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５７号

2001年 11月１日

発行・乙訓の文化遺産を守る会

櫛木先生・西川先生・都出先生・木村さん

講演は会誌『乙訓文化遺産』２２号で紹介します

（
９
月
１
８
日
）

二
〇
一
六
年
度

守
る
会
の
総
会
の
報
告

守
る
会
は
創
立
五
〇
年
を
む
か
え
、
六
月
に
記
念
講
演

会
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
九
月
十
八
日
に
は
、
向
日
市
の

寺
戸
町
公
民
館
で
、
二
〇
一
六
年
度
の
総
会
を
お
こ
な
い

ま
し
た
。

創
立
の
こ
ろ
を
ふ
り
か
え
る
な
か
で
、
五
〇
年
前
の
長

岡
京
の
発
掘
に
さ
い
し
て
発
見
さ
れ
た
轍
（
わ
だ
ち
）
の

複
製
模
型
―
都
づ
く
り
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
た
ち
の
足

あ
と
や
荷
車
の
車
輪
の
あ
と
（
現
在
は
山
城
郷
土
資
料
館

所
蔵
）
を
ぜ
ひ
都
の
あ
っ
た
こ
の
地
で
公
開
し
よ
う
、
と

い
う
声
が
お
こ
り
ま
し
た
。
往
時
の
調
査
・
研
究
の
足
あ

と
を
さ
ぐ
り
、
都
づ
く
り
の
歴
史
を
ま
な
び
ま
し
た
。

お
ふ
た
り
の
先
生
に
、「
長
岡
京
跡
の
轍
（
わ
だ
ち
）」
を

テ
ー
マ
に
記
念
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
長
岡
京
発
掘
の
思
い
出
」

西
川

幸
治

先
生
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

「
長
岡
京
の
道
路
と
轍
」

木
村

泰
彦

さ
ん
（
長
岡
京
市
埋
文
財
セ
ン
タ
ー
）

六
〇
回
歴
史
文
化
教
室

１
２
月
３
日

国
史
跡
・
乙
訓
古
墳
群
を
あ
る
く

①

―
大
山
崎
町
～
長
岡
京
市
―

乙
訓
地
域
の
古
墳
が
、
“
古
墳
群
”
と
し
て
国
史
跡
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
乙
訓
の
文
化
遺
産
を
守
る
会
は
、
創

立
以
来
乙
訓
地
域
の
古
墳
の
保
存
運
動
に
も
と
り
く
ん

で
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
指
定
は
画
期
的
な
も
の
と
喜
び

評
価
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
指
定
を
機
に
、
あ
ら
た
め
て

乙
訓
地
域
の
古
墳
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、
遺

跡
の
現
状
を
確
認
し
、
そ
の
保
存
や
活
用
の
あ
り
方
に
つ

い
て
も
考
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
乙
訓
２
市
１
町

で
史
跡
指
定
さ
れ
た
古
墳
を
何
回
か
の
シ
リ
ー
ズ
で
見

学
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
第
一
回
と
し
て
大

山
崎
町
～
長
岡
京
の
コ
ー
ス
を
あ
る
き
ま
し
た
。

案

内
・
角

早
季
子

さ
ん
（
大
山
崎
町
教
育
委
員
会
）

コ
ー
ス
・
Ｊ
Ｒ
「
長
岡
京
駅
」
・
・
恵
解
山
古
墳
・
・
中

山
修
一
記
念
館
・
・
境
野
古
墳
／
御
坊
塚
・
・
・

「
西
山
天
王
山
」
駅
（
解
散
）（
オ
プ
シ
ョ
ン
）・

小
倉
神
社
（
鳥
居
前
古
墳
遠
望
）

乙

訓

文

化

目 
 

次

総
会
・
六
〇
回
・
六
一
回
・
六
二
回
・
六
三
回

歴
史
文
化
教
室
の
報
告

「
京
都
ぎ
ら
い
」
と
い
う
け
れ
ど
・
・
堀
内
和
明 

 

【
本
の
紹
介
】

「
地
名
が
語
る
京
都
の
歴
史
」
・
・
・

後
藤
国
彦

総
会
・
講
演
会
の
あ
ん
な
い
（
９
月
９
日
）
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恵解山古墳にて（右・角さん、左・都出先生）

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

（
１
）
今
日
の
「
乙
訓
古
墳
群
を
あ
る
く
」
は
、
い
か
が

で
し
た
か
。
（
見
学
先
、
説
明
の
内
容
、
理
解
度
、

行
程
、
募
集
の
方
法
な
ど
）

・
子
ど
も
の
頃
身
近
に
見
て
い
た
塚
や
古
墳
が
国
の
史
跡

に
指
定
さ
れ
て
、
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
復
原

さ
れ
た
古
墳
の
姿
を
詳
し
く
見
る
こ
と
が
出
来
て
、
あ

と
２
回
の
古
墳
め
ぐ
り
に
も
期
待
し
て
い
ま
す
。
乙
訓

の
古
墳
群
で
は
石
室
に
入
れ
た
り
、
外
か
ら
見
ら
れ
た

り
す
る
の
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
は
都
出
先
生

は
じ
め
御
専
門
の
発
掘
に
関
わ
っ
た
先
生
方
が
要
所

要
所
で
説
明
し
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、
と
て
も
よ
か

っ
た
で
す
。

・
見
学
先
、
説
明
内
容
と
も
よ
か
っ
た
で
す
。
天
気
も
よ

く
行
程
も
よ
か
っ
た
で
す
。

・
全
体
的
に
楽
し
か
っ
た
。
勉
強
に
な
っ
た
。

・
大
変
有
意
義
な
一
日
で
し
た
。
見
学
コ
ー
ス
も
大
変
よ

か
っ
た
。
ま
た
、
説
明
も
よ
く
分
か
り
、
理
解
す
る
事

も
、
私
の
理
解
度
の
範
囲
内
に
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

・
自
分
が
住
ん
で
い
る
地
域
と
近
い
の
で
、
参
加
し
や
す

か
っ
た
。

（
２
）
各
古
墳
に
つ
い
て
い
か
が
で
し
た
か

・
以
前
の
恵
解
山
古
墳
を
知
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
復
原

さ
れ
た
姿
に
驚
き
ま
し
た
。
あ
と
二
つ
の
古
墳
は
は
じ

め
て
訪
れ
、
住
宅
開
発
の
波
な
ど
に
も
ま
れ
て
、
か
ろ

う
じ
て
そ
の
姿
を
留
め
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

中
山
修
一
先
生
に
は
西
京
高
校
在
学
中
に
地
理
の
授

業
で
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
つ
も
地
理
よ
り
も

長
岡
京
の
話
に
よ
く
脱
線
し
て
、
地
図
が
出
来
た
時
に

は
生
徒
た
ち
希
望
者
に
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
も
大
切

に
持
っ
て
い
ま
す
。
先
生
の
偉
大
さ
を
母
か
ら
も
常
々

き
い
て
い
ま
し
た
が
、
記
念
館
を
訪
れ
て
、
一
層
そ
の

思
い
を
強
く
致
し
ま
し
た
。

・
境
野
古
墳
は
大
山
崎
町
に
住
ん
で
い
た
の
に
行
っ
た
こ

と
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
の
で
、
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

・
実
際
に
訪
問
し
て
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
。

・
恵
解
山
古
墳
の
説
明
は
よ
く
分
か
っ
た
。
鉄
剣
を
収
納

し
た
ス
ペ
ー
ス
の
深
さ
が
三
〇
ｃ
ｍ
と
浅
か
っ
た
の

は
驚
き
で
あ
っ
た
。
中
山
修
一
記
念
館
の
説
明
は
、
ま

と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。

・
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

・
恵
解
山
古
墳
の
姿
が
圧
巻
で
し
た
。
説
明
が
分
か
り
や

す
か
っ
た
（
岩
﨑
様
の
説
明
）
。

・
恵
解
山
古
墳
の
復
元
方
法
に
つ
い
て
、
斜
面
を
草
敷
に

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
子
供
達
に
古
墳
の
イ
メ
ー
ジ
に
間

違
っ
た
情
報
を
与
え
ま
す
。
経
済
的
に
は
大
変
で
し
ょ

う
が
石
敷
に
し
て
欲
し
い
。

（
３
）
乙
訓
の
文
化
遺
産
を
守
る
会
の
活
動
に
つ
い
て

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

・
鳥
居
前
古
墳
を
小
倉
神
社
か
ら
望
ん
で
、
間
際
ま
で
開

発
が
押
し
寄
せ
て
い
る
様
子
に
、
息
を
呑
む
思
い
を
し

ま
し
た
が
、
あ
ち
こ
ち
で
も
同
じ
よ
う
な
現
象
が
起
こ

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
度
の
乙
訓
古
墳
群
が
国

史
跡
に
指
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
当
会
の
長
年
に
亘
る

保
存
運
動
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。
末
永
く
会

が
存
続
し
て
、
郷
土
を
愛
す
る
市
民
を
育
て
る
た
め
に

も
、
若
い
方
へ
の
呼
び
か
け
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

・
息
長
く
地
道
に
活
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
表
し

ま
す
。
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大山崎町：林さん

向日市：松崎さん

長岡京市：岩﨑さん

『乙訓文化遺産』『乙訓文化』

への投稿のおねがい

会誌・会報の発行は、会のとりくみの大

きな柱であり、貴重な財産です。歴史文

化教室の講演記録をはじめ、会員のみな

さん方の研究の交流の場であり、地域の

文化財についてのエッセーや短信など、

投稿をお願いします。

※長岡京市の古墳巡見の感想を記入し

ていただく時間がありませんでした。参

加された方の投稿お願いします。

（事務局）

六
一
回
歴
史
文
化
教
室
（
２
月
１
２
日
）

「
乙
訓
地
域
の
文
化
財
の

 
 
 

調
査
を
ふ
り
か
え
っ
て
」

お
は
な
し
：

松
崎

俊
郎

さ
ん
（
向
日
市
）

岩
﨑

誠 
 

さ
ん
（
長
岡
京
市
）

林 
 

亨 
 

さ
ん
（
大
山
崎
町
）

中
山
修
一
先
生
が
長
岡
京
の
発
掘
調
査
を
始
め
ら
れ

て
六
〇
年
余
、
乙
訓
の
文
化
遺
産
を
守
る
会
が
活
動
を
は

じ
め
て
五
〇
年
を
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
乙
訓
二
市

一
町
の
文
化
財
調
査
の
体
制
も
整
え
ら
れ
、
数
多
く
の
貴

重
な
遺
跡
の
調
査
・
保
存
が
す
す
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

今
春
退
職
さ
れ
た
方
々
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
た
だ
き
、
今
後
の
文
化
財
の
調

査
と
保
存
に
む
け
て
の
課
題
な
ど
を
は
な
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

【
感

想
】

・
大
変
興
味
深
い
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
有
意
義

な
時
間
を
す
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

・
三
人
の
方
か
ら
長
い
年
月
に
わ
た
る
、
本
当
に
汗
の
に

じ
む
活
動
の
あ
ゆ
み
を
う
か
が
い
、
こ
の
道
を
進
む

方
々
の
地
道
な
お
仕
事
が
文
化
財
を
守
っ
て
い
る
の

だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。
一
市
民
と
し
て
地
域
の
文
化
財

を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

・
有
意
義
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後

の
ご
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

・
今
ま
で
今
回
の
よ
う
な
楽
し
く
感
動
で
き
た
講
演
会
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
こ
ん
な
身
近
か
で
、
わ
か
り

や
す
い
お
話
し
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

・
三
人
の
お
話
し
を
一
日
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
残
念
な

く
ら
い
中
身
の
こ
い
も
の
で
し
た
。
資
料
も
じ
っ
く
り

時
間
を
か
け
て
見
た
か
っ
た
で
す
。
文
化
財
の
普
及
・

啓
発
の
取
り
組
み
も
考
え
て
い
か
な
い
と
！

・
三
人
の
講
師
の
方
か
ら
体
験
談
も
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
、

手
話
通
訳
を
通
じ
て
よ
く
理
解
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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今里車塚にて 参加者集合写真

第
六
二
回
歴
史
文
化
教
室

４
月
３
０
日

国
史
跡
：
乙
訓
古
墳
群
を
あ
る
く

②

―
長
岡
京
市
―

国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
乙
訓
古
墳
群
を
め
ぐ
る
第
二
回

目
は
、
長
岡
京
市
域
の
古
墳
の
探
訪
を
行
な
い
ま
し
た
。

案
内
：
山
下
研
さ
ん
・
大
髙
義
寛
さ
ん
（
長
岡
京
市
教
育

委
員
会
）

コ
ー
ス
：
阪
急

「
長
天
」-

-
-

（
舞
塚
）
―
今
里
大
塚

―
七
ツ
塚
古
墳

―
（
長
法
寺
南
原
古
墳
）
―

光
明
寺
（
ト
イ
レ
休
憩
）
―
（
芝
古
墳
）
―
井

ノ
内
車
塚
―
井
ノ
内
稲
荷
塚
―
現
地
解
散

【
感

想
】

事
務
局
の
方
々
、
行
事
計
画
お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
。

非
常
に
良
い
企
画
で
し
た
が
、
一
日
か
け
て
歩
く
見
学
距

離
を
半
日
で
行
っ
た
の
で
、
疲
れ
ま
し
た
。

半
日
で
２
０
０
０
０
歩
弱
は
ハ
ー
ド
で
し
た
。

一
回
目
は
参
加
し
て
い
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

三
回
目
も
同
様
の
距
離
で
し
ょ
う
か
。

も
う
少
し
余
裕
が
あ
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。

み
ん
な
で
歩
く
と
い
ろ
い
ろ
楽
し
い
つ
ぶ
や
き
も
あ
り
、

ひ
と
り
で
は
行
き
た
く
な
い
と
こ
ろ
も
い
け
る
の
で
、

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

３
回
目
は
ど
こ
か
石
室
に
入
れ
る
で
し
ょ
う
か
？

お
た
よ
り

『
乙
訓
文
化
遺
産
』
２
１
号
を
う
け
と
っ
て

先
日
は
会
誌
「
乙
訓
文
化
遺
産
」
第
２
１
号
を
送
付
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
誌
を
涙
な
が
ら

に
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

会
誌
を
手
に
取
っ
た
時
、
い
つ
も
と
違
い
、
ず
し
ん
と

重
た
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
会
誌
の
ペ
ー
ジ
数
が
多

い
だ
け
で
は
な
く
、
充
実
し
た
記
事
の
内
容
と
「
乙
訓
文

化
遺
産
の
会
」
の
歴
史
だ
と
思
い
ま
し
た
。
（
資
料
）
「
１

９
８
９
年
守
る
会
総
会
シ
ン
ポ
の
記
録
」
の
ペ
ー
ジ
を
開

く
と
、
約
２
７
年
前
の
１
９
８
９
年
に
長
岡
京
市
中
央
公

民
館
で
開
か
れ
た
総
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
、
中
山
先

生
や
平
先
生
ら
を
は
じ
め
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
が
真
剣
に

乙
訓
地
域
の
文
化
遺
産
を
守
る
た
め
に
議
論
さ
れ
て
い

る
姿
が
よ
み
が
え
っ
て
き

ま
し
た
（
当
日
の
様
子
を
伝

え
る
写
真
が
な
い
の
が
残
念
で
す
）
。
ま
た
、
編
集
後
記

の
ペ
ー
ジ
も
冒
頭
の
文
章
に
も
感
激
し
ま
し
た
。
「
乙
文

５
０
年
の
あ
ゆ
み
は
乙
訓
地
域
の
文
化
遺
産
の
保
存
と

活
用
の
歴
史
で
し
た
。
記
念
講
演
で
井
上
満
郎
先
生
は

「
極
端
な
話
、
も
し
乙
文
が
な
け
れ
ば
長
岡
京
あ
る
い
は

乙
訓
の
文
化
遺
産
の
有
り
様
は(

中
略
）
も
っ
と
違
っ
た
、

極
端
な
言
い
方
で
す
が
、
ひ
ど
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
を
胸
に
、
今
後
も
活
動
を
続
け
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
が
書
け
る
の
は
、
や
は

り
五
〇
年
間
活
動
を
続
け
て
き
た
乙
訓
文
化
遺
産
を
守

る
会
で
し
か
書
け
な
い
、
大
き
な
誇
り
だ
と
思
い
ま
す
。

乙
訓
の
文
化
遺
産
を
守
り
た
い
と
の
思
い
、
今
後
も
若
い

皆
さ
ん
に
も
リ
レ
ー
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

涙
も
ろ
く
な
っ
た
田
舎
暮
ら
し
の

中
尾
秀
正
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大原さん

片山さん

井上さん

富永屋の会場風景

六
三
回
歴
史
文
化
教
室

７
月
２
日

「
ふ
る
さ
と
乙
訓
の
歴
史
を
ま
な
ぼ
う
」

―

第
３
回

会
員
の
研
究
発
表
会

―

守
る
会
は
会
員
ひ
と
り
ひ
と
り
が
主
人
公
と
し
て
、
会

や
地
域
の
と
り
く
み
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
学
習

の
成
果
を
会
誌
『
乙
訓
文
化
遺
産
』
や
会
報
『
乙
訓
文
化
』

に
発
表
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
３
回
目
と
な
る
会
員
の

学
習
成
果
の
発
表
と
交
流
の
機
会
を
も
ち
ま
し
た
。

発
表
：
片
山
秀
雄
さ
ん
「
富
永
屋
の
古
文
書
を
よ
む
」

井
上
喜
雄
さ
ん
「
離
宮
八
幡
宮
の
日
記
を
よ
む
」

大
原
治
三
さ
ん
「
宝
菩
提
院
廃
寺
の
お
も
い
で
」

【
感

想
】

・
会
員
の
発
表
会
を
今
後
も
ひ
き
続
き
お
ね
が
い
し
ま
す
。

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す

・
富
永
屋
の
保
存
に
つ
い
て
の
話
に
感
心
を
も
っ
た
。
関

係
者
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
な
ん
と
か
残
し
て

ほ
し
い
文
化
財
で
す
。

・
宝
菩
提
院
の
話
は
非
常
に
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。

・
大
原
氏
の
は
な
し
、
地
域
で
守
る
文
化
遺
産
の
訴
え
に

は
迫
力
を
感
じ
ま
し
た
。
森
安
氏
・
片
山
氏
の
コ
メ
ン

ト
も
圧
巻
！
、
行
政
・
市
民
の
協
力
！
（
鵜
野
）

・
古
文
書
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
日
の
お
話
、

興
味
深
く
お
聞
き
し
ま
し
た
。

・
こ
の
よ
う
な
会
合
が
日
本
全
国
で
開
催
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
向
日
市
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ

う
な
活
動
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
よ
う
ね
が
っ

て
い
ま
す
。

・
江
戸
時
代
の
富
永
屋

さ
ん
に
興
味
が
あ
っ
た

の
で
参
加
し
ま
し
た
。

古
文
書
部
会
の
方
々
の

研
究
の
成
果
が
楽
し
そ

う
で
し
た
。
一
字
一
字

読
み
進
め
て
い
く
中
で
、

当
時
の
暮
ら
し
の
一
端

が
垣
間
見
え
て
き
ま
す

ね
。
離
宮
八
幡
の

社
役
人
の
日
記

か
ら
も
、
人
々
の

も
め
事
の
仲
裁

な
ど
、
面
白
く
お

聞
き
し
ま
し
た
。

宝
菩
提
院
廃
寺

の
お
話
し
も
大

変
面
白
か
っ
た

で
す
。
地
域
の
史

跡
を
守
っ
て
行
く
こ
と
の
大
切
さ
を
強
く
お
も
い
ま

し
た
。
（
Ｆ
・
Ｈ
）

・
大
山
崎
の
事
、
富
永
屋
の
事
、
宝
菩
提
院
の
こ
と
、
そ

れ
ぞ
れ
時
代
の
様
子
が
わ
か
り
、
い
ろ
い
ろ
プ
ラ
ス
に

な
り
ま
し
た
。

・
古
文
書
の
読
み
解
き
、
説
明
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
、
少

し
ず
つ
分
か
り
ま
し
た
。
①
富
永
屋
に
宿
帳
が
な
い
、

伊
能
忠
敬
の
日
記
に
投
宿
の
記
載
が
あ
る
、
②
離
宮
八

幡
の
日
記
に
、
役
所
や
裁
判
所
の
如
き
記
録
が
あ
る
。

全
国
で
、
世
界
で
い
ろ
い
ろ
あ
る
文
献
に
は
、
夫
々
内

容
を
表
す
別
題
・
傍
題
を
つ
け
る
と
、
よ
り
理
解
が
深

ま
る
と
思
う
。（
吉
武
）

・
宝
菩
提
院
跡
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
（
地
中

遺
構
で
は
な
く
）
き
ち
っ
と
し
た
遺
跡
と
し
て
保
存
し

て
ほ
し
か
っ
た
。
残
念
で
す
。
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《
京
都
雑
想
》 

 

堀
内

和
明

「京
都
ぎ
ら
い
」と
い
う
け
れ
ど
・・・

近
年
、
京
都

ブ
ー
ム
は
異
常

な
高
ま
り
で
あ

る
。
世
界
一
の

観
光
地
！
と
い

う
ネ
ッ
ト
情
報

も
あ
っ
て
、
季
節
を
問
わ
ず
京
都
は
外
国
人
観
光
客
で
賑

わ
い
、
風
雅
な
情
緒
は
甲
高
い
外
国
語
に
打
ち
消
さ
れ
て

騒
然
と
し
て
い
る
。
ひ
と
む
か
し
前
の
京
都
を
知
る
者
や

京
都
市
民
で
、
好
感
を
も
っ
て
京
都
を
語
る
者
は
ほ
と
ん

ど
い
な
く
な
っ
た
。
地
元
の
ひ
と
び
と
に
愛
さ
れ
な
い
京

都
と
は
！
？
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
・
・
・
。

観
光
シ
ー
ズ
ン
が
近
づ
く
と
、
情
報
誌
や
婦
人
誌
の
多

く
が
京
都
特
集
を
組
み
、
観
光
客
の
呼
び
込
み
を
競
う
。

最
近
は
学
者
ま
で
が
京
都
ブ
ー
ム
の
波
に
乗
っ
て
、
印
税

を
稼
ぐ
手
立
て
を
講
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
最
た
る

も
の
が
、
井
上
章
一
の
『
京
都
ぎ
ら
い
』
（
朝
日
新
書
）

で
あ
る
。
洛
外
の
花
園
で
生
ま
れ
嵯
峨
で
育
ち
、
宇
治
に

住
む
井
上
氏
が
、
洛
中
の
人
々
か
ら
差
別
的
言
動
を
投
げ

か
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
個
人
体
験
に
も
と
づ
き
、
そ
の

要
因
を
エ
ッ
セ
ー
風
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

洛
外
に
住
み
な
が
ら
京
都
人
と
称
す
る
の
は
い
か
が

な
も
の
か
、
と
す
る
京
都
人
の
「
中
華
思
想
」
を
難
じ
た

も
の
だ
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
京
都
ぎ
ら
い
と
は
、
い
か
に

も
井
上
氏
ら
し
い
、
パ
ラ
ド
ク
ス
を
生
か
し
た
京
都
売
り

込
み
で
あ
る
。
意
外
な
発
想
か
ら
歴
史
や
社
会
を
読
み
解

く
伝
統
は
、
梅
原
猛
（
初
代
所
長
）
以
来
の
国
際
日
本
文

化
セ
ン
タ
ー
の
伝
統
の
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
洛
中
・
洛
外
の
区
別
は
豊
臣
秀
吉
の
京
都
改
造

（
御
土
居
に
よ
っ
て
洛
中
を
囲
繞
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

時
の
権
力
に
よ
っ
て
行
政
区
画
、
地
名
表
示
は
変
転
す
る

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
京
都
に
は
平
安
遷
都
以
来
の

“
千
年
の
都
”
の
伝
統
が
あ
り
、
井
上
氏
も
そ
れ
が
基
層

に
あ
っ
て
の
京
都
人
の
奢
り
と
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
京
都
、
と
い
っ
て
も
旧
国
名
で
山
城
国
愛
宕

（
お
た
ぎ
）
郡
の
生
ま
れ
で
、
現
在
は
京
都
市
左
京
区
と

表
示
さ
れ
て
い
る
。
左
京
区
と
い
う
か
ら
に
は
平
安
京
の

左
京
に
由
来
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
左
京
区

は
旧
愛
宕
郡
を
抱
き
込
ん
で
、
北
は
若
狭
国
と
の
国
境
に

も
ほ
ど
近
い
久
多
（
く
た
）
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
旧
愛
宕
郡
に
属
し
た
久
多
や
大
原
、
岩
倉
の

住
民
が
京
都
市
民
と
称
し
て
も
さ
ほ
ど
の
違
和
感
も
な

い
。
そ
れ
は
、
旧
河
内
国
錦
部
郡
に
住
む
我
々
が
大
阪
府

民
と
称
し
、
旧
和
泉
国
大
鳥
郡
の
泉
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の

住
民
が
堺
市
民
と
称
す
る
の
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
の
で

あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
京
都
だ
け
が
問
題
に
な
る
の
か
？
そ

れ
は
や
は
り
世
界
一
の
観
光
地
に
あ
っ
て
、
今
な
お
洛

中
・
洛
外
を
問
題
と
す
る
特
権
意
識
（
洛
外
者
の
被
害
意

識
と
表
裏
一
体
の
）
が
井
上
氏
に
も
あ
る
か
ら
で

は
・
・
？
！
も
ち
ろ
ん
、
近
年
の
京
都
ブ
ー
ム
と
は
無
関

係
に
、
京
都
の
概
説
書
と
し
て
そ
の
歴
史
や
名
所
・
遺
跡

を
精
査
し
た
書
籍
も
多
い
。
古
く
は
１
９
６
２
年
刊
の
林

屋
辰
三
郎
『
京
都
』
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
で

は
２
０
１
４
年
刊
行
の
高
橋
昌
明
『
京
都
〈
千
年
の
都
〉

の
歴
史
』
、
そ
し
て
昨
年
１
月
刊
の
高
木
博
志
等
に
よ
る

『
京
都
の
歴
史
を
歩
く
』
と
、
一
見
ブ
ー
ム
に
便
乗
し
た

か
に
み
え
る
刊
行
が
続
い
た
。
が
、
い
ず
れ
も
歴
史
学
者

に
よ
っ
て
、
三
者
三
様
の
視
点
で
京
都
探
訪
が
展
開
さ
れ

て
い
て
、
奥
深
い
京
都
の
歴
史
や
情
緒
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
る
。

以
上
の
三
点
は
い
ず
れ
も
岩
波
新
書
だ
が
、
昨
年
６
月

に
は
京
都
の
文
理
閣
か
ら
、
仁
木
宏
を
は
じ
め
京
都
に
造

詣
の
深
い
学
者
を
総
動
員
し
て
、
『
歴
史
家
の
案
内
す
る

京
都
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
読
後
、
す
ぐ
に
で
も
京
都
へ
行

っ
て
み
た
く
な
る
京
都
案
内
書
で
あ
る
。

※

本
稿
は
河
内
長
野
市
の
中
世
史
研
究
者
の
知
人
の
発
行
し
て
い
る
地

域
誌
『
歴
史
と
地
域
』
よ
り
、
著
者
の
了
解
を
え
て
転
載
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
髙
橋
先
生
や
仁
木
宏
先
生
な
ど
、
守
る
会
の
先
生
方
の
本
の

紹
介
も
あ
り
ま
す
。
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山崎達雄さんが

循環学会の賞を授賞されました

前号会報で紹介した『ごみとトイレの

近代誌』の著者の山崎さんが、28 年度

「廃棄物資源循環学会・著作賞」を授

賞されました。若いころから、古文書

部会に参加して、環境関係の資料をコ

ツコツと収集され、研究を大成されて

きました。この度の授賞おめでとうご

ざいます。「ゴミとウンチの山崎さん」

などと言ってごめんなさい。（古文書

子）

本
の
紹
介

「
地
名
が
語
る

京
都
の
歴
史
」        

糸
井
通
浩
・
綱
本
逸
雄
編   

東
京
堂
出
版

「
宇
宙
」
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
のc

o
sm
o
s

の
訳
語
と

し
て
使
わ
れ
る
が
、
本
来
は
「
宇
」
が
場
所
や
空
間
を
、

「
宙
」
が
時
間
を
著
す
。
本
書
は
、
京
都
と
い
う
「
宇
」

場
所
に
つ
い
て
、
そ
の
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
各
時
代
の

「
宙
」
時
間
で
切
っ
て
見
せ
て
く
れ
る
。
京
都
は
乙
訓
地

区
を
含
む
京
全
域
で
あ
り
、
時
代
は
平
安
京
以
前
か
ら
幕

末
か
ら
現
代
へ
ま
で
で
、
六
章
３
２
項
目
に
分
け
て
い
る
。

１
２
名
の
著
者
が
５
０
０
ペ
ー
ジ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
京

の
町
を
活
写
し
て
い
る
。
参
考
文
献
は
巻
末
に
よ
る
と
２

５
０
以
上
あ
り
、
以
外
に
有
名
無
名
の
各
時
代
の
史
料
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
て
い
る
。
地
名
の
由
来
が
知
れ
れ
ば

そ
の
地
が
ど
ん
な
場
所
で
あ
っ
た
か
が
分
か
り
、
地
名
の

離
合
集
散
が
分
か
れ
ば
変
遷
が
見
え
て
く
る
。
書
名
が
示

す
通
り
、
地
名
を
知
る
こ
と
で
京
の
歴
史
が
現
れ
て
く
る
。

四
条
通
を
西
行
し
松
尾
橋
の
手
前
で
折
れ
て
桂
川
（
大
堰

川
）
沿
い
に
渡
月
橋
ま
で
行
く
堤
防
は
、
「
罧
原
堤
」
と

呼
ば
れ
る
。
罧
は
難
読
漢
字
で
フ
シ
ハ
ラ
ツ
ツ
ミ
と
読
む
。

藤
原
氏
と
の
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
実
は
フ
シ
は

柴
の
古
語
で
ハ
ラ
は
詰
め
込
ん
だ
腹
で
あ
る
。
古
代
に
柴

を
編
ん
で
垣
と
し
て
堤
防
に
し
た
た
め
名
付
け
ら
れ
た

と
看
破
し
て
い
る
。

藤
原
京
跡
か
ら
出
土
し
た
「
乙
訓
」
「
弟
国
」
と
書
か
れ

た
木
簡
を
調
査
し
、
弟
国
の
名
は
当
時
京
都
の
葛
野
郡
を

兄
と
み
て
弟
の
国
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
通
説
や
、

ま
た
同
じ
く
「
山
代
」
「
山
背
」
と
書
か
れ
た
も
の
か
ら

平
城
京
の
裏
と
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

平
安
京
時
代
で
は
、
市
内
に
残
る
染
殿
・
近
衛
・
大
炊
・

少
将
井
・
神
泉
苑
な
ど
の
地
名
は
、
そ
こ
に
そ
れ
ら
の
施

設
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

大
鏡
に
あ
る
百
鬼
夜
行
す
る
「
あ
は
ゝ
の
つ
し
」
に
つ
い

て
、
当
時
の
多
く
の
史
料
を
渉
猟
し
て
、
大
宮
大
路
を
南

下
し
た
辺
り
と
論
証
し
て
い
る
。

鎌
倉
室
町
期
で
は
、
座
が
解
体
し
町
が
発
展
す
る
に
し
た

が
っ
て
、
里
商
人
が
「
立
ち
売
り
」
し
た
こ
と
で
、
上
立

売
・
中
立
売
・
下
立
売
の
名
前
が
で
き
、
同
業
者
が
集
ま

っ
た
商
業
名
の
木
屋
・
麩
屋
・
車
屋
・
両
替
な
ど
が
で
き

た
と
し
て
い
る
。

秀
吉
が
聚
楽
第
を
作
っ
た
時
代
で
は
、
州
浜
・
新
白
水

丸
・
山
里
・
亀
木
・
多
門
・
天
秤
な
ど
の
名
は
、
そ
れ
ぞ

れ
聚
楽
第
の
施
設
の
名
前
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
で
は
、
鶴
岡
の
豪
商
の
妻
清
野
が
長
期
に
わ
た

っ
て
記
し
た
道
中
日
記
の
興
味
深
い
話
し
を
載
せ
て
京

の
町
を
説
明
し
、
地
名
の
由
来
も
述
べ
て
い
る
。

近
世
で
は
、
久
御
山
に
あ
っ
た
巨
椋
池
に
関
し
て
小
倉
の

名
が
残
り
、
中
書
島
・
向
島
・
填
島
な
ど
島
で
あ
っ
た
こ

と
の
地
名
を
残
し
て
い
る
。

以
上
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
本
文
は
も
っ
と
広

く
深
く
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。
自
分
の
住
む
地
名
の
由

来
を
知
っ
て
歴
史
を
知
る
、
不
思
議
な
地
名
の
由
来
を
知

っ
て
感
動
す
る
な
ど
の
た
め
に
は
好
書
で
あ
ろ
う
。

（
後
藤

国
彦
）
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平成29年（2017）乙訓の文化遺産を守る会

総会および 講演会のあんない

と き ：９月9日（土曜）13時 30分～16時 30分

会 場 ：長岡京市中央生涯学習センター ３階特別展示室

（ＪＲ長岡京駅前バンビオ一番館内）

総 会 ：2016年度のまとめ／2017年度の方針

講 演：「乙訓古墳群の国史跡指定の意義」

古川 匠 さん（京都府教育委員会文化財保護課）

※ 会場で歴史文化教室（古墳巡見）の写真展示をおこないます

乙
訓
文
化 

 

８
８
号

発
行
日

２
０
１
７
年
（
平
成
２
９
）
年
７
月
３
１
日

発
行
所

乙
訓
の
文
化
遺
産
を
守
る
会

事
務
局

長
谷
川
澄
夫

方

〒6
1
7

‐0
0
0
2

京
都
府
向
日
市
寺
戸
町
西
野
辺
８

℡0
7
5
-
9
2
1
-
20
5
4

／
Ｈ
Ｐ
（h

t
t
p
:
/
/o
t
u
b
u
n
.
or
g

）

振
替
番
号

０
０
９
９
０-

８-

１
３
０
０
８
４

年
間
会
費

２
０
０
０
円

阪
急
の
駅
名(

「
長
岡
宮
前
」）
の
提
案
か
ら

会
報
『
乙
訓
文
化
』
８
７
号
に
阪
急
の
駅
名
変
更 

 
 

 

の
提
案
（
西
向
日
町
→
長
岡
宮
前
・
東
向
日
→
西
国
街
道

口
）
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
賛
否
さ
ま
ざ
ま
の

ご
意
見
を
お
よ
せ
い
た
だ
い
た
。
こ
の
記
事
が
京
都
新
聞

（
１
月
２
６
日
付
）
の
「
凡
語
」
に
も
紹
介
さ
れ
、
こ
れ

を
見
た
知
人
か
ら
も
「
見
た
よ
ー
」
の
連
絡
を
い
た
だ
き

共
感
を
え
た
よ
う
で
、
ち
ょ
っ
と
嬉
し
い
気
分
で
も
あ
る
。

ま
た
、
守
る
会
の
副
会
長
の
坂
下
さ
ん
が
、
阪
急
電
車

の
担
当
の
方
に
会
報
を
送
ら
れ
、
こ
の
提
案
に
つ
い
て
照

会
し
て
い
た
だ
い
た
。
阪
急
の
担
当
の
方
か
ら
、
「
現
状

で
は
無
理
」
と
の
回
答
を
い
た
だ
い
た
。
駅
名
変
更
は
単

に
看
板
の
付
け
替
え
で
は
済
ま
な
い
、
全
線
に
わ
た
る
大

事
業
で
、
近
年
の
「
洛
西
口
」
駅
や
「
西
山
天
王
山
」
駅

開
業
の
機
会
に
連
動
し
て
い
れ
ば
と
も
思
い
、
ち
ょ
っ
と

悔
や
ま
れ
も
す
る
。

と
ま
れ
、
今
回
の
提
案
は
守
る
会
と
し
て
の
見
解
や
要

望
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
個
人
的
な
思
い
つ
き
の
投
稿
記

事
で
あ
る
。
単
に
「
駅
名
変
更
の
ア
イ
デ
ア
」
と
し
て
で

は
な
く
、
乙
訓
二
市
一
町
の
行
政
や
市
民
が
、
「
町
お
こ

し
」
を
競
う
の
で
は
な
く
、
「
お
と
く
に
」
地
域
と
し
て

協
力
し
て
と
り
く
み
を
進
め
て
い
っ
て
は
と
い
う
願
い

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
教
育
・
文
化
の
施
策
は
、
行
政

や
担
当
者
の
「
事
業
」
と
し
て
の
み
で
な
く
、
広
く
市
民

の
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を
活
か
し
て
取
り
組
ん
で
ほ
し
い

と
の
願
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
守
る
会

の
会
誌
や
会
報
へ
の
会
員
の
方
々
の
活
発
な
投
稿
を
期

待
し
て
の
「
お
ね
が
い
」
で
も
あ
る
。
（
長
谷
川
澄
夫
）

【
編
集
後
記
】

く
る
日
も
く
る
日
も
「
真
夏
日
」
「
熱
帯
夜
」
、
会
員
の
み
な
さ

ま
方
に
は
お
元
気
で
し
ょ
う
か
。
昨
秋
会
誌
『
乙
訓
文
化
遺
産
』
２

１
号
（
５
０
周
年
特
集
）
を
発
行
し
て
、
ホ
ッ
と
し
た
の
か
、
会
報

の
発
行
が
滞
っ
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
年
末
の
つ
も
り
が
、
３

月
末
に
、
５
月
末
に
、
７
月
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
歴
史
文
化

教
室
は
「
乙
訓
古
墳
群
」
の
見
学
・
現
状
確
認
の
企
画
や
、
会
員
の

発
表
会
な
ど
、
地
道
に
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
会
報
の
発
送

を
も
っ
て
、
総
会
の
あ
ん
な
い
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
総
会
・

講
演
会
へ
の
ご
参
加
、
お
よ
び
会
誌
・
会
報
へ
の
投
稿
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。」
（
は
）


