
同
志
社
田
辺
校
地
と
そ
の
周
辺
の
跡

筒
城
宮
伝
承
地

同
志
社
大
学
の
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
に
入
り
、
正

門
右
手
の
小
高
い
丘
に
歩
を
進
め
る
。
そ
こ
に
は

昭
和
辛
丑
年
春
の
銘
を
し
る
し
た
「
筒
城
宮
址
」

の
石
碑
が
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
る
。
木
立
に
囲

ま
れ
、
こ
こ
だ
け
が
キ
ャ
ン
パ
ス
の
喧
騒
を
離
れ

た
別
世
界
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
石
碑
は
も
と
も
と
こ
こ
に
建
て
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
周
辺
を
点
々

と
す
る
運
命
に
あ
っ
た
も
の
を
、
田
辺
キ
ャ
ン
パ

ス
の
新
設
に
伴
っ
て
現
在
地
に
移
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。

筒
城
宮
今
っ
き
の
み
や
)
と
は
仁
徳
天
皇
の

皇
后
磐
之
媛
(
い
わ
の
ひ
め
)
が
、
そ
し
て
時
を

経
て
継
体
天
皇
が
営
ん
だ
宮
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
『
日
本
書
紀
』
に
ょ
れ
ば
、
仁
徳
天
皇
三
0
年

の
秋
、
磐
之
媛
が
紀
国
に
遊
行
し
て
不
在
の
あ
い

だ
に
仁
徳
は
八
田
皇
女
(
や
た
の
ひ
め
み
こ
)
を

妃
と
す
る
。
こ
れ
を
伝
え
聞
い
た
磐
之
媛
は
怒
っ

て
難
波
に
帰
ら
ず
、
山
背
(
や
ま
し
ろ
)
の
筒
城

の
岡
の
南
に
宮
を
営
ん
だ
。
以
後
仁
徳
の
再
三

の
申
し
入
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
磐
之
媛
は
つ
い

に
仁
徳
と
再
び
ま
み
ぇ
る
こ
と
な
く
五
年
後
に
筒

城
宮
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
と
い
う
。

一
方
、
継
体
天
皇
は
樟
葉
宮
(
く
す
は
の
み
や
)

で
即
位
し
て
か
ら
五
年
後
の
冬
十
且
「
筒
城
、
に

都
を
遷
す
。
山
城
の
国
で
最
初
の
都
で
あ
る
。
以

後
三
年
の
春
に
弟
國
(
お
と
く
に
)
に
遷
都

す
る
ま
で
七
年
問
に
わ
た
っ
て
筒
城
宮
は
存
続
す

る
0

継
体
天
皇
の
遷
都
の
理
由
と
し
て
は
、
当
地
に

玉
城
一
枝

居
住
し
て
い
た
奴
理
能
美
(
ぬ
り
の
み
)
系
の
渡

来
人
に
ょ
る
養
蚕
業
に
経
済
力
を
求
め
た
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
に
は
仁
徳
天
皇
が
、

三
種
に
変
化
す
る
奇
し
き
虫
を
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
地

に
見
学
に
行
っ
た
と
す
る
記
載
が
あ
る
。
こ
の
不

思
議
な
虫
は
、
幼
虫
、
頭
蛾
と
変
わ
る
蚕
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
当
地
で
の
養
蚕
の
発

達
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

で
は
、
「
筒
城
宮
、
と
は
現
在
の
ど
の
位
置
に
比

定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
こ
と
に
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
や
周
辺

の
踏
査
で
も
、
筒
城
宮
の
関
連
す
る
具
体
的
な
遺

構
は
ま
だ
全
く
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
手
掛
か
り
は
現
在
の
地
名
に
残
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
在
に
の
こ
る
「
綴
責
戸
」
は

古
代
の
筒
城
宮
の
「
つ
つ
き
」
の
な
ご
り
を
と
ど

め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
つ
っ
き
し

に
は
古
代
の
文
献
で
さ
え
も
、
す
で
に
様
々
な
字

が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
で
は
,
筒
木
L
、

『
万
葉
集
」
で
は
「
管
木
L
 
な
ど
と
あ
っ
て
、
「
筒

城
L
 
は
『
日
本
書
紀
』
に
拠
っ
て
ぃ
る
。

現
在
の
「
綴
喜
郡
L
 
は
南
山
城
の
ほ
ぽ
中
央
に

位
置
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
綴
喜
郡
と
比
べ
る
と

④



北
西
部
が
八
幡
市
、
北
の
一
部
が
城
陽
市
と
な
っ

た
た
め
、
郡
域
は
や
や
狭
く
な
っ
て
い
る
。

郡
名
の
初
見
は
、
『
続
日
本
紀
』
和
銅
四
年
(
七

一
一
)
正
月
二
日
条
で
「
綴
喜
郡
山
本
駅
L
 
と
あ

る
。
さ
ら
に
天
平
神
護
元
年
(
七
六
五
)
八
月
一

日
条
に
は
「
綴
喜
郡
松
井
村
L
、
『
東
大
寺
奴
蝉
帳
』

に
は
「
綴
熹
郡
L
、
『
続
日
本
後
紀
』
に
は
「
綴
憙

郡
」
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

『
和
名
抄
』
に
ょ
る
と
、
綴
喜
郡
は
山
本
・
多
可

(
多
河
)
・
田
原
・
中
村
・
綴
喜
・
志
磨
・
大
住

.

有
智
.
甲
作
・
余
戸
の
十
郷
か
ら
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
の
「
綴
喜
郷
」
こ
そ
筒
城
宮
の
所
在
に

か
か
わ
る
地
名
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
明
確
な
範
囲
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

嘉
吉
元
年
(
一
四
四
一
)
の
『
興
福
寺
官
務
牒
疏
』

に
ょ
れ
ば
、
普
賢
寺
の
所
在
を
「
綴
喜
郡
筒
城
郷

朱
智
長
岡
荘
L
 
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
普
賢
寺
の

境
内
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
親
山
寺

は
天
武
朝
に
創
建
さ
れ
、
「
筒
城
寺
L
と
い
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
0

現
在
、
並
日
賢
寺
跡
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
場
所
は
、

田
辺
町
大
字
普
賢
寺
に
あ
り
、
発
掘
調
査
で
も
「
筒

城
寺
L
 
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
期
に
か

か
る
瓦
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
て
い

る
。
『
興
福
寺
官
務
牒
疏
』
に
み
ぇ
る

「
筒
城
郷
L
 
が
『
和
名
抄
』
の
「
綴
喜

郷
」
と
同
一
地
域
を
指
す
と
す
れ
ぱ

「
綴
喜
郷
L
は
現
田
辺
町
の
普
賢
寺
谷

一
帯
に
求
め
ら
れ
る
。
普
寺
谷
は

西
へ
抜
け
れ
ば
河
内
の
国
へ
至
る
交

通
の
要
地
で
も
あ
る
。
そ
し
て
同
志

社
の
田
辺
キ
ャ
ン
。
ハ
ス
を
含
む
地
域

を
今
日
で
も
「
都
谷
L
 
と
呼
び
伝
え

て
い
る
こ
と
は
古
代
の
栄
華
を
あ
た

、

昏

司
イ

、
ム

π

.

(
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
員
会
嘱
託
)

,
!

'
ノ
武

、
.

ι

か
も
今
に
伝
え
る
が
ご
と
く
示
唆
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
筒
城
宮
の
位
置
を
特
定
す
る
に
足
る

確
実
な
史
料
は
な
い
。
磐
之
媛
が
営
ん
だ
と
い
う

「
筒
城
宮
L
 
と
継
体
天
皇
の
「
筒
城
宮
」
が
は
た
し

て
同
の
場
所
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
明
ら
か

で
は
な
く
、
、
記
紀
に
伝
え
る
「
筒
城
宮
L
 
は
今
も

つ
て
謎
を
秘
め
た
ま
ま
地
中
深
く
眠
っ
た
ま
ま
で

あ
る
0

Y
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,
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「筒城宮址」石碑


