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第
１
章　

石
上
神
宮
と
布
留
遺
跡

１　

大
和
の
要
衝
、
布
留

　
布ふ

留る

遺
跡
は
、
大
和
高
原
に
源
を
発
す
る
布
留
川
が
盆
地
部
へ
流
れ
出
す
谷
口
付
近
の
、
布
留
川
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
右
岸
の
扇
状
地
上
、
お
よ
び
左
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
広
が
る
、
東
西
二
・
〇
キ
ロ
、
南
北
一
・
五
キ

ロ
の
広
さ
の
旧
石
器
か
ら
近
世
に
い
た
る
複
合
遺
跡
だ
（
図
1
・
2
）。
本
書
で
は
、
現
在
の
行
政
区
画
で
は
天

理
市
の
杣そ

ま

之の

内う
ち

・
守も

り

目め

堂ど
う

・
豊と

よ

井い

・
布
留
な
ど
の
各
町
に
ま
た
が
っ
て
布
留
遺
跡
が
所
在
す
る
地
域
を
「
布

留
」
と
よ
ぼ
う
。

　
こ
の
布
留
の
東
部
に
は
、
奈
良
盆
地
東
縁
の
山
裾
を
桜
井
か
ら
布
留
を
通
り
、
奈
良
に
向
か
う
山
辺
の
道
が

南
北
に
は
し
る
。
こ
の
道
は
、『
古
事
記
』
崇
神
天
皇
条
に
は
「
御
陵
は
山
辺
の
道
の
勾ま

が
りの
岡
の
上
に
在
り
」

と
記
さ
れ
、
ま
た
景
行
天
皇
条
に
も
「
御
陵
は
山
辺
の
道
の
上
に
在
り
」
と
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
存
在
し
た

幹
道
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
の
武
烈
天
皇
即
位
前
紀
に
は
乃な

楽ら

山や
ま

（
平な

ら
や
ま

城
山
丘
陵
）
で
討
た
れ
た

図1 ●布留遺跡全景（南上空より）
写真中央、東の山塊から盆地に流れ出た布留川が形成した扇状地上に市街地が広がって
いる様子がわかる。布留遺跡はこの扇頂から扇央部、南岸の河岸段丘上に広がる。

布 留 遺 跡

西乗鞍古墳

西山古墳

東乗鞍古墳

小墓古墳

布 留 川
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平へ
ぐ
り
の群

鮪し
び

を
慕
う
物も

の

部の
べ

麁あ
ら

鹿か

火び

の
娘
、
影か

げ

媛ひ
め

悲
哀
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

石い
そ

の
上か

み

　
布
留
を
過
ぎ
て
　
薦こ

も

枕ま
く
ら　

高た
か

橋は
し

過
ぎ
　
物も

の

多さ
は

に
　
大お

ほ

宅や
け

過
ぎ
　
春は

る

日ひ

　
春か

す
が日

を
過
ぎ
　
妻つ

ま

隠ご
も

る
小こ

佐さ

保ほ

を
過
ぎ
　
玉た

ま

笥け

に
は
　
飯い

ひ

さ
へ
盛も

り
　
玉た

ま

盌も
ひ

に
　
水み

づ

さ
へ
盛も

り
　
泣な

き
沾そ

ぼ

ち
行
く
も
　
影
媛
あ
は
れ

　
こ
の
歌
か
ら
、
桜
井
か
ら
の
び
て
い
た
古
道
が
布
留
を
過
ぎ
て
、
さ
ら
に
高
橋
、
大
宅
、
春
日
、
小
佐
保
を

過
ぎ
て
、
乃
楽
山
へ
と
通
じ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
布
留
川
は
伊
勢
・
伊
賀
に
通
じ
る
重
要
な
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
和
田
萃
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
布
留
川
を
さ
か
の
ぼ
る
と
天
理
市
福ふ

く

住す
み

を
経
て
、
奈
良
市
都つ

祁げ

に
い
た
る
。
都
祁
に
は
、
古
墳
時

代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
三さ

ん
り
ょ
う
ぼ

陵
墓
古
墳
群
が
あ
り
、
中
期
に
は
三
陵
墓
西
古
墳
や
三
陵
墓
東
古
墳
が
相
前

後
し
て
築
か
れ
て
い
る
。
三
陵
墓
西
古
墳
は
、
直
径
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
大
型
円
墳
で
全
長
八
・
四
メ
ー
ト
ル
の

長
大
な
割
竹
形
木
棺
を
埋
葬
施
設
と
し
、
三
陵
墓
東
古
墳
は
全
長
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
前
方
後
円
墳
で
、

古
墳
時
代
中
期
に
大
き
な
勢
力
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
布
留
遺
跡
は
布
留
川
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
都
祁
の
勢
力
と
も
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
伊
賀
・
伊
勢
へ
と
も

通
じ
、
奈
良
盆
地
の
み
な
ら
ず
、
東
の
勢
力
と
も
通
じ
る
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

図2 ●布留遺跡の調査区と杣之内古墳群
東西2 km、南北1.5 kmの大きさの布留遺跡の南には、この地を治めた首長の
奥津城である杣之内古墳群が隣接する。
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『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
九
年
一
〇
月
条
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

　
石
上
神
宮
に
は
六
一
文
字
の
銘
文
が
表
裏
両
面
に
金き

ん

象ぞ
う

嵌が
ん

さ
れ
た

有
名
な
七し

ち

支し

刀と
う

が
納
め
ら
れ
て
い
る
（
図
3
左
）。
こ
れ
は
、
後
で
述

べ
る
石
上
神
宮
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
禁
足
地
か
ら
出
土
し

た
も
の
で
は
な
く
、
五
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
鉄
盾
な
ど

と
と
も
に
、
長
年
に
わ
た
り
神
宮
に
伝
世
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
吉
田
晶
の
訳
に
よ
れ
ば
、
表
に
は
「
泰た

い

和わ

四
年
（
三
六
九
）
十
一

月
十
六
日
、
刀
剣
を
造
る
の
に
よ
い
日
と
時
刻
を
え
ら
ん
で
、
よ
く

鍛
え
た
鉄
で
七
支
刀
を
造
っ
た
。
こ
の
刀
は
あ
ら
ゆ
る
兵
器
に
よ
る

災
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
礼
儀
正
し
い
侯
王
が
所
持
す
る
の
に

相ふ
さ
わ応
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
刻
ま
れ
、
裏
に
は
「
い
ま
ま
で
、
こ
の

よ
う
な
刀
は
な
か
っ
た
。
百
済
王
（
近
肖
古
王
）
の
世
子
（
近
仇
首

王
）
は
、
神
明
の
加
護
を
受
け
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
倭

王
の
為
に
こ
の
刀
を
精
巧
に
つ
く
ら
せ
た
。
刀
が
末
長
く
後
世
に
伝

２　

石
上
神
宮
と
物
部
氏

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
な
か
の
石
上
神
宮

　
布
留
遺
跡
の
東
縁
に
は
石

い
そ
の

上か
み

神
宮
が
鎮
座
す
る
（
図
3
右
）。
布
留
遺
跡
は
物
部
氏
が
拠
点
を
置
い
た
遺
跡

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
関
係
は
こ
の
石
上
神
宮
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
石
上
神
宮
は
ヤ
マ
ト
王
権
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
神
宮
で
も
あ
っ
た
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の

語
る
石
上
神
宮
と
物
部
氏
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
石
上
神
宮
は
、
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
を
祭
神
と
し
、
古
く
よ
り
物
部
氏
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
』
中
巻
神
武
天
皇
条
に
、
神
武
天
皇
が
日
向
よ
り
東
征
し
て
熊
野

に
入
っ
た
と
き
に
、
大
熊
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
毒
気
に
あ
た
り
神
武
天
皇
の
軍
は
倒
れ
る
が
、
天

あ
ま
て
ら
す照
大お

お
み
か
み
神
に
よ

っ
て
天
よ
り
「
横た

刀ち

」
が
遣つ

か

わ
さ
れ
、
そ
の
霊
威
に
よ
り
神
武
天
皇
の
軍
は
勝
利
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
横
刀

は
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
と
よ
ば
れ
、「
石
上
神
宮
に
坐
す
」
と
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
六

月
条
に
も
同
じ
よ
う
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
石
上
神
宮
の
祭
神
、
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
は
武
器
神
で
あ
っ
た
。

王
権
の
武
器
庫
と
し
て
の
石
上
神
宮

　
ま
た
、『
古
事
記
』
中
巻
垂
仁
天
皇
条
に
印い

に

色し
き

入い
り

日ひ

子こ
の

命み
こ
とが
横た

刀ち

一
千
口
を
つ
く
り
、
石
上
神
宮
に
納
め
、

そ
れ
を
管
理
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
石
上
神
宮
の
武
器
庫
と
し
て
の
性
格
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

図3 ●石上神宮の七支刀（左）と 石上神宮拝殿（右）
左の百済から贈られた七支刀には、61文字の銘文が表裏面に金象嵌で
あらわされていた。拝殿の後ろには禁足地がある。
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松
前
健
は
、
祭
祀
の
変
遷
と
そ
れ
に
と
も
な
う
神
話
伝
承
の
分
析
や
考
古
学
的
徴
証
か
ら
津
田
説
を
支
持
し

て
い
る
。

　
こ
の
時
代
、『
古
事
記
』
に
は
住す

み
の
え
の
な
か
つ
の
み
こ

吉
仲
皇
子
の
乱
の
際
に
、
履
中
天
皇
が
石
上
神
宮
に
逃
げ
込
ん
だ
と
い
う

記
事
が
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
履
中
天
皇
四
年
条
に
は
「
石

い
そ
の

上か
み
の

溝う
な
で」

を
掘
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
雄

略
天
皇
と
皇
位
を
あ
ら
そ
う
地
位
に
い
て
殺
さ
れ
た
履
中
天
皇
の
皇
子
の
市い

ち

辺べ
の

押お
し

磐は
の

皇み

子こ

が
こ
の
地
に
宮
を
お

い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
地
が
ヤ
マ
ト
政
権
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　
松
前
は
、
こ
の
時
期
に
台
頭
す
る
物
部
連
氏
が
ヤ
マ
ト
政
権
の
軍
事
・
警
察
権
を
掌
握
し
、
地
方
鎮
定
事
業

に
た
ず
さ
わ
り
、
各
地
の
豪
族
の
神
宝
を
と
り
上
げ
、
石
上
神
宮
の
庫
に
お
さ
め
て
管
理
す
る
よ
う
に
な
り
、

土
着
の
豪
族
の
布
留
宿
禰
氏
の
祭
祀
権
を
掌
握
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
単
な

る
川
辺
の
祭
祀
を
天
皇
の
御
寿
の
長
久
を
祈
る
鎮
魂
的
な
祭
祀
と
し
て
、
川
岸
よ
り
高
い
現
在
の
社
地
辺
の
祭

場
で
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
祭
祀
法
が
決
定
的
に
変
革
し
た
の
は
、
五
世
紀
後
半
以
降
の
物
部
連
氏

の
台
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

３　

石
上
神
宮
の
禁
足
地
の
ま
つ
り

菅
政
友
の
発
掘
調
査

　
石
上
神
宮
は
桜
井
市
の
大お

お
み
わ
じ
ん
じ
ゃ

神
神
社
と
同
様
に
社
殿
を
も
た
な
い
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
東
晋
の
泰
和
四
年
の
金
象
嵌
銘
を
も
つ
七
支
刀
は
、
百
済
か
ら
倭
国
の
王
に
送
ら
れ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

七
支
刀
の
伝
世
は
、
石
上
神
宮
の
王
権
の
武
器
庫
と
し
て
の
性
格
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

物
部
首
と
物
部
連

　
石
上
神
宮
と
物
部
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
に
二
つ
の
話
が
載
っ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
八
七
年
二
月
条
に
は
、
剣
一
千
口
を
石
上
神
宮
に
納
め
、
そ
れ
を
管
理
し
て
い
た

五い十
瓊に

し
き
の
み
こ
と

敷
命
が
年
を
と
っ
た
の
で
、
そ
の
管
理
を
妹
の
大お

お

中な
か
つ

姫ひ
め

に
譲
ろ
う
と
し
た
が
、
大
中
姫
は
そ
れ
を
辞

退
し
て
物も

の
の
べ
の
と
お
ち
ね
の
お
お
む
ら
じ

部
十
千
根
大
連
に
ゆ
だ
ね
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
、
物
部
連
等
が
石
上
神
宮
の
神
宝
を
管
理

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
紀
の
一
伝
に
、
五
十
瓊
敷
命
の
つ
く
っ
た
大
刀
一
千
口
は
最
初
、
忍お

し

坂さ
か
の

邑む
ら

に
納

め
た
の
ち
、
そ
こ
か
ら
移
さ
れ
て
石
上
神
宮
に
お
さ
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
神
の
乞
い
に
よ

っ
て
春か

す
が
の
お
み

日
臣
の
族
で
市い

ち

河か
わ

と
い
う
者
に
管
理
さ
せ
た
。
こ
れ
が
物

も
の
の
べ
の
お
び
と

部
首
の
始
祖
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
石
上
神
宮
の
創
祀
に
つ
い
て
、
物
部
連
と
物
部
首
の
二
つ
の
記
事
が
み
え
る
。

　
津
田
左
右
吉
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
布
留
宿
禰
（
の
ち
の
物
部
首
）
が
、
石
上
の
地
に
古
く
か
ら
住
ん
で
い

た
土
着
の
豪
族
で
、
の
ち
に
武
臣
と
し
て
勢
力
を
も
っ
て
い
た
物
部
連
が
乗
り
込
ん
で
き
て
布
留
宿
禰
を
部
下

に
し
た
た
め
に
、『
日
本
書
紀
』
に
両
氏
の
石
上
神
宮
創
始
の
由
来
譚
が
採
録
さ
れ
、
二
つ
の
記
事
と
な
っ
た

と
す
る
。
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