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飯
岡
の
渡
し
場
跡
と
石
造
物
群

南
山
城
の
地
域
を
上
空
か
ら
見
る
と
、
ゆ
る
や

か
に
蛇
行
し
な
が
ら
流
れ
る
木
津
川
が
、
一
筋
の

白
い
帯
と
な
っ
て
水
の
道
を
示
し
な
が
ら
光
っ
て

い
る
。
流
れ
に
沿
っ
て
奈
良
と
京
都
を
結
ぶ
国
道

踏
号
線
が
共
に
寄
り
添
う
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。

時
代
や
地
域
に
ょ
っ
て
、
奈
良
街
道
と
か
大
和
街

道
と
呼
ば
れ
た
古
道
が
、
川
の
左
岸
と
右
岸
に
見

え
隠
れ
す
る
。
奈
良
時
代
以
降
の
山
陰
道
と
北
陸

道
の
老
い
た
姿
で
あ
る
。

古
来
、
南
山
城
の
道
の
メ
イ
ン
は
木
津
川
で
あ

つ
た
。
大
和
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
た
木
津
は
、

泉
川
の
名
前
さ
え
木
津
川
と
変
え
る
程
の
力
を
持

つ
て
い
た
。
こ
の
木
津
川
の
舟
運
が
盛
ん
で
あ
っ

た
証
し
は
、
多
く
の
文
書
や
記
録
の
他
に
、
川
筋

の
あ
ち
こ
ち
に
残
る
遺
跡
や
遺
物
が
よ
く
物
語
っ

て
い
る
。
今
で
は
木
津
川
に
も
い
く
つ
か
の
橋
が

架
け
ら
れ
て
い
る
が
、
以
前
は
多
く
の
地
点
で
渡

し
舟
が
使
わ
れ
、
川
の
流
れ
の
如
く
、
ご
く
自
然

に
暮
し
の
中
に
定
着
し
て
い
た
。
田
辺
町
内
の
飯

岡
の
渡
し
場
跡
も
そ
の
一
っ
で
あ
る
。

飯
岡
の
渡
し
は
、
と
り
わ
け
て
河
内
か
ら
南
山

城
の
普
賢
寺
谷
を
経
て
、
近
江
や
伊
賀
・
伊
勢
へ

向
う
商
人
や
旅
人
に
と
っ
て
親
し
み
易
い
短
絡
路

上
の
渡
し
場
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
新
井
白
石

も
飯
岡
に
足
跡
を
残
し
て
い
て
、
木
津
川
に
突
き

出
た
平
坦
な
岩
盤
に
ょ
っ
て
岩
崎
と
呼
ば
れ
る
地

点
が
、
彼
の
ゆ
か
り
の
地
と
さ
れ
て
い
る
。
『
飯
岡

の
渡
し
場
跡
』
の
碑
は
、
そ
の
脇
の
堤
防
上
の
草

む
ら
の
中
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
飯
岡
丘
陵
の
木

津
川
寄
り
の
裾
の
部
分
に
相
当
す
る
。
飯
岡
は
、

鈴
木
重
治

こ
の
あ
た
り
に
み
る
唯
一
の
独
立
丘
陵
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
見
通
し
の
良
い
立
地
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
、

渡
し
場
の
目
安
と
し
て
も
絶
好
で
あ
る
。
丘
陵
上

か
ら
の
眺
望
の
良
さ
は
、
南
山
城
で
も
抜
群
で
あ

つ
て
、
こ
の
こ
と
は
視
覚
的
な
発
信
地
と
し
て
も

有
利
な
条
件
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
丘
陵
上
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
弥
生
時
代
の

集
落
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
狼
煙
台
や
見
張
り
台

と
す
る
考
え
を
補
強
し
て
い
る
。

飯
岡
は
、
古
墳
群
の
所
在
地
と
し
て
も
古
く
か

ら
知
ら
れ
て
い
て
、
明
治
初
年
の
発
掘
に
ょ
っ
て

銅
鏡
三
面
の
他
、
勾
玉
、
管
玉
、
刀
剣
、
馬
具
な

ど
の
出
士
を
見
た
ト
ヅ
カ
古
墳
を
含
め
て
、
車
塚

ゴ
ロ
ゴ
ロ
山
古
墳
、
薬
師
山
古
墳
、
彌
陀
山
古
墳

な
ど
墳
形
を
よ
く
と
ど
め
て
い
る
。
古
墳
群
の
周

囲
に
は
、
遺
跡
顕
彰
で
著
名
な
三
宅
安
兵
衛
翁
に

よ
る
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
渡
し
場
跡
の

周
辺
で
も
江
戸
時
代
の
紀
年
銘
を
持
っ
石
塔
や
石

灯
篭
な
ど
の
石
造
物
な
ど
に
加
え
て
、
水
路
開
掘

や
開
拓
に
寄
与
し
た
先
人
を
顕
彰
す
る
石
碑
な
ど

に
注
目
し
て
ょ
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
「
用
水
発
起
豊
田
碑
」
や
「
飯
岡
開
拓
小
山
伊

織
碑
L
 
も
無
視
出
来
な
い
石
碑
で
あ
る
が
、
こ
こ



で
は
祈
り
や
信
仰
に
関
係
す
る
資
料
で
あ
る
回
國

供
養
塔
と
、
咋
岡
神
社
へ
の
寄
進
石
造
物
の
中
か

ら
、
近
世
庶
民
の
願
い
の
一
部
を
垣
問
見
る
こ
と

の
出
来
る
紀
年
銘
資
料
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
置

こ
うま

ず
、
木
津
川
の
河
川
敷
の
中
で
、
渡
し
場
に

も
っ
と
も
近
い
位
置
に
あ
る
の
が
、
安
山
岩
質
の

自
然
礫
を
素
材
と
し
た
回
國
供
養
塔
で
あ
る
。
高

さ
U
m
程
の
塔
で
、
表
面
の
中
央
上
部
に
梵
字
の

大
日
如
来
を
刻
み
、
そ
の
直
下
に
回
國
供
養
塔
、

向
っ
て
右
に
天
下
和
順
左
に
日
月
清
明
と
刻
字

さ
れ
て
い
る
。
右
側
の
側
面
に
は
、
文
政
十
一
戊

子
年
十
二
月
行
者
圓
鏡
造
立
之
と
刻
ま
れ
て
い

る
。
供
養
塔
の
正
面
は
、
木
津
川
の
流
れ
に
向
い
、

渡
し
舟
の
乗
船
・
下
船
で
往
き
交
う
人
達
の
目
に

つ
き
易
い
よ
う
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
づ
め
、

行
路
平
安
、
万
事
如
意
を
祈
念
す
る
行
者
の
供
養

塔
で
あ
る
が
、
今
で
は
た
だ
一
基
が
ひ
っ
そ
り
と

川
の
流
れ
を
耳
に
し
て
什
む
だ
け
に
、
静
か
に
一

人
で
手
を
合
せ
る
の
に
似
合
う
石
塔
で
あ
る
。

渡
し
場
の
近
く
の
石
塔
か
ら
堤
防
に
登
る
と
、

目
の
前
に
あ
る
の
が
豊
田
碑
伊
織
碑
で
あ
る
。

碑
を
右
に
見
て
集
落
に
入
る
と
、
す
ぐ
に
式
内
社

の
咋
岡
神
社
の
前
に
出
る
。
木
津
川
に
向
う
鳥
居

の
前
方
に
あ
る
円
墳
が
ト
ヅ
カ
古
墳
で
あ
る
。
墳

丘
は
櫟
の
大
木
や
竹
林
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
昼
な

お
暗
い
。
櫟
の
太
い
幹
に
は
、
古
び
て
銹
つ
い
た

折
れ
釘
が
、
数
本
ず
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
、

数
ケ
所
に
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
丑
の
刻
参
り
の

痕
跡
で
あ
ろ
う
か
。
倒
れ
か
か
っ
た
小
さ
な
竹
作

り
の
鳥
居
形
の
樹
物
な
ど
、
異
様
な
雰
囲
気
を
か

舮
声

,
.

"

メ

.
し

゛

も
し
出
し
て
い
る
。
こ
こ
の
「
神
魂
丘
旧
蹟
L
 
の

碑
も
、
三
宅
安
兵
衛
翁
の
遺
志
に
ょ
っ
て
昭
和
四

年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

咋
岡
神
社
境
内
に
あ
る
石
造
物
の
紀
年
銘
を
見

る
と
、
石
灯
篭
や
手
洗
鉢
な
ど
元
禄
か
ら
享
保
に

か
け
て
の
年
号
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く

は
、
鎮
守
の
杜
の
天
神
宮
に
奉
献
さ
れ
た
石
造
物

で
あ
っ
て
、
天
神
信
仰
が
今
で
も
受
け
継
が
れ
て

い
る
飯
岡
の
里
に
ふ
さ
わ
し
い
歴
史
的
な
遺
品
群

と
い
ぇ
る
。
石
造
物
の
多
く
に
刻
ま
れ
て
い
る
城

州
綴
喜
郡
飯
岡
村
の
河
瀬
又
三
郎
、
河
瀬
文
兵
衛
、

同
信
安
ら
が
木
津
川
を
渡
っ
た
川
舟
は
、
す
で
に

時
の
流
れ
の
中
に
姿
を
消
し
た
。
残
っ
て
い
る
の

は
、
渡
し
場
跡
の
石
碑
の
み
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
田
辺
町
内
の
渡
し
は
、
山
本
富

野
薪
の
渡
し
な
ど
が
あ
り
、
村
人
達
に
親
し
ま

れ
て
い
た
。(
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↑
武
岡

木津川堤防上の石碑

の
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