
<
同
志
社
田
辺
校
地
と
そ
の
周
辺
の
遺
跡
⑩
>

酒
壺
古
墳
と
田
辺
城
址

同
志
社
の
田
辺
校
地
か
ら
、
北
側
の
竹
薮
を
抜

け
て
田
辺
城
址
へ
と
向
う
。
途
中
、
式
内
社
の
酒

屋
神
社
を
経
て
酒
壺
古
墳
を
見
る
。

酒
屋
神
社
は
、
平
安
時
代
に
す
で
に
そ
の
存
在

が
知
ら
れ
て
い
て
、
社
伝
に
ょ
る
と
神
功
皇
后
が

三
個
の
酒
壺
を
神
社
背
後
の
山
上
に
安
置
し
、

神
々
を
祀
っ
た
こ
と
か
ら
社
名
が
起
き
た
と
い

う
。
ま
た
、
河
内
国
を
本
貫
と
す
る
屯
臣
酒
屋
連

の
一
族
が
来
住
し
て
祖
神
を
祀
っ
た
と
も
伝
え
ら

れ
、
酒
造
り
の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
本
殿
脇
の
境
内
末
社
の
一
っ
に
、
埴
山

ヒ
メ

毘
売
を
祭
神
と
す
る
壺
神
社
が
あ
る
。
こ
の
神
は
、

酒
器
の
材
料
と
な
る
粘
土
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
あ

り
、
近
く
で
発
見
さ
れ
た
古
墳
時
代
須
恵
器
の
窯

跡
を
考
え
合
せ
る
と
、
関
心
が
深
ま
る
。
な
お
、

社
殿
の
後
の
山
は
、
粘
士
層
を
間
層
に
も
つ
砂
礫

層
の
丘
陵
で
あ
る
。

葉
を
落
し
た
櫟
が
目
に
つ
く
冬
木
立
の
中
を
、

身
を
か
が
め
て
枯
れ
た
小
枝
を
拂
い
つ
っ
、
傾
斜

の
強
い
酒
屋
神
社
の
裏
山
を
登
る
。
カ
サ
カ
サ
と

乾
い
た
音
が
足
許
か
ら
拡
が
り
、
い
ば
ら
が
か
ら

む
。
杉
が
植
え
ら
れ
て
い
る
あ
た
り
で
は
、
晴
れ

て
い
て
も
周
り
は
苅
暗
い
。
ふ
と
気
が
付
く
と
、

薮
椿
が
一
輪
木
洩
れ
日
を
受
け
て
紅
を
さ
す
。

ほ
ど
な
く
、
低
い
丘
陵
の
突
端
に
出
る
。
こ
こ
に

酒
壺
古
墳
が
あ
る
。

墳
丘
の
上
に
立
っ
と
、
北
側
に
田
辺
城
址
の
あ

る
丘
陵
が
見
え
る
。
こ
の
古
墳
は
盛
士
の
残
り
が

良
く
、
直
径
お
よ
そ
七
米
、
一
局
さ
三
米
も
あ
ろ
う

か
。
興
戸
古
墳
群
に
属
し
て
い
る
が
、
家
形
埴
輪

鈴
木
重
治

社

戸

、
社
地
心
,
〕

、

や
碧
玉
製
の
腕
飾
類
を
出
土
し
た
二
号
墳
な
ど
の

一
群
と
は
、
小
さ
な
谷
を
挟
ん
で
離
れ
て
い
る
。

酒
壺
古
墳
は
、
未
発
掘
の
た
め
に
主
体
部
の
構

造
や
副
葬
品
な
ど
は
不
明
で
あ
っ
て
、
考
古
学
的

に
残
さ
れ
た
検
討
課
題
は
多
い
。
地
元
で
は
、
隣

接
す
る
東
側
の
丘
陵
の
裾
か
ら
須
恵
器
の
大
甕
が

出
士
し
た
こ
と
に
ょ
っ
て
、
古
墳
時
代
後
期
の
年

代
が
考
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
も
し
、
横
穴
式

石
室
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
興
戸
古
墳
群
中
で

も
最
も
新
し
い
古
墳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
い

先
ご
ろ
、
田
辺
町
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
天
王
の

シ
オ
古
墳
や
、
同
志
社
田
辺
校
地
内
に
あ
る
下
司

古
墳
群
な
ど
と
同
じ
よ
う
な
年
代
が
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
迄
の
築
造
が
想
定

さ
れ
る
。

酒屋神社本殿側面観。背後に酒
壷古埴がある。



し
か
し
、
墳
丘
以
外
の
遺
構
や
遺
物
が
全
く
不

明
の
現
段
階
で
は
、
他
の
手
懸
り
を
求
め
て
遺
跡

の
解
釈
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
方
法
の

一
っ
は
、
考
古
学
が
重
視
す
る
遺
跡
と
遺
跡
群
の

類
型
化
で
あ
り
、
事
実
に
即
し
た
観
察
が
基
礎
と

な
っ
て
い
る
点
で
有
効
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
墳

周
辺
の
歴
史
的
環
境
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
遺
跡

群
の
分
布
を
中
心
に
、
時
代
の
推
移
を
勘
案
し
て

具
体
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
遺
跡
群
の
構
成
上

特
徴
的
な
パ
タ
ー
ン
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
各
地
の
遺
跡
群
の
構
成
と
比
較
し
て
、

い

わ
ぱ
南
山
城
型
と
も
呼
べ
る
一
っ
の
類
型
が
認
め

ら
れ
る
。

こ
の
遺
跡
群
構
成
に
み
る
類
型
の
特
徴
は
、
旧

い
郷
村
単
位
と
い
う
小
規
模
な
範
囲
の
中
に
、
①

古
墳
穫
②
白
鳳
か
ら
天
平
に
か
け
て
盛
行
し
た

初
期
寺
院
址
、
③
須
恵
器
を
焼
成
し
た
古
窯
址
、

④
延
喜
式
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
式
内

社
、
⑤
中
世
の
城
館
址
な
ど
が
隣
接
し
て
集
中
的

に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
①
か
ら
⑤
ま
で
の
遺

跡
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
の
違
う
遺
跡
で
あ
り

な
が
ら
、
地
域
に
根
ざ
し
た
時
代
の
流
れ
と
特
徴

を
良
く
反
映
し
て
い
て
、
群
と
し
て
の
類
型
化
が

お
こ
な
わ
れ
て
も
、
な
お
個
性
的
な
遺
跡
と
し
て

存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
興
戸
・
田
辺
地
区
で
は
、
①
興
戸
古

墳
群
、
②
興
戸
廃
寺
址
③
宮
ノ
前
古
窯
址
、
④

酒
屋
神
社
⑤
田
辺
城
址
な
ど
が
集
中
し
て
分
布

し
、
同
志
社
田
辺
校
地
を
含
め
た
普
賢
寺
地
区
で

は
、
①
下
司
古
墳
群
、
②
普
賢
寺
址
、
③
ま
む
し

谷
古
窯
址
、
④
地
祗
神
社
、
⑤
普
賢
寺
谷
城
館
址

"

、
イ

ノ

一
'

群
な
ど
が
分
布
し
て
い
て
、
同
じ
類
型
が
遺
跡
群

の
構
成
に
見
ら
れ
な
が
ら
、
興
戸
・
田
辺
地
区
の

興
戸
古
墳
群
に
は
前
期
古
墳
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
普
賢
寺
地
区
で
は
後
期
か
ら
終
末
期
の
古
墳

の
み
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
普
賢
寺
地
区
に

は
中
世
後
期
の
国
人
衆
や
地
侍
の
城
館
址
が
、
丘

陵
の
端
部
や
裾
に
群
を
な
し
て
並
ぶ
の
に
対
し

て
、
興
戸
.
田
辺
地
区
で
は
単
独
に
田
辺
城
址
が

丘
陵
頂
部
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、

個
々
の
遺
跡
か
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
う
か

が
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
0

田
辺
城
址
の
士
塁
や
堀
り
切
り
を
観
察
す
る
た

め
に
は
、
田
辺
町
役
場
に
通
じ
る
起
伏
に
富
ん
だ

裏
道
を
通
り
、
興
戸
古
墳
群
の
標
柱
の
あ
る
あ
た

り
か
ら
、
西
側
の
竹
薮
に
入
る
の
が
良
い
。
丘
陵

の
頂
部
が
広
く
削
平
さ
れ
て
い
て
、
隅
々
に
突
出

し
た
張
り
出
し
部
を
認
め
る
主
郭
に
立
て
ば
、
西

寄
り
に
低
い
土
塁
が
認
め
ら
れ
る
。
自
然
地
形
を

生
か
し
て
築
城
さ
れ
て
い
る
が
、
北
へ
延
び
る
丘

陵
は
防
禦
の
た
め
の
堀
り
切
り
に
ょ
っ
て
区
画
さ

れ
、
土
橋
状
に
削
り
出
さ
れ
た
通
路
で
北
側
の
郭

と
連
絡
し
て
い
る
。
こ
の
丘
陵
の
先
端
は
、
更
に

北
へ
延
び
て
物
見
場
と
し
て
城
址
の
一
部
を
構
成

壺神社のお飾り。酒屋神社の末社のーつ0

.'

'ぽ、



に
先
立
っ
文
明
年
問
の
『
多
聞
院
日
記
に
登
場

す
る
「
田
辺
の
公
文
、
や
「
田
辺
殿
L
 
ら
に
と
っ

て
は
、
田
辺
城
は
か
け
が
え
の
な
い
歴
史
の
錘
台

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
春
が
ま
だ
浅
い
夕
日
を
受
け
て
田

辺
城
址
に
立
っ
と
、
新
島
記
念
講
堂
で
奏
で
る
力

リ
ョ
ン
ベ
ル
の
音
色
が
、
澄
み
き
っ
た
風
に
乗
っ

て
谷
を
越
え
、
竹
薮
を
通
し
て
渡
っ
て
来
る
0

つ
ま
り
、
酒
壺
古
墳
も
田
辺
城
址
も
、
歴
史
の

生
き
証
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
田
辺
校
地
周
辺
の

自
然
景
観
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な

る
0

し
て
い
た
が
、
町
庁
舎
と
田
辺
公
園
の
造
成
に
よ

つ
て
削
平
さ
れ
て
姿
を
消
し
た
。

平
安
京
遷
都
千
二
百
年
流
に
、
南
山
城
の
歴
史

の
転
換
期
を
振
り
返
え
れ
ば
、
昨
年
が
丁
度
山
城

国
一
揆
解
体
五
百
年
に
当
る
。
つ
と
に
知
ら
れ
る

大
乘
院
寺
社
雑
事
記
』
の
明
応
一
年
二
四
九
一
己

九
月
十
一
日
の
条
に
ょ
っ
て
あ
き
ら
か
の
よ
う

に
、
稲
屋
妻
城
に
閉
籠
し
て
討
死
し
た
数
百
名
の

中
に
は
、
田
辺
の
住
人
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ

'
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新島記念講堂塔屋から北西を望む

1、酒壺古墳

2、田辺城址

3、女子大知徳館西端




