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写真２　現在の石造物

（2010年９月撮影）
写真１　住宅にあった時の石造物

（ト部行弘氏　2004年10月撮影）

　

昨
年
は
平
城
京
遷
都
１
３
０
０
年
を
記
念

し
て
奈
良
県
を
中
心
に
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
、
歴
史
に
関
心
の
あ
る
人
々
に
は
楽

し
い
１
年
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
奈

良
県
立
橿か

し
は
ら原

考
古
学
研
究
所
の
所
員
で
も
あ

る
の
で
所
長
の
希
望
で
千
葉
と
土
浦
で
１
年

間
記
念
の
講
座
を
開
講
し
ま
し
た
。
土
浦
で

は
館
長
講
座
を
「
明
日
香
の
遺
跡
」と
題
し
て

10
回
に
わ
た
り
、
わ
が
国
の
古
代
都
市
の
考

古
学
的
様
相
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
結
構
好
評
で
毎
回
30
人
前
後
の
市
民
に

受
講
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
恒
例
と

な
り
ま
し
た
野
外
見
学
会
は
秋
に
桜
川
流
域

の
遺
跡
や
史
跡
巡
り
を
実
施
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
バ
ス
が
満
席
で
あ
り
、
３
年
目
に
入

り
参
加
者
が
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
に
慣
れ
て

き
た
事
が
私
と
し
て
は
大
変
う
れ
し
く
思
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
歴
史
に
関
心
の
あ
る
市
民
の

皆
さ
ま
、
お
気
軽
に
博
物
館
へ
足
を
運
ん
で

下
さ
い
。
博
物
館
は
皆
さ
ま
の
知
的
好
奇

心
を
少
し
で
も
満
足
さ
せ
る
事
が
出
来
る

よ
う
、
職
員
一
同
日
々
研け

ん
さ
ん鑽

し
て
お
待
ち

し
て
居
り
ま
す
。

　

さ
て
今
回
は
少
し
変
わ
っ
た
視
点
で
文

化
財
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ

に
土
浦
市
乙
戸
南
の
あ
る
住
宅
の
庭
石
と

し
て
置
か
れ
て
い
た
１
枚
の
写
真
を
紹
介

し
ま
す
。（
写
真
１
）

　

こ
の
石
造
物
は
報
告
に
よ
り
ま
す
と

「
花
崗
岩
製
の
転
石
を
使
用
し
て
作
ら
れ

て
お
り
、
形
は
裸
体
の
直
立
体
で
人
間
の

様
で
も
あ
り
、
或
は
別
の
動
物
の
様
で
も

あ
る
。
高
さ
は
約
60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

肩
幅
43
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅
は
脚

部
下
端
で
54
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
は

腹
部
が
最
大
で
28
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ

る
。
特
に
腕
と
睾こ

う
が
ん丸

の
表
現
が
注
目
さ
れ

る
。
腕
は
上
腕
か
ら
前
腕
に
か
け
て
側
面

に
細
長
く
削
り
出
さ
れ
、
体
部
と
不
均
衡

で
あ
る
。
ま
た
右
・
左
表
現
を
異
に
し
て

い
る
。
下
腹
部
に
は
睾
丸
と
男
根
が
彫
ら

れ
て
い
る
が
、
男
根
が
睾
丸
に
比
べ
て
極

端
に
小
さ
い
」（
注
１
）
と
あ
り
ま
す
。
最

後
に
報
告
は
「
石
造
物
は
男
根
を
露
出
す

る
裸
体
の
動
物
あ
る
い
は
人
物
を
表
現
し

た
も
の
で
、
飛
鳥
の
猿
石
に
共
通
す
る
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
真
偽
の

決
定
を
さ
け
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
石
造
物
は
も
う
土
浦
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。
所
有
者
は
２
０
０
５
年

春
に
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
へ
寄

贈
さ
れ
、
現
在
は
研
究
所
の
収
蔵
庫
に
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
写
真
２
）

　

文
化
財
保
護
法
で
い
う
文
化
財
に
は
動

産
と
不
動
産
が
あ
り
ま
す
。
不
動
産
は
遺

跡
で
地
下
或
は
地
上
に
固
定
さ
れ
て
い
る

も
の
で
す
が
、
動
産
は
遺
物
だ
け
で
は
な

土
浦
市
立
博
物
館
長

茨
城
大
学
名
誉
教
授

茂

木

雅

博

移
動
す
る
文
化
財

新
春
文
芸
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飛
鳥
時
代
、
特
に
斉
明
天
皇（
６
５
５

～
６
６
１
）
は
飛
鳥
石
と
呼
称
さ
れ
る

角か
く
せ
ん閃

石
黒
雲
母
石
英
閃
緑
岩
を
使
用
し
た

多
く
の
石
造
物
を
残
し
て
い
ま
す
。
ま
た

奈
良
盆
地
に
は
多
く
の
寺
院
が
建
立
さ

れ
、
礎
石
等
が
露
呈
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
石
造
物
は
平
安
時
代
以
降
放
置
さ

れ
、
近
代
以
降
に
は
、
廃
仏
毀
釈
の
対
象

と
な
っ
た
り
、
石
垣
等
に
転
用
さ
れ
て
運

び
だ
さ
れ
る
事
が
多
く
、
例
え
ば
若
草
伽

藍
の
塔
心
礎
、
明
日
香
村
出
水
の
岩
船
、

山
田
寺
の
礎
石
等
が
換
金
さ
れ
て
持
ち
去

ら
れ
、
東
大
寺
境
内
の
多
く
の
礎
石
は
大

仏
殿
改
修
の
際
に
石
垣
に
転
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

乙
戸
南
の
石
造
物
は
欽
明
天
皇
陵
に
治

定
さ
れ
た
梅
山
古
墳
に
存
在
し
た
と
伝
承

さ
れ
、
い
つ
の
時
期
か
滋
賀
県
大
津
市
の

個
人
宅
の
庭
石
と
し
て
買
い
取
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
が
近
年
に
な
っ
て
京
都
北
白
川

の
石
造
美
術
商「
石
源
」
に
引
き
取
ら
れ
、

１
９
７
１
年
９
月
芦
屋
市
の
浦
辺
鎮
太
郎

氏
に
買
い
取
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
石
造
物

は
そ
の
後
御
子
息
に
譲
ら
れ
土
浦
に
運
ば

れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
浦
辺
氏
の
東

京
転
勤
に
よ
っ
て
、
こ
の
伝
承
か
ら
氏
は

奈
良
へ
返
す
の
が
最
良
と
考
え
、
奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所
へ
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
こ
の
資
料
は
研
究
所
の
収
蔵
庫

に
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
遍
歴
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
何
れ
に
せ
よ
土
浦
ま
で
旅
を
し
た
こ

の
文
化
財
は
、
元
の
鞘
に
戻
っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
石
造
物
が
確

か
に
土
浦
に
一
時
存
在
し
た
事
は
事
実

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
記
録
し
て
置
き
た

い
と
今
回
紹
介
し
ま
し
た
。
も
し
も
読

者
の
皆
さ
ま
の
中
で
明
日
香
村
を
訪
ね
、

欽
明
天
皇
陵
に
治
定
さ
れ
て
い
る
梅
山

古
墳
に
隣
接
す
る
吉
備
媛
墓
の
裾
に
並

ぶ
猿
石
と
称
す
る
石
造
物
を
見
学
す
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
も
う
一
つ
が
誰

か
に
持
ち
去
ら
れ
、
明
日
香
―
大
津
―
芦

屋
―
土
浦
―
橿
原
と
旅
を
し
た
奇
妙
な

石
像
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
い

だ
し
て
く
だ
さ
い
。
最
後
に
私
は
元
所
有

者
浦
辺
徹
郎
氏
の
行
為
に
心
か
ら
敬
意

を
表
し
拍
手
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
報
告
に
あ
た
り
現
所
有

者
で
あ
る
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究

所
の
木
下
亘
、
卜
部
行
弘
、
千
賀
久
氏
に

は
大
変
お
世
話
に
な
り
、
卜
部
氏
に
は
写

真
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
を
銘
記
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
１
）木
下
亘
・
卜
部
行
弘
・
奥
山
誠
義
・

奥
田
尚
「
浦
辺
徹
郎
氏
寄
贈
石
造
物　

調

査
報
告
」『
青
陵
』
第
１
３
０
号　

奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

２
０
１
０
年

７
月
。

く
解
体
さ
れ
て
移
動
が
可
能
な
も
の
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
大
津
市
三
井
寺
の
三

重
塔
は
吉
野
寺
に
創
建
さ
れ
、
秀
吉
に
よ
っ

て
伏
見
城
に
移
さ
れ
、
家
康
が
近
江
商
人
に

下
賜
し
て
現
在
三
井
寺
に
建
っ
て
い
ま
す
。

或
は
下
妻
市
大だ

い
ほ
う
は
ち
ま
ん

宝
八
幡
神
社
の
梵

ぼ
ん
し
ょ
う鐘

に
は
武

蔵
國
平
林
寺
の
為
に
鋳
造
さ
れ
た
と
い
う
銘

文
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
等
に
は
そ
れ
ぞ
れ

深
い
歴
史
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
乙
戸

南
の
石
造
物
に
は
大
変
重
要
な
歴
史
が
刻
み

こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
ん
な
歴
史
な

の
か
、
私
の
調
査
し
た
事
を
紹
介
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

　

こ
の
石
造
物
は
江
戸
時
代
に
徳
川
光
圀
が

古
代
天
皇
陵
の
探
索
を
要
求
し
た
事
に
よ

り
、
幕
府
は
初
代
神
武
天
皇
陵
か
ら
１
０
２

代
後
花
園
天
皇
（
１
４
２
８
～
１
４
６
４
）
陵

ま
で
の
実
態
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の

時
に
元
禄
15（
１
７
０
２
）
年
29
代
欽
明
天
皇

陵
と
し
て
梅
山
古
墳
が
治
定
さ
れ
ま
し
た
。

梅
山
古
墳
は
そ
れ
ま
で
檜ひ

の
く
ま前

村
の
常
民
の

庚こ
う
し
ん申

信
仰
の
た
め
の
塚
と
し
て
利
用
さ
れ
、

当
時
の
絵
図
に
は
前
方
後
円
墳
の
裾
部
に
猿

の
石
造
物
が
４
点
程
集
め
ら
れ
て
お
り
ま
す

（
挿
図
の
円
内
）。
天
皇
陵
に
治
定
さ
れ
る
と

一
般
人
の
立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
た
た
め

に
、
こ
の
石
造
物
は
一
端
墳
丘
外
に
撤
去
さ

れ
濠
の
外
に
野
積
に
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。
こ
の
古
墳
は
そ
の
後
、
宇
都
宮
藩
の
修

陵
に
よ
り
、
濠
の
底
を
浚

し
ゅ
ん
せ
つ渫

し
て
周
囲
を
整

備
し
、
前
方
部
前
面
に
吉き

び
つ
ひ
め
の
は
か

備
媛
墓
が
整
備
さ

れ
そ
の
裾
に
４
体
の
石
像
が
猿
石
と
呼
ば
れ

て
置
か
れ
て
い
ま
す
。（
写
真
３
）

挿図　修陵前の欽明天皇陵写真３－１　吉備媛墓の猿石
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