

し

た
浅

谷

が
存
在

し
た

か

ど
う

か

は
、

す

べ
て
今
後

の
検
討

課
題

で
あ

る
。

※
)
前

出

、
井

関
注

20
文

献

、
お

よ
び

同
注

21
文

献

(
65

)
中

井

一
夫

ほ
か

『
和
爾

・
森

本

遺
跡

』
奈

良
県

史

跡
名
勝

天
然

記

念
物

調
査

報

告

第

45

冊
、
奈

良

県
立
橿

原
考

古

学

研
究
所

、

一
九

八
三

な
ど

(66

)
前

出

、
藤

井
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