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太田茶臼山古墳 弟国宮跡伝承地にある長岡第三小学校 

筒城宮址伝承地（同志社大学内） 

さ
ら
に
継
体
を
支
持
す
る
尾
張
な
ど
の
地

方
豪
族
連
合
軍
が
得
意
の
水
運
を
利
用
し
て
、

一
気
に
畿
内
に
進
出
し
、
ヤ
マ
ト
に
圧
力
を

か
け
、
王
権
の
簒
奪
に
動
い
た
と
も
見
て
と

れ
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は
歴
史
の
永
遠
の
謎

で
す
。

交
野
天
神
社
は
、
桓
武
天
皇
が
長
岡
京
へ

遷
都
し
た
と
き
に
神
事
を
行
っ
た
場
所
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

５
１
１
年
10

月
、
継
体
天
皇
は
つ
つ
き
の
み
や

筒
城
宮
、

現
在
の
京
都
府
京
田
辺
市
多
々
羅
附
近
に
遷

宮
し
ま
す
。
早
速
そ
の
宮
跡
に
行
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

正
確
な
場
所
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

多
々
羅
地
区
に
は
「
都
谷
」
と
い
う
地
名
が

あ
り
、
こ
こ
を
「
筒
城
宮
」
の
推
定
地
と
す

る
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
附
近
は
現
在
は
同

志
社
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
設
置
の
た
め
、
大
々

的
に
造
成
さ
れ
か
つ
て
の
丘
陵
の
姿
は
変
貌

を
遂
げ
て
い
ま
す
。

同
志
社
大
学
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
、
正
門
近

く
の
丘
に
石
碑
「
筒
城
宮
址
」
が
あ
り
ま
す
。

移
転
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
樟
葉
か
ら
筒
城
へ
遷
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
ヤ
マ
ト
へ
一
歩
接
近
し
た
こ
と
に
な

る
わ
け
で
、
そ
の
意
図
と
無
関
係
に
旧
ヤ
マ

ト
勢
力
に
は
強
烈
な
圧
力
に
な
っ
た
と
見
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。
丘
に
は
説
明
板
も
用
意

さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
遷
宮
し
た
本
当
の
理
由
は
も
っ
と
別

の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

当
時
朝
鮮
半
島
は
動
乱
の
様
相
に
あ
り
、
軍

事
力
の
強
化
は
倭
国
に
と
っ
て
最
大
の
課
題

と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

筒
城
宮
が
置
か
れ
た
多
々
羅
と
い
う
地
名

は
鉄
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
附
近
が
鉄
の

産
地
又
は
鉄
の
精
製
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の
地
域
は
木

津
川
に
面
し
、
そ
の
水
利
権
を
押
さ
え
、
か

つ
軍
事
面
で
も
継
体
天
皇
に
と
っ
て
欠
か
せ

な
い
要
地
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
お
筒
城
宮
址
は
同
志
社
大
学
の
門
で
申

し
出
れ
ば
誰
で
も
見
学
可
能
で
す
。
Ｊ
Ｒ
学

研
都
市
線
で
は
同
志
社
前
駅
、
近
鉄
京
都
線

で
は
興
戸
駅
で
下
車
で
す
。
車
で
訪
問
さ
れ

た
場
合
は
、
申
し
出
れ
ば
構
内
の
駐
車
場
に

停
め
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

 

５
１
８
年
、
継
体
天
皇
は
筒
城
宮
か
ら
お
と弟

く
に
の
み
や

国
宮
へ
遷
宮
し
ま
す
。
３
番
目
の
宮
に
な
り

ま
す
。
宮
跡
の
推
定
地
は
、
現
在
の
京
都
府

長
岡
京
市
今
里
付
近
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
お
と
く
に

乙
訓
寺
や
そ
れ
に
隣
接
し
た
長

岡
第
三
小
学
校
付
近
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

乙
訓
は
、
長
岡
・
向
日
・
大
山
崎
地
域
を

指
す
地
名
で
、
古
く
は
「
弟
国
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
弟
国
の
地
名
は
、　

か
ど
の
　

葛
野
郡
か

ら
分
離
し
て
新
し
く
郡
を
作
る
と
き
、
葛
野

を
「
兄
国
」
と
し
、
新
し
い
郡
を
「
弟
国
」

と
し
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

乙
訓
寺
周
辺
地
域
か
ら
は
、
弥
生
時
代
か

ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
遺
跡
が
広
範
囲
に

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
弟
国
宮
に
繋
が
る

遺
構
の
発
見
は
な
く
、
そ
の
正
確
な
場
所
は

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
と
違
い
石

碑
も
説
明
板
も
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ボ
タ
ン

の
花
で
も
有
名
な
乙
訓
寺
で
す
が
、
こ
の
寺

は
、
推
古
天
皇
勅
願
に
よ
る
、
聖
徳
太
子
の

伽
藍
建
立
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
遷
都
す
る
原
因

と
い
わ
れ
て
い
る
桓
武
天
皇
の
皇
太
子
早
良

親
王
が
幽
閉
さ
れ
た
寺
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

阪
急
電
鉄
京
都
線
の
長
岡
天
神
駅
で
下
車

し
、
徒
歩
15

分
ほ
ど
の
距
離
で
す
。
車
で
行

か
れ
た
場
合
は
乙
訓
寺
の
駐
車
場
に
停
め
て
、

小
学
校
も
含
め
附
近
一
帯
を
散
策
す
る
と
い

い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
筒
城
宮
で
ヤ
マ
ト
に
近
づ
い

た
継
体
天
皇
が
、
弟
国
と
い
う
ヤ
マ
ト
か
ら

遠
い
地
点
に
宮
を
移
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

依
然
と
し
て
ヤ
マ
ト
に
は
継
体
天
皇
に
敵
対

す
る
勢
力
が
存
在
し
た
た
め
と
の
推
測
も
可

能
で
す
が
、
地
図
で
み
る
と
弟
国
は
も
う
一

つ
の
水
系
、
桂
川
を
押
さ
え
る
場
所
に
あ
り
、

淀
川
（
樟
葉
）、
木
津
川
（
筒
城
）、
桂
川
（
弟

国
）
と
計
画
的
に
水
運
を
支
配
し
て
い
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
継
体
天
皇
か
ら
す
れ

ば
予
定
し
た
と
お
り
の
拠
点
づ
く
り
だ
っ
た

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

三
大
水
系
を
完
全
に
押
さ
え
た
天
皇
は
、

い
よ
い
よ
ヤ
マ
ト
に
宮
を
築
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
れ
の
た
ま
ほ
の
み
や

磐
余
玉
穂
宮
で
す
。
即
位
か

ら
実
に
20
年
目
、
５
２
６
年
の
こ
と
で
し
た
。

磐
余
は
飛
鳥
に
隣
接
す
る
奈
良
県
桜
井
市

の
南
部
地
域
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
磐
余
玉

穂
宮
の
所
在
地
は
、
そ
の
桜
井
市
池
之
内
付

近
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

磐
余
は
、
神
功
皇
后
と
履
中
天
皇
が
都
を

置
い
た
い
わ
れ
の
わ
か
ざ
く
ら
の
み
や

磐
余
稚
桜
宮
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で

も
あ
り
、
継
体
天
皇
に
と
っ
て
、
こ
の
地
こ

そ
ヤ
マ
ト
で
の
宮
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
い
ず
れ
の

宮
跡
も
特
定
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
伝
承

は
残
っ
て
い
ま
す
。
磐
余
稚
桜
宮
は
稚
桜
神

社
に
、
磐
余
玉
穂
宮
は
そ
こ
か
ら
西
南
に
３

０
０
ｍ
離
れ
た
地
点
に
、
地
元
の
人
達
が
「
お

や
し
き
」
と
呼
ぶ
小
高
い
丘
が
あ
り
、
こ
れ

が
継
体
天
皇
の
宮
跡
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
も
ち
ろ
ん
伝
承
の
域
を
出
ず
、
考
古
学

的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

早
速
稚
桜
神
社
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

明
日
香
村
に
通
じ
る
県
道
15

号
線
を
農
業
大

学
校
を
目
印
に

南
に
向
か
う
ル

ー
ト
が
わ
か
り

や
す
い
で
し
ょ

う
。
樹
木
が
台

風
で
倒
れ
、
丘

の
上
の
社
殿
が

遠
く
か
ら
で
も

よ
く
見
え
ま
す

の
で
、
迷
う
こ

と
は
在
り
ま
せ

ん
。
参
道
は
丘

の
西
側
に
あ
り
、
白
木
の
鳥
居
の
脇
に
「
式

内
稚
桜
神
社
」
と
刻
ん
だ
大
き
な
石
柱
が
立

っ
て
い
ま
す
。「
稚
桜
」
の
由
緒
は
、
こ
の
地

が
履
中
天
皇
の
磐
余
稚
桜
宮
で
、
そ
の
東
に

池
（
磐
余
池
）
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
趣
旨

の
説
明
板
が
あ
り
ま
す
。
丘
の
上
か
ら
の
見

晴
ら
し
も
良
く
、
そ
こ
か
ら
西
南
方
向
を
眺

め
て
い
る
と
自
然
に
継
体
天
皇
が
思
い
浮
か

ん
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
遷
宮
の
翌
年
筑
紫
国
造
の
　

い
わ
い
　

磐
井

が
反
乱
を
起
こ
し
ま
す
。
天
皇
は
鎮
圧
の
た

め
に
大
連
の
　

も
の
の
べ
の
あ
ら
か
い
　

物
部
麁
鹿
火
を
派
遣
し
て
こ
れ

を
平
定
す
る
も
、
遷
宮
か
ら
５
年
後
こ
の
地

で
崩
御
し
ま
す
。
波
乱
に
満
ち
た
治
世
で
あ

り
ま
し
た
。

今
度
は
継
体
天
皇
の
御
陵
を
訪
ね
て
み
ま

し
ょ
う
。
崩
御
後
、
み
し
ま
の
あ
い
の
の
み
さ
さ
ぎ

三
島
藍
野
陵
に
葬
ら
れ

た
と
さ
れ
て
お
り
、
宮
内
庁
は
同
陵
を
大
阪

府
茨
木
市
太
田
三
丁
目
の
太
田
茶
臼
山
古
墳

に
比
定
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
は
高
槻
市

郡
家
新
町
の
今
城
塚
古
墳
か
ら
兵
馬
俑
の
如

き
埴
輪
群
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ

ち
ら
を
真
の
継
体
天
皇
陵
と
す
る
の
が
定
説

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

先
ず
は
太
田
茶
臼
山
古
墳
に
行
っ
て
み
ま

す
。
天
皇
陵
ら
し
く
宮
内
庁
に
よ
っ
て
丁
寧

に
管
理
さ
れ
て
お
り
、
隣
接
す
る
地
区
の
公

民
館
に
は
出
土
し
た
埴
輪
な
ど
の
解
説
板
も

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
越
前
出
身
の
天
皇
陵

と
し
て
地
元
で
は
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
発
掘
さ
れ
た

埴
輪
の
年
代
か
ら
い
っ
て
も
こ
こ
が
継
体
天

皇
陵
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

次
に
、
お
お
か
た
の
学
者
が
真
の
継
体
陵

と
す
る
今
城
塚
古
墳
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

天
皇
陵
と
し
て
は
、
宮
内
庁
の
指
定
が
な
い

た
め
唯
一
自
由
に
立
ち
入
り
の
で
き
る
場
所

で
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
現
在
は
古
墳
整

備
の
た
め
に
周
辺
す
べ
て
を
フ
ェ
ン
ス
で
覆

っ
て
立
ち
入
り
禁
止
に
な
っ
て
お
り
、
中
に

入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
高
槻
市
の
整

備
に
向
け
た
力
の
入
れ
よ
う
は
、
継
体
天
皇

ゆ
か
り
の
福
井
県
人
と
し
て
は
嬉
し
い
限
り

で
す
。
市
は
近
く
に
発
見
さ
れ
た
ハ
ニ
ワ
製

造
工
場
も
史
跡
公
園
と
し
て
一
部
復
元
し
て

い
ま
す
。
工
場
が
造
ら
れ
た
の
は
継
体
期
よ 


