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纏向遺跡群略図

「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
⒄

　
　
　
　
　
《
種
々
な
市
》

◇
〔
纏ま

き

向む
く

遺
跡
〕
の
原
形

　

平
成
二
十
二
年
に
平
城
遷
都
1
3
0
0
年
目
の

賑
わ
い
を
見
せ
た
奈
良
市
を
は
じ
め
、
奈
良
県
内

の
《
古
都
遺
跡
》
は
、
そ
れ
を
契
機
に
改
め
て
三

世
紀
始
め
こ
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
た
纏ま
き

向む
く

遺
跡
（
奈

良
県
桜
井
市
）
の
範
囲
や
、
そ
の
周
辺
に
新
し
い

光
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
全
国

の
前
方
後
円
墳
の
あ
り
方
の
基
準
に
さ
れ
た
「
箸は
し

墓は
か

古
墳
」
や
、
朱
塗
り
の
石
室
で
有
名
な
「
桜
井

茶
臼
山
古
墳
」
な
ど
を
始
め
と
す
る
古
代
遺
跡
・

遺
物
の
豊
富
な
出
土
地
は
、
日
本
の
古
代
史
に
関

心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
場

所
で
あ
っ
た
。

　

去
年
（
2
0
0
9
年
）
の
秋
、
そ
の
纏
向
遺
跡

群
の
一
角
に
東
西
に
軸
線
を
持
つ
巨
大
建
物
群
が

存
在
し
た
こ
と
が
新
た
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
公

表
さ
れ
た
。
新
聞
報
道
に
よ
る
と
そ
の
内
容
は
単

純
な
居
住
施
設
な
ど
で
は
な
く
、
場
所
と
し
て
は

前
記
の
古
墳
群
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
特

徴
か
ら
、
邪
馬
台
国
の
中
心
地
の
施
設
の
一
つ
だ

っ
た
と
い
う
見
解
が
生
れ
た
と
い
う
。

　

そ
う
し
た
見
解
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
状
況
を
、

こ
こ
で
ご
く
簡
単
に
復
習
的
に
さ
ら
っ
て
み
る
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と
、
ま
ず
纏
向
だ
と
か
箸
墓
だ
と
か
と

い
う
考
古
学
の
門
外
漢
に
と
っ
て
は
単

な
る
奈
良
県
下
の
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な

い
一
地
方
の
地
名
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ

る
《
は
な
し
》
の
解
説
が
必
要
に
な
る

だ
ろ
う
。

　

ま
ず
纏
向
遺
跡
の
位
置
と
範
囲
を
説

明
す
る
と
、
Ｊ
Ｒ
桜
井
線
の
巻ま
き

向む
く

駅
の

周
囲
一
帯
だ
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
巻

向
駅
の
南
の
三み

輪わ

駅
の
東
に
三
輪
山
が

あ
り
、
山
そ
の
も
の
が
日
本
最
古
の
神

社
で
あ
る
大お
お

神み
わ

神
社
＝
三
輪
明
神
の
神

体
と
さ
れ
、
一
種
独
特
な
雰
囲
気
を
持

つ
場
所
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
明
治
初
め
の
廃
仏
毀
釈
に
よ

り
そ
の
山
の
周
囲
に
あ
っ
た
平
等
寺
・

大
御
輪
寺
な
ど
の
大
規
模
な
神
宮
寺

（
神
社
所
属
の
寺
院
）
は
廃
止
さ
れ
て
、

神
宮
寺
所
蔵
の
多
く
の
仏
像
な
ど
は
付

近
の
寺
社
に
流
出
し
た
。
そ
の
代
表
的

な
例
は
聖
し
ょ
う

林り
ん

寺じ

（
Ｊ
Ｒ
桜
井
線
・
桜
井

駅
の
南
）
に
現
存
す
る
「
天
平
の
仏
像

彫
刻
の
代
表
」
と
さ
れ
る
「
十
一
面
観

音
」
も
大
御
輪
寺
か
ら
移
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
こ
と
な
ど
は
案
外
に
知
ら
れ
て

い
な
い
。

　

そ
う
し
た
変
遷
は
さ
て
お
き
、
大
三

輪
の
神
と
そ
の
妻
の
倭
や
ま
と

迹と

迹と

日ひ

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
とに

つ
い
て
の
伝
承
を
ご
く
簡
単

に
紹
介
し
よ
う
。
多
分
、
大
三
輪
の
神

と
は
こ
の
付
近
一
帯
の
王
で
あ
り
後
出

の
『
日
本
書
紀
』
の
「
倭
大
国
魂
神
＝

オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
こ
の
付
近
の

豪
族
の
娘
が
こ
の
大
三
輪
の
神
の
妻
に

な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
妻
の
大
き
な
疑

問
は
夫
・
大
三
輪
の
神
が
妻
の
元
に
通

っ
て
く
る
の
は
夜
だ
け
で
、
昼
間
は
い

な
く
な
る
不
思
議
さ
で
あ
っ
た
。
い
ろ

い
ろ
な
手
段（
櫛
入
れ
の
フ
タ
な
ど
）

で
そ
れ
を
解
明
し
た
と
こ
ろ
、
夫
は
人

で
は
な
く
蛇
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。
そ
の
事
が
妻
に
知
ら
れ
る
と
夫
は

妻
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
。

　

夫
に
去
ら
れ
た
妻
は
悲
し
ん
で
箸
で

陰ほ
と

を
突
い
て
死
ん
だ
（
そ
れ
ゆ
え
に
箸

墓
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
）。そ
の
墓

の
石
は
昼
間
は
人
が
、
夜
は
神
が
二
上

山（
ま
た
は
大
坂
山
＝
大
阪
府
柏か
し

原わ
ら

市
）

の
石
を
手
渡
し
で
運
ん
で
造
っ
た
と
い

う（『
日
本
書
紀
』）。
そ
し
て
こ
の
墓
の

主
は
ヒ
ミ
コ
の
墓
と
も
土
師
氏
の
墓
と

も
言
わ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
話
の
「
夫
は
実
は
蛇
だ
っ
た
」

＝
「
神
ま
た
は
夫
は
蛇
体
説
」
と
い
う

話
は
か
な
り
普
遍
的
・
類
型
的
な
説
話

で
あ
る
。
ま
た
《
蛇
》
の
追
跡
手
段
に

使
わ
れ
た
櫛
が
、
針
と
糸
な
ど
の
場
合

を
含
め
て
同
じ
よ
う
な
話
は
か
な
り
知

ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
三
世
紀
こ
ろ
か
ら
夫
は
妻
の
家

に
通
っ
て
く
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と

も
、
改
め
て
確
認
出
来
る
説
話
で
も
あ

る
。

　

と
に
か
く
あ
る
場
所
に
大
き
な
墓
や

国
の
重
要
な
施
設
が
で
き
る
場
合
は
、

こ
の
纏
向
遺
跡
群
の
例
の
よ
う
に
そ
の

場
所
は
墓
の
集
中
地
帯
（
遺
跡
群
の
成

立
）
に
な
り
や
す
い
こ
と
も
実
状
で
立

証
さ
れ
る
話
で
も
あ
る
（
神
・
人
の
昼

夜
分
業
の
墓
造
り
）。

　

そ
し
て
こ
の
遺
跡
群
が
成
立
し
た
時

代
は
、当
時
の
書
誌
学
的
に
言
え
ば「
三

国
志
」
の
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
書
か
れ

た
邪
馬
台
国
の
時
代
に
相
当
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ま
で
長
ら
く
論
争
の
的
で

あ
っ
た
邪
馬
台
国
の
場
所
の
存
在
を
め

ぐ
る
「
北
九
州
」
説
と
「
畿
内
」
説
の

論
争
に
お
い
て
「
畿
内
」
説
が
有
力
視

さ
れ
始
め
る
と
い
う
新
し
い
状
況
も
生

じ
て
き
た
。

　

な
お
付
け
加
え
れ
ば
纏
向
遺
跡
群
に

は
主
に
吉
備
・
出
雲
・
東
海
な
ど
か
ら

の
土
器
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
上
山
な
ど
か

ら
必
要
に
石
を
「
手
渡
し
」
で
運
ん
だ

と
い
う
話
の
実
態
は
、
大
勢
の
人
々
が

中
国
地
方
や
東
海
地
方
か
ら
動
員
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
当
然
自
然
発
生
的
な

「
市
」が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
纏
向
遺
跡
群
の
特
徴
と
と

も
に
前
号
の
諸
国
の
「
風
土
記
」
の
中

で
「
市
」
の
在
り
か
た
の
再
検
討
に
続

い
て
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
、
考
古
学
の

方
法
で
は
な
く
「
記
紀
」
を
始
め
と
す

る
資
料
の
再
検
討
を
続
け
る
こ
と
に
す

る
。

　

な
ぜ
少
な
く
と
も
千
三
百
年
前
の

「
市
」の
在
り
か
た
に
こ
の
よ
う
に
こ
だ

わ
る
の
か
と
い
う
と
、
西
欧
近
代
製
の

経
済
学
に
起
源
を
持
つ
、
現
在
の
世
界

の
「
市
」
を
説
明
す
る
「
市
場
原
理
」

が
、
そ
の
実
情
に
お
い
て
破
綻
を
き
た

し
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
た
め
で

あ
る
。

◇
「
日
本
書
紀
」
で
は

　

前
か
ら
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
述
べ
て
き

た
よ
う
に
、
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
だ

が
「
魏
志
倭
人
伝
」
は
魏
王
が
倭
人
国

の
実
情
を
調
査
す
る
目
的
の
下
に
調
査

団
を
派
遣
し
た
結
果
を
編
纂
し
た
「
地

理
書
」
で
あ
る
。
そ
の
調
査
の
た
め
の
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コ
ー
ス
・
日
程
の
記
述
、
と
く
に
方
向

を
「
東
」
と
書
け
ば
問
題
が
な
い
の
に

「
南
」
と
書
い
た
た
め
に
「
北
九
州
」
説

と
「
畿
内
」
説
の
論
争
が
生
じ
た
と
い

う
見
解
も
ま
た
一
般
的
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
「
日
本
書
紀
」
に
は
当
時

の
被
調
査
国
側
の
事
情
と
し
て
、
魏
の

調
査
団
の
逆
コ
ー
ス
の
記
録
が
豊
富
に

含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
は
纏
向
遺

跡
群
成
立
の
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
た
崇し
う

神じ
ん

天
皇
（
御み

間ま

城き

入い
り

彦び
こ

五い

に

ゑ

の

十
瓊
殖
天す
め
ら

皇
み
こ
と

の
事
績
を
書
い
た「
日
本
書
紀
巻
第
五
」

で
は
、
そ
の
皇
女
の
「
話
」
以
前
の
記

事
を
拾
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ

と
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
を
神
話
の
よ

う
に
九
州
か
ら
ヤ
マ
ト
に
進
出
で
き
た

天
孫
族
が
、
先
住
民
と
の
融
和
に
苦
心

し
た
話
と
し
て
読
む
と
、
興
味
あ
る
状

況
が
出
現
す
る
（
以
下
は
そ
の
概
略
）。

　

六 

年　

天
皇
（
崇
神
天
皇
）
は
国
内

に
疫
病
が
多
く
出
て
統
治
不
安
に

な
っ
た
た
め
、
天
照
大
神
・
倭
や
ま
と
の

大お
お

国く
に

魂た
ま

二
神
を
そ
の
住
ま
い
に
祀
っ

た
が
「
と
も
に
住
み
た
ま
ふ
に
安

か
ら
ず
」と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、

二
神
を
「
住
ま
い
」
か
ら
分
離
し

て
天
照
大
神
は
倭
・
笠
縫
村
に
祭

り
、
大
国
魂
（
先
の
三
輪
の
大
神
）

は
淳ぬ

名な

城き

入い
り

姫ひ
め

命
に
託あ
ず

け
て
祀
ら

せ
た
。

　

七 

年　

そ
れ
で
も
統
治
不
安
定
の
状

況
は
解
消
し
な
か
っ
た
た
め
に
、

「
八
百
万
の
神
を
集
め
て
占う
ら

問と

い
」

を
す
る
と
、大お
ほ

物も
の

主ぬ
し
の

神か
み

が
倭
や
ま
と

迹と

迹と

日ひ

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
とに

憑か
か

り
、「
我
を
敬

し
祭
れ
」
と
い
う
神
託
が
出
た
の

で
、
そ
れ
を
祀
っ
た
が
さ
ら
に
験

は
な
か
っ
た
（
こ
の
姫
が
前
出
の

箸
墓
に
葬
ら
れ
た
女
性
の
こ
と
で

あ
る
）。

　
　

 　

秋
八
月
、
大
物
主
神
の
子
の
大

田
田
根
子
命
を
大
物
主
神
の
祭
主

と
し
、
長な
が

尾を

市ち

を
大お
ほ

国く
に

魂た
ま

の
祭
主

と
す
る
。
そ
の
結
果
、
疫
病
は
止

み
五
穀
成
就
し
て
国
中
が
安
定
し

た
と
あ
る
。
こ
こ
に
「
長な
が

尾を

市ち

」

と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
長
尾
市い
ち

の
出
現
で

天
孫
族
と
先
住
民
と
の
融
和
の
場

所
が
出
来
た
と
読
む
と
市
場
の
効

用
が
よ
く
分
か
る
。

　

ま
た
纏
向
に
つ
い
て
は
次
の
「
日
本

書
紀
巻
第
六　

垂
仁
天
皇
（
活い
く

目め

入い
り

彦び
こ

五い十
狭さ

茅ち

野の

天す
め
ら

皇み
こ
と）」

の
部
に
は
、「
冬

十
月
に
、
更
に
纏
向
に
都み
や
こ

を
つ
く
る
。

是
を
珠
城
宮
と
謂
う
」
と
あ
る
。
こ
の

纏
向
に
つ
い
て
諸
書
の
地
名
考
証
を
見

る
と
、〔
纏
向
＝
大
和
国
城
上
郡
、
今
、

奈
良
県
桜
井
市
北
部
、
も
と
の
纏
向
村

付
近
〕
と
い
う
こ
と
に
尽
き
よ
う
（
そ

れ
に
付
け
加
え
て
「
延
喜
神
名
式
」
で

は
巻
向
坐
若
御
魂
神
社
の
所
在
地
で
あ

る（
そ
の
珠た
ま

城き
の

宮み
や

の
珠た
ま

は
美
称
）。
繰
り

返
す
よ
う
だ
が
、
大
系
本
『
日
本
書
紀
』

の
崇
神
天
皇
十
年
の
条
の
注
三
五
で
は

「
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
の
箸
墓
の
あ
る

所
。
長
岡
は
一
説
に
は
巻
向
山
の
尾
崎

だ
と
い
う
」
と
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
「
釈
十
所
引
尾
張
風
土
記

逸
文
」・「
延
喜
諸
陵
式
」・「
古
語
拾

遺
」・「
帝
王
編
年
記
」・「
大
和
志
」
な

ど
で
の
地
名
考
証
が
あ
る
が
、
大
筋
で

は
大
同
小
異
で
あ
る
）。

　

こ
れ
も
「
纏
向
に
都
つ
く
る
」
と
あ

る
よ
う
に
直
接
大
掛
か
り
な
土
木
工
事

が
可
能
な
地
理
的
条
件
と
、
社
会
的
条

件
の
出
現
、
つ
ま
り
纏
向
は
市
場
が
成

立
で
き
る
条
件
の
地
だ
っ
た
こ
と
を
物

語
る
記
事
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

◇
天
皇
陵
の
謎

　

こ
こ
で
思
い
出
し
た
の
が
古
い
新
聞

の
切
り
抜
き
で
あ
っ
た
。
手
元
に
あ
る

そ
れ
は
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）

九
月
始
め
か
ら
十
二
月
下
旬
ま
で
「
読

売
新
聞
」
夕
刊
の
文
化
欄
に
掲
載
さ
れ

た
「
天
皇
陵
の
謎
」（
以
下
「
謎
」
と
略

記
）
の
切
抜
き
を
製
本
し
た
資
料
で
あ

る
。
54
回
に
及
ぶ
連
載
で
筆
者
は
同
社

文
化
部
の
矢
沢
高
太
郎
氏
で
あ
る
。
矢

沢
氏
は
長
ら
く
考
古
学
関
係
を
担
当
さ

れ
て
い
て
、私
は
そ
の
記
事
の
愛
読
者
、

い
わ
ば
フ
ァ
ン
だ
っ
た
（
な
お
同
氏
に

よ
る
「
続
・
天
皇
陵
の
謎
（
32
回
連
載
）」

も
あ
る
）。

　

こ
の
二
十
四
年
前
の
古
い
新
聞
記
事

の
切
抜
き
を
こ
こ
に
持
ち
出
し
た
理
由

は
、
矢
沢
氏
と
私
と
は
ほ
ぼ
同
じ
世
代

に
属
し
て
い
た
こ
と
と
、
私
も
ほ
ん
の

ち
ょ
っ
と
だ
け
だ
が
考
古
学
の
門
前
の

小
僧
を
務
め
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
二

つ
が
同
氏
へ
の
親
近
感
と
な
り
、
そ
の

手
に
よ
る
記
事
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
思
い
出
は
さ
て
お
き
、

去
年
（
09
年
）
秋
の
纏
向
遺
跡
の
新
事

実
発
見
の
報
道
を
見
た
と
た
ん
に
「
天

皇
陵
の
謎
」
の
こ
と
を
ま
ず
思
い
出
し

た
。
さ
っ
そ
く
取
り
出
し
て
み
る
と
そ

の
10
～
11
回
目
に
宮
内
庁
に
よ
る
「
主

な
陵
墓
古
墳
の
名
称
（
そ
の
1
・
そ
の

2
）」
の
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
合
計
四

二
の
陵
墓
古
墳
の
「
宮
内
庁
名
称
」
と
、

そ
の
古
墳
の
所
在
地
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
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そ
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
「
日
本
書

紀
」
巻
第
四
の
大お
ほ

日や
ま
と本
根ね

子こ

彦ひ
こ

国く
に

牽
く
る
の

天す
め
ら

皇み
こ
と

＝
孝か
う

元ぐ
ゑ
ん

天
皇
の
皇
后
鬱う
つ

色し
こ

謎め
の

命み
こ
との
第
三
子
の
倭
や
ま
と

迹と

迹と

姫ひ
め
の

命み
こ
との
墓
と

し
、
宮
内
庁
の
名
称
で
は
倭
迹
迹
日
百

襲
姫
命
大
市
陵
（
箸
墓
・
奈
良
県
桜
井

市
）
を
筆
頭
に
天
皇
陵
に
擬
さ
れ
る
陵

墓
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
（
な

お
こ
の
リ
ス
ト
の
最
後
に
は
「
宮
内
庁

名
称
」
で
の
平
城
天
皇
陵
で
、
そ
の
古

墳
名
は
市
庭
（
奈
良
市
と
あ
る
）。

　
「
謎
」
10
回
目
《
表
記
法
に
妥
協
は
な

い
》、
11
回
目
《
贈
り
名
は
漢
風
と
倭

風
》
の
見
出
し
で
「
宮
内
省
名
称
」
と

《
事
実
》と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
取
り
上
げ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
は

さ
て
お
き
、
箸
墓
古
墳
の
名
で
知
ら
れ

る
「
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
大
市
陵
」
の

「
大
市
」と
い
う
表
記
に
驚
い
た
。
こ
の

宮
内
庁
資
料
で
作
ら
れ
た
陵
墓
表
の
最

初
が
大
市
、最
後
は
市
庭
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
数
年
、《
変
り
ゆ
く
都
市
像
》
と

題
し
て
、
都
市
と
は
な
ん
ぞ
や
と
い
う

視
角
か
ら
〔
都
市
と
は
《
い
ち
ば
》
に

ほ
か
な
ら
な
い
〕
と
い
う
事
実
を
追
跡

し
て
き
た
者
に
と
っ
て
、
前
項
で
見
た

「
長な
が

尾を

市ち

の
存
在
に
加
え
て
、箸
墓
古
墳

の
「
宮
内
省
名
称
」
に
も
「
大
市
陵
」、

さ
ら
に
平
城
天
皇
陵
の
所
在
地
に
も
市

庭
と
い
う
表
記
が
あ
る
こ
と
に
、
こ
こ

で
も
「
市
」
の
意
味
を
物
語
る
鍵
を
突

き
つ
け
ら
れ
た
思
い
が
し
た
。
そ
こ
に

昨
年
（
2
0
0
9
）
秋
に
「
東
西
に
軸

線
を
持
つ
巨
大
建
物
群
」
が
新
発
見
さ

れ
た
と
い
う
報
道
を
見
る
と
、
そ
の
感

を
更
に
強
め
た
。

　

つ
ま
り
箸
墓
古
墳
の
よ
う
な
大
規
模

な
墓
を
築
造
す
る
た
め
に
は
、
人
と
物

の
集
散
機
能
を
持
つ
施
設
が
な
け
れ
ば

大
建
設
は
不
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
、
宮

内
省
名
称
で
の
「
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命

大
市
陵
」
と
い
う
《
都
市
》
の
表
現
は

そ
れ
な
り
に
成
立
ま
で
の
状
況
を
忠
実

に
表
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
「
日
本
書
紀
」
巻
第
六
の
垂
仁

天
皇
二
十
五
年
の
条
に
は
「
大
倭
大
神

を
祭
ら
せ
る
た
め
渟ぬ

名な

城き

稚わ
か

姫ひ
め
の

命み
こ
とに

命
じ
て
神
所
を
穴あ
な

磯し
の

邑む
ら

に
定
め
大お
ほ

市ち

の

長
岡
岬
を
祠い
は
ひま

つ
る
」
と
あ
る
。
こ
の

「
お
ほ
ち
」
は
「
和
名
抄
」
に
は
《
城
上

郡
大
市
郷
（
於
保
以
知
）、
今
は
奈
良
県

桜
井
市
芝
付
近
》
と
あ
る
。

　

こ
の
大
市
と
呼
ば
れ
た
場
所
は
『
日

本
書
紀
』で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が《
漢

文
》
特
有
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
大
市
が

あ
れ
ば
必
ず
そ
れ
に
対
照
す
る
中
市
、

ま
た
は
小
市
の
存
在
が
あ
っ
た
は
ず
だ

が
こ
の
小
市
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
あ

る
「
国
国
市
あ
り
」
と
表
現
さ
れ
た
、

邪
馬
台
国
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
見
ら

れ
た
小
規
模
の
「
市
」
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
市
庭
は
1
3
0
号
で

取
り
上
げ
た
中
世
の
「
武
蔵
の
場
合
」

の
項
と
そ
れ
に
続
く
「
市
庭
之
祭
文
」

の
項
の
市
場
の
表
記
＝
市
庭
を
思
い
出

さ
せ
る
。

◇
市
と
屯み

や
け倉

　

こ
れ
ま
で
に
各
所
・
各
種
の
市
場
の

特
徴
を
反
映
す
る
「
い
ち
ば
」
の
名
称

を
見
て
き
た
。「
市
」
の
規
模
の
大
小
、

高
市
で
代
表
さ
れ
る
地
形
の
特
徴
に
よ

る
表
現
（
海
石
榴
市
＝
椿
市
な
ど
）
や
、

古
市
・
旧
市
な
ど
の
新
旧
別
な
ど
へ
の

言
及
を
し
て
き
た
。
以
下
こ
の
項
で
は

「
市
」が
成
立
す
る
ま
で
の
条
件
の
一
つ

と
し
て
諸
国
の
官
設
の
屯
倉
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。

　

国
語
辞
典
で
は
〔
み
や
け　

屯
倉
・

官
家
〕
と
は
「
稲
穀
を
納
め
る
官
の
倉

の
意
」「
一　

大
化
時
代
ヤ
マ
ト
政
権
直

轄
の
田
畑
、
自
ら
畿
内
に
開
発
し
た
も

の
、
地
方
豪
族
が
所
領
の
一
部
を
献
納

し
た
も
の
、
中
央
か
ら
管
理
者
を
派
遣

し
て
管
理
し
た
も
の
」
な
ど
と
屯
倉
の

成
因
は
多
彩
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
二　

官
家
と
も
書
く
、
書
紀
に
よ
れ
ば
ヤ
マ

ト
政
権
が
朝
鮮
南
部
の
諸
国
に
置
い
た

直
轄
地
（
う
ち
つ
み
や
け
）
で
あ
り
、

つ
ぎ
に
「
三　

朝
廷
の
こ
と
、
枯
野
と

名
つ
く
る
は
伊
豆
国
の
貢
ぐ
所
の
船
な

り
（
応
神
紀
）」
な
ど
と
あ
る
が
「
日
本

書
紀
」
巻
第
十
八
（
安
閑
天
皇
元
年
の

項
）
に
次
の
よ
う
に
諸
国
の
屯
倉
の
設

置
状
況
が
記
さ
れ
る
。

　

天
皇
は
そ
の
重
臣
で
あ
る
大お
ほ

伴と
も
の

大お
ほ

連む
ら
じ

金か
な

村む
ら

に
、「
自
分
は
四
人
の
后
を
持

つ
が
今
に
な
っ
て
も
嗣み
つ
ぎな

し
」
と
嘆
い

た
。
后
の
身
分
は
天
皇
に
等
し
い
が
、

後
宮
に
い
ら
れ
る
た
め
に
、
后
の
名
は

外
部
に
は
そ
の
名
が
知
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
嘆
い
た
の
で
あ
る
。
金
村
は
そ

れ
に
答
え
て
后
に
屯
倉
を
賜
る
こ
と
を

提
案
し
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。（
以
下
次
号
に
続
く
）

　
（
鈴
木
理
生
）

お
詫
び

前
号
1
3
7
号
の
タ
イ
ト
ル
「
変
り
ゆ

く
都
市
像
」
⒄
風
土
記
の
中
の
市
場
は

「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
⒃
の
誤
り
で
し

た
。
訂
正
し
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。


