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京
都
府
相
楽
郡
由
城
町
に
所
在
す
る
椿
井
大
塚
山
古
墳
は
、
一
九
五
三
年

に
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
に
よ
っ
て
調
査
が
な
さ
れ
、
三
十
数
面

も
の
中
国
鏡
を
出
土
し
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
る
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
後

円
部
に
長
大
な
割
竹
形
木
棺
を
納
め
た
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
鏡
を
は
じ
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

多
数
の
鉄
製
武
器
、
武
具
、
農
工
具
、
漁
具
、
銅
鎌
な
ど
が
出
土
し
た
。
こ

れ
ら
諸
要
素
か
ら
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
築
造
年
代
は
、
古
墳
時
代
前
期
初
頭

す
な
わ
ち
三
世
紀
後
半
な
い
し
四
世
紀
初
頭
に
比
定
さ
れ
る
。
出
土
し
た
鏡

の
主
体
を
占
め
る
の
が
、
三
二
颪
以
上
に
及
ぶ
三
角
縁
神
獣
鏡
で
あ
っ
て
、

小
林
行
雄
は
そ
の
同
箔
鏡
の
分
有
関
係
の
分
析
か
ら
初
期
大
和
政
権
の
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
勢
力
圏
を
描
き
出
し
た
。
こ
の
同
型
鏡
の
配
布
に
関
わ
っ
た
重
要
な
人
物

が
、
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
鉄
製
品
は
、
｛
九
五
三
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
石
油

北
端
西
出
寄
り
の
と
こ
ろ
が
ら
検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
す
ぐ
に
接

合
が
試
み
ら
れ
、
半
円
筒
形
の
本
体
に
三
枚
の
小
さ
い
鉄
板
を
は
さ
ん
で
留

め
て
あ
る
こ
と
ま
で
観
察
さ
れ
て
い
た
が
、
接
合
し
え
た
そ
の
半
円
筒
形
の

か
た
ち
に
影
響
さ
れ
て
短
甲
か
肩
甲
の
一
部
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
一
九
八
穴
年
に
出
土
品
が
京
都
大
学
文
学
部
に
正
式
に
移
管
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
再
整
理
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
に
も
甲
の
一
部
と
考
え
ら

　
③

れ
た
。
最
近
に
な
っ
て
、
野
上
丈
助
は
共
伴
の
小
札
革
綴
冑
の
存
在
を
考
慮

し
、
そ
れ
と
半
円
筒
形
の
本
体
と
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
、
霧
雲
付
小
札
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

綴
冑
な
る
も
の
を
想
定
復
原
し
た
。
こ
れ
は
は
じ
め
て
冑
と
の
関
運
を
指
摘

し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
甲
冑

関
連
資
料
を
調
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ひ
と
つ
の
花
弁
形
の
鉄
片
が
接
合
し
た

こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
そ
の
全
容
が
判
明
す
る
に
至
っ
た
。
形
態
と
大
き
さ

か
ら
頭
に
被
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
資
料
を
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図1　椿井大塚山古墳の花弁形装飾付鉄製品

呈
示
し
、
若
干
の
解
説
と
検
討
を
加
え
た
い
（
図
1
）
。

　
基
本
的
な
横
造
は
、
円
筒
の
上
端
外
側
に
花
弁
形
の
装
飾
を
帯
金
に
よ
っ

て
留
め
た
も
の
で
あ
る
（
図
版
一
）
。
円
筒
は
幅
＝
二
㎝
余
り
の
一
枚
の
鉄

板
を
曲
げ
て
作
っ
て
あ
り
、
正
面
か
ら
見
た
場
合
、
上
に
向
か
っ
て
若
干
広

が
っ
て
い
る
。
下
か
ら
大
き
く
肥
っ
た
前
面
が
装
着
時
の
顔
面
部
分
に
あ
た

る
。
正
面
か
ら
は
、
そ
の
挟
り
は
四
角
く
見
え
る
が
、
横
か
ら
見
る
と
斜
め

六
〇
度
に
切
り
込
ま
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
円
筒
の
裾
に
沿
っ
て
二
列

の
孔
列
が
認
め
ら
れ
、
一
部
そ
れ
に
沿
う
よ
う
に
布
が
銃
着
し
て
い
る
。
端

を
包
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
花
弁
形
装
飾
は
、
正
面
中
央
に
一
枚
、
そ
こ
か
ら
後
頭
部
に
か
け
て
左
右

そ
れ
ぞ
れ
対
称
位
置
に
三
枚
ず
つ
、
計
七
枚
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
復

原
で
き
る
。
現
状
で
は
、
円
筒
部
と
接
合
し
て
い
る
の
は
、
一
枚
半
だ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
正
顧
中
央
の
一
枚
と
そ
の
左
右
い
ず
れ
か
に
つ
く
も

う
一
枚
が
あ
る
（
図
版
二
の
上
）
。
個
々
の
大
き
さ
や
形
に
は
違
い
が
あ
り
、

正
面
の
一
枚
が
も
っ
と
も
大
き
く
、
後
方
へ
行
く
に
従
っ
て
徐
々
に
小
さ
く

な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
花
弁
形
装
飾
に
円
筒
に
沿
っ
て
横
方
向
に
難
曲
し

た
も
の
を
外
反
さ
せ
る
鍛
造
加
工
が
な
さ
れ
て
お
り
、
後
頭
部
の
花
弁
形
装

飾
は
S
字
形
に
近
い
反
り
を
も
っ
て
い
る
。
鉄
板
に
こ
の
よ
う
な
縦
横
に
自

由
な
鷹
曲
を
つ
け
る
こ
と
は
当
晴
の
日
本
で
は
ま
だ
相
当
難
し
か
っ
た
技
術

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
製
作
地
を
推
定
す
る
季
が
か
り
に
な
ろ
う
。
こ
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冑か冠か（高橋）

れ
ら
の
花
弁
形
装
飾
は
下
部
に
水
平
に
穿
た
れ
た
孔
に
革
紐
な
ど
を
通
し
て
、

帯
金
や
円
筒
に
固
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
花
弁
形
装
飾
を
は
さ
み
込
ん
で
留
め
る
帯
金
は
前
方
よ
り
後
方
へ
回
し
た

一
本
で
、
表
面
に
三
条
の
平
行
す
る
凹
線
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
幅
は
一
・
五
。
田
、
鋲
の
類
を
使
用
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
こ

の
帯
金
に
も
ほ
ぼ
駆
落
隔
に
孔
が
あ
け
ら
れ
て
お
り
、
個
々
の
花
弁
形
装
飾

の
下
端
中
央
と
円
筒
と
を
同
時
に
貫
く
孔
と
、
花
弁
形
装
飾
の
ち
ょ
う
ど
中

間
で
円
筒
の
み
を
同
時
に
貫
く
孔
と
が
交
互
に
並
ん
で
い
る
。
や
は
り
、
三

種
の
部
品
を
組
み
合
わ
す
の
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
鉄
板
の
厚
み
は
本
来
～
㎜
に
瀦
た
な
い
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
表
裏
各
所
に
目
の
細
か
い
布
が
銃
着
し
て
い
る
。
製
晶
全
体
の
高
さ

は
二
三
・
○
㎝
、
円
筒
上
端
の
横
幅
二
一
・
二
㎝
、
裾
の
最
大
幅
一
七
・
四

㎝
。
こ
の
大
き
さ
か
ら
頭
部
に
載
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
内
側
に
布
や
革
な

ど
で
で
き
た
頭
頂
部
を
覆
う
も
の
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

　
さ
て
、
こ
の
製
品
に
対
し
て
は
今
の
と
こ
ろ
、
冑
と
冠
の
二
つ
の
解
駅
が

可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
冑
と
見
る
最
大
の
根
拠
は
そ
れ
が
側
頭
部
か
ら
後
頭

部
を
保
護
す
る
よ
う
に
鉄
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
一

つ
の
可
能
性
と
し
て
、
共
伴
し
て
い
る
小
札
革
綴
冑
（
図
版
二
の
下
）
と
組

み
合
わ
せ
て
使
用
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
冑
は
こ
れ
ま
で
下
端
の

帯
金
が
裾
を
水
平
に
全
周
す
る
と
復
原
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、

前
額
部
に
別
の
帯
金
を
用
い
、
そ
こ
が
弧
状
に
痴
れ
た
よ
う
に
な
る
も
の
で

あ
る
）
。
た
だ
し
、
は
じ
め
に
小
札
革
綴
冑
を
被
っ
た
の
ち
に
こ
の
鉄
製
品

を
重
ね
て
被
る
に
は
、
円
筒
前
盛
の
扶
り
の
幅
一
五
・
八
㎝
と
い
う
の
は
狭

す
ぎ
る
感
じ
を
与
え
る
。
小
札
革
綴
冑
は
早
く
か
ら
中
国
で
使
用
さ
れ
て
お

り
、
日
本
最
古
の
例
で
あ
る
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
冑
も
中
国
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
国
で
は
同
様
な
鉄
製
晶
と
組
み
合
わ

せ
て
使
用
さ
れ
た
例
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
小
札
革
綴
冑
と
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
な
く
て

も
、
実
は
革
で
二
部
を
構
成
し
、
綴
部
分
に
の
み
鉄
を
利
用
し
た
五
世
紀
代

の
衝
角
付
冑
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
単
体
で
冑
と
見
る
こ
と

も
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
椿
井
大
塚
山
古
墳
に
は
全
く
異
な
る
二

種
類
の
冑
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
円
筒
前
颪
の
訣
り
は
、

大
陸
の
冑
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
伝
統
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
冠
と
見
る
根
拠
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え

に
七
枚
の
花
弁
形
装
飾
に
あ
る
と
言
え
る
。
大
き
く
外
側
へ
反
っ
た
こ
の
装

飾
は
そ
の
か
た
ち
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
円
筒
部
分

を
除
外
し
て
同
様
の
形
態
の
も
の
を
日
本
で
探
せ
ば
、
六
世
紀
以
後
の
人
物

埴
輪
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
．
．
し
か
し
、
そ
れ
ら
と
の
年
代
的
開
き

は
大
き
す
ぎ
る
。
一
方
、
円
筒
部
分
に
つ
い
て
は
奈
良
県
按
上
奏
子
塚
古
墳

　
　
　
　
　
　
　
⑤

出
土
の
冠
雲
形
埴
輪
が
前
額
部
の
挟
り
を
は
じ
め
、
き
わ
め
て
近
い
形
態
を
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示
し
て
い
る
。
古
墳
の
年
代
は
五
世
紀
中
頃
と
推
定
さ
れ
、
い
ま
だ
二
百
年

近
い
隔
た
ウ
が
あ
る
が
、
材
質
が
何
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
側
頭
部
か
ら
後
頭

部
を
覆
う
被
り
も
の
が
連
綿
と
続
い
て
い
た
こ
と
を
十
分
考
え
さ
せ
る
。
椿

井
大
塚
山
古
墳
の
製
晶
が
鉄
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
特
殊
な
事
情

を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
鉄
の
冠
自
体
、
東
ア
ジ
ア
全
体
を
見
渡
し
て
も
類
例
が
な
い
。
た
だ
し
、

『
後
漢
書
』
「
輿
服
志
」
下
か
ら
鉄
を
部
分
的
に
用
い
て
作
っ
た
通
天
冠
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
う
冠
が
中
国
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、
材
質
を
問
わ

な
け
れ
ば
、
外
側
へ
反
り
返
る
花
弁
形
装
飾
を
も
つ
も
の
は
、
漢
・
三
国
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

南
北
朝
時
代
の
墓
室
や
鏡
の
資
料
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
が

神
仙
が
被
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
三
枚
の
花
弁
形
装
飾
が
表
さ
れ

た
も
の
が
わ
り
あ
い
多
い
。
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
鉄
製
品
は
七
枚
の
花
弁
形

装
飾
を
も
つ
が
、
正
面
に
見
え
る
の
は
ち
ょ
う
ど
三
枚
で
あ
り
、
そ
う
し
た

図
像
は
本
来
こ
う
し
た
も
の
を
簡
略
化
し
て
写
し
た
も
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。

　
以
上
、
冑
と
見
る
か
冠
と
見
る
か
に
つ
い
て
手
短
か
に
論
じ
て
き
た
が
、

そ
の
両
説
ど
ち
ら
を
取
る
か
に
つ
い
て
は
類
例
を
待
っ
て
決
め
る
以
外
に
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
な
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
花
弁
形
装
飾

を
も
つ
他
に
類
を
見
な
い
鉄
製
品
が
椿
井
大
塚
山
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
た

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
被
葬
者
が
初
期
火
和

政
権
中
枢
に
位
置
し
た
重
要
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
強
く
認

識
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
質
鏡
の
配
布
行
為
に
深
く
関
わ
っ
た
椿
井
大

塚
山
古
墳
の
被
葬
者
個
人
の
性
格
を
考
え
さ
せ
る
資
料
と
し
て
も
重
要
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
初
期
大
和
政
権
中
枢
か
ら
鏡
を
配
ら
れ
た
各
地
の
首

長
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
神
仙
の
被
っ
て
い
る
冠
と
そ
の
配
布
者
の
被
り
も

の
と
を
、
全
く
関
係
な
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
　
梅
原
末
治
「
馬
糞
大
塚
山
古
墳
」
『
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告
』
第
二
三
冊
、

　
一
九
六
四
年
。

②
　
小
林
行
雄
『
古
墳
時
代
の
研
究
上
一
九
六
一
年
。

⑧
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
『
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
三
角
縁
神
獣
鏡
』

　
（
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
図
録
団
）
一
九
八
九
年
。

④
　
野
上
丈
助
「
日
韓
古
墳
出
土
甲
衛
の
系
譜
に
つ
い
て
」
『
論
集
武
具
』
　
一
九
九

　
一
年
。

⑤
岡
騎
晋
明
・
中
村
潤
子
『
大
和
の
埴
輪
』
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館

　
特
別
展
図
録
』
第
一
三
冊
）
一
九
八
四
年
。

⑥
　
林
巳
奈
夫
『
漢
代
の
文
物
』
一
九
七
六
年
。

⑦
　
林
巳
奈
夫
『
二
代
の
神
神
』
一
九
八
九
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
手
　
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
5
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