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相
模
国
分
寺
の
研
究
（
中
）

奈
良
・
平
安
時
代
の
相
模
国
は
、
駿
河
国
と
伊
豆
国
に
接
し
た
西
側
の
ほ
う
か
ら

足
上
郡
、
足
下
郡
、
余
綾
郡
、
大
住
郡
と
な
り
、
甲
斐
・
武
蔵
国
と
接
し
た
愛
甲
郡
、

相
模
川
を
挟
ん
で
東
側
の
高
座
（
倉
）
郡
、
鎌
倉
郡
、
御
浦
郡
と
に
分
か
れ
た
八
郡
か

ら
な
る
上
国
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
ま
の
横
浜
・
川
崎
市
に
か
か
る
地
域
は
、
大
国
の

武
蔵
国
に
属
し
、
久
良
（
岐
）
郡
、
都
筑
郡
、
橘
樹
郡
に
分
か
れ
て
い
た
（
図
９
）
。
そ
の

相
模
国
を
二
分
す
る
よ
う
に
流
れ
る
相
模
川
の
左
岸
は
南
北
に
の
び
た
高
座
郡
域
で

占
め
、
北
は
武
蔵
国
の
多
摩
郡
に
接
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
地
理
的
環
境
の
な
か
で
、

相
模
国
分
寺
は
高
座
郡
の
中
央
に
、
武
蔵
国
分
寺
は
多
摩
郡
に
あ
っ
た
。

両
国
の
国
分
寺
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
相
模
川
の
右
岸
に
所
在
す
る

古
代
寺
院
と
国
分
寺
と
の
関
連
性
、
寺
院
へ
屋
瓦
を
供
給
し
た
生
産
瓦
窯
跡
と
の
関

係
を
各
寺
院
ご
と
に
出
土
資
料
か
ら
検
討
す
る
。
寺
院
に
よ
っ
て
は
創
建
と
存
続
期

間
と
に
差
異
も
あ
る
が
、
西
の
ほ
う
か
ら
足
下
郡
、
足
上
郡
、
余
綾
郡
、
大
住
郡
、

愛
甲
郡
の
順
に
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
駿
河
・
伊
豆
国
に
接
し
て
い
る
足
下
郡
に
は
千
代
廃
寺
が
あ
り
、
そ
の
創
建

期
の
屋
瓦
を
供
給
し
た
と
こ
ろ
が
、
足
上
郡
の
か
ら
さ
わ
瓦
窯
跡
で
あ
る
。
し
か
し

三
、
相
模
川
右
岸
に
お
け
る
古
代
寺
院
と
生
産
瓦
窯
跡
の
検
討

國

平

健
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図9古代寺院と生産瓦窯の分布(文献29より転載）
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足
上
郡
に
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
古
代
寺
院
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
１
）
千
代
廃
寺

千
代
廃
寺
は
小
田
原
市
の
千
代
台
地
に
所
在
し
た
奈
良
時
代
の
寺
院
趾
で
、
現
在

の
台
地
は
か
な
り
変
わ
っ
て
お
り
、
当
時
の
伽
藍
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
に

な
っ
て
い
る
。
寺
院
遺
構
の
建
物
跡
が
の
こ
る
部
分
は
、
忠
魂
碑
が
建
つ
「
台
の
塚
」

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
千
代
廃
寺
伽

藍
を
前
号
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
石
野
瑛
氏
や
前
場
幸
治
氏
が
想
定
す
る
東
大
寺
式

の
伽
藍
配
置
（
前
号
で
の
図
３
．
７
）
を
と
っ
た
初
期
国
分
寺
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も

河
野
一
也
氏
や
岡
本
孝
之
氏
が
想
定
す
る
よ
う
に
、
法
隆
寺
式
伽
藍
配
置
を
と
っ
て

国
分
寺
創
建
期
以
前
か
ら
す
で
に
建
っ
て
い
た
豪
族
の
氏
（
私
）
寺
で
あ
っ
た
と
み
る

の
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
（
河
野
一
九
九
三
、
岡
本
一
九
九
八
）
。

東
大
寺
式
か
、
法
隆
寺
式
か
の
伽
藍
を
考
え
る
場
合
に
、
創
建
期
段
階
の
屋
瓦
が

い
つ
の
時
期
ま
で
湖
る
の
か
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
現
時
点
で
出
土
し
て
い
る
瓦

類
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
八
世
紀
第
１
四
半
期
の
創
建
年
代
が
考
え
ら
れ
、
後
者
の

よ
う
な
伽
藍
を
と
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
法
隆
寺
式
伽
藍
配
置
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
河
野
氏
の
場
合
は
西
向
き
に
、
岡
本
氏
は
北
向
き
で
復
元
し
て
お

り
（
図
皿
）
、
必
ず
し
も
一
致
し
た
見
解
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
復
元
が
で
き
あ
が
る
理
由
の
一
つ
に
、
昭
和
三
十
五
（
一
九
六
○
）
年
に

赤
星
直
忠
氏
が
台
の
塚
の
一
部
を
ト
レ
ン
チ
方
式
で
発
掘
し
て
お
り
、
そ
の
範
囲
で

礎
石
が
据
え
ら
れ
て
い
た
部
分
の
根
石
と
思
わ
れ
る
礫
群
を
数
箇
所
で
確
認
し
て
い

る
が
、
全
体
の
礎
石
配
列
が
把
握
で
き
る
ま
で
の
検
出
状
況
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、

そ
こ
を
塔
跡
と
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
中
門
跡
と
考
え
る
の
か
、
遺
構
の
性
格
を
見

極
め
る
ま
で
の
成
果
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
跡
を
前
場
幸
治
氏
の
よ
う
に
中
門
跡
と
み
て
、
東
大
寺
式
伽
藍

を
展
開
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
河
野
氏
や
岡
本
氏
の
よ
う
に
塔
跡
と
し
て
、
法
隆

寺
式
伽
藍
を
展
開
さ
せ
る
の
か
の
相
違
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
そ
の
塔
跡
を
中

心
に
し
て
地
形
も
考
慮
し
つ
つ
金
堂
の
配
置
を
ど
の
位
置
に
推
定
し
た
の
か
、
そ
の

推
察
の
違
い
か
ら
く
る
差
で
あ
る
。
台
の
塚
部
分
の
礎
石
建
物
は
、
今
後
の
金
堂
や

講
堂
跡
の
検
出
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
困
難
な
状
況

に
お
い
て
は
、
寺
域
を
形
成
し
た
区
画
溝
の
検
出
と
そ
の
方
位
が
確
定
さ
れ
る
な
ら

ば
、
堂
宇
の
配
置
も
よ
り
想
定
し
易
く
な
る
だ
ろ
う
。

田
尾
誠
敏
氏
が
「
千
代
北
町
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
報
告
書
』
で
示
さ
れ
た
、
こ
れ
ま
で
の

発
掘
調
査
地
点
と
瓦
出
土
地
の
掲
載
図
皿
を
借
用
し
て
み
る
と
（
田
尾
二
○
○
○
）
、

寺
域
を
占
め
た
と
想
定
さ
れ
る
台
地
に
は
、
千
代
南
原
遺
跡
第
１
～
Ⅵ
地
点
、
千
代

北
町
遺
跡
第
１
～
Ⅶ
地
点
、
千
代
仲
ノ
町
遺
跡
第
１
～
Ⅳ
地
点
の
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
て
い
る
。
未
報
告
の
千
代
北
町
遺
跡
一
帯
を
除
い
た
に
し
て
も
、
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
明
確
な
寺
域
区
画
溝
と
認
定
で
き
る
溝
は
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
状
の
な
か
で
、
古
瓦
の
年
代
か
ら
す
る
と
法
隆
寺
式
伽
藍
配
置
の

可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
「
台
の
塚
」
の
部
分
を
塔
跡
と
み
る
決
定
的
な
根
拠
に
乏
し

い
の
で
あ
れ
ば
、
塔
と
金
堂
の
配
置
が
逆
に
な
る
中
規
模
な
法
起
寺
式
伽
藍
の
可
能

性
も
視
野
に
い
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
千
代
台
地
に
寺
院
を
建
立

し
た
豪
族
が
ど
の
よ
う
な
系
統
の
血
筋
を
引
く
者
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
地
方
に

寺
院
を
建
て
る
こ
と
で
中
央
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
保
持
し
て
い
た
の
か
、
ま
た

そ
の
寺
院
の
周
囲
に
ど
の
よ
う
な
施
設
が
存
在
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
も
係
わ
っ
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図10千代廃寺周辺の調査地点と瓦出土状況(文献34より転載）

－3－



て
く
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
伽
藍
の
配
置
や
規
模
は
、
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
出
土
し
て
い
る
瓦
類
か
ら
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
聖
武
天
皇
の
国

分
寺
建
立
の
詔
に
沿
っ
て
建
立
さ
れ
た
東
大
寺
式
の
伽
藍
配
置
で
は
な
か
っ
た
こ
と

だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

千
代
廃
寺
で
出
土
し
て
い
る
文
様
瓦
の
な
か
で
、
古
相
の
一
群
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
軒
丸
瓦
に
、
三
重
圏
縁
が
主
体
の
細
弁
十
六
葉
蓮
華
文
（
図
Ⅱ
，
１
．
２
）
、
複

弁
十
葉
蓮
華
文
（
３
．
４
）
、
鋸
歯
文
複
弁
十
葉
蓮
華
文
（
５
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
素
縁
の

複
弁
十
葉
蓮
華
文
（
６
）
が
加
わ
る
。
量
的
に
は
三
重
圏
縁
の
も
の
が
主
体
で
あ
り
、
素

縁
の
も
の
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
花
弁
の
形
態
は
「
細
弁
」
と
「
複

弁
」
の
二
種
が
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
細
弁
と
複
弁
と
で
は
中
房
の
形
状
に
違
い

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
複
弁
」
の
中
房
は
突
出
し
て
い
て
、
そ
の
径
も
大
き
く
、
ま
た

蓮
子
の
配
置
は
一
十
六
十
一
○
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
細
弁
蓮
華

文
の
ほ
う
は
十
六
葉
で
共
通
し
て
は
い
る
が
、
中
房
の
作
り
方
や
蓮
子
の
配
置
が
異

な
っ
て
い
る
。
１
は
中
房
が
二
重
の
圏
線
で
表
さ
れ
て
弁
区
よ
り
も
窪
ん
で
お
り
、

蓮
子
の
配
置
は
一
十
六
十
二
と
な
る
。
し
か
し
２
は
、
突
出
し
た
中
房
で
あ
り
、

蓮
子
が
一
十
五
十
一
○
で
配
さ
れ
て
い
る
。

軒
平
瓦
は
二
重
弧
文
（
７
）
が
み
ら
れ
、
重
弧
文
系
軒
平
瓦
を
基
本
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
重
弧
文
系
軒
平
瓦
は
、
重
圏
縁
や
素
縁
の
軒
丸
瓦
が
組
合
わ
さ
っ
て
い
た

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
松
田
町
庶
子
に
所
在
す
る
か
ら
さ
わ
瓦
窯
の
製

品
で
も
窺
う
こ
と
が
で
き
、
千
代
廃
寺
創
建
期
段
階
の
屋
瓦
は
か
ら
さ
わ
瓦
窯
製
品

で
す
べ
て
が
賄
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

三
重
圏
縁
や
素
縁
で
な
る
細
弁
十
六
葉
蓮
華
文
、
複
弁
十
葉
蓮
華
文
と
鋸
歯
文
複

弁
十
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
は
、
蓮
華
文
の
違
い
に
よ
っ
て
前
後
関
係
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
河
野
一
也
氏
は
、
か
ら
さ
わ
瓦
窯
で
の
細
弁
十
六
葉
蓮
華
文
と
複
弁
十
葉
蓮

華
文
軒
丸
瓦
と
の
出
土
関
係
か
ら
み
て
、
複
弁
十
葉
蓮
華
文
を
先
に
、
そ
の
後
に
細

弁
十
六
葉
蓮
華
文
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
河
野
一
九
九
三
）
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
、
筆
者
は
三
重
圏
縁
細
弁
十
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
１
）
の
側

面
に
評
期
を
思
わ
せ
る
針
書
文
字
の
「
大
佃
工
廿
□
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
中
房

が
隆
帯
の
二
重
圏
線
で
、
全
体
の
作
り
も
入
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
細
弁
十
六

葉
蓮
華
文
か
ら
複
弁
十
葉
蓮
華
文
へ
の
変
遷
で
捉
え
、
複
弁
十
葉
蓮
華
文
が
細
弁
十

六
葉
蓮
華
文
を
介
在
さ
せ
て
展
開
し
た
と
み
て
い
る
（
國
平
二
○
○
三
。

次
の
段
階
で
出
て
く
る
瓦
当
文
に
、
軒
丸
瓦
は
十
六
個
の
珠
文
を
配
し
た
珠
文
縁

の
複
弁
八
葉
蓮
華
文
（
８
）
と
単
弁
八
葉
蓮
華
文
（
９
．
ｍ
）
の
二
種
が
あ
り
、
こ
の
ほ

か
に
素
縁
の
素
弁
六
葉
蓮
華
文
（
Ⅱ
）
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
軒
丸
瓦
に

対
し
て
、
軒
平
瓦
に
は
外
区
に
珠
文
を
配
し
た
重
廓
の
均
正
飛
雲
文
（
図
吃
ｌ
鴫
）
と

葡
萄
唐
草
文
（
賂
．
Ⅳ
）
の
二
種
が
あ
る
。

こ
の
二
種
の
軒
平
瓦
の
ほ
か
に
、
注
目
す
べ
き
瓦
当
文
と
し
て
、
前
場
幸
治
氏
が

「
国
分
寺
古
瓦
拓
本
集
第
一
相
模
篇
』
に
載
せ
て
い
る
昭
和
三
十
三
（
一
九
五
八
）

年
出
土
の
唐
草
文
（
図
皿
Ｉ
別
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
場
一
九
八
四
）
。

こ
の
唐
草
文
軒
平
瓦
は
、
外
区
に
珠
文
が
配
さ
れ
て
お
ら
ず
、
飛
雲
文
や
葡
萄
唐

草
文
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
文
様
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
国

分
僧
寺
創
建
期
の
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
と
は
蔓
の
巻
き
具
合
が
異
な
る
も
の
の
、
類

似
し
た
文
様
構
成
を
と
る
こ
と
で
注
目
し
た
い
。
こ
の
種
の
軒
平
瓦
は
現
在
の
と
こ

ろ
こ
れ
だ
け
で
あ
る
が
、
前
場
氏
が
「
こ
れ
と
対
を
な
し
た
鐙
（
軒
丸
’
筆
者
）
瓦
が

－4－
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ど
れ
で
あ
っ
た
か
、
関
心
が
も
た
れ
る
」
（
同
古
瓦
拓
本
集
二
○
頁
）
と
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
千
代
廃
寺
に
お
い
て
も
珠
文
を
配
さ
な
い
均
正
（
？
）
唐
草
文
軒
平
瓦
が

存
在
し
て
い
て
、
重
弧
文
系
軒
平
瓦
と
珠
文
縁
系
軒
平
瓦
と
の
あ
い
だ
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
、
こ
の
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
が
介
在
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
資
料
と
し
て

注
目
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
軒
丸
瓦
と
軒
平
瓦
の
瓦
当
文
構
成
を
な
す
な
か
で
、
創
建
期
段
階

の
重
弧
文
系
軒
平
瓦
な
い
し
平
瓦
類
は
、
布
目
の
凹
面
に
桶
巻
き
作
り
に
よ
る
小
札

痕
を
有
し
て
、
凸
面
が
す
べ
て
格
子
目
叩
き
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
均
正
飛
雲
文
や
葡
萄
唐
草
文
軒
平
瓦
な
い
し
平
瓦
類
は

一
枚
作
り
に
よ
る
も
の
で
、
凸
面
が
す
べ
て
縄
目
叩
き
で
あ
る
。
そ
の
縄
目
叩
き
の

状
態
は
、
広
端
面
か
ら
狭
端
面
ま
で
五
～
一
○
セ
ン
チ
幅
の
縄
目
が
き
れ
い
に
一
直

線
で
並
ん
で
い
る
Ｉ
群
、
一
直
線
の
き
れ
い
な
縄
目
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い

が
、
局
部
的
に
交
差
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
Ⅱ
群
、
広
端
面
か
ら
狭
端
面
ま
で
の

間
に
数
段
に
分
か
れ
た
縄
目
が
つ
く
Ⅲ
群
、
細
目
の
縄
目
が
詰
ま
っ
て
密
に
つ
い
て

い
る
Ⅳ
群
、
逆
に
撚
り
具
合
の
粗
い
縄
目
が
雑
に
つ
く
Ｖ
群
と
に
大
き
く
分
け
る
こ

と
が
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
縄
目
叩
き
を
看
取
し
え
る
。

こ
う
し
た
縄
目
の
あ
り
方
は
、
軒
平
瓦
や
平
瓦
を
成
形
す
る
際
の
粘
土
板
を
叩
き

締
め
る
工
具
が
工
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
生
じ
た
も
の
で
は

な
く
、
あ
る
程
度
の
制
作
し
た
時
間
差
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
倣
し
た
い
。

そ
の
Ｉ
群
に
相
当
す
る
縄
目
痕
の
一
例
が
、
凸
面
に
「
石
田
一
斗
加
沙
八
升
」
と
篦
書

き
文
字
を
刻
ん
だ
平
瓦
（
昭
・
皿
）
で
あ
る
。
珠
文
縁
の
均
正
飛
雲
文
や
葡
萄
唐
草
文

軒
平
瓦
（
肥
～
Ⅳ
）
の
縄
目
は
Ⅳ
群
に
相
当
す
る
も
の
で
、
１
．
Ⅱ
群
の
よ
う
な
縄
目

と
の
あ
い
だ
に
は
時
間
差
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
Ｉ
～
Ⅲ
群
の
縄
目
叩
き
に
相
応
す
る
軒
平
瓦
が
見
当

た
ら
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
に
当
た
る
の
が
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
別
）
で
は

な
い
か
と
も
考
え
た
く
な
る
が
、
推
測
の
域
を
で
な
い
。
お
そ
ら
く
１
．
Ⅱ
群
と
Ⅳ
・
Ｖ

群
と
の
間
に
は
か
な
り
の
時
間
差
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
も
後
者
に
近
い
の
が
素

縁
素
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
Ⅱ
）
と
一
緒
の
も
の
で
、
Ⅲ
・
Ⅳ
群
の
縄
目
叩
き
に
類

似
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
の
素
縁
素
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
同
箔
の
も

の
が
愛
甲
郡
鐘
ヶ
嶽
廃
寺
で
も
出
土
し
て
お
り
（
図
犯
１
１
）
、
そ
の
瓦
窯
は
南
多

摩
窯
吐
群
の
な
か
の
御
殿
山
六
・
八
号
窯
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
愛
甲
郡
の
鐘
ヶ
嶽
廃
寺
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
素
弁
六
葉

蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
組
合
わ
さ
る
軒
平
瓦
の
文
様
形
態
は
ま
だ
不
明
で
、
均
正
飛
雲
文

や
葡
萄
唐
草
文
軒
平
瓦
を
そ
れ
に
当
て
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

創
建
期
段
階
以
後
の
軒
丸
瓦
と
軒
平
瓦
、
そ
れ
に
平
瓦
の
凸
面
縄
目
叩
き
の
違
い

を
以
上
の
よ
う
に
み
た
場
合
、
河
野
一
也
氏
は
ま
ず
軒
丸
瓦
の
変
遷
を
間
弁
が
入
っ

た
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
（
９
．
ｍ
）
か
ら
珠
文
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
（
８
）
で
位
置

づ
け
、
「
単
弁
」
か
ら
「
複
弁
」
へ
の
展
開
で
捉
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
同
じ

珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
が
横
須
賀
市
宗
元
寺
で
も
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ

に
も
生
じ
て
い
る
萢
傷
が
一
致
し
て
同
じ
箔
型
か
ら
作
ら
れ
た
製
品
で
あ
る
こ
と
、

宗
元
寺
で
は
後
半
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
軒
平
瓦
が
外
区
に
珠
文
を
配
し
た
均
正

飛
雲
文
の
み
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
千
代
廃
寺
に
お
い
て
も
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮

華
文
軒
丸
瓦
に
は
均
正
飛
雲
文
軒
平
瓦
が
組
合
わ
さ
っ
て
い
た
と
み
る
。

す
な
わ
ち
軒
丸
瓦
の
変
遷
を
、
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
か
ら
珠
文
縁
複
弁
八
葉

－6－
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蓮
華
文
で
捉
え
て
、
宗
元
寺
と
同
様
に
、
千
代
廃
寺
の
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
も

均
正
飛
雲
文
軒
平
瓦
が
組
合
わ
さ
る
と
み
る
の
は
至
極
当
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え

る
が
、
そ
の
後
に
位
置
づ
け
る
珠
文
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
は
、
珠
文
縁
葡
萄

唐
草
文
軒
平
瓦
と
組
合
わ
さ
る
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

最
終
段
階
の
軒
平
瓦
に
葡
萄
唐
草
文
を
あ
て
る
こ
と
は
、
千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅲ
地

点
と
千
代
北
町
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
（
図
加
）
で
検
出
さ
れ
た
一
・
二
号
溝
と
ほ
か
の
遺
構
と

の
関
連
性
、
そ
こ
か
ら
検
出
さ
れ
た
土
師
器
坏
類
の
年
代
、
お
よ
び
一
緒
に
出
土
す

る
瓦
類
の
組
成
と
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
た
葡
萄
唐
草
文
隻
図
陞
’
四
）
の
分
布
状
況

な
ど
を
総
合
し
て
も
頷
け
る
（
塚
田
・
野
内
一
九
八
六
、
田
尾
二
○
○
○
）
。
し
か
し
筆

者
は
、
軒
丸
瓦
の
変
遷
に
つ
い
て
は
逆
に
珠
文
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
か
ら
珠
文
縁
単

弁
八
葉
蓮
華
文
で
捉
え
、
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
を
最
終
段
階
に
位
置
づ

け
て
、
葡
萄
唐
草
文
溥
の
あ
り
方
と
も
併
せ
て
、
そ
れ
と
組
合
わ
さ
っ
た
の
が
葡
萄

唐
草
文
軒
平
瓦
で
あ
る
と
み
る
（
國
平
二
○
○
二
・
二
○
○
三
）
。

こ
う
し
た
考
え
は
前
に
も
若
干
ふ
れ
た
が
、
珠
文
縁
を
形
成
し
た
複
弁
八
葉
蓮
華

文
軒
丸
瓦
の
弁
区
に
み
る
「
複
弁
八
葉
蓮
華
文
」
は
、
創
建
期
段
階
か
ら
の
重
圏
縁
や

素
縁
系
軒
丸
瓦
の
弁
区
を
構
成
し
た
「
複
弁
十
葉
蓮
華
文
」
の
「
複
弁
」
を
変
形
さ
せ
て

生
ま
れ
た
も
の
で
、
弁
数
が
「
十
葉
」
か
ら
「
八
葉
」
へ
減
じ
た
ぶ
ん
だ
け
間
弁
は
幅
広

の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
複
弁
八
葉
蓮
華
文
を
前
段
階
か
ら
の
複
弁
形
を

踏
襲
し
て
現
わ
れ
た
図
柄
と
見
倣
す
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
図
柄
を
基
に
し
て
考

案
さ
れ
た
文
様
が
、
国
分
尼
寺
創
建
期
の
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
に
み
る

「
単
弁
蓮
華
文
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

千
代
廃
寺
で
の
珠
文
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
を
介
し
て
、
国
分
尼
寺
の
珠
文

縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
へ
展
開
す
る
こ
と
に
相
模
国
分
寺
建
立
に
関
す
る
事
情

が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
瓦
当
文
は
八
世
紀
中
葉
こ
ろ
の
所
産
と
み
た
い
。
も
し

河
野
氏
の
見
解
を
と
る
な
ら
ば
、
葡
萄
唐
草
文
軒
平
瓦
と
一
緒
に
出
土
す
る
在
地
産

土
師
器
は
一
○
世
紀
中
葉
こ
ろ
の
も
の
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
古
く
見
積
も
っ
て

も
一
○
世
紀
前
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
筆
者
が
考
え
る
こ
と
と
は
か

な
り
違
っ
た
も
の
に
な
り
、
賛
同
し
が
た
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

で
は
、
い
つ
な
の
か
。
こ
の
珠
文
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
の
年
代
を
、
岡
本

東
三
氏
は
八
世
紀
第
１
四
半
期
と
み
て
い
る
（
岡
本
一
九
九
六
）
。
第
１
四
半
期
ま

で
湖
ら
せ
る
と
、
創
建
期
段
階
の
屋
瓦
を
供
給
し
た
か
ら
さ
わ
瓦
窯
の
年
代
と
に
関

わ
っ
て
く
る
。
筆
者
は
珠
文
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
組
合
わ
さ
る
軒
平
瓦
や

平
瓦
は
凸
面
が
縄
目
叩
き
に
よ
る
も
の
と
み
て
い
る
の
で
、
八
世
紀
第
１
四
半
期
ま

で
湖
ら
せ
る
こ
と
は
難
し
く
、
八
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
後
半
代
か
ら
第
Ⅲ
四
半
期
前
半

に
か
け
て
の
相
模
国
分
寺
が
建
造
さ
れ
て
い
く
直
前
の
瓦
当
文
と
み
る
。

千
代
廃
寺
創
建
期
の
屋
瓦
を
か
ら
さ
わ
瓦
窯
か
ら
の
供
給
と
み
た
場
合
、
そ
の
操

業
開
始
の
時
期
が
い
つ
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
か
ら
さ
わ
瓦
窯
で

検
討
す
る
。
そ
の
後
の
珠
文
縁
の
複
弁
八
葉
蓮
華
文
・
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
、

均
正
飛
雲
文
・
葡
萄
唐
草
文
軒
平
瓦
、
Ｉ
～
Ｖ
群
に
み
る
縄
目
叩
き
の
平
瓦
は
ど
こ

で
生
産
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
瓦
窯
の
所
在
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ

の
胎
土
を
観
察
す
る
と
、
か
ら
さ
わ
瓦
窯
製
品
と
も
共
通
す
る
鉱
物
組
成
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
、
近
在
で
の
生
産
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か

で
注
目
し
た
い
の
が
、
鬼
瓦
（
吃
）
と
瓦
塔
（
肥
）
の
出
土
で
あ
る
。

鬼
瓦
は
髭
が
強
く
巻
き
あ
が
り
、
鼻
か
ら
眉
間
に
か
け
て
縦
方
向
の
箔
傷
が
認
め

－8－



ら
れ
る
。
全
体
の
容
貌
や
髭
の
巻
き
具
合
は
、
相
模
国
分
僧
寺
の
鬼
瓦
と
よ
く
似
て

い
る
（
図
喝
）
。
河
野
一
也
氏
に
よ
る
と
、
千
代
廃
寺
の
鬼
瓦
は
か
ら
さ
わ
瓦
窯
の
製

品
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
有
吉
重
蔵
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
同
箔
の
鬼
瓦
が
武

蔵
国
分
僧
寺
の
創
建
期
段
階
金
堂
〔
Ｉ
ｂ
期
Ⅱ
天
平
感
宝
元
（
七
四
九
）
年
～
天
平
勝

宝
七
（
七
五
五
）
年
〕
で
も
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
鬼
瓦
は
稲
城
市
大
丸
に
所
在
し
た

大
丸
一
・
二
号
窯
で
焼
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
原
田
一
九

四
四
、
宇
野
一
九
六
三
、
有
吉
一
九
九
五
）
。
武
蔵
国
分
僧
寺
創
建
期
金
堂
の
鬼
瓦

と
千
代
廃
寺
の
も
の
を
比
較
し
た
場
合
に
、
前
者
は
後
者
の
箔
傷
が
さ
ら
に
進
ん
だ

段
階
の
植
型
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
千
代
廃
寺
鬼
瓦
の
箔
型
を

相
模
国
か
ら
武
蔵
国
へ
移
し
た
時
期
が
七
四
九
年
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る

も
の
で
、
武
蔵
国
分
僧
寺
創
建
期
金
堂
の
年
代
観
と
箔
傷
の
進
み
具
合
に
よ
る
時
間

幅
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
千
代
廃
寺
の
鬼
瓦
が
作
ら
れ
た
時
期
は
、
八
世
紀
第
Ⅱ
四

半
期
で
も
後
半
の
七
四
○
年
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
鬼
瓦
の
年
代
観
と
併
せ
て
瓦
塔
を
み
る
と
、
屋
蓋
（
肥
）
は
竹
管
押
圧
で
表
現

さ
れ
た
軒
丸
瓦
や
丸
瓦
の
部
分
、
裏
面
の
隅
木
や
垂
木
に
み
る
入
念
な
表
現
方
法
か

ら
す
る
と
、
八
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
後
半
代
か
ら
第
Ⅲ
四
半
期
に
か
け
て
存
在
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
他
に
も
斗
拱
や
基
壇
を
表
し
た
初
軸
の
部
分
も
出
土
し

て
い
て
（
大
坪
二
○
○
○
）
、
千
代
廃
寺
に
は
礎
石
建
築
の
塔
と
は
別
に
、
瓦
塔
も

図13千代廃寺と相模国分僧寺の復元鬼瓦

蕊蹴

19
丹

20

0 20 C、

図14千代廃寺出土の瓦類〔3〕 (文献19･34より転載）
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確
実
に
併
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

八
世
紀
中
葉
こ
ろ
の
千
代
廃
寺
が
お
か
れ
た
環
境
を
考
え
る
場
合
に
、
ま
ず
注
目

し
た
い
の
が
千
代
台
地
南
縁
の
低
地
に
あ
た
る
千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
（
図
皿
）
の

調
査
成
果
で
あ
る
。
第
Ⅶ
地
点
で
は
Ａ
～
Ｄ
地
区
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も

Ｃ
地
区
で
は
、
延
暦
十
九
（
八
○
○
）
年
か
延
暦
二
十
一
（
八
○
二
）
年
に
降
灰
し
た
純

火
山
灰
層
で
覆
わ
れ
た
多
量
の
土
器
・
瓦
・
木
製
品
類
が
台
地
側
か
ら
投
棄
さ
れ
た

状
態
で
出
土
し
て
い
る
（
小
池
ほ
か
二
○
○
○
）
。

そ
の
土
器
に
は
、
須
恵
器
の
蓋
・
坏
・
高
台
付
坏
・
塊
・
高
坏
・
腿
・
長
頸
瓶
・

壺
・
甕
、
土
師
器
の
坏
・
塊
・
甕
が
含
ま
れ
て
い
る
。
須
恵
器
の
蓋
・
坏
に
は
、
古

い
も
の
に
七
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
か
る
こ
ろ
〔
湖
西
編
年
第
Ⅲ

期
第
３
小
期
後
Ⅱ
六
八
一
～
七
○
一
年
〕
の
擬
宝
珠
形
鉦
付
き
で
身
受
け
の
返
り
が

の
こ
る
口
径
七
・
六
セ
ン
チ
の
坏
蓋
（
図
賜
１
１
）
、
口
径
七
・
六
～
九
・
四
セ
ン
チ
台
の

蓋
受
け
の
返
り
が
口
縁
よ
り
わ
ず
か
に
出
る
丸
底
の
坏
身
（
２
．
３
）
、
八
世
紀
第
１

四
半
期
か
ら
第
Ⅱ
四
半
期
〔
湖
西
編
年
第
Ⅳ
期
第
１
小
期
～
第
３
小
期
Ⅱ
七
○
一
年

～
八
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
前
半
〕
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
擬
宝
珠
形
鉦
で
口
縁
部

が
強
く
折
り
曲
が
る
形
態
の
蓋
（
４
～
６
）
、
高
台
付
坏
（
７
．
８
）
が
あ
り
、
こ
れ

ら
の
一
群
で
大
半
が
占
め
ら
れ
る
。
高
坏
、
腿
（
９
）
、
長
頸
瓶
（
岨
）
、
頚
部
外
面
に
櫛

歯
波
状
文
や
線
刻
波
状
文
を
施
し
た
甕
（
ｎ
．
吃
）
も
八
世
紀
第
１
．
Ⅱ
四
半
期
を

中
心
と
し
た
時
期
〔
湖
西
編
年
第
Ⅲ
～
Ⅳ
期
相
当
〕
と
考
え
ら
れ
、
製
品
の
多
く
が

湖
西
古
窯
跡
群
と
み
ら
れ
る
（
後
藤
一
九
八
九
）
。
蓋
（
４
）
は
口
径
二
セ
ン
チ
の

内
面
に
朱
墨
痕
が
見
ら
れ
る
も
の
で
、
朱
墨
用
の
硯
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
八
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る
、
胎
土
中
に
白

色
針
状
物
質
を
含
ん
だ
比
企
丘
陵
産
の
底
部
外
周
を
回
転
箆
削
り
し
た
椀
や
紐
部
天

井
の
周
縁
を
窪
ま
せ
た
鉦
形
態
の
蓋
が
少
量
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
る
。

在
地
産
の
土
師
器
坏
・
坑
類
も
須
恵
器
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
七

世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
も
の
に
、
口
径
一
三
・
二
～
一
五
・
四
セ
ン
チ
台
の
横
撫

で
し
た
口
縁
部
が
外
反
し
、
半
球
形
に
箆
削
り
整
形
し
た
丸
底
と
の
境
に
稜
を
有
す

る
坏
Ｉ
ａ
類
（
Ｂ
・
皿
）
、
同
様
の
技
法
を
と
っ
て
底
部
が
か
な
り
平
底
化
し
て
い
る

坏
Ｉ
ｂ
類
（
鴫
・
肥
）
が
あ
る
。
七
一
○
～
二
○
年
代
を
中
心
に
し
た
も
の
に
、
底
部

が
さ
ら
に
平
底
化
し
、
横
撫
で
し
た
口
縁
部
幅
が
顕
著
に
み
え
る
口
径
一
四
セ
ン
チ

台
の
坏
Ｉ
Ｃ
類
（
Ⅳ
・
略
）
、
平
底
の
底
部
の
み
を
篦
削
り
し
た
口
径
一
四
～
一
六
セ

ン
チ
台
の
坏
Ⅱ
類
（
岨
・
加
）
が
あ
る
。
坏
Ⅱ
類
を
介
在
さ
せ
て
七
三
○
年
代
に
底
部

際
の
口
縁
部
下
半
（
体
部
）
に
篦
削
り
を
加
え
て
出
現
し
た
の
が
坏
Ⅲ
類
の
相
模
型
坏

で
あ
る
。
そ
の
原
初
的
な
形
態
に
あ
た
る
の
が
口
径
一
六
～
一
八
セ
ン
チ
台
、
底
径

一
二
～
一
二
・
五
セ
ン
チ
台
、
器
高
三
・
五
セ
ン
チ
台
の
体
部
が
大
き
く
開
い
た
皿
状

の
坏
Ⅲ
ａ
類
（
皿
・
躯
）
で
、
こ
れ
と
坏
Ⅱ
類
は
共
伴
し
て
い
る
例
が
多
い
。
次
に
く

る
の
が
口
径
一
五
～
一
六
セ
ン
チ
台
、
底
径
二
～
一
○
セ
ン
チ
台
、
器
高
四
セ
ン

チ
台
の
坏
Ⅲ
ｂ
類
（
認
・
型
）
で
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
一
回
り
小
さ
い
法
量
の
も
の

が
口
径
一
四
・
五
～
一
五
セ
ン
チ
台
、
底
径
二
～
一
○
セ
ン
チ
台
、
器
高
四
～
三
セ

ン
チ
の
坏
Ⅲ
Ｃ
類
（
妬
・
”
）
で
あ
る
。
口
径
一
六
・
六
セ
ン
チ
、
器
高
六
・
八
セ
ン

チ
の
外
反
し
た
短
い
口
縁
部
の
塊
ａ
類
（
羽
）
は
、
坏
Ⅲ
ｂ
類
か
坏
Ⅲ
Ｃ
類
に
伴
う
と

み
ら
れ
る
。
坏
Ⅲ
ｂ
・
Ⅲ
Ｃ
類
の
法
量
を
と
る
一
群
は
、
綾
瀬
市
宮
久
保
遺
跡
井
戸

趾
出
土
の
天
平
五
（
七
三
三
）
年
銘
木
簡
と
の
共
伴
関
係
か
ら
み
て
、
七
四
○
～
六
○

年
代
の
な
か
に
位
置
づ
け
え
る
と
考
え
る
。
坏
Ⅲ
Ｃ
類
や
塊
ａ
類
よ
り
も
さ
ら
に
小

－10－
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さ
く
な
っ
た
の
が
、
口
径
一
四
・
四
セ
ン
チ
の
塊
ｂ
類
（
豹
）
と
共
に
口
径
一
三
～
一

三
・
九
セ
ン
チ
台
、
底
径
八
・
二
～
一
○
セ
ン
チ
台
、
器
高
三
・
七
～
四
セ
ン
チ
台
の

法
量
を
と
る
坏
Ⅲ
ｄ
類
（
鋤
～
犯
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
七
六
○
～
八
○
年
こ
ろ
ま
で

の
も
の
で
、
こ
の
一
群
に
比
企
丘
陵
産
の
須
恵
器
が
伴
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
土
器
類
の
あ
り
方
か
ら
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
廃
棄
物
が
千
代
台
地
側

か
ら
低
地
Ｉ
Ｃ
地
区
の
湿
地
部
分
は
水
路
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
も
あ
る
Ｉ
へ

投
棄
し
た
時
期
は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
土
師

器
の
多
く
は
八
世
紀
前
半
ま
で
に
集
中
し
て
い
る
。

一
緒
に
出
土
し
た
木
製
品
に
は
、
二
点
の
木
簡
（
図
陥
ｌ
詔
・
弘
）
を
は
じ
め
と
し

て
木
簡
状
板
製
品
（
妬
～
調
）
、
祭
祀
や
儀
礼
具
と
し
て
の
斎
串
（
“
・
虹
）
、
さ
さ
ら

棒
（
妃
）
、
錐
形
（
妬
）
・
丸
木
弓
・
刀
子
形
（
幻
・
蛤
）
・
刀
子
柄
形
（
妬
）
の
形
代
、
琴
柱

（
蛸
・
卵
）
、
農
工
具
の
鋤
柄
・
え
ぶ
り
・
田
舟
・
大
足
、
生
活
用
具
の
椀
・
曲
物
の

蓋
や
底
板
・
槽
・
組
合
せ
式
脚
台
・
糸
巻
き
の
横
木
・
下
駄
、
用
途
を
特
定
で
き
な

い
挟
り
や
穿
穴
の
あ
る
板
状
製
品
（
蝿
・
“
）
、
箸
状
製
品
、
棒
状
製
品
、
そ
し
て
建

築
部
材
ら
が
含
ま
れ
て
い
る
。

多
様
な
木
製
品
の
あ
り
方
は
、
台
地
に
祭
祀
や
遊
戯
ら
の
儀
式
を
管
轄
し
た
り
、

織
物
作
業
、
農
工
具
を
一
括
管
理
し
た
施
設
の
存
在
を
予
測
さ
せ
る
。
さ
ら
に
須
恵

器
蓋
を
転
用
し
た
朱
墨
用
硯
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
朱
墨
を
用
い
た
照
合
や
補
注

ら
の
事
務
処
理
が
行
わ
れ
た
出
先
機
関
的
な
施
設
の
存
在
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
視
点
に
た
っ
て
、
一
号
木
簡
（
詔
）
、
二
号
木
簡
（
弘
）
を
み
て
み
た
い
。

三
号
木
簡
釈
文
一

．
（
合
点
）
八
月
三
日
前
遣
米
四
斗
五
升
二
合
Ｉ
叩
（
下
部
欠
損
）

八

月

四

日

□

口

四

斗

［

］

〔

○

一

九

型

式

一

二

六

×

三

四

×

三

ミ

リ

〕

【
二
号
木
簡
釈
文
］

．

［

］

口

運

三

遍

積

阿

（

下

部

欠

損

）

口

人

麻

呂

〔

○

八

一

型

式

二

一

八

×

五

三

×

四

ミ

リ

〕

一
・
二
号
木
簡
の
釈
文
と
解
釈
に
つ
い
て
は
平
川
南
氏
の
報
告
を
は
じ
め
と
し
て

（
平
川
二
○
○
○
）
、
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
多
様
な

解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
（
小
池
・
鈴
木
・
荒
井
・
岡
本
・
関
・
河
野
二
○
○
○
）
。

ま
ず
Ｃ
地
区
の
当
時
の
景
観
で
あ
る
が
、
荒
井
秀
規
氏
は
低
湿
地
で
も
水
路
部
分

に
あ
た
っ
て
い
た
場
所
で
、
千
代
廃
寺
付
近
の
北
方
か
、
足
下
評
・
郡
家
と
推
定
さ

れ
る
下
曽
我
遺
跡
で
廃
棄
さ
れ
た
の
が
流
れ
着
い
た
地
点
と
見
倣
し
て
い
る
。
水
流

し
て
い
た
川
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
木
簡
だ
け
で
な
く
、
形
代
な
ど
の
祭
祀
具
や
ほ

か
の
木
製
品
も
投
棄
し
た
本
来
の
地
点
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
土
器
や

瓦
は
そ
の
場
に
水
没
し
、
木
質
材
は
浮
遊
し
た
後
の
堆
積
と
す
る
の
は
、
出
土
状
況

か
ら
み
て
も
考
え
難
い
。
木
質
材
に
あ
る
程
度
の
浮
遊
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
台
地
縁

に
形
成
さ
れ
た
水
溜
ま
り
の
沼
地
を
想
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
沼
地
に
木
製
品
も

共
に
捨
て
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
二
点
の
木
簡
は
、
寺
院
が
占

地
し
て
い
た
台
地
側
の
諸
施
設
の
存
在
を
反
映
し
た
史
料
で
あ
る
。

一
号
木
簡
は
、
「
八
月
三
日
」
ま
で
に
残
っ
た
「
遣
米
」
が
「
四
斗
五
升
二
合
」
で
あ
っ

た
こ
と
、
「
八
月
四
日
」
も
「
四
斗
［
］
」
の
米
が
残
っ
た
こ
と
を
記
録
し
た
も
の
で
、

表
面
の
「
二
合
」
か
ら
下
の
欠
損
部
に
は
「
又
」
以
下
二
行
に
わ
た
っ
て
割
書
が
記
さ
れ

－12－
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て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
「
八
月
三
日
」
の
右
上
端
に
あ
る
合
点
は
、
遣
米
の
量

を
再
度
確
認
し
た
際
の
チ
ェ
ッ
ク
か
、
事
務
処
理
上
の
照
合
か
で
チ
ェ
ッ
ク
し
た
墨

印
で
、
カ
ー
ド
式
帳
簿
の
木
簡
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
割
書
の
部
分
も
残
っ

て
い
れ
ば
内
容
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
の
だ
が
、
遺
米
を
月
日
ご
と
に
記
録
し
た

そ
の
用
途
を
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
な
解
決
と
な
る
。

荒
井
秀
規
氏
は
米
の
用
途
や
発
送
元
ら
を
検
討
し
て
、
①
下
曽
我
遺
跡
（
官
衙
）
↓

日
根
米
・
公
癬
米
、
儀
式
な
ど
の
臨
時
支
出
、
②
千
代
廃
寺
↓
寺
家
の
日
常
消
費
、

法
会
な
ど
の
臨
時
消
費
、
③
下
曽
我
遺
跡
（
官
衙
）
↓
千
代
廃
寺
（
官
寺
）
の
僧
侶
な
ど

へ
の
給
米
の
三
案
に
ま
と
め
ら
れ
、
二
号
木
簡
と
も
関
連
づ
け
て
考
え
た
場
合
に

は
、
③
案
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

筆
者
は
一
号
木
簡
と
二
号
木
簡
と
は
一
連
の
行
事
に
よ
っ
た
も
の
と
み
て
お
り
、

二
号
木
簡
の
解
釈
を
「
口
運
」
名
の
僧
侶
が
、
「
阿
□
」
Ⅱ
阿
弥
陀
経
を
、
「
三
遍
積
」
Ⅱ

三
回
読
調
し
た
こ
と
を
、
裏
面
の
「
口
人
麻
呂
」
か
、
「
口
人
麻
呂
」
が
確
認
し
た
こ

と
の
記
録
で
あ
る
と
み
る
。
関
和
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
阿
□
」
と
墨
書

し
た
範
囲
は
空
白
に
な
っ
て
い
た
部
分
で
、
あ
と
で
追
記
し
た
と
み
る
の
が
自
然
な

筆
跡
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
読
経
さ
れ
る
経
典
名
を
あ
と
で
記
入
で
き
る
よ
う
に
空
白

部
分
に
し
た
書
式
の
木
簡
が
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
お
そ
ら

く
他
に
も
僧
侶
名
と
回
数
を
事
前
に
記
し
た
書
式
の
木
簡
が
準
備
さ
れ
て
い
て
、
読

経
が
済
み
次
第
、
準
備
さ
れ
た
木
簡
に
そ
の
経
典
名
を
追
記
録
し
た
と
推
考
す
る
。

す
な
わ
ち
二
号
木
簡
か
ら
は
阿
弥
陀
経
の
読
経
を
知
る
に
と
ど
ま
る
が
、
空
白
に

し
た
部
分
に
後
で
経
典
名
を
記
入
す
る
書
式
を
考
え
れ
ば
、
ほ
か
に
も
経
典
が
読
調

さ
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
、
「
口
運
」
名
の
僧
一
人
が
読
経
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
複
数
の
僧
侶
が
一
同
に
参
集
し
て
集
中
的
に
読
経
し
た
可
能
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
可
能
性
と
は
中
央
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
た
仏
教
行
事
で
あ
り
、

集
中
的
に
法
要
を
営
む
た
め
の
事
務
処
理
の
一
環
で
は
な
い
か
、
と
推
察
し
た
い
。

そ
れ
を
監
督
し
た
の
が
「
口
人
麻
呂
」
で
、
彼
は
国
師
か
国
師
代
行
の
行
政
官
で
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
カ
ー
ド
式
一
号
木
簡
を
国
家
の
仏
教
行

事
の
費
用
に
あ
て
た
遺
米
の
記
録
と
み
れ
ば
、
そ
の
米
の
支
出
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
国
府
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
支
出
先
の
国
府
と
正
倉
は
ど
こ
に
在
っ
た
の

か
と
い
う
問
題
に
波
及
す
る
が
、
筆
者
自
身
は
ま
だ
明
言
で
き
る
段
階
に
は
な
い
。

実
際
は
郡
家
が
一
時
的
に
立
て
替
え
て
支
給
し
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
木
簡
に
み
る

一
連
の
記
録
内
容
や
書
式
形
態
を
考
え
た
と
き
に
、
そ
の
主
体
が
足
下
郡
家
か
氏
寺

レ
ベ
ル
の
読
経
行
為
で
あ
っ
た
と
み
る
の
は
、
そ
の
範
晴
を
越
え
た
仏
事
の
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
千
代
台
地
の
一
帯
に
は
寺
院
と
と
も
に
公
的
な
信
仰
行
為
を
管

理
し
て
い
た
役
所
に
代
わ
る
事
務
処
理
施
設
も
併
存
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
Ｃ
地
区

の
出
土
品
に
み
る
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
現
象
は
八
世
紀
前
半
か

ら
八
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
に
か
け
て
の
七
四
一
年
か
ら
相
模
国
分
寺
が
機
能
し
は
じ
め

る
ま
で
の
相
模
国
内
の
政
治
的
な
事
情
を
反
映
し
て
の
こ
と
と
考
え
る
。

で
は
こ
う
し
た
仏
教
行
事
を
執
り
行
っ
た
の
は
い
つ
な
の
か
。
荒
井
氏
は
千
代
廃

寺
を
国
分
寺
創
建
以
前
の
定
額
寺
制
度
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
官
寺
で
あ
っ
た
と
し
、

「
続
日
本
紀
」
天
平
二
十
（
七
四
八
）
年
五
月
八
日
条

ソ

ノ

ノ

ヲ

ラ

ン

タ

メ

ニ

ノ

ニ

ル

ニ

ミ

ヅ

カ

ラ

勅
令
ｒ
二
天
下
諸
国
一
奉
．
為
太
上
天
皇
（
元
正
）
｜
・
毎
し
至
二
七
日
一
・
国
司
自
親
潔

ソ

ジ

ノ

ヲ

メ

ヘ

テ

ニ

セ

齋
。
皆
請
二
諸
寺
僧
尼
一
。
聚
．
集
於
一
寺
一
・
敬
礼
読
経
上
。

を
例
に
あ
げ
、
④
案
で
各
種
法
会
に
参
集
し
た
僧
侶
の
場
合
も
検
討
し
て
い
る
。
筆
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者
も
こ
う
し
た
法
要
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
仮
に
天
平
勝
宝
八
（
七
五
六
）
年

五
月
二
日
に
崩
御
さ
れ
た
太
上
（
聖
武
）
天
皇
や
元
正
太
上
天
皇
に
関
わ
る
斎
会
に

あ
て
た
場
合
の
一
号
木
簡
と
に
三
カ
月
も
の
日
数
が
過
ぎ
た
読
経
と
な
っ
て
違
和
感

が
あ
る
。
ま
た
天
平
宝
字
五
（
七
六
一
）
年
六
月
七
日
条
の
光
明
皇
太
后
の
一
周
忌

斎
会
と
す
る
の
も
同
じ
こ
と
で
、
「
八
月
三
日
」
・
「
八
月
四
日
」
に
近
い
記
事
内
容

と
「
阿
弥
陀
経
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
す
る
な
ら
ば
、
光
明
皇
太
后
の
七
七
忌
に
関
わ

る
記
事
と
し
て
、
「
続
日
本
紀
」
天
平
宝
字
四
（
七
六
○
）
年
七
月
二
十
六
日
条

ク

ノ

ヲ

二

ノ

ノ

ニ

ノ

ニ

シ

ム

リ

設
二
皇
太
后
七
々
齋
於
東
大
寺
井
京
師
諸
小
寺
一
。
其
天
下
諸
国
。
毎
し
国
奉
レ
造
一

ノ

ヲ

テ

リ

テ

ノ

ノ

ヲ

サ

シ

メ

ヲ

テ

阿
弥
陀
浄
土
画
像
一
・
冊
計
二
国
内
見
僧
尼
一
・
写
二
称
讃
浄
土
経
一
・
各
於
二
国
分

~
~

セ

、

ン

ム

金

光

明

寺

一

礼

拝

供

養

。

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
七
忌
の
法
要
で
あ
れ
ば
、
四
九
日
後
の
こ
と
は
事
前

に
分
か
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
中
央
か
ら
の
伝
達
が
周
到
に
な
さ
れ
て
お
れ
ば
、

「
七
月
二
十
六
日
」
の
記
事
と
「
八
月
三
日
」
と
に
そ
れ
程
の
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
。

す
な
わ
ち
一
号
と
二
号
木
簡
は
、
天
平
宝
字
四
年
七
月
二
十
六
日
の
光
明
皇
太
后

の
七
七
忌
の
供
養
に
関
連
し
た
も
の
で
、
そ
の
斎
会
遺
米
は
斎
食
に
よ
る
も
の

か
Ｉ
が
千
代
廃
寺
で
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
、
と
推
考
す
る
。

で
は
な
ぜ
、
「
続
日
本
紀
』
に
い
う
「
国
分
金
光
明
寺
」
が
千
代
廃
寺
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
荒
井
氏
の
考
え
と
も
共
通
し
て
く
る
が
、
筆
者
は
千
代
廃

寺
を
海
老
名
市
所
在
の
国
分
僧
寺
が
完
成
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
は
僧
寺
の
役
割
を
負

っ
て
い
た
寺
と
み
て
お
り
、
僧
寺
が
果
た
す
べ
き
造
仏
や
経
典
の
安
置
、
読
調
も
こ

の
寺
で
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
千
代
廃
寺
は
、
中
央
か
ら

す
れ
ば
地
方
の
寺
で
あ
っ
て
、
国
分
寺
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
千
代
寺
院
を
定
額

寺
に
定
め
て
機
能
さ
せ
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
国
分
僧
寺
完

成
ま
で
の
一
時
期
を
、
国
府
は
千
代
寺
院
に
あ
て
て
い
た
と
み
る
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
の
が
瓦
塔
の
出
土
で
あ
っ
て
、
天
平
二
十
（
七
四
八
）

年
十
月
に
写
経
所
で
完
成
し
た
、
聖
武
天
皇
の
金
泥
金
光
明
最
勝
王
経
は
、
諸
国
の

国
分
僧
寺
七
重
塔
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
相
模
国
は
ま
だ
七
重
塔

に
安
置
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
に
代
わ
る
瓦
塔
を
千
代
の
寺
院

に
備
え
て
、
そ
れ
に
仮
安
置
し
た
と
考
え
る
。
こ
の
瓦
塔
を
天
平
二
十
年
前
後
の
も

の
と
す
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
持
ち
込
ん
だ
製
品
で
あ
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は

武
蔵
国
で
作
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
瓦
塔
と
鬼
瓦
と
は
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
千

代
寺
院
鬼
瓦
の
箔
型
を
武
蔵
国
へ
移
す
と
い
う
こ
と
は
、
足
下
郡
の
郡
司
層
レ
ベ
ル

の
裁
量
で
行
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
国
司
か
国
府
が
係
わ
っ
て
可
能
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
瓦
塔
も
武
蔵
国
分
僧
寺
金
堂
鬼
瓦
と
同
様
に
大
丸
窯
で
焼
い
た
可
能
性

も
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
相
模
国
司
が
千

代
寺
院
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

天
平
二
十
（
七
四
八
）
年
前
後
の
瓦
塔
、
一
・
二
号
木
簡
を
天
平
宝
字
四
（
七
六
○
）

年
と
み
る
な
ら
ば
、
七
六
○
年
の
時
点
で
も
相
模
国
分
僧
寺
は
ま
だ
建
築
中
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
読
経
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
も
い
る
。

次
に
、
天
平
二
十
年
以
降
か
ら
天
平
宝
字
四
年
こ
ろ
に
焦
点
を
し
ぼ
り
な
が
ら
、

千
代
廃
寺
創
建
期
の
屋
瓦
を
供
給
し
た
か
ら
さ
わ
瓦
窯
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
２
）
か
ら
さ
わ
瓦
窯

千
代
廃
寺
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
約
八
キ
ロ
離
れ
た
、
酒
匂
川
を
潮
っ
た
足
柄
上

郡
松
田
町
庶
子
の
下
位
段
丘
面
に
四
基
の
瓦
窯
が
存
在
し
て
い
る
（
図
Ⅳ
）
。
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昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
に
三
上
次
男
・
赤
星
直
忠
氏
に
よ
っ
て

三
号
瓦
窯
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
地
下
式
無
階
有
段
式
害
窯
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
（
赤
星
一
九
七
○
）
。

そ
の
後
、
昭
和
五
十
九
・
六
十
（
一
九
八
四
・
五
）
年
に
、
吉
田
章
一
郎

氏
を
調
査
団
長
と
し
て
、
一
・
二
・
四
号
瓦
窯
と
炭
窯
の
五
号
窯
が
発
掘

さ
れ
、
一
号
瓦
窯
が
有
階
有
段
式
、
二
・
四
号
瓦
窯
が
無
階
有
段
式
で
、

操
業
は
ま
ず
東
側
に
位
置
し
た
第
二
支
群
の
無
階
有
段
式
害
窯
の
三
号
瓦

窯
か
ら
始
ま
っ
て
無
階
有
段
式
の
四
号
瓦
窯
へ
移
り
、
そ
の
後
に
西
側
第

一
支
群
の
一
・
二
号
瓦
窯
へ
と
移
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
清
水

一
九
八
六
・
八
九
）
。
操
業
過
程
に
基
づ
い
て
窯
構
造
の
変
遷
を
み
る
と
、

河
野
一
也
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
支
群
の
一
・
二
号
瓦
窯
も
二

号
↓
一
号
瓦
窯
の
変
遷
を
と
り
（
河
野
二
○
○
○
）
、
基
本
的
に
は
一
基

単
位
の
操
業
で
営
ま
れ
て
お
り
、
有
階
有
段
式
害
窯
で
終
焉
し
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
基
の
瓦
窯
の
ほ
か
に
、
四
号
瓦
窯
の
東
側
斜
面
に
は
八
基
の
横
穴
墓

が
存
在
し
、
な
か
で
も
四
号
瓦
窯
に
近
い
一
～
三
号
横
穴
墓
の
う
ち
、

一
・
二
号
横
穴
墓
の
墓
道
は
重
複
し
て
、
一
号
↓
二
・
三
号
横
穴
墓
の
新

旧
関
係
を
示
し
、
二
号
横
穴
墓
の
墓
道
が
四
号
瓦
窯
焚
口
部
前
庭
に
接
し

て
い
る
。
各
横
穴
墓
に
は
追
葬
も
あ
る
が
、
一
号
横
穴
墓
で
須
恵
器
腿

（
図
賜
１
３
）
、
二
号
横
穴
墓
で
鬼
（
４
）
と
長
頸
瓶
（
８
）
、
三
号
横
穴
墓
で

腿
（
３
）
と
長
頸
瓶
（
６
．
７
）
、
土
師
器
坏
（
１
．
２
）
が
出
土
し
て
い
る
。

腿
と
長
頸
瓶
の
形
態
か
ら
は
、
一
号
横
穴
墓
が
古
く
、
二
・
三
号
横
穴

Iノ ～

、I 〆

瓢 や
、

、

プー
／~
／~

~~/1
/j

, /1
I I I

1lI
ノI
ノI

ｊＩｊｌｉＩｊｊｊ１１

え

／ ＝

1 ノ 40

ノ

／
１
Ｊ F

b

〆 多
一

〆 〆

一

一一一一

~120M-

〆 ヘ
暁

ー

〆〆 １１
ノノ III

久久

115M115M 泥泥
33

１
１
１
１5)、5)、

AA

Ｉ
Ｔ
Ｉ

Ｉ
Ｔ
Ｉ

〃
″
リ
レ
Ⅵ

､､

110M110M
Ｉ
Ｉ
Ｌ

j

ノ

j

ノ

ノ
｡｡ I

ーーーーーゴ
ノ

ーーーーーゴ

1
ｆ
ｊ
ル

~

Ｉ
Ｊ

Ｉ

ノ

／

／
／

〆

／

／

／

0 ／

、‐ノ／／

図17からさわ瓦窯〔①～④〕と横穴墓の分布(文献53より転載）

-16－



墓
の
ほ
う
が
新
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

二
号
横
穴
墓
と
三
号
横
穴
墓
と
の
新
旧
関
係
を
長
頸

瓶
の
口
唇
部
や
肩
部
の
器
形
で
比
較
す
る
と
、
三
号

横
穴
墓
が
二
号
横
穴
墓
よ
り
も
古
く
、
三
基
の
な
か

で
は
二
号
横
穴
墓
が
最
も
新
し
い
。
三
基
の
築
造
と

追
葬
は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
近

接
し
た
時
期
と
み
ら
れ
て
い
る
（
清
水
ほ
か
一
九

八
九
）
・

こ
れ
ら
の
須
恵
器
類
は
湖
西
窯
跡
群
の
製
品
と
さ

れ
、
腿
（
３
．
４
）
が
湖
西
編
年
の
第
Ⅲ
期
第
３
小
期

前
（
六
七
一
～
六
八
一
年
）
、
鬼
（
５
）
が
第
Ⅲ
期
第
３

小
期
後
（
六
八
一
～
七
○
一
年
）
に
対
比
さ
れ
る
。

長
頸
瓶
（
６
．
７
）
が
第
Ⅲ
期
第
３
小
期
後
、
長
頸
瓶

（
８
）
が
第
Ⅳ
期
第
１
小
期
（
七
○
一
～
七
一
五
年
）

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

二
・
三
号
横
穴
墓
出
土
の
腿
と
長
頸
瓶
と
は
逆
転

し
た
関
係
に
な
る
が
、
追
葬
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
象

と
み
れ
ば
そ
れ
程
の
矛
盾
は
な
い
。
そ
し
て
二
号
横

穴
墓
の
墓
道
が
さ
ほ
ど
埋
ま
ら
な
い
時
期
に
、
四
号

瓦
窯
の
平
瓦
が
入
り
込
む
状
況
に
あ
り
（
約
一
○
セ

ン
チ
浮
い
た
層
位
）
、
四
号
瓦
窯
焚
口
部
前
庭
（
作
業

場
）
の
下
層
か
ら
は
在
地
産
の
土
師
器
坏
（
図
略
Ｉ

~

[

~ ~~

－＝
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９
）
や
畿
内
系
暗
文
坏
（
、
～
吃
）
が
出
土
し
て
い
る
。
坏
類
は
八
世
紀
第
１
四
半
期

の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
四
号
瓦
窯
の
操
業
が
二
号
横
穴
墓
追
葬
期
と

並
行
し
た
七
一
五
～
二
○
年
代
ま
で
の
う
ち
に
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
操
業
過
程

に
基
づ
い
て
三
号
↓
四
号
↓
二
号
↓
一
号
瓦
窯
の
順
に
瓦
の
構
成
を
み
て
い
く
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

最
初
に
開
窯
し
た
三
号
瓦
窯
の
焼
成
室
有
段
部
分
に
は
平
瓦
や
丸
瓦
が
敷
か
れ
て

い
る
。
軒
丸
瓦
に
三
重
圏
縁
の
複
弁
十
葉
蓮
華
文
（
図
蛆
１
５
．
６
）
と
鋸
歯
文
複
弁

十
葉
蓮
華
文
（
７
）
が
あ
る
。
５
の
複
弁
蓮
華
文
先
端
は
丸
ま
っ
て
中
央
に
わ
ず
か
な

反
り
を
も
ち
、
中
房
が
直
径
七
セ
ン
チ
ほ
ど
で
突
出
し
、
蓮
子
の
配
置
は
一
十
六
十

一
○
で
あ
る
。
軒
平
瓦
で
は
段
顎
の
四
重
弧
文
（
８
）
が
出
土
し
て
い
る
。
軒
平
瓦
や
平

瓦
、
隅
切
瓦
の
凸
面
叩
き
は
波
状
文
の
Ｂ
類
、
斜
格
子
の
Ｅ
・
Ｆ
類
が
み
ら
れ
る
。

四
号
瓦
窯
も
焼
成
室
有
段
部
分
に
平
瓦
や
丸
瓦
が
敷
か
れ
て
い
る
。
製
品
に
は
、

軒
丸
瓦
の
素
縁
複
弁
十
葉
蓮
華
文
（
４
）
、
三
重
圏
縁
の
鋸
歯
文
複
弁
十
葉
蓮
華
文

と
細
弁
十
六
葉
蓮
華
文
（
１
～
３
）
、
軒
平
瓦
に
段
顎
の
五
重
弧
文
（
９
）
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
丸
瓦
、
平
瓦
、
隅
切
瓦
が
あ
る
。
平
瓦
類
の
凸
面
叩
き
は
平
行
四
辺
形

と
三
角
形
の
組
合
せ
に
よ
る
Ａ
類
、
Ｂ
類
、
正
方
形
格
子
の
Ｃ
類
、
正
方
形
格
子
と

格
子
の
一
部
が
割
れ
て
三
角
形
に
な
っ
た
り
類
、
Ｅ
・
Ｆ
類
が
み
ら
れ
る
。
素
縁
複

弁
十
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
４
）
の
内
区
や
中
房
は
三
号
窯
の
も
の
と
寸
法
が
同
じ
で
、

萢
型
を
変
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
重
圏
縁
細
弁
十
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
１
）

の
細
弁
蓮
華
文
は
中
央
に
一
条
の
子
葉
が
入
っ
た
も
の
で
、
中
房
が
直
径
四
・
四
セ

ン
チ
の
大
き
さ
で
突
出
し
、
蓮
子
は
一
十
五
十
一
○
で
配
さ
れ
て
い
る
。

二
号
瓦
窯
に
は
焼
成
室
の
階
段
構
築
材
に
四
号
瓦
窯
か
ら
持
ち
込
ん
だ
と
さ
れ
る

四
号
瓦
窯
の
操
業
期
を
七
一
五
～
二
○
年
こ
ろ
の
霊
亀
・
養
老
年
間
に
お
く
と
、

そ
の
前
の
三
号
瓦
窯
開
窯
期
は
七
一
○
年
こ
ろ
に
く
る
蓋
然
性
が
高
く
、
元
明
天
皇

治
世
の
創
建
寺
院
瓦
窯
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
二
号
瓦
窯
焼
成
室
の
階
段
構
築
状
態

を
考
え
る
と
、
四
号
瓦
窯
と
二
号
瓦
窯
と
に
も
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
幅
は
な
い
と
思
え

る
。
そ
し
て
三
号
瓦
窯
と
絡
め
て
二
号
横
穴
墓
の
被
葬
者
を
考
え
る
と
、
瓦
生
産
に

携
わ
っ
た
者
の
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
横
穴
墓
群
域
を
形
成
し
て
最
も
斜
面
下
位
に

あ
る
七
号
横
穴
墓
出
土
の
在
地
産
土
師
器
坏
や
須
恵
器
広
口
長
頸
瓶
は
、
そ
の
後
の

八
世
紀
前
半
の
中
頃
の
も
の
で
、
横
穴
墓
群
の
な
か
に
瓦
窯
操
業
期
と
並
行
し
た
被

葬
者
が
い
た
こ
と
は
否
定
し
難
く
、
瓦
工
人
集
団
と
の
関
係
を
濃
く
し
て
い
る
。

え
る
う
え
で
、
重
要
な
事
実

~

が
、
横
穴
墓
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
同
じ
場
所
に
窯
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
窯

既
に
四
号
窯
の
操
業
が
開
始
さ
れ
て
い
た

Ｅ
・
Ｆ
類
叩
き
の
平
瓦
が
大
量
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
四
重
弧
文
軒
平
瓦
（
皿
）
も

段
の
補
強
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
四
号
瓦
窯
の
製
品
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
二
号
瓦
窯
で
焼
か
れ
た
瓦
当
文
の
分
か
る
も
の
に
軒
丸
瓦
の
三
重
圏

縁
の
部
分
だ
け
が
あ
り
、
丸
瓦
と
の
接
合
方
法
か
ら
細
弁
十
六
葉
蓮
華
文
と
み
ら
れ

て
い
る
。
二
号
瓦
窯
で
焼
成
さ
れ
た
平
瓦
は
凸
面
叩
き
が
Ｅ
・
Ｆ
類
だ
け
で
あ
る
。

一
号
瓦
窯
で
出
土
し
た
瓦
も
多
く
が
階
段
構
築
材
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、

焼
成
品
に
は
丸
瓦
、
平
瓦
、
堤
瓦
が
あ
る
。
文
様
瓦
の
実
態
は
わ
か
ら
な
い
。
平
瓦

類
の
凸
面
叩
き
は
Ｅ
・
Ｆ
類
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

清
水
信
行
氏
は
、
「
二
号
横
穴
墓
の
墓
道
部
が
さ
ほ
ど
埋
ま
っ
て
い
な
い
時
期
に
、

の
開
か
れ
た
年
代
、
窯
の
掬
業
調
と
横
穴
墓
の
被
葬
者
と
の
関
係
と
い
う
問
題
を
考

で
あ
る
」
（
ｌ
線
は
筆
者
）
と
指
摘
す
る
。

と
思
わ
れ
る
。
か
ら
さ
わ
窯
を
開
い
た
者

－18－
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と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
千
代
南
原
遺
跡
第

Ⅶ
地
点
Ｃ
地
区
で
出
土
し
た
土
器
類
の
多
く
が
八
世
紀
前
半
代
ま
で
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
の
、
千
代
寺
院
や
周
辺
施
設
の
機
能
を
反
映
し
た
も
の
に
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
河
野
一
也
氏
は
、
千
代
寺
院
は
「
八
世
紀
初
頭
頃
に
地
鎮
祭
が
行

わ
れ
、
造
成
、
基
壇
築
成
、
上
棟
の
後
に
霊
亀
年
間
（
七
一
五
～
七
年
）
頃
か
ら
屋
瓦

が
葺
き
始
め
ら
れ
、
順
次
堂
宇
の
屋
根
を
葺
き
、
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）
に
は
葺

き
終
え
て
、
荘
厳
な
須
弥
壇
な
ど
が
完
成
に
至
る
ま
で
に
は
さ
ら
に
十
年
を
越
え
る

年
月
を
要
し
た
」
と
推
定
し
て
、
「
か
ら
さ
わ
瓦
窯
の
最
盛
期
を
神
亀
年
間
（
七
二

四
～
九
年
）
か
ら
天
平
初
年
（
七
三
○
年
代
）
」
に
あ
て
る
（
河
野
二
○
○
○
）
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
千
代
寺
院
の
造
営
は
着
手
か
ら
内
部
装
飾
ま
で
を
含
め

た
完
成
に
半
世
紀
も
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
り
、
足
下
郡
に
建
立
さ
れ
た
氏
寺

の
建
築
に
費
や
さ
れ
た
期
間
が
長
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。

か
ら
さ
わ
瓦
窯
の
操
業
開
始
期
を
七
一
○
年
頃
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
霊
亀
年
間

（
七
一
五
～
七
年
）
ご
ろ
か
ら
と
み
る
か
で
約
五
年
ほ
ど
の
差
が
生
じ
る
が
、
そ
の
差

の
違
い
は
む
し
ろ
河
野
氏
の
年
代
観
の
ほ
う
に
整
合
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も

考
え
ら
れ
る
調
査
事
例
を
次
に
あ
げ
て
み
る
。

二
号
横
穴
墓
と
三
・
四
号
瓦
窯
と
の
関
係
、
四
号
瓦
窯
か
ら
二
号

瓦
窯
へ
と
焼
成
室
構
築
材
が
移
る
こ
と
の
関
連
性
を
こ
の
よ
う
に
み

て
く
る
と
、
二
号
瓦
窯
の
操
業
も
七
二
五
年
ぐ
ら
い
ま
で
の
う
ち
に

あ
っ
て
、
一
号
瓦
窯
の
操
業
が
仮
に
八
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
に
か
か
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
千
代
寺
院
の
主
た
る
堂
宇
は
第
Ⅱ
四
半
期
初
め

ご
ろ
ま
で
に
は
あ
ら
か
た
完
成
し
て
機
能
し
て
い
た
時
期
に
あ
っ
た

し

の

ん

ぱ

平
成
十
五
年
に
静
岡
県
浜
北
市
根
堅
に
所
在
す
る
篠
場
瓦
窯
三
基
が
発
掘
さ
れ
、

三
号
↓
一
・
二
号
瓦
窯
の
順
で
操
業
変
遷
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
古
い
三
号
瓦
窯
で

は
、
四
重
圏
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
図
加
１
１
．
２
）
、
川
原
寺
式
系
の
素
縁

複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
３
）
、
四
重
弧
文
軒
平
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
次
の
二
号

瓦
窯
の
窯
体
内
か
ら
重
廓
連
珠
文
軒
平
瓦
、
灰
原
か
ら
は
四
重
圏
縁
複
弁
八
葉
蓮
華

文
軒
丸
瓦
と
四
重
弧
文
軒
平
瓦
、
川
原
寺
式
系
素
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
が
出

土
し
て
お
り
、
一
号
瓦
窯
で
は
窯
体
内
や
灰
原
で
竹
管
文
軒
平
瓦
や
無
文
軒
平
瓦
が

多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
（
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
二
○
○
四
）
。

発
掘
担
当
者
の
武
田
寛
生
氏
に
よ
る
と
、
三
号
瓦
窯
と
二
号
瓦
窯
灰
原
出
土
の
四

重
圏
縁
や
川
原
寺
式
系
の
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
、
素
縁
を

除
い
た
軒
丸
瓦
や
軒
平
瓦
は
四
重
圏
縁
と
四
重
弧
文
が
基
本
で
、
ほ
か
の
形
式
は
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
軒
丸
瓦
や
軒
平
瓦
に
は
須
恵
器
を
伴
っ
て
お
り
、

蓋
・
坏
・
高
台
付
坏
に
よ
る
形
態
比
較
か
ら
三
号
瓦
窯
が
七
世
紀
末
葉
、
一
・
二
号

瓦
窯
が
八
世
紀
初
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
四
重
圏
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸

瓦
（
１
．
２
）
の
中
房
は
突
出
し
て
圏
線
が
巡
り
、
１
は
周
環
を
有
す
る
蓮
子
が
一
十

0 C、 20
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八
で
配
さ
れ
て
い
る
（
Ａ
類
）
。
２
は
中
房
が
Ａ
類
よ
り
も
小
さ
く
な
っ
て
い
て
、
周
環

を
有
す
る
蓮
子
が
一
十
六
で
配
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
類
）
。
ま
た
川
原
寺
式
系
素
縁
複

弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
３
）
は
、
比
較
的
に
大
き
な
中
房
で
、
周
環
を
有
す
る
蓮

子
が
一
十
五
十
九
で
配
さ
れ
て
い
る
（
武
田
二
○
○
四
ａ
．
ｂ
）
。

篠
場
瓦
窯
で
の
七
世
紀
末
葉
の
三
号
瓦
窯
と
八
世
紀
初
頭
の
二
号
瓦
窯
か
ら
出
土

し
た
四
重
圏
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
を
、
か
ら
さ
わ
三
・
四
号
瓦
窯
出
土
の
三

重
圏
縁
複
弁
十
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
で
比
較
し
た
場
合
に
、
「
複
弁
八
葉
蓮
華
文
」

の
ほ
う
が
後
者
の
「
複
弁
十
葉
蓮
華
文
」
よ
り
古
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
蓮
子
の
配

列
は
む
し
ろ
後
者
が
古
い
様
相
を
具
え
て
い
る
。
蓮
子
構
成
の
違
い
に
地
域
性
を
加

味
し
て
み
て
も
、
両
者
の
間
に
一
○
年
よ
り
も
一
五
年
ぐ
ら
い
の
時
間
幅
を
お
く
河

野
氏
の
考
え
の
ほ
う
に
む
し
ろ
妥
当
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。

い
ず
れ
の
年
代
を
と
る
に
し
ろ
、
か
ら
さ
わ
瓦
窯
か
ら
み
た
千
代
寺
院
の
創
建
が

八
世
紀
第
１
四
半
期
前
半
代
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
３
）
吹
切
遺
跡

足
上
郡
と
足
下
郡
に
接
し
た
余
綾
郡
に
は
、
吹
切
遺
跡
が
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の
位

置
は
、
千
代
廃
寺
、
大
住
郡
の
四
之
宮
下
郷
廃
寺
、
高
座
郡
の
下
寺
尾
廃
寺
、
鎌
倉

郡
の
鎌
倉
廃
寺
が
と
も
に
相
模
湾
岸
に
沿
っ
て
並
ん
で
い
る
。
そ
し
て
千
代
廃
寺
と

同
じ
か
ら
さ
わ
瓦
窯
の
製
品
、
千
代
廃
寺
に
は
見
ら
れ
な
い
御
浦
郡
の
法
塔
瓦
窯
系

製
品
も
採
集
さ
れ
て
い
る
古
瓦
の
散
布
地
で
あ
る
。
し
か
し
、
廃
寺
と
認
定
で
き
る

礎
石
や
遺
構
の
実
態
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
（
赤
星
一
九
七
九
）
。

遺
跡
は
中
郡
大
磯
町
国
府
本
郷
の
国
道
一
号
線
と
Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
と
に
挟
ま
れ
た

小
字
吹
切
と
小
字
中
丸
地
区
に
か
か
る
一
帯
の
畑
地
で
、
長
谷
川
が
大
き
く
東
に
折

れ
る
南
側
に
所
在
す
る
。

こ
の
辺
り
は
、
当
時
の
余

綾
郷
に
あ
た
る
。

瓦
類
は
山
田
一
男
氏
に

よ
っ
て
採
集
さ
れ
、
か
ら

さ
わ
瓦
窯
の
瓦
に
は
凸
面

を
き
れ
い
に
削
っ
た
軒
丸

瓦
（
図
創
１
１
）
、
凹
面
に

桶
巻
き
作
り
の
小
札
痕
を

有
し
て
凸
面
が
格
子
目
叩

き
の
平
瓦
（
２
～
６
）
が
あ

る
。
平
瓦
の
格
子
目
叩
き

に
は
、
Ｄ
類
（
３
）
、
Ｅ
類

（
２
）
、
Ｆ
類
（
４
．
５
）
、

Ｇ
類
（
６
）
が
み
ら
れ
る
。

軒
丸
瓦
（
１
）
の
瓦
当

部
は
剥
落
し
て
い
る
が
、

接
合
部
の
丸
瓦
先
端
が
Ｖ

字
形
に
切
り
込
ま
れ
て
い

る
の
で
、
三
重
圏
縁
十
六

葉
細
弁
蓮
華
文
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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平
瓦
に
Ｄ
類
の
格
子
目
叩
き
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
ら
さ
わ
三
・
四
号

瓦
窯
の
操
業
初
期
か
ら
吹
切
遺
跡
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
Ｅ
・
Ｆ
類
や
Ｇ
類
の
存
在
は
、
一
・
二
号
瓦
窯
が
操
業

し
た
時
期
の
製
品
も
供
給
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
量
的
に
は
不
明
な
が
ら

も
千
代
廃
寺
と
同
様
の
供
給
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

か
ら
さ
わ
瓦
窯
製
品
と
は
別
の
、
縄
目
叩
き
を
基
調
に
し
た
御
浦
郡
の
法
塔
瓦

窯
系
製
品
で
あ
る
丸
瓦
（
図
詑
１
７
）
、
平
瓦
（
８
．
９
）
も
含
ん
で
い
る
。
丸
瓦
と

平
瓦
の
凸
面
は
縄
目
叩
き
の
後
に
箆
削
り
を
加
え
た
も
の
で
、
平
瓦
の
凹
面
に
小

札
痕
が
の
こ
る
。
同
様
の
技
法
で
、
凸
面
を
箆
削
り
し
な
い
縄
目
叩
き
の
ま
ま
の

丸
瓦
（
皿
）
と
平
瓦
（
Ⅱ
）
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
の
生
産
瓦
窯
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

両
者
は
桶
巻
き
作
り
で
縄
目
叩
き
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ほ
ぼ
同
時
期
の

製
品
と
み
ら
れ
、
か
わ
さ
わ
瓦
窯
製
品
と
共
に
使
用
さ
れ
た
八
世
紀
第
１
四
半
期

か
ら
第
Ⅱ
四
半
期
に
か
か
る
こ
ろ
の
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
、

一
枚
作
り
に
よ
る
平
瓦
（
皿
～
略
）
、
丸
瓦
（
吃
・
昭
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
平
瓦
の

凸
面
縄
目
叩
き
は
皿
が
Ｖ
群
、
喝
が
１
．
Ⅱ
群
、
鴫
が
Ⅳ
群
に
相
当
す
る
。

瓦
の
採
集
量
は
少
な
い
も
の
の
、
法
塔
瓦
窯
系
製
品
が
加
わ
る
こ
と
を
除
け
ば

千
代
廃
寺
と
よ
く
似
た
様
相
を
呈
し
、
規
模
は
不
明
で
あ
る
が
、
寺
院
の
可
能
性

が
極
め
て
高
い
遺
跡
と
い
え
る
。
河
野
一
也
氏
は
吹
切
遺
跡
や
千
代
廃
寺
の
造
営

を
、
「
続
日
本
紀
」
の
神
護
景
雲
二
（
七
六
八
）
年
二
月
三
日
条
の
「
従
五
位
下
勲

ノ

ー

テ

ヲ

ノ

ト

ス

ノ

ノ

ト

六
等
漆
部
直
伊
波
賜
二
姓
相
模
宿
禰
一
。
為
一
相
模
国
国
造
一
・
」
に
み
る
律
令
国
造

と
絡
め
て
漆
部
直
一
族
の
故
地
を
師
長
国
で
あ
っ
た
余
綾
郡
中
村
郷
と
推
定
し
、

ヌ

リ

ベ

豪
族
漆
部
一
族
と
の
係
わ
り
で
捉
え
て
い
る
（
河
野
一
九
九
三
）
。
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（
４
）
四
之
宮
下
郷
廃
寺

大
住
郡
に
は
、
平
塚
市
四
之
宮
の
高
林
寺
境
内
に
下
郷
（
下
ノ
郷
）
廃
寺
が
あ
る
。

下
郷
廃
寺
は
相
模
川
を
四
キ
ロ
ほ
ど
湖
っ
た
西
岸
の
五
○
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
入
っ
た

低
地
砂
丘
地
に
位
置
し
、
一
帯
に
は
古
代
遺
構
が
密
集
す
る
高
林
寺
遺
跡
や
四
之
宮

下
ノ
郷
遺
跡
、
「
国
厨
」
や
「
大
住
厨
」
の
墨
書
土
器
を
出
土
し
た
稲
荷
前
Ａ
遺
跡
が

広
が
っ
て
い
る
（
小
島
一
九
八
○
・
八
一
、
明
石
一
九
九
五
、
青
地
一
九
九
九
）
。

下
郷
廃
寺
は
日
野
一
郎
氏
が
中
心
と
な
っ
て
昭
和
三
十
六
年
か
ら
昭
和
五
十
八
年

ま
で
五
次
に
わ
た
る
発
掘
を
行
っ
‐
て
お
り
、
南
面
し
た
七
間
×
五
間
の
堂
趾
か
ら
は

小
金
銅
仏
首
、
皇
朝
銭
（
富
寿
神
宝
・
饒
益
神
宝
・
乾
元
大
宝
）
、
二
面
硯
、
風
字

訂1曹」
~I－」 O U ユ ヲ 4 5 6 7 8 9 期間
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硯
、
須
恵
器
転
用
硯
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
緑
釉
陶
器
、
灰
釉
陶
器
、
瓦
を
は
じ
め

と
し
て
、
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
常
滑
・
瀬
戸
窯
の
陶
器
、
五
代
～
宋
代
の

白
磁
な
ど
を
検
出
し
て
い
る
（
日
野
一
九
六
七
）
。

日
野
氏
は
、
七
間
×
五
間
の
堂
吐
（
図
羽
）
を
平
安
時
代
初
期
寺
院
の
講
堂
と
み
な

し
、
瓦
片
の
出
土
量
が
少
な
い
こ
と
か
ら
軒
先
だ
け
に
瓦
を
用
い
、
上
部
の
大
半
は

草
葺
き
で
あ
っ
た
と
推
理
し
た
。
そ
し
て
礎
石
の
根
石
は
焼
け
て
い
る
が
、
礎
石
に

被
熱
し
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
が

火
災
に
遭
い
、
平
安
時
代
中
期
頃
に
再
建
さ
れ
て
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
焼
失
し
、
そ

の
後
の
礎
石
は
ほ
と
ん
ど
が
各
処
へ
四
散
し
て
根
石
だ
け
が
残
っ
た
と
考
え
た
。

そ
の
後
、
周
辺
一
帯
に
も
発
掘
調
査
が
及
ん
で
く
る
と
、
遺
構
や
遺
物
は
国
府
に

関
連
し
た
官
衙
的
性
質
を
お
び
た
様
相
を
呈
し
、
小
島
弘
義
氏
は
『
四
之
宮
下
郷
」
で

「
七
間
×
五
間
の
礎
石
列
は
中
世
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
正
平
七
（
一
三
五
二
）
年
の

紀
年
銘
の
あ
る
板
碑
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
礎
石
建
物
の
年
代
を

平
安
時
代
と
み
る
こ
と
に
疑
問
視
し
て
い
る
（
小
島
一
九
八
四
）
。

瓦
の
出
土
量
で
瓦
葺
状
態
が
決
ま
る
と
も
思
え
な
い
が
、
問
題
は
礎
石
あ
る
い
は

礎
石
面
を
調
整
し
た
根
石
の
構
築
状
況
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。

記
録
か
ら
は
窺
い
え
な
い
が
、
図
認
に
み
る
よ
う
な
各
根
石
の
配
置
や
間
隔
か
ら
す

る
と
、
坪
掘
り
地
業
を
行
っ
た
う
え
で
規
則
的
に
礎
石
が
据
え
ら
れ
て
い
た
と
は
思

え
な
い
。
す
な
わ
ち
図
認
左
上
の
ト
レ
ン
チ
隅
に
遺
存
し
た
一
個
の
礎
石
か
ら
も
窺

え
る
よ
う
に
、
礎
石
自
体
は
五
○
セ
ン
チ
程
度
の
大
き
さ
で
、
地
山
に
直
接
根
石
を

敷
い
て
礎
石
を
据
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
古
代
寺
院
建
築
の
主
要
な
堂

宇
の
よ
う
に
瓦
葺
き
建
物
の
総
重
量
が
礎
石
に
集
中
す
る
築
造
技
術
の
建
造
物
で
は
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な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
七
間
×
五
間
の
礎
石
建
物
を
講
堂
と
み
た
場
合
、

ほ
か
の
堂
宇
が
ど
の
程
度
の
規
模
で
展
開
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
連
し

て
く
る
が
、
発
掘
さ
れ
た
周
辺
の
様
子
か
ら
は
、
寺
院
に
関
連
し
た
遺
構
の
拡
が
り

を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
と
思
え
る
。

そ
の
後
、
日
野
氏
が
調
査
し
て
こ
ら
れ
た
下
郷
廃
寺
関
連
の
一
括
資
料
は
、
平
成

十
年
に
平
塚
市
博
物
館
市
史
編
さ
ん
室
へ
寄
贈
さ
れ
、
明
石
新
氏
と
若
林
勝
司
氏
が

日
野
一
郎
先
生
追
悼
記
念
号
と
な
っ
た
『
考
古
論
叢
神
奈
河
』
第
八
集
で
遺
構
と
遺
物

か
ら
「
下
ノ
郷
廃
寺
跡
」
の
再
検
討
を
行
っ
て
い
る
（
明
石
・
若
林
二
○
○
○
）
。

ま
ず
若
林
氏
が
、
遺
構
を
第
一
・
二
地
点
調
査
分
を
含
め
て
検
討
し
、
建
物
跡
の

構
造
を
想
定
①
～
④
案
で
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
①
案
は
、
日
野
氏
が
想
定
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
建
物
１
（
図
認
の
中
心
部
分
）
で
、
身
舎
の
五
間
×
三
間
の
側
柱

に
四
面
廟
が
付
く
形
式
の
七
間
×
五
間
建
物
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
想
定

の
身
舎
五
間
×
三
間
内
に
は
束
柱
が
伴
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、

発
掘
し
た
ト
レ
ン
チ
内
で
身
舎
の
南
面
桁
行
柱
列
と
東
西
二
面
の
廟
柱
列
の
根
石
が

検
出
さ
れ
た
箇
所
は
少
な
く
、
七
間
×
五
間
の
礎
石
建
物
を
考
え
る
こ
と
に
無
理
が

あ
ろ
う
。
想
定
②
案
（
図
型
右
）
と
③
案
（
図
鯉
左
）
は
、
①
案
で
の
身
舎
部
分
に
礎
石

が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
②
案
が
北
面
に
屏
列
を
設
け
て
、
身
舎
を
桁
行
四
間

（
柱
間
二
・
五
メ
ー
ト
ル
）
×
梁
行
二
間
（
柱
間
三
メ
ー
ト
ル
）
に
し
た
東
西
面
に
廟

（
柱
間
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
が
付
く
構
造
の
建
物
２
と
、
そ
の
前
面
に
南
面
し
た
桁
行

六
間
（
柱
間
二
・
五
メ
ー
ト
ル
）
×
梁
行
二
間
（
柱
間
三
メ
ー
ト
ル
）
の
建
物
３
、
そ
の

東
側
に
建
物
３
と
並
ぶ
梁
行
二
間
に
よ
る
建
物
４
を
置
く
想
定
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
北
面
屏
列
は
築
地
か
土
塀
に
な
ろ
う
が
、
南
側
ト
レ
ン
チ
内
に
あ
る
根
石
群
は
何

図24下ノ郷廃寺第1･2地点建物跡配置想定(文献64より転載）
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な
の
か
と
い
う
疑
問
が
の
こ
る
。
③
案
は
②
案
の
北
面
屏
列
と
建
物
２
を
合
わ
せ
て

建
物
５
の
構
造
で
検
討
し
た
も
の
で
、
桁
行
五
間
×
梁
行
二
間
の
身
舎
に
四
面
廟
が

付
く
。
建
物
５
と
②
案
で
検
討
し
た
建
物
３
．
４
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
④
案
は

全
く
別
の
建
物
６
を
想
定
し
て
み
る
が
、
全
体
の
建
物
群
構
成
を
な
さ
な
い
。

こ
れ
ら
の
想
定
で
③
案
が
も
っ
と
も
妥
当
な
配
置
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
①
案
と

同
様
に
、
礎
石
や
根
石
が
無
い
と
こ
ろ
に
も
柱
位
置
を
設
定
す
る
こ
と
に
不
合
理
な

点
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
若
林
氏
は
、
根
石
群
を
検
討
す
る
な
か
で
、
二
時
期

の
建
物
群
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
と
し
、
建
物
２
．
３
．
５
の
想
定
か
ら
は

寺
院
と
い
う
よ
り
も
官
衙
的
な
性
格
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

想
定
①
～
③
案
で
の
再
検
討
か
ら
は
、
廃
寺
と
さ
れ
て
き
た
の
が
寺
院
と
し
て
の

可
能
性
は
薄
れ
、
む
し
ろ
官
衙
的
建
物
と
の
見
方
に
傾
い
て
い
る
。
官
衙
的
な
建
物

と
は
ど
の
よ
う
な
施
設
を
指
す
の
か
と
い
う
と
、
再
検
討
の
結
果
を
ま
と
め
た
明
石

氏
は
、
こ
れ
ら
の
建
物
が
官
衙
の
一
部
な
ら
ば
、
国
庁
以
外
の
主
要
な
施
設
、
と
り

わ
け
想
定
②
案
の
建
物
２
．
３
の
よ
う
な
建
物
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
国
司
館

と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
、
寺
院
な
ら
ば
国
府
内
寺
院
と
考
え
た
い
が
、
七
間
×
五
間

の
講
堂
と
み
る
こ
と
に
は
疑
問
を
な
げ
か
け
る
。
要
す
る
に
、
独
立
し
た
寺
院
で
は

な
く
、
国
府
に
関
連
し
て
い
た
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
礎
石
建
物
を
国
衙
施
設
の
正
倉
群
と
は
見
倣
し
え
な
い
の
で
、
瓦
葺
き

の
国
司
館
も
し
く
は
国
府
内
寺
院
で
あ
る
と
し
た
と
き
に
、
屋
瓦
と
の
関
係
へ
と
問

題
が
移
っ
て
く
る
。
瓦
を
検
討
す
る
ま
え
に
、
礎
石
を
伴
っ
た
建
物
の
時
期
が
い
つ

で
あ
っ
た
の
か
、
ま
ず
出
土
し
た
土
器
・
陶
器
（
図
妬
・
妬
）
か
ら
み
て
み
よ
う
。

明
石
氏
の
整
理
に
基
づ
く
と
、
土
師
器
坏
・
塊
・
皿
類
の
内
訳
は
、
坏
が
一
六
六

点
、
塊
が
二
五
点
、
皿
が
二
○
点
で
、
八
世
紀
代
と
一
一
世
紀
代
の
も
の
は
僅
か
で

あ
り
、
相
模
型
坏
に
限
っ
て
み
る
と
、
九
世
紀
か
ら
一
○
世
紀
代
の
も
の
に
集
中
し

て
い
る
。
坏
・
塊
・
皿
（
図
お
）
の
時
期
を
み
る
と
、
相
模
型
坏
（
１
～
皿
）
で
は
、
九

世
紀
中
葉
の
１
、
九
世
紀
後
半
の
２
．
３
、
九
世
紀
後
半
か
ら
一
○
世
紀
前
半
代
に

か
け
て
の
４
～
蛆
と
な
る
。
相
模
型
坏
で
は
な
い
が
、
体
部
が
直
線
的
に
開
い
て
平

底
に
木
葉
痕
の
あ
る
皿
は
一
○
世
紀
後
半
、
口
径
が
七
・
六
～
九
セ
ン
チ
を
な
し
て

体
部
無
調
整
の
ま
ま
の
吃
～
皿
は
九
～
一
○
世
紀
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
底
部
外

面
に
達
筆
な
書
体
で
「
大
住
」
と
墨
書
さ
れ
た
甲
斐
型
坏
の
鴫
は
九
世
紀
後
半
か
一
○

世
紀
前
半
代
と
み
ら
れ
る
。
ロ
ク
ロ
成
形
に
よ
る
坏
・
高
台
付
塊
の
略
～
喝
は
九
世

紀
後
半
か
ら
一
○
世
紀
代
に
か
け
て
の
も
の
で
、
同
じ
く
坏
・
高
台
付
坏
の
岨
～
犯

が
一
○
世
紀
後
半
か
ら
二
世
紀
前
半
代
で
あ
る
。
Ⅲ
に
は
、
八
世
紀
後
半
の
釦
と
、

そ
の
ほ
か
に
九
世
紀
代
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

須
恵
器
の
内
訳
は
、
坏
四
一
点
、
高
台
付
塊
八
点
、
三
足
盤
一
点
、
硯
一
点
と
、

瓶
・
壷
が
六
三
点
、
甕
一
○
九
点
で
あ
る
。
貯
蔵
形
態
の
壺
・
甕
が
多
く
、
供
膳
形

態
の
坏
・
塊
の
割
合
は
少
な
い
。
坏
（
図
泌
ｌ
認
）
は
、
口
径
一
二
、
器
高
三
・
五
、

底
径
五
・
四
セ
ン
チ
の
御
殿
山
二
五
号
窯
期
に
あ
た
る
も
の
で
、
一
○
世
紀
第
１
四

半
期
と
み
ら
れ
る
。
九
世
紀
後
半
代
の
御
殿
山
五
九
号
窯
期
も
含
ま
れ
て
い
る
。

灰
釉
陶
器
の
内
訳
は
、
塊
三
一
七
点
、
皿
一
五
点
、
段
皿
六
点
、
耳
皿
二
点
に
、

瓶
・
壺
類
が
八
四
点
で
あ
る
。
供
膳
形
態
の
境
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。

塊
に
は
蛇
の
目
高
台
風
の
猿
投
窯
黒
笹
一
四
号
窯
式
の
妬
を
は
じ
め
と
し
て
、
方
形

高
台
で
口
唇
部
の
外
面
か
ら
内
面
全
体
に
灰
釉
が
掛
か
る
黒
笹
一
四
号
窯
式
の
型
、

同
じ
器
形
を
な
し
て
口
唇
部
内
外
面
に
一
条
の
沈
線
が
巡
っ
て
い
る
黒
笹
一
四
号
窯
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式
で
も
新
段
階
の
妬
、
内
面
底
部
を
硯
に
使
用
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
黒
笹
一
四
号

窯
式
新
段
階
の
証
、
意
図
的
に
体
部
上
半
を
打
ち
欠
い
て
朱
墨
用
の
転
用
硯
に
し
た

黒
笹
九
○
号
窯
式
の
羽
、
三
日
月
高
台
を
な
し
て
漬
け
掛
け
釉
に
よ
る
折
戸
五
三
号

窯
式
並
行
期
の
鋤
と
が
あ
る
。
な
お
鋤
は
東
海
地
方
の
製
品
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、

体
部
外
面
に
「
長
」
の
異
体
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
皿
に
は
方
形
高
台
を
な
す
黒
笹

一
四
号
窯
式
の
”
、
三
日
月
高
台
の
黒
笹
九
○
号
窯
式
の
詔
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
見

込
み
部
が
研
磨
さ
れ
て
い
て
、
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
硯
と
し
て
使
用
さ
れ

た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
灰
釉
陶
器
塊
・
皿
類
は
、
黒
笹
一
四
号
窯
式
か
ら

黒
笹
九
○
号
窯
式
が
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
に
折
戸
五
三
号
窯
式
並
行
期
段
階
を
含
む

時
期
ま
で
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
年
代
を
斎
藤
孝
正
氏
の
編
年
観
で
み
る
と
、
九
世

紀
中
葉
頃
か
ら
一
○
世
紀
前
半
に
あ
た
る
（
斎
藤
一
九
九
三
）
・

緑
釉
陶
器
の
内
訳
は
、
塊
二
九
一
点
、
稜
塊
一
八
点
、
輪
花
塊
八
点
、
皿
一
点
、

段
皿
一
二
点
、
花
文
把
手
付
瓶
二
点
、
蓋
四
点
、
香
炉
二
点
、
唾
壺
一
点
で
、
多
彩

な
様
相
を
み
せ
て
い
る
。
稜
塊
詑
が
黒
笹
九
○
号
窯
式
、
獣
足
付
段
Ⅱ
詔
が
黒
笹

一
四
号
窯
式
、
段
皿
弘
が
黒
笹
九
○
号
窯
式
、
皿
で
内
外
面
に
緑
釉
で
緑
彩
さ
れ
て

い
る
弱
が
黒
笹
九
○
号
窯
式
、
外
反
し
た
口
唇
部
の
口
縁
部
片
と
方
形
高
台
を
な
す

塊
拓
・
師
が
黒
笹
一
四
号
窯
式
、
方
形
高
台
を
も
つ
塊
犯
・
弱
が
黒
笹
九
○
号
窯
式
、

蛇
の
目
高
台
の
塊
如
が
黒
笹
一
四
～
九
○
号
窯
式
段
階
、
平
高
台
で
内
面
に
陰
刻
花

文
を
施
し
た
塊
虹
は
京
都
産
、
外
面
に
陰
刻
花
文
を
施
し
た
蓋
躯
・
媚
が
黒
笹
九
○

号
窯
式
、
内
面
に
陰
刻
花
文
を
施
し
た
輪
花
塊
狸
が
黒
笹
九
○
号
窯
式
、
外
面
に
緑

釉
で
花
文
を
緑
彩
し
た
塊
妬
が
黒
笹
九
○
号
窯
式
、
輪
花
塊
妬
が
折
戸
五
三
号
窯

式
、
削
出
し
高
台
で
内
面
に
陰
刻
花
文
を
施
し
た
塊
灯
は
京
都
産
、
内
面
に
陰
刻
の

~~~

３

~~

~~

20 4

ヲ、 ’ 一一

＝

｛ 10cm

図25下ノ郷廃寺出土の土器類[1) (文献64より転載）
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宝
相
華
文
を
刻
ん
だ
方
形
高
台
の
塊
娼
・
蛸
が
黒
笹
九
○
号
窯
式
、
蛇
の
目
高
台
の

唾
壺
卵
と
円
形
透
か
し
を
入
れ
た
脚
部
付
き
の
香
炉
別
が
黒
笹
一
四
号
窯
式
か
ら
九

○
号
窯
式
段
階
と
み
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
緑
釉
陶
器
も
灰
釉
陶
器
と
同
様
に
黒
笹
一
四
号
窯
式
と
黒
笹
九
○
号
窯
式

が
主
体
を
な
し
て
い
て
、
こ
の
ほ
か
に
京
都
産
や
折
戸
五
三
号
窯
式
段
階
の
も
の
が

若
干
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
時
期
的
な
中
心
が
、
九
世
紀
中
葉
か

ら
一
○
世
紀
前
半
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

明
石
氏
は
、
出
土
し
た
土
器
・
陶
器
の
占
め
る
比
率
は
、
土
師
器
が
二
○
パ
ー
セ

ン
ト
、
須
恵
器
が
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
灰
釉
陶
器
が
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
緑
釉
陶
器

が
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
須
恵
器
の
量
に
対
し

て
灰
釉
陶
器
や
緑
釉
陶
器
の
割
合
が
高
い
の
は
、
周
辺
に
お
け
る
国
府
関
連
遺
跡
の

あ
り
方
と
も
共
通
し
た
現
象
で
あ
る
と
し
、
な
か
で
も
須
恵
器
坏
・
塊
・
皿
が
少
な

い
の
は
灰
釉
陶
器
や
緑
釉
陶
器
の
塊
・
皿
類
で
補
わ
れ
て
い
た
結
果
で
あ
る
と
み

る
。
灰
釉
陶
器
や
緑
釉
陶
器
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
寺
院
と
し
て
の
灯
明

皿
の
よ
う
な
特
殊
な
遺
物
が
こ
と
さ
ら
に
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
も
前
述
し
た
よ
う

に
、
「
下
ノ
郷
廃
寺
」
と
さ
れ
る
建
物
が
寺
院
よ
り
も
む
し
ろ
官
衙
に
関
連
し
た
施
設

と
し
て
み
よ
う
と
す
る
根
拠
で
も
あ
る
（
明
石
二
○
○
○
・
二
○
○
二
）
。

士
器
・
陶
器
類
か
ら
は
九
世
紀
中
葉
こ
ろ
か
ら
一
○
世
紀
前
半
代
に
中
心
が
あ
る

こ
と
を
知
り
え
た
。
で
は
、
瓦
は
ど
こ
の
製
品
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

岡
本
孝
之
氏
が
「
平
塚
市
史
別
編
考
古
」
の
「
第
三
節
相
模
国
府
と
古
代
寺
院
」
の

な
か
で
、
「
下
ノ
郷
廃
寺
跡
」
と
「
古
代
瓦
」
を
ま
と
め
て
い
る
（
岡
本
二
○
○
三
）
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
瓦
当
文
の
わ
か
る
軒
丸
・
軒
平
瓦
の
出
土
は
な
い
よ
う
で
、
平
瓦

と
丸
瓦
の
み
で
あ
る
（
図
”
）
。
平
瓦
に
は
、
凸
面
が
縄
目
叩
き
の
も
の
（
１
～
３
）
と

格
子
目
叩
き
の
も
の
（
５
．
６
）
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
縄
目
が
き
れ
い
に
並
ん
で

い
る
１
は
瓦
尾
根
瓦
窯
製
品
で
、
国
分
尼
寺
へ
供
給
さ
れ
た
扁
行
唐
草
文
軒
平
瓦
と

同
じ
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
丸
瓦
７
も
、
瓦
尾
根
瓦
窯
製
品
で
あ
る
。

縄
目
が
細
く
な
っ
て
き
れ
い
に
並
ん
で
い
る
３
は
、
天
神
前
遺
跡
第
七
地
点
二
号
竪

穴
住
居
趾
出
土
の
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
図
詔
１
Ｍ
）
と
同
じ
叩
き
目
で
、
お
そ
ら

く
同
一
の
瓦
窯
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
明
石
一
九
九
二
）
。
細
い
縄
目
の
２
は

薄
手
の
作
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
丸
瓦
４
と
共
に
南
多
摩
窯
跡
群
の
御
殿
山

六
・
八
号
窯
製
品
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
大
川
一
九
七
九
）
。
凸
面
に
長
方
形

か
平
行
四
辺
形
の
形
状
を
し
た
格
子
目
叩
き
の
平
瓦
５
．
６
は
、
今
の
と
こ
ろ
平
塚

市
内
に
お
い
て
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
叩
き
に
よ
る
も
の
で
、
真
土
六
ノ
域
第
四
地
点

九
○
号
竪
穴
住
居
趾
カ
マ
ド
の
焚
口
部
か
ら
出
土
し
た
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
肥
）

と
一
緒
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
小
島
一
九
八
七
）
。

こ
の
よ
う
に
下
郷
廃
寺
と
さ
れ
る
場
所
で
出
土
し
た
平
瓦
類
か
ら
推
測
す
る
と
、

軒
平
瓦
に
は
国
分
寺
再
建
期
か
、
そ
れ
以
降
の
国
分
僧
・
尼
寺
に
見
ら
れ
な
い
凸
面

格
子
目
叩
き
の
均
正
唐
草
文
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
住
郡
の
平
塚
市
内

に
は
、
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
に
縄
目
と
格
子
目
叩
き
と
の
二
種
が
存
在
し
た
わ

け
で
、
二
種
と
も
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
図
調
）
が
組
合
わ
さ
っ
た
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う
。
真
土
六
ノ
域
第
四
地
点
九
○
号
竪
穴
住
居
趾
の
カ
マ
ド
焚
口
部
か

ら
は
丸
瓦
も
共
伴
し
て
い
て
、
こ
の
丸
瓦
の
凸
面
は
縄
目
叩
き
の
あ
と
で
局
部
的
に

ナ
デ
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
二
次
的
な
使
用
目
的
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
格
子
目
に
よ
る
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
や
平
瓦
と
、
縄
目
の
丸
瓦
と
に
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時
間
差
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
使
用
し
た
際
の
叩
き
工
具
の
違
い
だ
け
を
示
し
て

い
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
縄
目
叩
き
の
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
は
瓦
尾
根
瓦

窯
の
製
品
に
あ
る
が
、
格
子
目
叩
き
の
生
産
瓦
窯
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

こ
の
所
在
地
不
明
の
瓦
窯
に
つ
い
て
、
岡
本
孝
之
氏
は
大
磯
町
と
境
す
る
高
麗
山

北
側
斜
面
の
地
獄
沢
や
亀
堀
沢
で
良
質
の
粘
土
が
産
出
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
一
帯
に

瓦
窯
跡
の
存
在
を
想
定
し
て
お
り
、
格
子
目
叩
き
の
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
や
平
瓦
類

を
「
大
住
瓦
窯
の
製
品
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（
岡
本
二
○
○
三
）
。
確
か
に
格
子
目

叩
き
に
よ
る
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
れ
を
生
産

し
た
瓦
窯
が
相
模
国
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
と
時
期
で
あ
ろ
う
。

平
塚
市
内
か
ら
出
土
す
る
軒
丸
・
軒
平
瓦
の
分
布
を
み
る
と
、
す
で
に
あ
げ
た
天

神
前
遺
跡
第
七
地
点
二
号
竪
穴
住
居
趾
や
真
土
六
ノ
域
第
四
地
点
九
○
号
竪
穴
住
居

趾
出
土
の
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
皿
・
肥
）
を
除
け
ば
、
高
林
寺
遺
跡
第
五
・
七

地
区
で
は
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
９
）
、
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸

瓦
（
岨
）
、
珠
文
縁
均
正
飛
雲
文
軒
平
瓦
（
吃
）
、
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
喝
）
が
み

ら
れ
、
山
王
Ｂ
遺
跡
に
国
分
僧
寺
創
建
期
瓦
と
同
じ
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
皿
）
が
あ

る
。
ま
た
前
烏
神
社
に
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
略
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
大
会
原
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
で
は
、
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
図
調
）

と
付
近
か
ら
珠
文
縁
均
正
飛
雲
文
軒
平
瓦
が
出
土
し
て
い
る
（
依
田
二
○
○
二
）
。

さ
ら
に
平
瓦
や
丸
瓦
も
含
め
た
分
布
を
み
る
と
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
七
三
地
点

ほ
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
（
平
塚
市
博
物
館
市
史
編
さ
ん
担
当
二
○
○
○
）
、
分
布
は

高
林
寺
一
帯
を
中
心
に
し
て
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
か
に
は
か
ら
さ
わ

瓦
窯
の
製
品
も
み
ら
れ
、
多
種
の
瓦
が
一
定
の
範
囲
に
集
中
し
て
い
る
状
態
が
何
を

鐘

鯲

騨

“

懸

郷

睡

郵

額

３

~~ ~~~ ~ ~

6

20c0 Ｉ

図27下ノ郷廃寺出土の瓦類(文献67より転載）
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意
味
す
る
の
か
、
寺
院
の
存
在
を
含
め
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
住
国

府
所
在
地
と
し
て
の
平
塚
市
内
か
ら
出
土
す
る
文
様
瓦
の
特
色
を
格
子
目
叩
き
の
重

廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
画
・
鴫
・
略
）
に
求
め
た
と
き
に
、
国
分
僧
・
尼
寺
に
み

ら
れ
る
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
が
組
合
わ
さ
る
時
期
と
の
関
連
性
、
さ
ら

に
こ
の
地
域
に
お
い
て
の
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
ぬ
）
や
均
正
飛
雲
文

軒
平
瓦
（
吃
）
が
ど
の
よ
う
に
係
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
絡
ん
で
く
る
。

こ
の
こ
と
を
大
会
原
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒

丸
瓦
（
図
調
）
で
み
る
と
、
中
房
圏
線
か
ら
外
区
ま
で
貫
い
た
一
本
の
く
っ
き
り
し
た

箔
傷
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
萢
型
を
使
用
し
て
作
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
相
模
国
分
寺
の
そ
れ
に
は
植
傷
が
な
い
の
と
、
同
じ
部
分
の
内
区
だ
け
に
施
傷

が
生
じ
は
じ
め
て
い
る
も
の
と
の
二
者
が
あ
る
（
國
平
一
九
九
八
）
。
こ
の
よ
う
な

現
象
を
、
国
分
寺
の
軒
丸
瓦
が
瓦
尾
根
瓦
窯
か
ら
の
供
給
品
と
し
た
場
合
に
、
大
会

原
遺
跡
の
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
も
同
じ
瓦
窯
の
製
品
と
み
て
よ
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
箔
傷
が
進
ん
だ
大
会
原
遺
跡
の
珠
文
縁
単
弁
六
葉

一

山

蓮

華

文

軒

丸

瓦

は

、

同

じ

萢

型

を

瓦

尾

根

蓮
華
文
軒
丸
瓦
は
、
同
じ
萢
型
を
瓦
尾
根

珠文縁六葉単弁蓮華文軒丸瓦

(文献71より転載）

図29

瓦
窯
の
工
房
か
ら
別
地
点
へ
移
し
て
作
っ

た
生
産
品
で
あ
り
、
こ
れ
に
天
神
前
遺
跡

第
七
地
点
二
号
竪
穴
住
居
趾
や
真
土
六
ノ

域
第
四
地
点
九
○
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の

重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
皿
・
恥
）
が
組

合
わ
さ
っ
た
も
の
で
、
こ
の
二
者
の
均
正

唐
草
文
軒
平
瓦
も
共
に
別
の
瓦
窯
で
生
産

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
軒
平
瓦
や
平
瓦
に
み
る
縄
目

叩
き
と
格
子
目
叩
き
の
共
存
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
伴
う
。

重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
箔
型
の
移
動
と
関
連
し
て
、
図
鋤
の
写
真
か
ら
瓦
尾
根

瓦
窯
（
①
）
、
相
模
国
分
寺
（
②
）
、
天
神
前
遺
跡
第
七
地
点
二
号
竪
穴
住
居
趾
と
真
士

六
ノ
域
第
四
地
点
九
○
号
竪
穴
住
居
趾
（
③
）
の
瓦
当
文
に
生
じ
て
い
る
木
箔
の
摩
滅

状
況
と
凸
面
叩
き
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
る
。
ま
ず
①
は
、
重
廓
や
唐
草
文
の
縁

が
角
張
り
、
輪
郭
に
そ
れ
ほ
ど
の
摩
滅
は
認
め
ら
れ
な
い
。
瓦
尾
根
瓦
窯
で
の
初
期

萢
型
の
使
用
例
を
示
す
資
料
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
②
に
な
る
と
、
重
廓
、
唐
草
の
輪

郭
は
縁
が
丸
ま
っ
て
唐
草
の
蔓
の
頂
部
も
尖
っ
た
も
の
に
な
り
、
箔
型
の
摩
耗
が
か

な
り
進
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
③
に
な
る
と
、
木
萢
の
重
廓
や
唐
草
の

彫
り
が
さ
ら
に
擦
れ
て
丸
く
て
太
い
輪
郭
の
文
様
に
変
形
し
、
潰
れ
か
け
た
文
様
に

は
鋭
さ
が
な
く
、
輪
郭
の
隙
間
も
狭
ま
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
視
点
に
た
つ
と
、
③
段
階
に
お
け
る
天
神
前
遺
跡
第
七
地
点
二
号
竪
穴

瓦尾根瓦窯

．

、

相模国分尼寺

六ノ域遺跡SI90

20cm0

図30重廓均正唐草文軒丸瓦の比較

（文献17．70･73より転載）
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住
居
肚
の
も
の
（
皿
）
と
真
土
六
ノ
域
第
四
地
点
九
○
号
竪
穴
住
居
趾
の
文
様
（
肥
）

と
に
も
進
行
し
た
縮
擦
れ
の
差
を
看
取
で
き
、
前
者
か
ら
後
者
へ
と
施
型
が
使
わ
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
変

化
は
な
く
、
同
値
型
を
用
い
た
使
用
期
が
近
接
し
て
い
た
形
状
と
み
ら
れ
る
。

重
廓
均
正
唐
草
文
の
変
形
過
程
と
併
せ
て
、
①
か
ら
③
ま
で
の
凸
面
叩
き
の
あ
り

方
を
み
る
と
、
縄
目
叩
き
に
よ
る
瓦
尾
根
瓦
窯
と
国
分
寺
供
給
品
の
①
。
②
段
階
は

縄
目
が
細
い
（
図
鋤
１
Ａ
）
。
細
め
の
縄
目
は
太
め
の
も
の
と
共
に
瓦
尾
根
一
～
四

号
瓦
窯
に
み
ら
れ
（
大
川
一
九
六
九
、
河
野
二
○
○
三
）
、
必
ず
し
も
細
め
の
縄

目
が
新
し
い
時
期
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
が
瓦
尾
根
瓦

窯
で
の
最
終
期
の
製
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
か
わ
り
な
く
、
②
の
状
態
に
な
る
ま
で

の
箔
型
が
そ
こ
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
②
以
降
の
木
箔
が
瓦
尾
根
瓦

窯
の
工
房
で
ど
の
く
ら
い
変
化
す
る
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
た
か
は
現
在
の
資
料
か
ら

は
確
認
で
き
な
い
が
、
②
の
縄
目
（
図
鋤
１
Ａ
）
と
③
段
階
の
縄
目
（
３
・
必
）
を
比
較

し
た
場
合
に
は
、
後
者
の
縄
目
が
前
者
よ
り
も
さ
ら
に
細
く
な
っ
て
お
り
、
瓦
当
文

の
形
状
が
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
時
期
に
、
格
子
目
叩
き
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
現
象
か
ら
推
理
し
て
、
③
段
階
の
縄
目
叩
き
に
よ
る
時
期
は
珠
文
縁
単

弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
共
に
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
の
箔
型
が
瓦
尾
根
瓦
窯
の

工
房
か
ら
別
の
場
所
へ
移
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
を
「
大
住
瓦
窯
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ

こ
の
工
房
で
ま
ず
最
初
に
縄
目
叩
き
を
基
調
に
し
た
丸
瓦
、
軒
平
瓦
、
平
瓦
が
製
造

さ
れ
、
そ
の
後
に
軒
平
瓦
や
平
瓦
だ
け
は
格
子
目
叩
き
で
整
形
す
る
技
法
が
と
ら
れ

た
が
、
丸
瓦
だ
け
は
一
貫
し
て
縄
目
叩
き
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
す
な
わ

ち
大
住
瓦
窯
の
前
半
期
は
、
瓦
尾
根
瓦
窯
で
の
造
瓦
技
法
と
同
じ
く
細
め
の
新
た
に

加
工
し
た
縄
目
叩
き
を
主
流
に
し
た
製
品
が
作
ら
れ
、
後
半
段
階
で
は
縄
目
叩
き
を

丸
瓦
に
、
平
瓦
の
凸
面
整
形
は
格
子
目
叩
き
を
基
本
に
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
格

子
目
叩
き
だ
け
を
特
異
な
存
在
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
箔
型
を
用
い
な
が

ら
縄
目
叩
き
の
製
品
が
作
ら
れ
て
い
く
過
程
で
軒
平
瓦
や
平
瓦
に
格
子
目
叩
き
が
出

現
し
た
わ
け
で
、
そ
の
生
産
が
平
塚
市
内
へ
の
供
給
を
主
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
供
給
先
は
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
そ
の
寺
院
は
ど
こ
に
所
在
し
、
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
し
て
い
つ
創
建
さ
れ
、
廃
寺
に
至
っ
た
の
は
い
つ
頃
な
の
か
。
そ
の
寺
院
の
所
在

場
所
に
つ
い
て
は
、
住
居
の
カ
マ
ド
に
二
次
使
用
目
的
で
運
ば
れ
て
い
る
瓦
の
分
布

状
態
か
ら
す
る
と
、
高
林
寺
一
帯
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
下
郷
廃
寺
が
寺
院
で
は

な
い
と
な
る
と
、
あ
る
い
は
国
府
内
寺
院
に
あ
て
た
に
し
て
も
ど
の
よ
う
に
機
能
し

た
の
か
が
明
ら
か
で
な
く
、
大
規
模
な
伽
藍
で
は
な
い
に
し
て
も
金
堂
を
主
に
し
た

寺
院
の
想
定
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
相
模
国
分
寺
へ
屋
瓦
を
供
給
し
た
瓦
尾
根
瓦
窯
は

基
本
的
に
国
衙
機
構
の
管
理
下
に
あ
っ
た
工
房
の
う
ち
の
一
つ
で
、
そ
こ
で
の
珠
文

縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
や
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
の
萢
型
を
別
の
瓦
窯
へ
移

し
て
生
産
し
た
背
景
を
考
え
る
と
、
国
衙
の
意
図
が
反
映
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
擦
り
減
っ
た
施
型
か
ら
の
製
品
に
優
美
さ
を
求
め
よ
う
も
な
い

が
、
従
来
の
瓦
当
文
を
継
承
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
推
考
す
る
な
ら
ば
、
生

産
の
目
的
は
寺
院
の
屋
根
を
葺
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

瓦
尾
根
瓦
窯
を
廃
し
て
、
大
住
瓦
窯
へ
と
移
転
の
契
機
を
な
し
た
の
が
「
日
本
三
代

實
録
」
巻
四
十
の
元
慶
五
（
八
八
二
年
十
月
三
日
条
に
み
る
「
相
模
國
言
。
國
分
寺
金

色
藥
師
丈
六
像
一
躰
。
挟
侍
菩
薩
像
二
躰
。
元
慶
三
年
（
二
年
の
誤
記
）
九
月
廿
九
日
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遭
二
地
震
一
・
悉
擢
破
。
其
後
失
火
焼
損
。
望
請
改
造
。
以
修
二
御
願
一
・
又
依
二
太
政
官

去
貞
観
十
五
年
七
月
廿
八
日
符
一
。
以
二
漢
河
寺
一
為
一
一
國
分
尼
寺
一
・
而
同
日
地
震
。
堂

舎
頽
壊
。
請
価
レ
菖
以
二
本
尼
寺
一
・
為
二
國
分
尼
寺
一
・
詔
並
許
し
之
。
」
と
の
関
わ
り
で

あ
る
。
こ
の
記
録
か
ら
元
慶
二
（
八
七
八
）
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
は
尼
寺
が
漢
河

寺
に
移
さ
れ
て
い
て
、
同
日
の
地
震
で
そ
の
漢
河
寺
も
崩
壊
し
た
た
め
に
尼
寺
を
旧

地
へ
戻
し
た
い
と
の
請
願
が
許
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
慶
五
年
十
月
以
降
に
再

建
さ
れ
た
そ
の
尼
寺
は
、
発
掘
調
査
で
掘
立
柱
式
の
建
物
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
（
滝
澤
一
九
九
○
）
、
瓦
葺
き
に
よ
る
堂
宇
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
。

尼
寺
再
建
に
瓦
窯
の
必
要
性
は
な
か
っ
た
が
、
問
題
は
僧
寺
と
の
絡
み
で
あ
る
。

僧
寺
の
金
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
金
色
薬
師
像
と
二
躰
の
挟
侍
菩
薩
像
が
倒
壊
し

た
の
ち
に
焼
失
し
た
と
記
す
こ
と
は
、
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
金
堂
も
同
時
に
焼
け

た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
、
造
仏
の
請
願
は
金
堂
の
再
建
も
意
味
し
て
も
い
る
の

で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
大
住
瓦
窯
へ
の
移
転
は
、
当
時
の
国
府
が
あ
っ
た
大
住
郡

の
平
塚
市
内
に
国
分
僧
寺
金
堂
に
代
わ
る
べ
き
堂
宇
を
建
立
し
て
造
仏
を
安
置
す
る

施
設
の
瓦
を
焼
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
処
置
は
国
分
僧
寺
移
転

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
僧
寺
金
堂
の
機
能
を
国
府
付
近
に
移
す
た
め
に
は

僧
・
尼
寺
の
文
様
瓦
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸

瓦
や
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
の
萢
型
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
国
分
寺
の
継
続
性
を
維

持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
に
葺
か
れ
た
屋
瓦
の
主
文
様

は
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
や
重
廓
均
正
唐
草
文
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
存
在
し
て

い
た
寺
院
用
の
瓦
も
補
填
し
た
た
め
に
国
分
僧
寺
創
建
期
瓦
の
均
正
唐
草
文
軒
平

瓦
、
珠
文
縁
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
、
珠
文
縁
均
正
飛
雲
文
軒
平
瓦
や
か
ら
さ
わ

瓦
窯
製
品
の
格
子
目
叩
き
平
瓦
な
ど
を
み
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
八
八
一
年
以
降
の
創
建
期
と
竪
穴
住
居
へ
そ
の
瓦
類
を
持
ち
込
ん
だ
土
器

編
年
と
の
整
合
性
は
あ
る
の
か
。
凸
面
格
子
目
叩
き
の
均
正
唐
草
文
軒
平
瓦
（
肥
）

や
縄
目
叩
き
の
丸
瓦
を
カ
マ
ド
に
使
用
し
て
い
た
真
土
六
ノ
域
第
四
地
点
九
○
号
竪

鋳” ，霧
2

~ ~

鶴 霧、11

言I

霧，
10cm0
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穴
住
居
の
年
代
は
四
之
宮
下
郷
編
年
の
喝
期
（
一
○
世
紀
後
葉
～
二
世
紀
前
半
）

に
あ
た
る
（
小
島
一
九
八
七
）
。
ま
た
縄
目
叩
き
を
基
調
に
し
た
重
廓
均
正
唐
草
文

軒
平
瓦
（
皿
）
と
丸
瓦
を
伴
う
天
神
前
遺
跡
第
七
地
点
二
号
竪
穴
住
居
は
九
世
紀
後

半
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
（
明
石
一
九
九
二
）
、
土
師
器
に
相
模
型
坏
（
図
剖
１
１

～
４
）
、
甲
斐
型
坏
（
５
）
、
ロ
ク
ロ
成
形
の
皿
（
６
）
、
「
く
」
字
形
に
折
れ
る
口
縁
部

の
相
模
型
甕
や
小
型
甕
、
南
武
蔵
型
台
付
甕
、
須
恵
器
に
坏
（
７
～
Ⅱ
）
、
塊
（
吃
）
、

皿
（
昭
）
、
灰
釉
陶
器
獣
足
付
段
皿
ら
が
あ
る
。
相
模
型
坏
は
口
径
一
二
・
四
～
一
二
・

○
セ
ン
チ
台
の
も
の
が
多
い
。
須
恵
器
坏
に
は
口
縁
部
が
直
線
的
に
開
い
て
口
径

一
二
・
六
～
二
・
四
セ
ン
チ
台
、
底
径
五
・
八
～
五
・
一
セ
ン
チ
台
の
御
殿
山
二
五
号

窯
式
の
も
の
（
７
～
９
）
と
、
肥
厚
し
た
口
唇
部
が
外
反
す
る
器
形
で
口
径
一
二
・
七

～
一
二
・
四
セ
ン
チ
台
、
底
径
四
・
九
セ
ン
チ
の
御
殿
山
五
号
窯
式
古
段
階
の
も
の

（
皿
・
皿
）
と
が
あ
る
。
二
窯
式
の
形
態
を
含
む
坏
類
の
組
成
は
御
殿
山
五
一
号
窯

や
五
二
号
窯
な
ど
に
み
ら
れ
、
南
多
摩
窯
趾
群
で
の
編
年
は
一
○
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期

に
中
心
を
お
い
た
年
代
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
服
部
一
九
八
三
）
。

天
神
前
遺
跡
第
七
地
点
二
号
竪
穴
住
居
の
土
器
群
は
、
八
八
一
年
以
降
に
漢
河
寺

か
ら
旧
地
に
戻
っ
た
国
分
尼
寺
の
金
堂
基
壇
出
土
の
土
器
群
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、

筆
者
は
九
世
紀
後
半
と
す
る
年
代
を
厳
密
に
は
八
八
一
年
以
降
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
に
伴
う
元
々
の
瓦
は
八
八
一
年
以
降
か
ら
一
○
世
紀
前
半
代

に
か
け
て
の
寺
院
の
地
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
前
提
に
立
つ
わ
け
で
、
住

居
の
土
器
群
は
一
○
世
紀
前
半
に
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時

期
に
、
国
府
が
置
か
れ
た
大
住
郡
の
平
塚
市
内
に
国
分
僧
寺
金
堂
に
代
わ
っ
て
機
能

し
た
寺
院
が
存
在
し
た
の
か
、
土
器
と
の
検
討
が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
。

（
５
）
鐘
ヶ
嶽
廃
寺

愛
甲
郡
で
は
、
厚
木
市
七
沢
に
あ
る
鐘
ヶ
嶽
の
中
腹
で
、
平
成
一
○
年
に
、
軒
丸

瓦
、
丸
瓦
、
平
瓦
が
ま
と
ま
っ
て
採
集
さ
れ
て
い
る
（
加
藤
・
冨
永
二
○
○
○
）
・

鐘
ヶ
嶽
は
丹
沢
山
系
の
東
側
に
位
置
す
る
標
高
五
六
一
メ
ー
ト
ル
の
山
岳
で
、
山

頂
に
は
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て
き
た
浅
間
神
社
が
鎮
座
し
、
現
在
も
修
験
道
の
巡

礼
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
神
社
の
す
ぐ
下
に
は
近
世
に
創
建
さ
れ
て
明
治

時
代
に
廃
絶
し
た
禅
法
寺
の
敷
地
と
伝
え
る
平
場
が
山
林
の
な
か
に
残
っ
て
お
り
、

鐘
ヶ
嶽
へ
の
登
山
道
も
参
詣
の
道
と
し
て
の
色
彩
を
濃
く
し
て
い
る
。
瓦
類
が
採
集

さ
れ
た
地
点
は
、
浅
間
神
社
ま
で
は
ま
だ
二
○
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
比
高
差
が
あ
る

中
間
の
斜
面
部
に
あ
た
る
（
同
報
告
よ
り
引
用
）
。

ま
ず
軒
丸
瓦
に
は
、
素
縁
で
素
弁
六
葉
蓮
華
文
（
図
詑
１
１
）
、
そ
の
素
弁
の
外
郭

線
と
中
房
の
圏
線
を
取
り
除
い
た
素
弁
六
葉
蓮
華
文
（
２
）
と
の
二
種
が
あ
り
、
蓮
子

は
一
十
四
の
配
列
で
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。
前
者
の
素
縁
素
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸

瓦
（
１
）
は
千
代
廃
寺
出
土
の
も
の
（
図
Ⅱ
，
ｕ
）
と
同
箔
で
、
武
蔵
国
分
寺
に
は
二

種
と
も
が
存
在
す
る
。
丸
瓦
（
７
）
は
凸
面
が
縄
目
叩
き
後
に
横
方
向
の
ナ
デ
調
整
を

加
え
た
も
の
で
、
側
面
化
粧
は
一
面
で
あ
る
。
軒
丸
瓦
の
瓦
当
面
や
丸
瓦
は
薄
作
り

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
、
灰
褐
色
や
灰
黒
色
を
呈
し
て
よ
く
焼
き
締
ま
っ
て
い
る
。

平
瓦
も
丸
瓦
と
同
様
に
薄
作
り
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
た
特
徴
で
、
凸
面
の
縄
目

叩
き
に
は
、
細
い
縄
目
が
狭
端
面
か
ら
広
端
面
ま
で
平
行
し
て
一
直
線
に
は
し
っ
て

い
る
も
の
（
３
）
、
交
差
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
（
６
）
、
途
中
で
縄
目
の
方
向

が
変
わ
っ
て
二
～
三
段
の
縄
目
叩
き
を
行
っ
て
い
る
も
の
（
４
．
５
）
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
凹
面
の
布
目
の
中
に
「
上
」
の
模
骨
文
字
を
認
め
え
る
も
の
（
３
～
５
）
が
含
ま
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れ
て
い
る
。
こ
の
模
骨
文
字
を
「
上
」
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
し
た
「
下
」
と
読

む
か
は
報
告
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
郡
名
押
印
や
指
頭
文
字
ら
の
あ
り
方
と
も
併

せ
て
考
え
る
と
、
筆
者
は
「
上
」
の
文
字
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

二
種
の
素
縁
素
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
１
．
２
）
に
は
新
旧
関
係
が
あ
る
と
思

府

~
一

､～ﾆｰﾆ 3

獅
j l l
r J

j

零噸 ~
こ－二 5 ～

露一ゞ

4

~

6

〆、‘ わ
れ
る
が
、
他
の
完
形
に
ち
か
い
丸
瓦
や
平
瓦
を
含
め
て
検
討
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
の

技
法
的
な
差
異
は
看
取
で
き
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
同
じ
窯
の
製
品
と
し
て
よ
い
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
素
縁
素
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
組
合
わ
さ
る
軒
平
瓦

は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
発
見
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

~

~

7

200 C、
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こ
れ
ら
瓦
類
の
ほ
か
に
は
角
釘
一
点
が
採
集
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
年
代
の
決
め

手
に
な
る
土
器
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。
瓦
の
製
造
元
を
求
め
る
と
、
「
上
」
の
模

骨
文
字
が
あ
る
平
瓦
（
図
調
１
１
）
を
焼
成
し
て
い
る
窯
と
し
て
、
御
殿
山
六
・
八

号
窯
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
大
川
一
九
七
九
）
。
六
・
八
号
窯
と
も
平
瓦
は
薄

作
り
が
基
本
で
、
八
号
窯
出
土
の
平
瓦
（
１
）
は
凸
面
の
縄
目
叩
き
が
部
分
的
に
交

差
し
て
い
る
が
、
六
号
窯
の
模
骨
文
字
平
瓦
は
平
行
し
た
直
線
に
な
っ
て
い
る
。

六
・
八
号
窯
で
出
土
し
た
須
恵
器
坏
（
２
～
４
）
、
高
台
付
塊
（
５
．
６
）
、
高
台

付
皿
（
７
）
は
、
口
縁
部
の
形
状
や
底
径
の
大
き
さ
か
ら
み
て
御
殿
山
五
号
窯
式
古

段
階
に
比
定
で
き
、
一
○
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
の
年
代
を
求
め
え
る
。
ま
た
素
弁
六
葉

●

●

●

●

蓮
華
文
軒
丸
瓦
よ
り
も
後
出
の
、
素
縁
素
弁
四
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
を
伴
っ
た
御
殿
山

六
二
号
窯
趾
第
Ⅱ
地
区
一
号
竪
穴
住
居
で
は
一
○
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
御
殿
山
五
号
窯
式
新
段
階
の
坏
類
が
出
土
し
て
お
り
（
服
部
一
九
八
二
、
素

弁
系
蓮
華
文
に
よ
る
軒
丸
瓦
の
変
遷
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

鐘
ヶ
嶽
廃
寺
は
山
岳
寺
院
と
み
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
構
造
や
規
模

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
「
上
」
の
模
骨
文
字
を
も
つ
平
瓦
を
御
殿
山
六
・
八
号
窯

製
品
に
比
定
し
て
、
そ
の
年
代
を
一
○
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
に
求
め
る
と
、
同
じ
「
上
」

文
字
が
あ
る
南
多
摩
系
平
瓦
は
相
模
国
分
寺
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
僧
・
尼
寺
の
存

続
期
間
と
尼
寺
に
お
い
て
は
元
慶
五
（
八
八
一
）
年
以
降
で
の
再
建
使
用
瓦
の
存
否
、

平
塚
市
内
に
み
ら
れ
る
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
や
重
廓
均
正
唐
草
文
軒
平

瓦
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
の
で
、
細
か
な
実
年
代
の
検
討
が
課
題
と
な
る
。

（
６
）
飯
山
廃
寺

厚
木
市
飯
山
小
字
千
頭
に
あ
る
弘
徳
寺
の
境
内
や
そ
の
周
辺
で
、
丸
瓦
や
平
瓦
の

鰯雲露霊翰

I

鰯
Ｏ

Ｌ

塊

10cm
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破
片
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
平
瓦
は
凸
面
縄
目
叩
き
で
、
瓦
当
片
が
な
い

た
め
年
代
の
確
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
後
期
な
い
し
平
安
時
代

初
期
こ
ろ
と
み
ら
れ
て
い
る
。
礎
石
の
確
認
も
な
い
が
、
一
応
、
飯
山
廃

寺
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
地
点
で
あ
る
（
赤
星
一
九
七
九
）
。

丹
沢
山
系
の
山
々
が
広
が
る
愛
甲
郡
に
は
、
伽
藍
を
有
す
る
大
規
模
な

寺
院
は
い
ま
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
仏
堂
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
鐘
ヶ
嶽
廃
寺
、
ま
た
割
合
に
近
距
離
に
あ
る
日
向
薬
師
ら
平
安
時
代

か
ら
の
山
岳
寺
院
を
み
る
と
、
こ
こ
で
扱
お
う
と
す
る
寺
院
と
は
性
格
が

異
な
る
平
安
時
代
民
衆
の
仏
教
や
山
岳
信
仰
の
浸
透
が
感
じ
ら
れ
る
。

平
安
時
代
民
衆
の
信
仰
と
関
連
し
て
、
「
村
落
寺
院
」
と
も
呼
ば
れ
る

信
仰
施
設
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
厚
木
市
愛
名
字
宮
地
の
山
中
に
所

在
す
る
愛
名
宮
地
遺
跡
の
瓦
塔
を
伴
っ
た
第
一
号
礎
石
建
物
趾
の
存
在
で

あ
る
（
図
弘
）
。
こ
の
礎
石
建
物
は
ロ
ー
ム
ブ
ロ
ッ
ク
を
含
む
暗
褐
色
土
を

突
固
め
た
厚
さ
一
○
セ
ン
チ
、
長
軸
九
・
五
メ
ー
ト
ル
、
短
軸
五
・
五
メ
ー

ト
ル
の
基
壇
を
設
け
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
基
壇
は
第
一
号
掘
立

柱
建
物
趾
と
重
複
し
て
上
に
の
っ
て
い
る
。
基
壇
に
礎
石
の
み
を
置
い
た

も
の
、
礎
石
に
根
石
を
そ
え
た
も
の
、
根
石
だ
け
を
残
し
た
部
分
が
七
箇

所
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
規
模
は
桁
行
三
間
（
約
六
メ
ー
ト
ル
）
×
梁
行

一
間
（
二
・
六
メ
ー
ト
ル
で
、
柱
間
が
長
い
が
二
間
の
可
能
性
は
少
な
い
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
帯
か
ら
は
火
災
に
遭
っ
て
倒
壊
し
た
炭
化

材
や
焼
土
と
と
も
に
、
一
基
分
の
瓦
塔
片
、
土
師
器
の
相
模
型
坏
・
皿
、

黒
色
土
器
の
鉄
鉢
、
須
恵
器
の
蓋
・
坏
・
高
台
付
皿
・
鉄
鉢
・
長
頸
瓶
．

〔

1

4

ｎ
リ
ー

10cm6
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鋳
型
、
鉄
製
の
角
釘
・
鑓
、
中
世
の
か
わ
ら
け
な
ど
が
多
く
出
土
し
て
お
り
、
そ
の

土
師
器
坏
に
は
「
山
」
ら
の
墨
書
や
内
面
に
油
煙
が
付
着
し
た
灯
明
皿
も
含
ま
れ
て

い
る
（
境
ほ
か
一
九
九
九
）
・
瓦
塔
を
納
め
た
礎
石
建
物
が
、
多
量
の
長
い
角
釘
や
鑓

の
検
出
に
よ
っ
て
、
桧
皮
葺
き
で
、
観
音
開
き
構
造
を
と
っ
た
木
造
の
仏
堂
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
年
代
を
相
模
型
坏
や
須
恵
器
坏
・
高
台
付
皿
の
法
量
と
形
態
で

み
る
と
、
御
殿
山
三
七
号
窯
式
か
ら
御
殿
山
五
号
窯
式
古
段
階
ま
で
の
須
恵
器
を
含

む
九
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
か
ら
一
○
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
ま
で
の
約
一
○
○
年
ほ
ど
の
存

続
期
間
が
あ
る
。
ま
た
周
囲
に
営
ま
れ
て
い
る
「
山
」
の
墨
書
土
器
を
も
つ
二
号
竪
穴

住
居
は
九
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
に
、
「
寺
」
の
墨
書
土
器
を
も
つ
一
号
竪
穴
住
居
は
一
○

世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
に
こ
の
仏
堂
の
維
持
管
理
に
従
事
し
た
堂
守
の
住
居
で
あ
ろ
う
。

第
一
号
礎
石
建
物
趾
の
下
に
あ
る
第
一
号
掘
立
柱
建
物
は
、
全
周
す
る
布
掘
り
柱

穴
溝
が
巡
っ
た
桁
行
五
間
（
一
○
・
六
メ
ー
ト
ル
）
×
梁
行
三
間
（
六
・
五
メ
ー
ト
ル
）

の
構
造
を
と
る
。
そ
の
東
側
六
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
第
二
号
掘
立
柱
建
物

は
、
一
間
四
方
（
二
・
三
メ
ー
ト
ル
）
の
柱
穴
（
図
弘
ｌ
Ｂ
～
Ｈ
）
と
中
央
に
束
柱

（
Ｒ
）
を
も
つ
構
造
を
と
る
こ
と
か
ら
掘
立
柱
建
築
に
よ
る
小
規
模
な
塔
跡
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
東
に
塔
、
西
に
金
堂
を
配
し
た
寺
院
様
式
の
建
物
群
で
、
そ
の

後
に
木
造
塔
を
瓦
塔
に
か
え
、
瓦
塔
を
共
に
納
め
た
仏
（
金
）
堂
が
基
壇
の
上
に
た
つ

礎
石
建
物
の
堂
一
院
と
な
っ
た
。
そ
の
堂
院
の
前
身
で
あ
っ
た
第
一
号
掘
立
柱
建
物

出
土
の
土
師
器
坏
（
図
弘
１
１
～
４
）
、
第
二
号
掘
立
柱
建
物
柱
穴
出
土
の
土
師
器

（

註

４

）

坏
（
５
．
６
）
は
七
四
○
年
代
こ
ろ
の
も
の
で
、
国
分
寺
建
立
期
と
軌
を
一
に
し
て
、

地
方
の
村
落
内
に
も
仏
教
信
仰
の
堂
塔
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
地
方
寺
院
と
豪
族
の

在
り
方
を
考
え
る
う
え
で
も
注
目
さ
れ
る
。

文
献

（
ｌ
～
瓠
）
は
前
号
に
記
載
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（
鉈
）
河
野
一
也
一
九
九
三
「
奈
良
時
代
寺
院
成
立
の
一
端
に
つ
い
て
（
Ⅳ
）
ｌ
相
模
国
足
下

郡
千
代
廃
寺
の
古
瓦
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
「
神
奈
川
考
古
』
第
二
九
号
神
奈
川
考
古
同
人
会

（
詔
）
岡
本
孝
之
一
九
九
八
「
千
代
寺
院
跡
の
研
究
史
的
復
元
」
「
神
奈
川
考
古
』
第
三
四

号

神

奈

川

考

古

同

人

会

（
弘
）
田
尾
誠
敏
二
○
○
○
「
千
代
北
町
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
」
「
小
田
原
市
文
化
財
調
査
報
告

書
」
第
八
二
集
小
田
原
市
教
育
委
員
会

（
弱
）
塚
田
順
正
・
野
内
秀
明
一
九
八
六
「
千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅱ
．
Ⅲ
地
点
の
調
査
薑
小

田
原
市
文
化
財
調
査
報
告
書
」
第
二
一
集
小
田
原
市
教
育
委
員
会

（
調
）
岡
本
東
三
一
九
九
六
「
東
国
に
お
け
る
寺
院
併
合
令
と
国
分
寺
の
様
相
」
「
東
国
の

古
代
寺
院
と
瓦
」
吉
川
弘
文
館

（
訂
）
原
田
良
雄
一
九
四
四
「
東
京
南
多
摩
郡
稲
城
大
丸
窯
吐
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
四

巻

第

六

号

日

本

考

古

学

会

註（
４
）
第
二
号
掘
立
柱
建
物
の
柱
穴
（
＆
の
上
層
か
ら
は
、
御
殿
山
五
号
窯
式
中
段
階
の

須
恵
器
坏
と
と
も
に
相
模
型
坏
終
末
期
段
階
の
も
の
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
お
り
、

年
代
的
に
は
一
○
世
紀
中
葉
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
群
と
ほ
か

の
柱
穴
内
か
ら
出
土
し
た
七
四
○
年
代
の
土
師
器
坏
類
と
に
時
間
的
に
大
き
な
ひ
ら

き
が
あ
る
。
こ
の
現
象
は
Ｒ
柱
穴
に
一
○
世
紀
中
葉
こ
ろ
の
土
坑
が
重
な
っ
た
結
果

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
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兎
）
宇
野
信
四
郎
一
九
六
三
「
東
京
都
南
多
摩
郡
稲
城
村
大
丸
窯
跡
発
掘
調
査
概
報
」

「
歴
史
考
古
」
第
九
・
一
○
合
併
号
日
本
歴
史
考
古
学
会

（
調
）
有
吉
重
蔵
一
九
九
五
「
武
蔵
国
分
寺
の
創
建
期
瓦
窯
ｌ
南
多
摩
窯
跡
群
を
中
心
と

し
て
ｌ
」
宝
朝
の
考
古
学
ｌ
大
川
清
博
士
古
希
記
念
論
文
集
」
雄
山
閣
出
版

（
㈹
）
大
坪
宣
雄
二
○
○
○
「
民
間
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
ｌ
神
奈
川
県
内
の
村
落
内
寺

院
と
火
葬
墓
ｌ
」
『
か
な
が
わ
の
古
代
寺
院
」
神
奈
川
県
考
古
学
会

、
）
小
池
聡
・
小
出
義
治
ほ
か
二
○
○
○
「
神
奈
川
県
小
田
原
市
千
代
南
原
遺
跡
第

Ⅶ
地
点
ｌ
千
代
台
地
南
縁
部
に
お
け
る
底
湿
地
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
ｌ
」
小
田

原
市
千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
発
掘
調
査
団

（
蝿
）
後
藤
建
一
一
九
八
九
「
湖
西
古
窯
跡
群
の
須
恵
器
と
窯
構
造
」
「
静
岡
県
の
窯
業
遺

跡

』

本

文

編

静

岡

県

教

育

委

員

会

（
蝿
）
平
川
南
二
○
○
○
「
千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
の
木
簡
」
『
神
奈
川
県
小
田
原
市

千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
’
千
代
台
地
南
縁
部
に
お
け
る
底
湿
地
遺
跡
の
発
掘
調
査

報
告
書
ｌ
」
小
田
原
市
千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
発
掘
調
査
団

（
坐
小
池
聡
二
○
○
○
「
小
田
原
市
千
代
南
原
遺
跡
第
Ⅶ
地
点
の
発
掘
調
査
成
果
」

「
神
奈
川
地
域
史
研
究
」
第
一
八
号
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
編

（
運
鈴
木
靖
民
二
○
○
○
「
千
代
木
簡
と
古
代
地
域
史
ｌ
千
代
南
原
遺
跡
と
出
土
木
簡

の
意
義
ｌ
」
「
神
奈
川
地
域
史
研
究
』
第
一
八
号
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
編

（
“
）
荒
井
秀
規
二
○
○
○
「
小
田
原
市
千
代
南
原
遺
跡
出
土
木
簡
を
め
ぐ
っ
て
言
神
奈

川
地
域
史
研
究
」
第
一
八
号
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
編

巧
）
岡
本
孝
之
二
○
○
○
「
千
代
寺
院
跡
の
復
元
と
木
簡
の
位
置
薑
神
奈
川
地
域
史
研

究
』
第
一
八
号
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
編

（
塑
関
和
彦
二
○
○
○
「
古
代
足
柄
研
究
へ
の
視
点
」
「
神
奈
川
地
域
史
研
究
」
第
一
八

号
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
編

（
⑱
）
河
野
一
也
二
○
○
○
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
木
簡
が
照
ら
す
古
代
の
小
田
原
」
に
参
加

し
て
」
「
神
奈
川
地
域
史
研
究
」
第
一
八
号
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
編

罰
）
赤
星
直
忠
一
九
七
○
「
足
柄
上
郡
松
田
町
瓦
窯
調
査
日
誌
」
『
神
奈
川
県
史
研
究
」

八

神

奈

川

県

史

編

集

委

員

会

編

（
副
）
清
水
信
行
一
九
八
六
「
神
奈
川
県
か
ら
さ
わ
古
窯
跡
出
土
の
瓦
を
め
ぐ
る
若
干
の

問
題
に
つ
い
て
」
「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」
二
八

（
艶
）
清
水
信
行
一
九
八
九
「
か
ら
さ
わ
窯
跡
群
の
調
査
」
『
唐
沢
・
河
南
沢
１
瓦
窯
跡
群

と
横
穴
墓
群
の
調
査
ｌ
」
東
海
自
動
車
道
改
築
町
田
町
内
遺
跡
調
査
会

兎
）
清
水
信
行
・
池
田
治
ほ
か
一
九
八
九
「
か
な
ん
ざ
わ
横
穴
墓
群
の
調
査
」
『
唐
沢
・
河

南
沢
１
瓦
窯
跡
群
と
横
穴
墓
群
の
調
査
ｌ
』
東
海
自
動
車
道
改
築
町
田
町
内
遺
跡
調
査
会

風
）
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
二
○
○
四
ａ
「
時
を
経
て
咲
く
白
鳳
の
華
Ｉ
第
二
東

名
脈
一
三
○
地
点
篠
場
瓦
窯
ｌ
」
「
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
年
報
』
二
○

財
団
法
人
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
二
○
○
四
ｂ
設
立
二
○
周
年
記
念
埋
蔵
文

化
財
展
「
古
代
と
の
対
話
ｌ
土
に
埋
も
れ
て
い
た
静
岡
県
の
歴
史
ｌ
」

（
唖
竹
田
寛
生
二
○
○
四
ａ
「
重
圏
文
縁
複
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
石
川
寺
式
」

軒
丸
瓦
と
東
海
地
域
ｌ
」
「
（
財
）
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
設
立
二
○
周
年
記
念
論
文
集
』

品
）
竹
田
寛
生
二
○
○
四
ｂ
「
遠
江
の
白
鳳
寺
院
と
瓦
生
産
」
『
か
に
か
く
も
」
八
賀

普
先
生
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

（
師
）
赤
星
直
忠
一
九
七
九
「
吹
切
遺
跡
」
『
神
奈
川
県
史
資
料
編
」
二
○

（
銘
）
小
島
弘
義
一
九
八
○
「
四
之
宮
下
ノ
郷
調
査
概
報
」
湘
南
砂
丘
遺
跡
研
究
会
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（
弱
）
小
島
弘
義
一
九
八
一
「
四
之
宮
上
郷
・
下
郷
調
査
概
報
」
神
田
・
大
野
遺
跡
発
掘
調
査
団

（
帥
）
明
石
新
一
九
九
三
「
稲
荷
前
Ａ
遺
跡
第
一
地
点
」
「
山
王
Ｂ
・
稲
荷
前
Ａ
遺
跡
他
」

平

塚

市

教

育

委

員

会

（
田
）
青
地
俊
明
一
九
九
九
「
平
塚
市
埋
蔵
文
化
財
シ
リ
ー
ズ
詔
高
林
寺
遺
跡
他
』
平

塚

市

教

育

委

員

会

（
舵
）
日
野
一
郎
一
九
六
七
「
神
奈
川
県
平
塚
市
下
ノ
郷
廃
寺
杜
」
「
日
本
考
古
学
年
報
」

第

一

五

号

日

本

考

古

学

協

会

（
侭
）
小
島
弘
義
一
九
八
四
「
第
Ⅲ
章
第
二
節
沖
積
低
地
に
お
け
る
発
掘
調
査
」
「
四
之

宮
下
郷
」
神
田
↑
大
野
遺
跡
発
掘
調
査
団

（
“
）
明
石
新
・
若
林
勝
司
二
○
○
○
「
平
塚
市
四
之
宮
所
在
の
「
下
ノ
郷
廃
寺
跡
」
の

再
検
討
」
「
考
古
論
叢
神
奈
河
」
第
八
集
神
奈
川
県
考
古
学
会

（
妬
）
斎
藤
孝
正
一
九
九
三
「
神
奈
川
県
下
出
土
灰
釉
陶
器
・
緑
釉
陶
器
」
「
三
浦
古
文

化
』
第
五
三
号
三
浦
古
文
化
研
究
会

（
髄
）
明
石
新
二
○
○
一
言
相
模
国
府
の
研
究
」
「
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
総
合
研
究

報
告
総
合
研
究
，
さ
が
み
の
国
と
都
の
文
化
交
流
」

（
師
）
岡
本
孝
之
二
○
○
三
「
相
模
国
府
と
古
代
寺
院
Ｉ
下
ノ
郷
廃
寺
跡
・
古
代
瓦
」
「
平

塚

市

史

別

編

考

古

（

２

）

」

平

塚

市

（
銘
）
明
石
新
一
九
九
二
「
天
神
前
遺
跡
ｌ
第
七
地
点
ｌ
」
『
平
塚
市
埋
蔵
文
化
財
調
査

報
告
書
」
第
九
集
平
塚
市
教
育
委
員
会

（
的
）
大
川
清
一
九
七
九
「
御
殿
山
窯
跡
群
」
「
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
九

集
多
摩
丘
陵
窯
跡
群
調
査
報
告
」
東
京
都
教
育
委
員
会

（
加
）
小
島
弘
義
一
九
八
七
「
平
塚
市
埋
蔵
文
化
財
シ
リ
ー
ズ
３
真
土
六
の
域
遺
跡

Ⅱ
」
平
塚
市
教
育
委
員
会

（
丸
）
依
田
亮
一
二
○
○
二
「
珠
文
縁
六
葉
単
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
」
「
平
塚
市
考
古
資
料
五

○
選
」
平
塚
市
博
物
館

（
だ
）
平
塚
市
博
物
館
市
史
編
さ
ん
担
当
二
○
○
○
「
平
塚
市
史
別
編
考
古
基
礎
資
料

集
成
一
ｌ
平
塚
市
内
出
土
の
古
瓦
」

（
だ
）
國
平
健
三
一
九
九
八
「
相
模
国
分
尼
寺
跡
」
「
海
老
名
市
史
資
料
編
原
始
・
古

代

」

海

老

名

市

（
沌
）
河
野
一
也
二
○
○
三
「
相
模
国
分
寺
瓦
の
年
代
観
」
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
国
分
寺
の

創
建
を
考
え
る
～
安
芸
国
と
相
模
・
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
国
の
事
例
か
ら
～
」
相
模

古
代
史
研
究
実
行
委
員
会

（
だ
）
滝
澤
亮
一
九
九
○
「
相
模
国
分
尼
寺
跡
（
推
定
中
門
・
金
堂
跡
）
の
調
査
言
相
模

国
分
寺
関
連
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書
」
Ｉ
海
老
名
市
教
育
委
員
会

（
だ
）
服
部
敬
史
一
九
八
三
「
窯
趾
出
土
須
恵
器
の
編
年
と
背
景
ｌ
南
武
蔵
の
窯
趾
」
「
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
奈
良
・
平
安
時
代
土
器
の
諸
問
題
ｌ
相
模
国
と
周
辺
地
域
の
様
相
』
神

奈

川

考

古

同

人

会

（
方
）
加
藤
芳
明
・
冨
永
樹
之
二
○
○
○
「
厚
木
市
七
沢
の
鐘
ヶ
嶽
採
集
の
瓦
に
つ
い

て
」
「
神
奈
川
考
古
」
第
三
六
号
神
奈
川
考
古
同
人
会

（
沼
）
服
部
敬
史
一
九
八
二
南
多
摩
窯
祉
群
ｌ
御
殿
山
地
区
六
二
号
窯
趾
発
掘
調
査
報

告
書
」
八
王
子
バ
イ
パ
ス
鑓
水
遺
跡
調
査
会

（
ね
）
赤
星
直
忠
一
九
七
九
「
飯
山
廃
寺
跡
」
「
神
奈
川
県
史
資
料
編
」
二
○

（
帥
）
境
雅
仁
ほ
か
一
九
九
九
「
第
Ⅲ
章
平
安
時
代
」
『
愛
名
宮
地
遺
跡
」
愛
名
宮
地

遺

跡

調

査

団
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