
　
旧
吉
備
中
学
校
校
庭
遺
跡
の
周
辺

　
旧
吉
備
中
学
校
校
庭
遺
跡
は
高
野
山
に

源
を
発
す
る
有
田
川
の
流
域
、
有
田
郡
有

田
川
町
（
旧
吉
備
町
）
下
津
野
に
位
置
し

ま
す
。
付
近
に
は
沖
積
平
野
と
河
岸
段
丘

が
発
達
し
て
お
り
、
有
田
川
流
域
で
は
最

も
広
い
平
野
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

平
野
部
を
基
盤
に
旧
石
器
時
代
か
ら
中
・

近
世
に
至
る
各
時
期
の
遺
跡
が
点
在
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
旧
石

器
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
土
生
池
遺
跡
や
藤

並
地
区
遺
跡
か
ら
ナ
イ
フ
形
石
器
な
ど
が

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
の
遺
跡

と
し
て
は
田
殿
尾
中
遺
跡
の
環
濠
集
落
が

調
査
さ
れ
弥
生
時
代
中
期
に
は
拠
点
的
な

集
落
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
古
墳
時
代
で
は
県
下
で
も
珍
し

い
巨
石
積
み
の
石
室
を
も
つ
天
満
Ⅰ
号
墳

（
泣
沢
女
の
古
墳
）
が
調
査
さ
れ
、
復
元

整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
古
代
の
須
恵
器
を
焼
成
し
た
窯
跡

も
多
く
土
生
池
窯
跡
な
ど
が
調
査
さ
れ
て

い
ま
す
。
中
世
で
は
野
田
地
区
遺
跡
で
護

岸
を
伴
う
溝
、
天
満
Ⅰ
遺
跡
で
和
鏡
や
刀

子
を
副
葬
し
た
土
坑
墓
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
周
辺
部
は
原
始
・
古

代
よ
り
有
田
地
方
の
中
心
的
な
地
域
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
発
掘
調
査

　
周
知
の
遺
跡
で
あ
る
旧
吉
備
中
学
校
校

庭
遺
跡
の
範
囲
内
と
そ
の
東
側
に
下
水
処

理
施
設
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
開

発
予
定
地
の
約
二
〇
〇
〇
〇
㎡
を
対
象
に

遺
跡
の
内
容
確
認
調
査
が
吉
備
町
教
育
委

員
会
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
全
域
に
弥
生
時
代
以
降
の
遺
構

が
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

今
年
度
は
、
そ
の
う
ち
の
二
九
三
六
㎡
を

対
象
に
当
セ
ン
タ
ー
が
発
掘
調
査
し
ま
し

た
。

　
検
出
し
た
遺
構
に
は
弥
生
時
代
後
期
中

頃
（
約
一
九
〇
〇
年
前
）
か
ら
後
期
末
頃

（
約
一
八
〇
〇
年
前
）
に
か
け
て
の
竪
穴

住
居
７
棟
（
住
居
１
～
７
）
・
溝
状
遺
構

４
条
（
溝
１
～
４
）
・
土
器
棺
墓
１
基
、

古
代
と
考
え
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
８
棟
（
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住居１

建物６ 建物８

住居２

建物７

住居６

住居３

建物１０
建物１

建物３

建物２

建物４

建物５

建物９

溝１

溝２

溝３

土坑4

土坑5

溝４

住居５

溝５

溝８

土坑１

土坑２

土坑３

住居7

土坑6

土坑7
土坑8

土坑9

土坑10

土坑11

土坑12

土坑13

土坑14
土坑15

土坑16土坑17

溝6

溝７

住居4

主要遺構全体図

建
物
１
～
８
）
・
竪
穴
遺
構
１
基
（
土
坑

１
）
・
土
坑
・
溝
の
ほ
か
中
世
の
掘
立
柱

建
物
２
棟
（
建
物
９
・
10
）
・
土
坑
・
溝

（
溝
６
～
８
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
弥
生
時
代
後
期
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け

て
の
竪
穴
住
居
は
円
形
で
調
査
区
の
中
ほ

ど
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち

住
居
３
は
平
面
プ
ラ
ン
が
直
径
約
9.6
ｍ
×

9.1
ｍ
あ
り
、
集
落
で
は
最
も
大
き
な
住
居

で
す
。
各
住
居
は
壁
際
に
溝
を
巡
ら
し
て

お
り
、
中
央
に
は
炉
を
備
え
て
い
ま
す
。

住
居
４
と
住
居
６
は
拡
張
を
伴
う
建
て
替

え
を
行
っ
て
お
り
、
住
居
３
も
主
柱
の
位

置
や
数
か
ら
建
て
替
え
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

住
居
２
は
炉
の
周
囲
に
一
段
高
い
堤
を
築

い
て
い
ま
し
た
。
上
屋
を
支
え
る
柱
は
規

模
が
小
さ
い
も
の
で
４
本
、
大
き
い
も
の

で
10
本
程
度
あ
る
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。

　
遺
物
は
各
住
居
か
ら
土
器
が
出
土
し
て

お
り
、
住
居
１
か
ら
は
土
器
が
廃
棄
さ
れ

た
状
態
で
多
量
に
出
土
し
て
い
ま
す
。
住

居
２
の
床
面
に
は
作
業
用
の
台
石
が
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
特
記
す
る

遺
物
と
し
て
住
居
３
か
ら
管
玉
が
２
個
出

土
し
て
い
ま
す
。

　
弥
生
時
代
後
期
末
頃
の
住
居
７
は
円
形

住
居
５
と
同
じ
位
置
に
築
か
れ
て
お
り
、

平
面
プ
ラ
ン
は
方
形
で
す
。
壁
際
に
は
ベ

ッ
ド
状
遺
構
と
言
う
一
段
高
い
空
間
を
備

え
て
お
り
、
遺
物
は
土
器
類
の
ほ
か
に
鉄

製
品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
土
器
棺
墓
は
、
住
居
７
の
床
面
で
検
出

し
ま
し
た
。
住
居
の
南
東
隅
の
柱
位
置
に
、

柱
を
抜
取
っ
た
後
、
60
cm
×
60
cm
、
深
さ

約
30
cm
の
土
坑
を
掘
削
し
、
そ
の
中
に
鉢

で
蓋
を
し
た
甕
（
か
め
）
を
横
た
え
て
い

ま
し
た
。
土
坑
の
上
に
は
標
石
と
考
え
ら

れ
る
大
き
な
石
が
２
個
据
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
石
に
は
朱
の
痕
跡
が
見
ら
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
住
居
で
使
っ
て
い
た
朱
を

磨
り
潰
し
た
石
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
溝
１
～
３
は
幅
0.8
～
1.0
ｍ
、
深
さ
30
～

50
cm
で
、
３
ｍ
と
５
ｍ
の
間
隔
を
空
け
て

伸
び
て
お
り
、
確
認
調
査
の
結
果
100
ｍ
以

上
東
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
古
代
と
考
え
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
の
う

ち
、
建
物
１
～
５
は
柱
を
据
え
る
あ
な
が

長
さ
・
幅
50
～
70
cm
と
大
き
く
、
柱
は
痕

跡
か
ら
直
径
20
cm
程
度
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

正
方
形
プ
ラ
ン
で
総
柱
の
建
物
３
～
５
は

倉
庫
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
建
物

６
～
８
は
柱
を
据
え
る
掘
形
が
直
径
30
cm

前
後
の
円
形
で
す
。
遺
物
か
ら
建
物
１
～

５
よ
り
新
し
い
時
期
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
と
め

　
弥
生
時
代
前
期
あ
る
い
は
中
期
に
各
河

川
の
平
野
部
に
成
立
・
展
開
し
た
拠
点
集

落
は
、
中
期
の
終
わ
り
頃
か
ら
後
期
前
半

代
に
か
け
て
集
落
を
丘
陵
や
山
の
上
に
移

し
ま
す
。
こ
れ
ら
を
高
地
性
集
落
と
呼
び

ま
す
が
、
有
田
川
流
域
で
は
拠
点
集
落
と

し
て
田
殿
尾
中
遺
跡
を
、
高
地
性
集
落
と

２

土器棺墓
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　吉備町小学校総合学習

～肌で感じる地域の歴史～

調査現場において

☆藤並小学校

☆田殿小学校

☆御霊小学校

し
て
星
尾
山
遺
跡
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
田
殿
尾
中
遺
跡
で
は
中
期
末

に
途
絶
え
た
集
落
が
後
期
末
に
再
開
し
、

ま
た
平
野
部
に
あ
る
野
田
地
区
遺
跡
も
同

じ
頃
か
ら
活
動
を
始
め
ま
す
。
こ
れ
ま
で

の
調
査
な
ど
か
ら
は
後
期
中
頃
か
ら
後
期

後
半
の
集
落
の
実
態
を
う
か
が
う
資
料
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
の
調
査
で
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
空
白
期
を
埋
め
る
集
落
が

発
見
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
中
期
以
前
の
平
野
部
の
集
落
や
高
地

性
集
落
で
は
堅
果
類
を
砕
い
た
り
す
る
叩

（
た
た
き
）
石
や
凹
（
く
ぼ
み
）
石
な
ど

の
敲
（
こ
う
）
打
器
や
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
石

器
な
ど
が
出
土
し
ま
す
が
、
今
回
の
集
落

で
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
が
一
片
も
出
土
せ
ず
、

敲
打
器
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
出
土
し
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
か
ら
集
落
を
平
野
部
に
移
し
た

段
階
で
、
道
具
類
も
石
器
か
ら
鉄
器
に
移

行
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
調

査
区
の
南
で
検
出
し
た
３
条
の
溝
は
東
側

に
や
や
弧
状
を
描
い
て
伸
び
て
い
る
こ
と

が
分
っ
て
い
ま
す
。
集
落
に
接
し
て
い
る

こ
と
や
溝
の
南
側
で
は
こ
れ
ま
で
に
弥
生

時
代
の
遺
構
や
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
も
、
環
濠
あ
る
い
は
集
落
を

区
画
す
る
溝
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

今
回
の
調
査
で
弥
生
時
代
後
期
中
頃
か
ら

後
期
末
頃
に
か
け
て
の
集
落
を
新
発
見
し

た
訳
で
す
が
、
今
後
周
辺
部
も
大
規
模
に

発
掘
さ
れ
る
予
定
で
す
。
も
し
、
集
落
と

と
も
に
水
田
や
墓
域
な
ど
も
発
見
さ
れ
る

こ
と
が
あ
れ
ば
弥
生
時
代
後
期
の
生
活
を

復
元
で
き
る
資
料
に
な
る
で
し
ょ
う
。
出

土
土
器
を
検
討
す
れ
ば
集
落
の
消
長
が
明

確
に
な
り
、
周
辺
遺
跡
と
対
比
を
お
こ
な

え
ば
集
落
の
動
向
や
繋
が
り
を
把
握
で
き

ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
い
ま
だ
決
定
的
な

答
え
を
見
出
せ
な
い
高
地
性
集
落
の
性
格

に
も
迫
れ
る
可
能
が
あ
り
ま
す
。

　
本
年
度
十
一
月
中
旬
、
旧
吉
備
中
学
校

校
庭
遺
跡
の
発
掘
調
査
現
場
に
お
い
て
、

吉
備
町
（
現
有
田
川
町
）
内
の
小
学
校
三

校
の
六
年
生
を
対
象
と
し
た
総
合
学
習
を

実
施
し
た
。

　
学
習
内
容
は
、
最
初
に
教
育
委
員
会
の

川
口
さ
ん
が
資
料
と
遺
物
（
土
器
・
石

器
）
で
有
田
川
水
系
の
遺
跡
動
向
の
紹
介

を
お
こ
な
い
、
次
に
調
査
現
場
で
当
セ
ン

タ
ー
が
調
査
の
方
法
と
現
場
説
明
を
お
こ

な
っ
た
。

　
事
務
所
前
で
は
町
内
の
遺
跡
を
通
し
て

地
元
の
歴
史
を
学
び
、
ま
た
出
土
し
た
土

器
や
石
器
を
実
際
に
触
っ
て
感
触
を
確
か

め
て
い
た
。
子
供
た
ち
か
ら
は
土
器
の
重

さ
や
質
感
に
つ
い
て
思
い
思
い
の
感
想
が

飛
び
出
し
て
い
た
。
中
で
も
泣
沢
女
の
古

墳
（
天
満
１
号
墳
）
か
ら
出
土
し
た
金
環

（
イ
ヤ
リ
ン
グ
）
に
触
れ
た
と
き
の
感
動

は
す
ご
い
も
の
で
皆
口
々
に
「
す
ご
い
」

を
連
発
し
て
い
た
。
普
段
、
博
物
館
な
ど

で
ガ
ラ
ス
越
し
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の

が
、
今
は
自
分
の
手
中
に
あ
る
と
い
う
感

動
と
驚
き
で
あ
ろ
う
。

　
調
査
現
場
で
は
発
掘
中
の
様
子
を
実
際

に
見
て
も
ら
い
、
調
査
の
手
順
を
説
明
し
、

で
て
き
た
遺
構
、
特
に
竪
穴
住
居
に
つ
い

て
詳
細
に
説
明
し
た
。

　
子
供
た
ち
が
一
番
不
思
議
に
思
っ
て
い

る
の
は
、
ど
う
し
て
こ
の
場
所
に
住
居
跡

や
溝
跡
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
疑
問
は
遺
跡

見
学
に
訪
れ
た
小
学
生
だ
け
で
な
く
一
般

の
人
た
ち
の
多
く
が
思
っ
て
い
る
こ
と
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。
一
旦
、
人
間
の
手
で

掘
り
返
さ
れ
た
土
は
意
図
的
に
埋
め
戻
し

た
り
、
自
然
に
埋
没
し
て
も
、
そ
の
箇
所

の
周
辺
と
は
色
や
質
感
が
違
う
も
の
と
な

土器棺墓
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御霊小学校

田殿小学校

  藤並小学校

ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
部
分
が
遺
構
と
な
っ

て
現
在
ま
で
残
る
の
で
す
。
こ
の
遺
構
を

掘
り
、
出
土
し
た
遺
物
を
調
べ
る
こ
と
で

地
域
史
を
考
古
資
料
で
構
築
し
、
歴
史
を

復
元
す
る
の
で
す
。

　
こ
の
学
習
体
験
を
通
じ
て
、
子
供
た
ち

が
生
ま
れ
育
っ
た
地
元
の
実
際
の
遺
物
や

遺
構
に
触
れ
、
身
を
も
っ
て
歴
史
を
体
感

実
感
し
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
も

調
査
現
場
の
現
地
公
開
を
推
し
進
め
、
近

隣
の
小
中
学
校
の
教
材
と
し
て
活
用
願
う

と
と
共
に
文
化
財
の
大
切
さ
を
理
解
し
て

も
ら
え
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

藤
並
小
学
校
先
生
方
の
感
想

　
遺
物
な
ど
に
実
際
に
触
れ
る
体
験
も
取

り
入
れ
て
説
明
し
て
頂
き
、
吉
備
町
で
の

人
類
の
営
み
が
旧
石
器
時
代
か
ら
続
い
て

い
る
こ
と
を
感
動
を
持
っ
て
実
感
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
遺
跡
発
掘
現
場
の
発

掘
の
様
子
も
、
土
地
の
中
に
物
言
わ
ぬ
歴

史
が
眠
っ
て
い
て
調
査
に
よ
っ
て
分
か
っ

て
く
る
、
そ
の
地
道
な
調
査
作
業
に
感
動

し
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
吉
備
町
に
、
遙

か
昔
か
ら
人
々
が
、
長
い
歴
史
の
中
で
生

き
、
命
や
文
化
が
受
け
継
が
れ
て
き
、
ま

た
未
来
に
続
い
て
い
く
。
今
自
分
た
ち
が

生
き
て
い
る
こ
と
が
歴
史
に
な
る
。
そ
ん

な
悠
久
の
時
の
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
、
貴
重
な
体
験
が
で
き
ま
し
た
。
歴
史

を
感
じ
た
り
、
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
が
、

実
感
と
し
て
味
わ
え
た
体
験
で
し
た
。

 

田
殿
小
学
校 

見
矢
校
長
先
生
の
感
想

　
私
た
ち
の
身
近
に
こ
ん
な
遺
跡
が
あ
る

な
ん
て
驚
い
た
と
と
も
に
興
味
深
く
感
じ

ま
し
た
。
土
器
の
実
物
を
見
て
触
れ
て
、

子
供
た
ち
に
と
っ
て
も
生
き
た
授
業
が
で

き
、
教
育
に
お
い
て
実
体
験
が
大
切
だ
と

い
う
こ
と
を
再
認
識
し
た
。
こ
う
い
う
機

会
を
与
え
て
い
た
だ
い
て
有
り
難
く
思
い

ま
す
。

　
子
供
た
ち
の
感
想

・
弥
生
土
器
が
今
手
の
中
に
あ
る
と
思
う

と
わ
く
わ
く
し
た
。

・
土
器
の
実
物
を
ま
じ
か
に
見
て
触
る
こ

が
で
き
て
嬉
し
か
っ
た
。
本
物
の
弥
生
土

器
は
意
外
と
軽
か
っ
た
。

・
発
掘
中
の
遺
跡
は
教
科
書
や
資
料
、
テ

レ
ビ
で
し
か
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で

本
物
は
す
ご
い
と
思
っ
た
。

・
こ
ん
な
勉
強
が
毎
日
だ
っ
た
ら
社
会
の

勉
強
も
楽
し
い
だ
ろ
う
な
。

・
た
く
さ
ん
の
人
が
手
作
業
で
働
い
て
い

た
。
地
道
な
作
業
だ
っ
た
。
大
変
だ
な
ぁ

と
思
っ
た
。

・
竪
穴
住
居
の
構
造
が
よ
く
分
か
っ
た
。

・
発
掘
中
の
竪
穴
住
居
に
入
っ
て
、
昔
の

人
が
生
活
し
て
い
た
地
面
と
同
じ
と
こ
ろ

に
い
る
こ
と
が
す
ご
い
と
思
っ
た
。
実
際

大
き
な
家
だ
っ
た
。


