
天
神
山
遺
跡
の
調
査

田
辺
校
地
に
お
け
る
発
掘
調
査
は
、
昭
和
四
三
年

の
八
月
か
ら
ご
一
月
の
間
に
、
三
次
に
わ
た
っ
て
実

施
さ
れ
た
天
神
山
遺
跡
の
調
査
が
最
初
で
す
。

天
神
山
遺
跡
は
弥
生
時
代
後
期
全
t
三
世
紀
)

の
集
落
跡
で
、
一
八
戸
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
、
集
落

中
央
の
広
場
を
囲
む
よ
う
に
め
ぐ
っ
て
ぃ
て
、
弥
生

時
代
の
集
落
形
態
を
知
る
の
に
適
し
九
遺
跡
で
す
。

一
八
戸
と
い
う
住
居
跡
の
数
は
、
数
回
に
わ
た
る
建

て
替
え
の
結
果
の
数
で
あ
り
、
常
時
は
四
t
五
戸
程

度
か
ら
な
る
村
落
で
あ
っ
九
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
住

居
跡
の
平
面
形
は
円
形
が
九
尺
方
形
が
八
尺
五

角
形
が
一
戸
で
、
建
て
替
え
の
様
子
か
ら
、
円
形
佳

居
か
ら
方
形
住
居
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺

え
ま
す
。

天
神
山
遺
跡
か
ら
は
ス
キ
先
や
刀
子
、
鉄
な
ど
の

多
く
の
鉄
製
品
や
、
留
金
六
と
推
察
さ
れ
る
.
同
銅
製

品
な
ど
の
金
属
製
品
と
、
鉄
製
品
な
ど
を
研
磨
す
る

た
め
に
使
用
さ
れ
六
と
み
ら
れ
る
砥
石
も
各
住
居
跡

か
ら
出
土
し
、
集
落
規
模
に
対
し
て
、
多
く
の
金
属

製
品
を
出
土
し
た
こ
と
で
も
全
国
的
に
著
名
な
遺
跡

で
す
0
 
金
属
器
と
と
も
に
磨
製
石
斧
や
石
鉄
な
ど
の

石
器
類
も
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
天
神
山
遺
跡
に
住

ん
だ
人
々
の
使
用
し
た
道
具
の
主
流
は
鉄
器
へ
と
移

つ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
遺
跡
は
木
津
川
流
域
を
臨
む
海
抜
約
八
0
メ

ー
ト
ル
の
丘
陵
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
ひ
ろ
が
る

平
地
と
の
比
高
は
約
四
0
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
立
地
は
水
稲
耕
作
を
生
柴
と
す
る
当
時
に

あ
っ
て
、
適
し
九
も
の
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
同
じ
こ

ろ
に
は
低
地
に
も
集
落
遺
跡
が
存
在
す
る
こ
と
か

ら
、
天
神
山
遺
跡
の
よ
う
な
丘
陵
上
に
立
地
す
る
遺

跡
を
考
古
学
で
は
,
一
局
地
性
集
落
0
 
と
呼
ん
で
い
ま

す
0
 
こ
う
し
た
高
地
性
集
落
の
出
現
は
、
何
ら
か
の

政
治
的
・
社
会
的
緊
張
植
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

『
魏
志
倭
人
仏
』
に
み
る
「
倭
国
大
乱
」
と
の
関
係

が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
古
代
国
家
成
立
前
史
を
語
る

う
え
で
、
天
神
山
遺
跡
は
重
要
な
越
跡
な
の
で
す
。

天
神
山
遺
跡
の
発
掘
調
査
以
来
田
辺
校
地
の
整

備
の
進
行
に
伴
い
、
校
地
学
禽
査
委
員
会
で
は
、

継
続
的
忙
校
地
内
の
遺
跡
の
確
認
や
発
掘
調
査
を
実

施
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
主
な
発
掘
の
成
果
を

い
く
つ
か
ど
紹
介
し
ま
し
ょ
う
0

下
司
古
群
と
古
代
土
地
制
度

田
辺
校
地
内
の
遺
跡
は
、
そ
の
大
半
が
校
地
の
南

側
に
添
っ
て
流
れ
る
普
賢
寺
川
に
面
し
九
丘
陵
南
斜

田辺校地の発掘調査から

歴史散歩
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面
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
程
、
新
宮
社
の
西

寄
り
斜
面
の
海
抜
七
五
t
九
0
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に

横
穴
式
石
室
を
埋
葬
施
設
と
し
て
構
築
し
た
小
円
墳

群
が
あ
り
、
こ
れ
を
下
司
古
墳
群
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
古
墳
群
は
、
同
志
社
が
こ
の
地
域
を
購
入

す
る
以
前
の
、
昭
和
三
八
年
に
そ
の
う
ち
の
三
基
が

京
都
府
教
育
委
員
会
に
ょ
っ
て
発
掘
さ
れ
、
七
世
紀

前
半
に
相
い
つ
い
で
築
造
さ
れ
た
、
古
墳
時
代
の
最

後
の
時
期
に
あ
た
る
古
墳
群
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
り
ま
し
た
。

昨
年
、
下
司
古
墳
群
に
は
さ
ら
に
数
基
の
古
墳
が

存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に

と
も
な
っ
て
、
古
墳
が
分
布
す
る
地
域
の
全
域
に
つ

い
て
、
詳
細
な
測
量
調
査
を
本
年
の
六
月
に
実
施
し

ま
し
九
。
そ
の
結
果
、
丘
崚
南
斜
面
に
立
地
す
る
古

墳
群
の
東
側
と
西
側
に
は
、
浅
い
谷
状
の
地
形
が
認

め
ら
れ
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
古
墳
を
築
造
す
る
範
囲

(
造
墓
域
)
が
区
画
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
東
西
の
谷
状
地

形
に
ょ
っ
て
仕
切
ら
れ
た
造
墓
域
の
幅
は
、
約
一
0

O
t
 
三
0
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
れ
は
古
代
の
条
里
制

の
単
位
と
し
て
使
用
さ
れ
た
一
町
(
約
一
 
0
九
メ
ー

ト
ル
)
に
近
い
数
字
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
古
墳
群
の
形
成
に
、
土
地
利
用

上
の
規
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う

で
す
。

古
墳
群
の
範
囲
を
溝
や
谷
状
地
形

に
ょ
り
区
画
す
る
こ
と
は
、
滋
賀
県

や
山
口
旧
木
・
静
岡
県
な
ど
で
も
明
ら

か
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
後
期
古
墳

研
究
上
の
新
し
い
視
点
を
示
す
も
の

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ι

須
恵
器
を
焼
く
人
々

.
{

,
F

下
司
古
墳
群
の
築
造
が
終
っ
を

ろ
、
須
帯
を
焼
く
工
人
達
が
普
賢

寺
川
の
流
域
に
住
み
、
丘
陵
斜
面
に

、

、
、
愈

窯
を
築
き
、
須
恵
器
の
坏
や
甕
な
ど
を
焼
き
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
ま
む
し
谷
窯
跡

そ
が
た
化

し

と
新
宗
谷
窯
跡
の
二
基
の
窯
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま

す
。

後
者
は
七
世
紀
後
半
に
営
ま
れ
九
窯
で
し
た
が
、

中
世
に
付
近
一
帯
に
建
設
さ
れ
た
館
の
造
成
に
際
し

破
壊
さ
れ
、
須
恵
器
片
や
粘
士
を
使
っ
て
築
い
た
窯

の
壁
の
一
部
が
発
掘
さ
れ
た
だ
け
で
し
た
。

一
方
、
ま
む
し
谷
窯
跡
の
発
掘
は
昭
和
五
六
年
に

実
施
さ
れ
、
須
鴛
を
焼
成
中
に
何
ら
か
の
稲
で

窯
の
天
井
部
が
崩
落
し
た
た
め
、
そ
の
時
点
で
窯
を

放
棄
し
た
と
み
ら
れ
る
状
態
で
、
窯
が
検
出
さ
れ
、

窯
内
に
は
、
須
恵
器
が
ぎ
っ
し
り
と
つ
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
工
人
達
に
と
っ
て
は
焼
成
途
中
で
窯
を
放
棄

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
私
達
研
究
者

に
と
っ
て
は
、
そ
の
お
陰
で
、
一
時
期
の
須
恵
器
の

い
ろ
い
ろ
な
器
種
と
そ
の
器
形
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
、
さ
ら
に
焼
成
時
の
窯
詰
め
の
状
態
を
も

知
る
こ
と
が
で
き
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が

、
、
、
、

で
き
ま
し
た
。
こ
の
ま
む
し
谷
窯
跡
の
年
代
は
八
世

紀
前
集
の
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

普
賢
寺
谷
居
館
跡
群

そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
ま
で
、
田
辺
校
地
内
に
お
け

一

.
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、
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る
人
々
の
積
極
的
な
活
動
の
跡
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
一
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
に
わ
か
に

丘
陵
へ
の
開
発
が
著
し
く
進
み
、
普
賢
寺
谷
に
面
し

て
延
び
る
丘
陵
の
小
支
脈
の
先
端
部
に
は
、
こ
と
ご

と
く
、
当
時
こ
の
地
域
に
居
住
し
た
土
豪
た
ち
の
居

館
が
緩
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
し
九
居
館
は
い

ず
れ
も
端
部
に
近
い
丘
陵
上
を
平
坦
に
し
、
そ
の
背

後
に
は
コ
の
字
状
に
士
塁
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
内
側

に
居
館
を
建
設
し
、
さ
ら
に
そ
の
周
囲
に
も
付
属
す

る
建
物
を
建
設
す
る
九
め
に
段
状
に
丘
陵
裾
部
を
造

成
し
た
り
、
防
禦
の
た
め
に
堀
を
掘
っ
九
り
、
土
塁

を
築
い
六
り
し
て
い
ま
す
。

み
や
こ
だ
に

昭
和
五
二
年
に
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
都
谷
館
跡

も
そ
う
し
九
居
館
の
一
つ
で
し
九
。
こ
の
居
館
跡
は

一
五
世
紀
中
頃
か
ら
ニ
ハ
世
紀
後
蜑
ま
で
存
続
し

九
と
み
ら
れ
る
森
で
、
堀
や
土
塁
を
と
も
な
っ
た

丘
陵
上
の
平
坦
面
か
ら
は
、
地
下
貯
蔵
庫
と
み
ら
れ

る
土
墳
や
、
建
物
の
軒
先
を
示
す
雨
落
雛
ど
の
遺

構
と
、
中
国
製
の
染
付
皿
・
胃
白
磁
瓶
や
皿
・
古
瀬

戸
壺
・
佶
楽
焼
括
鉢
・
常
欝
甕
を
は
じ
め
、
瓦
質

の
羽
釜
や
甕
・
土
師
質
皿
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
ま

し
た
。田

辺
校
地
内
で
は
、
都
谷
館
跡
を
含
め
て
、
三
力

所
の
中
世
居
館
跡
が
讓
さ
れ
て
い
ま
す
。
都
谷
館

跡
が
建
設
さ
れ
九
と
み
ら
れ
る
一
五
世
紀
中
頃
と
い

え
ば
、
一
四
六
七
(
応
仁
元
)
年
に
京
都
で
応
仁
の

乱
が
は
じ
ま
り
、
戦
国
時
代
に
突
入
し
九
時
捌
で
あ

り
、
一
四
八
五
(
文
明
一
七
)
年
に
は
南
山
城
一
帯

の
宇
治
・
久
世
・
綴
喜
・
相
楽
四
郡
の
国
人
二
六
人

を
中
心
と
し
た
「
山
城
の
国
一
揆
L
 
が
は
じ
ま
る
と

い
う
動
乱
の
時
代
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
政
治

的
・
社
会
的
動
揺
が
、
普
賢
寺
川
流
域
の
平
地
に
生

活
し
て
い
た
人
々
の
住
居
を
丘
陵
へ
と
移
動
さ
せ
、

さ
ま
ざ
ま
な
防
禦
の
施
設
を
つ
く
ら
せ
た
原
因
な
の

で
し
ょ
、
つ
0

弥
生
時
代
後
期
の
倭
国
の
大
乱
と
、
戦
国
時
代
と

い
う
、
日
本
史
上
の
二
大
動
乱
が
、
丘
陵
上
に
顕
著

な
遺
構
を
残
す
こ
と
に
な
っ
九
こ
と
は
興
味
あ
る
こ

と
で
す
。

ま
た
本
年
六
t
七
月
に
は
校
地
内
の
普
賢
寺
に
隣

接
す
る
地
域
で
、
普
賢
寺
の
寺
域
を
示
す
九
め
や
、

寺
の
防
劣
た
め
に
建
設
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
大
規

模
な
士
塁
(
鞍
遺
構
)
の
一
部
を
発
掘
し
ま
し

た
。
こ
の
土
塁
は
、
現
在
の
普
賢
寺
の
駐
車
場
横
か

ら
は
じ
ま
り
、
東
北
方
向
へ
延
び
る
、
総
延
長
三

0
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ぷ
、
大
規
模
な
も
の
で
、
校

地
内
に
は
約
四
0
〆
ー
ト
ル
が
含
ま
れ
、
そ
の
部
分

の
発
掘
を
し
ま
し
九
。
発
掘
し
た
部
分
で
の
士
塁
の

最
大
幅
は
約
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
三
・
五
メ
ー
ト

ル
で
、
自
然
地
形
を
削
り
出
し
た
り
、
土
砂
を
た
た

き
な
が
ら
積
み
あ
げ
九
り
し
て
造
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
土
塁
の
年
代
は
不
明
で
す
が
、
大
規
模
な
工
事
の

様
子
か
ら
、
儒
跡
と
同
じ
時
期
か
と
推
定
し
て
い

ま
す
。
中
世
に
お
け
る
地
域
集
団
の
大
き
な
力
を
ま

ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
思
い
で
す
。

(
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
貝
会
調
査
主
任
)




