
同
志
社
田
辺
校
地
と
そ
の
周
辺
の
跡

田
辺
町
内
の
奈
良
時
代
寺
院
址

考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
る
山
背
(
城
)
国
の
寺

院
跡
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
三
五
力
所
あ
っ
て
、

そ
の
う
ち
奈
良
時
代
の
遺
構
・
遺
物
が
知
ら
れ
て

い
る
の
は
三
二
力
所
で
あ
る
。

田
辺
町
内
で
は
、
並
凹
賢
寺
跡
の
ほ
か
興
戸
廃
寺
、

山
木
廃
寺
の
三
力
所
か
ら
奈
良
時
代
の
遺
物
が

出
士
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
発
掘
調
査
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
時
の
伽
藍

と
そ
の
配
置
な
ど
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。

寺
院
址
に
囲
ま
れ
る
同
志
社

同
志
社
の
田
辺
キ
ャ
ン
。
ハ
ス
の
北
側
に
あ
る
興

戸
廃
寺
、
南
側
に
あ
る
三
山
木
廃
寺
は
、
そ
れ
ぞ

れ
に
防
賀
川
、
普
賢
寺
川
を
挟
ん
で
低
丘
陵
の
裾

や
低
丘
陵
上
に
立
地
し
、
興
戸
山
添
、
宮
津
佐
牙

垣
内
に
あ
っ
て
、
と
も
に
当
時
の
官
道
を
東
側
に

走
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
東
側
を
蛇
行
し
な

が
ら
北
流
す
る
木
津
川
に
注
ぐ
河
川
の
つ
が
普

賢
寺
谷
を
開
析
し
て
、
南
山
城
か
ら
河
内
へ
と
抜

け
る
重
要
な
道
沿
い
に
東
流
し
て
い
る
、
普
賢
寺

川
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
り
に
あ
る
普
賢
寺
集
落
の

中
心
が
現
在
の
観
音
寺
大
御
堂
で
あ
っ
て
、
同
志

社
キ
ャ
ン
パ
ス
が
そ
の
東
側
に
隣
接
し
て
い
る
。

奈
良
時
代
の
普
賢
寺
跡
が
、
大
御
堂
と
そ
の
周
辺

に
あ
っ
た
こ
と
は
、
考
古
学
的
に
も
確
認
さ
れ
て

る
0

い

つ
ま
り
、
田
辺
町
内
で
知
ら
れ
て
い
る
三
力
所

の
奈
良
時
代
寺
院
址
の
す
べ
て
が
、
同
志
社
キ
ャ

ン
パ
ス
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
別
の
言

鈴
木
重
治

い
方
を
す
る
と
、
近
鉄
の
三
山
木
駅
の
近
く
に
あ

や
事
も
と
の
う
ま
や

つ
た
奈
良
時
代
の
山
本
駅
を
含
め
て
、
同
志
社

田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
周
辺
は
、
南
山
城
の
中
で
も

重
要
な
位
置
を
古
代
に
お
い
て
占
め
て
い
た
こ
と

に
な
る

普
賢
寺
跡
、
興
戸
廃
寺
、
三
山
木
廃
寺
の
う
ち
、

現
存
の
資
料
で
み
る
か
ぎ
り
と
り
わ
け
て
重
視
し

て
ょ
い
の
が
普
賢
寺
跡
で
あ
る
。
興
戸
廃
寺
や
三

山
木
廃
寺
が
平
安
時
代
以
降
に
姿
を
消
し
た
の
に

対
し
て
、
普
賢
寺
の
場
合
は
観
音
寺
と
し
て
今
に

法
灯
を
守
っ
て
い
る
ぱ
か
り
か
、
天
平
の
乾
漆
佛

と
し
て
知
ら
れ
る
国
宝
の
十
一
面
観
音
像
が
現
存

す
る
の
に
加
え
て
、
当
時
の
塔
心
礎
や
古
瓦
な
ど

の
考
古
資
料
で
裏
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
、
考
古
学
的
に
は
多
く
の
末
解
決
の
課
題
を

か
か
え
て
い
る
点
で
も
魅
力
的
で
さ
え
あ
る
。

南
山
城
に
残
る
塔
心
礎
の
う
ち
、
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
飛
鳥
時
代
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
の
は
、
山
城
町
に
あ
る
高
麗
寺
の
例

で
あ
り
、
初
期
仏
教
寺
院
の
遺
例
と
し
て
注
目
さ

塔
心
礎
と
古
代
瓦

⑦



れ
て
い
る
。
こ
の
心
礎
は
、
佛
舎
利
を
納
め
て
い

た
と
す
る
小
命
が
、
心
礎
本
体
の
南
側
に
面
し
た

位
置
に
彫
り
く
ぽ
め
ら
れ
て
い
る
点
で
も
、
特
異

な
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
加
茂
町
に
残

る
山
城
国
分
寺
址
の
塔
心
礎
は
、
基
壇
や
礎
石
群

と
と
も
に
良
好
な
保
存
状
態
を
と
ど
め
て
い
る
こ

と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
と
も
に
創
建
当
時
の
位
置

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

田
辺
町
の
普
賢
寺
の
塔
心
礎
は
、
周
辺
に
古
瓦

を
散
在
さ
せ
な
が
ら
丘
陵
頂
部
の
南
端
に
、
普
賢

寺
川
を
眼
下
に
し
な
が
ら
藪
の
中
に
現
存
す
る

す
で
に
当
初
の
位
頑
か
ら
動
か
さ
れ
た
情
況

.
)
、

力に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
い
写
真
と
違
っ
て
礎

石
中
央
上
面
に
彫
ら
れ
た
円
孔
が
水
平
面
に
対
し

て
九
十
度
近
く
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う

か
が
え
る
。
創
建
当
初
の
位
置
か
ら
動
い
て
い
る

3
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こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
元
の
位

置
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
わ
か
ら
な
い

の
で
あ
る
。
心
礎
以
外
の
礎
石
群
の
確
繋
、
地

表
の
観
察
で
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
西
側

に
続
く
平
坦
部
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
な
が
ら
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
発
掘
調
査

に
期
待
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
地
表
で
の
電
気
探
査

も
有
効
な
方
法
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に

し
ろ
、
他
の
伽
藍
配
置
と
と
も
に
塔
址
の
位
置
の

確
定
も
、
奈
良
時
代
寺
院
址
と
し
て
の
普
賢
寺
址

の
検
討
課
題
の
一
っ
で
あ
る
。

丘
陵
上
に
散
在
す
る
古
代
瓦
は
、
布
目
や
縄
目

の
痕
跡
を
と
ど
め
る
平
瓦
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、

本
堂
内
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
採
集
さ
れ
た
瓦
の
中

に
は
、
注
目
し
て
ょ
い
軒
平
瓦
や
軒
丸
瓦
が
保
管

さ
れ
て
い
る
。
拓
影
図
に
示
し
た
も
の
は
そ
の
一

部
で
あ
る
。
ー
と
2
が
白
鳳
時
代
の
も
の
で
、
 
3
、

4
、
 
5
が
奈
良
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

奈
良
時
代
の
軒
丸
瓦
の
う
ち
、
 
4
の
資
料
は
特

に
重
視
し
て
ょ
い
。
そ
れ
は
、
南
山
城
の
古
代
瓦

の
中
で
も
普
賢
寺
址
以
外
に
類
例
の
知
ら
れ
て
い

な
い
日
本
海
側
の
丹
後
国
分
寺
址
出
土
瓦
と
同
型

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
南
山
城
と
丹
後

'
'
'
,
,
'
.
ι
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を
結
び
つ
け
る
古
代
史
の
課
題
の
一
っ
を
示
し
て

い
る
。
比
較
の
た
め
丹
後
国
分
寺
址
出
士
軒
丸
瓦

の
拓
影
も
示
し
て
置
こ
う
。

留
学
生
の
か
が
や
く
目

こ
こ
数
年
来
普
賢
寺
へ
は
春
先
と
初
夏
に
必

設
期
の
同
志
社

↓
業
生
た
ち
の
回
想
録
1
L

(
同
志
社
社
史
資
料
室
一
九
八
六
年
十
二
旦

学
生
の
な
か
に
も
た
ま
に
は
、
初
期
の
同
志
社
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
一
言

つ
て
く
る
者
が
い
る
。
ま
た
、
学
生
生
徒
を
対
象
に
し
て
、
初
期
の
同
志
社

の
話
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
、
文
献
と
し
て
ま
ず
あ
げ
る
の

゛
)
、

こ
の
『
創
設
期
の
同
志
社
』
で
あ
る
。

力

四
四
0
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
本
だ
か
ら
、
尻
込
み
す
る
者
も
い
る
け
れ
ど
も
、

△
部
読
み
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
、
と
言
っ
て
や
る
。
収
録
さ

カ
、
い
る
の
は
、
安
部
磯
雄
深
井
英
五
、
海
老
名
弾
正
ら
、
英
学
校
に
学

ん
西
十
六
名
。
湯
浅
初
子
ら
女
学
校
に
学
ん
だ
十
五
名
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

関
、
】
が
あ
る
人
の
項
目
か
ら
読
め
ば
い
い
の
で
あ
る
。

ず
訪
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
東
大
寺
二
月
堂
の

お
水
取
り
に
使
う
大
松
明
の
竹
送
り
の
際
と
、
留

学
生
を
対
象
と
す
る
授
業
の
史
跡
見
学
と
考
古
資

料
の
観
察
の
と
き
で
あ
る
。
同
志
社
大
学
に
留
学

し
て
く
る
学
生
の
大
半
が
、
初
め
て
目
に
す
る
日

本
国
の
国
宝
が
こ
こ
の
十
一
面
観
音
で
あ
り
、
一

三
0
0
年
近
く
も
地
城
住
民
が
信
仰
の
対
象
と
し

(
頒
価
一
五
0
0
丹
同
志
社
収
益
事
業
課
扱
い
)

て
{
寸
り
続
け
て
き
た
こ
と
に
、
感
銘
し
、
素
直
な

驚
き
を
示
す
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

十
一
面
観
音
像
や
、
足
許
に
散
在
す
る
古
瓦
を

見
つ
め
る
留
学
生
の
目
は
、
誰
の
目
も
か
が
や
き

を
増
し
、
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。

(
伺
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
調
査
主
任
)

勧
め
る
理
由
は
、
読
み
や
す
く
て
、
し
か
も
面
白
い
か
ら
だ
。
構
え
て
書

い
た
堅
苦
し
い
歴
史
叙
述
で
は
な
く
て
、
ざ
っ
く
ぱ
ら
ん
に
在
学
時
代
の
思

い
出
を
語
っ
た
談
話
を
要
約
筆
記
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
は
い
と
楽
し
げ
に
、
寮
授
業
娯
楽
、
食
事
宗
教
活
動
な
ど
、

当
時
の
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
・
一
フ
ィ
フ
を
語
る
。
関
連
し
て
新
島
襄
デ

イ
ヴ
ィ
ス
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
、
山
崎
為
徳
ら
を
は
じ
め
と
す
る
教
員
た
ち
の
思

い
出
を
語
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。

面
白
く
て
読
み
や
す
く
、
し
か
も
従
来
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
か
っ
た
初
期

同
志
社
の
側
面
が
え
が
か
れ
て
い
て
、
資
料
的
価
値
も
高
い
。

だ
れ
よ
り
も
ま
ず
、
学
生
生
徒
諸
君
に
ぜ
ひ
読
ん
で
も
ら
い
た
い
本
で
あ

る
0


