
江
平
遺
跡

－
時
を
超
え
た
天
平
人
の
記
憶

木
簡－

    

石
造
五
輪
塔

【
国
重
要
文
化
財
指
定
】

　

江
平
遺
跡
は
、
阿
武
隈
川
右
岸
に
位
置
し
て
お
り
、
旧
石
器
時
代
か
ら

中
世
ま
で
の
遺
構
や
遺
物
が
多
数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
円
墳
を
中
心
と
し

た
31
基
の
古
墳
の
ほ
か
に
、
古
墳
時
代
お
よ
び
奈
良
・
平
安
時
代
の
住
居

跡
合
わ
せ
て
74
軒
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
建
物
跡
98
棟
な
ど
が
み
つ
か
っ

て
い
ま
す
。

　

特
に
、
天
平
十
五
（
７
４
３
）
年
と
墨
書
き
さ
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て

お
り
、「
続
日
本
紀
」
の
内
容
を
証
明
す
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
木
簡
の
出
土
し
た
す
ぐ
近
く
か
ら
は
、
竹
製
の
横
笛
も
み
つ
か
っ

て
お
り
、
年
代
が
明
確
な
も
の
と
し
て
は
、
日
本
最
古
と
思
わ
れ
る
と
て

も
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

木
簡
に
は
、
聖
武
天
皇
が
最
勝
王
経
の
読
経
を
命
じ
た
こ
と
を
受
け
て
、

　

昭
和
13
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
五
輪
塔
は
、
藤
原
時
代
末
に
領
主
源
基
光
の

墓
と
し
て
建
立
さ
れ
た
石
塔
婆
で
、
日
本
の
石

造
工
芸
史
上
、
ま
た
仏
教
美
術
史
上
で
も
非
常

に
評
価
の
高
い
貴
重
な
財
産
と
し
て
巌
峯
寺
参

道
の
覆
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

川
辺
宮
ノ
前
古
墳

【
県
指
定
史
跡
】

玉
川
の
歴
史

せ

き

ぞ

う

ご

り

ん

と

う

か

わ

べ

み

や

の

ま

え

こ

ふ

ん

え

だ

い

ら

い

せ

き

江
平
遺
跡
周
辺

に
居
住
し
て
い

た
人
が
最
勝
王

経
と
大
般
若
経

を
た
く
さ
ん
読

経
し
た
と
い
う

内
容
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

古
墳
時
代
後
期
の
古
墳

で
、
墳
丘
は
す
で
に
原
形

を
留
め
て
い
ま
せ
ん
が
、

横
穴
式
石
室
の
一
部
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　

石
室
内
部
は
極
め
て
精

巧
な
切
石
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
、
当
時
す
で
に
権
力

者
が
い
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。
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東
福
寺
境
内
（
南

須
釜
字
久
保
宿
）
に

あ
る
舎
利
石
塔
。
元

久
二
年
（
１
２
０
５

年
）
乙
丑
・
当
地
の

開
山
和
尚
の
舎
利
が

安
置
さ
れ
て
お
り
、

鎌
倉
時
代
の
弥
勒
浄

土
往
生
の
思
想
を
表

現
し
た
も
の
で
す
。

川
辺
八
幡
神
社
本
殿
【
県
重
要
文
化
財
指
定
】

　

江
戸
時
代
初
期
の
建
造
物
で
、
平
成
５
年
〜
７
年

に
わ
た
り
、
県
重
要
文
化
財
と
し
て
修
復
工
事
が
行

わ
れ
た
本
殿
は
、
永
く
こ
の
地
を
治
め
て
い
た
石
川

氏
の
氏
神
と
し
て
、
広
く
信
仰
を
集
め
崇
め
ら
れ
て

き
た
由
緒
あ
る
古
社
で
す
。

　

現
在
は
、
保
存
の
た
め
に
瑞
垣
で
囲
ま
れ
て
い
ま

す
が
、
屋
根
を
支
え
る
端
正
で
見
事
な
桁
の
彫
刻
な

ど
は
、
見
る
も
の
を
圧
巻
す
る
美
し
さ
で
す
。
主
材

に
頑
丈
な
栗
の
木
を
使
い
、
建
築
様
式
は
太
い
木
割

り
を
用
い
た
豪
壮
な
江
戸
初
期
の
造
り
で
、
寛
文
・

享
保
な
ど
の
改
造
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
現
存
す
る
６
枚
の
棟
札
か
ら

伺
え
、「
奉
棟
札
正
八
幡
宮
武
運
長
久
祈
慶
長
四
巳
亥
十
月
」
の
棟
札
写
し
か
ら
み
て
、

慶
長
年
間
の
建
立
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
内
陣
天
井
裏
に
南
北
朝
期
の
貴
重
な
古
文
書
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
り
、
源

頼
朝
の
大
蛇
退
治
を
加
護
し
た
伝
説
な
ど
、
歴
史
浪
漫
を
感
じ
さ
せ
る
話
が
残
っ
て

い
ま
す
。

東
福
寺
舎
利
石
塔
【
国
史
跡
指
定
】

と

う

ふ

く

じ

し

ゃ

り

せ

き

と

う

か

わ

べ

は

ち

ま

ん

じ

ん

じ

ゃ

ほ

ん

で

ん

　

１
５
７
５
年
創
立
の
宥
音
聖
人
堂
は
、
通

称
「
山
小
屋
の
聖
人
様
」
と
い
わ
れ
、
言
い

伝
え
で
は
「
宥
音
」
と
い
う
名
僧
が
、
山
頂

に
穴
を
掘
り
、
干
し
柿
一
連
を
持
っ
て
、
穴

に
入
り
「
無
病
息
災
、
安
産
」
を
祈
願
し
、

鐘
を
鳴
ら
し
読
経
を
続
け
る
こ
と
１
０
０

日
、
仏
様
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

安
産
の
守
護
神
と
し
て
近
郷
近
在
か
ら
多

く
の
信
者
が
参
拝
に
訪
れ
ま
す
。

　

４
月
の
第
２
日
曜
日
が
祭
礼
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。 宥

音
聖
人
堂

ゆ
う
お
ん
し
ょ
う
に
ん
ど
う
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