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序

こ
の
た
ぴ
陸
奥
国
分
尼
寺
跡
の
環
境
整
備
工
事
並
び
に
調
査
報
告
書
を
刊
行
し
、
皆
さ
ま
方
に
ご
紹
介
で
き
な
す
こ
と
は
、
ま

こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

陸
奥
国
分
尼
寺
跡
は
、
申
し
あ
げ

る
な
で
も
な
く
、
天
平
十
三
年
聖
武
天
皇
の
詔
に
よ
り
、
法
華
滅
罪
の
寺
と
し
て
建
立
さ
れ

た
陸
奥
国
分
尼
寺
の
跡

で
あ
り
ま
す
。
戦
後
は
人
家
が
密
集
し
、
わ
ず
か
に
金
堂
跡
附
近
が
空
地
と
し
て
残

る
の
み
で
し
た
が
、

昭
和
四
十
二
年
度
に
仙
台
市

で
は
こ
の
地
域
を
買
収
し
、

翌
年
度
に
は
た
だ
ち
に
環
境
整
備
を
実
施

い
た
し
ま
し
た
。
同
時
に
、

昭
和
三
十
九
年
度
に
お
こ
な
い
ま
し
た
発
掘
調
査

の
際
、
大
木
が
育
成
し
て
い
た
た
め
止
む
を
得
ず
果
せ
な
か
っ
た
金
堂
跡
の
一
部

発
掘
調
査
ヽ
併
せ
て
か
こ
な

っ
て
か
り
ま
す
。

ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
整
備
工
事
に
際
し
鋭
意
指
導
助
言
さ
れ
、
調
査
報
告
書
の
執
筆
に
あ
た
ら
れ
た
東
北
大
学

教
授
伊
東
信
雄
氏
、
同
助
手
工
藤
雅
樹
氏
並
び
に
関
係
各
位
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

昭
和
四
十
四
年

三
月

仙
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市

教

育

委
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会

教
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長
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一
、
環
境
整
備
前
の
状
況

陸
英
国
分
尼
寺
跡
は
仙
台
市

の
東
部
に
位
置
し
、
附
近

一
帯

は
戦
前
に
な
い
て
は
畑
が
多
か

っ
た
が
、
戦
筏

区
画
整
理
事
業

が
実
施
さ
れ
、
又
相
次

い
で
住
宅
が
建
築
さ
れ
た
鰊
浮
為

二
、八

〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
の
史
跡
指
定
地
の
内
、
金
堂
跡
を
含

む
三

〇
七
平
方
メ
ー
ト

ル
が
か
ろ
う
じ

て
宅
地
化
を
な
ぬ
が
れ

て
い

た
。
昭
和
四
二
年
仙
台
市
は
こ
の
三
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル
を
買

収
し
、
続
い
て
本
年
度
に
な
い
て
環
境
整
備
す
る
こ
と
に
な

っ

た
。金

堂
跡
に
は
、
根
元
径
七
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
桜
と
く
る

み
の
老
木
が
そ
れ
ぞ
れ

一
本
ず

つ
生
育
し
て
お
♭
、

こ
の
た
め

昭
和
三
九
年

に
実
施
し
た
発
掘
調
査
で
も
、

こ
の
部
分
だ
け
は

調
査
も
れ
と
な

っ
て
い
た
。
整
備
敷
地
全
体
か
ら
み
て
金
堂
跡

の
基
壇

が
他
の
部
分

よ
う
約
八
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
程
高
く
な

っ
て
か
り
、
八
個
の
礎
石
が
露
出
し
て
い
た
。
金
堂
以
外

の
部

分
は

一
部
が
畑
と
な

っ
て
か
す
他
は
更
地
と
な

っ
て
い
た
。

二
、
設
計
及
び
工
事
の
概
況

設

計

　

昭
和
四
三
年
　
七
月
　
八
日

着

工

　

昭
和
四
三
年
十
二
月
　
一二
日

移死
成

　

昭
和
四
四
年
　
一二
月

二
五
日

先
ず
文
化
庁
安
原
技
官
の
指
示
に
よ
つ
、
金
堂
跡
に
生
育
し

て
い
た
桜
と
く
る
み
の
老
木
を
切
♭
倒
し
、
そ
の
後
、
東
北
大

学
伊
藤
教
授
等
の
立
合
の
も
と
に
慎
重
に
伐
根
し
な
が
ら
前
回

実
施

で
き
な
か

っ
た
こ
の
部
分
の
発
掘
調
査
を
行
な

っ
た
。

発

掘
調
査
終
了
後
現
状
に
応
じ
て
礎
石

の
移
動
な
ど
に
注
意
し
な

が
ら
不
陸
整
正
を
し
、
基
壇
全
体

の
高
さ
を
道
路
よ
つ
七
〇

セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
で
垂
平
に
し
た
。
又
表
面
排
水
を
考
え

て
基
壇

か
ら
道
路
ま
で
を

一
％

の
勾
配
に
不
陸
整
正
を
し
た
。

そ
の
後
基
壇

か
ら
外
れ
て
い
た

一
個
の
礎
石
を
定
位
置
に
移
し

他
の
礎
石
に
準
じ

て
水
平
に
し
た
。

次
に
間
口
五
間

（
九

・
八
五
メ
ー
ト
ル
）
、
奥
行
四
間

（
八

・
咽
八
メ
ー
ト
ル
）
の
金
堂
の
位
置
を
表
わ
す
た
め
に
赤
レ
ン

ガ

（
一
〇
〇
％
×
六
〇
％
×
二

一
〇
％
）
で
縁
取
り
し
、
基
壇
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全
体
に
全

て
こ
う
ら
い
芝
を
張
り

つ
め
て
、
金
堂
跡
が

一
日
で

解
る
よ
う
に
設
計
し
た
。
金
堂
の
軒
端
は
地
盤

の
関
係
上
金
堂

の
部
分
を
入
れ
て
軒
端
ま
で
を
垂
水
に
し
た
ｃ
続

い
て
基
壇

を

表
わ
す
た
め
に
径
二
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
玉
石
で
縁
取
り
を

し
て
全
体

の
金
堂
跡
を
表
現
し
た
。

た
だ
本
工
事
に
か
け
る
敷

地
の
関
係
か
ら
基
壇
を
表
わ
す
玉
石
と
軒
端
を
表
わ
す

一
部

が

切
断
さ
れ
て
表
現
出
来
な
か

っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

金
堂
跡
周
辺
の
造
園
工
事
は
、
金
堂
の
位
置
及
び
方
向
上
か

ら
対
称
的
に
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
将
来
陸
奥
国
分
尼
寺
の
史

跡
全
域
を
環
境
整
備
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
門
柱
に
対
し
て
対

象
的
な
設
計
と
な

っ
た
。

又
、
大
谷
石
の
縁

や
地
先
プ

ロ
ッ
タ

の
縁

や
平
板
プ

ロ
ッ
ク
の
園
路
は
す
べ

て
深
く
掘

さ
く
す
る
こ

と
な
く
置
き
並
べ
る
程
度
の
も
の
で
、

こ
れ
等
は
文
化
庁
の
指

示
通
う
に
二
次
製
品
を
使
用
し
た
。

道
路
側
に
は
角
パ
イ
プ
の
柵
を
設
け
、
門
柱

（
洗
出
）

一
対
、

隅
柱

一
対
を
設
置
し
道
路
と
の
境
界
と
し
、
そ
の
他
の
境
界
は

す
べ
て
軽
プ

ロ
ッ
ク
積
に
し
、
金
堂
を
と
つ
囲
む
部
分
は
軽
ブ

ロ
ッ
ク
外
柵

の
内
側
に
な
さ
き
の
生
垣
を
配
置
し
た
。

平
板
ブ

ロ
ッ
ク
敷
の
所
は
園
路
を
表
わ
し
、
地
先
プ

ロ
ッ
ク

で
縁
取
り
し
た
両
側

の
砂
利
敷
の
部
分
は
日
光
ひ
ば
を
六
本
植

え
、
園
路
の
両
側
及
び
道
路
側
の
栗
石

（
径

一
〇

セ
ン
チ
メ
ー

ト

ル
）

の
部
分
に
は
王
伊
吹
を
植
え
て
修
景
施
設
に
し
た
。

将
来
、
陸
奥
国
分
尼
寺
の
全
域
が
環
境
整
備
さ
れ
る
時
も
金

堂
跡
に
は
変
化
は
な
い
が
、
周
辺
の
造
園
工
事
に

つ
い
て
は
い

つ
で
も
取
外
し
、
全
体
的
に

つ
♭
合

っ
た
表
現
方
法
も
と
る
事

が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
。

孝
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一
、
位
置

お、
よ
び
現
状

天
平
十
三
年

の
聖
武
天
皇

の
勅
に
よ

っ
て

「
法
華
滅
罪
之
註

と
し

て
国
分
僧
寺
と
と
も
に
建
立
さ
れ
た
陸
奥
国
分
尼
寺

の
遺

跡
は
、
仙
台
市
志
波
町
に
あ
る
。
附
近
は
市
の
東
方
に
ひ
ろ
が

る
仙
台
平
野
の
西
北
端
に
当
り
、
海
抜
十

一
メ
ー
ト

ル
ぐ
ら
い

の
広
い
平
地
で
あ
る
。
宮
城
野
住
宅
の
北
に
現
在
も
国
分
尼
寺

と
呼
ば
れ
る
曹
洞
宗
の
寺
院
が
あ
り
、
そ
の
境
内
は
東
西
ほ
ぼ

七
〇

メ
ー
ト

ル
、
南
北

一
二
〇

メ
ー
ト

ル
の
地
を
占

め
て
い
る

が
、
そ
の
中
央
や
や
西
寄
つ
に
本
堂

か
ょ
び
庫
裡
が
あ
る
が
北

側
の
大
部
分
は
墓
地
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
墓
地
の
あ
た
う
か

ら
北
方
、
県
道
清
水
小
路

・
多
賀
城
線
を
越
え
た
あ
た
り
ま
で

の
地
域
が
陸
奥
国
分
尼
寺
の
旧
地
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
古
瓦
が

出
土
す
る
。

現
在
、

「
陸
奥
国
分
尼
寺
跡
」
と
し
て
史
跡
に
指
定
さ
れ
て

い
る
の
は
、
現
在

の
国
分
尼
寺
の
境
内

の
北
を
区
切
る
道
路
か

ら
県
道
と
の
間
の
東
西
に
細
長
い
地
域
で
、
志
波
町

一
丁
目

一

一
一
番
か
ら

一
三
二
番
に
至
る
地
に
当
り
、
そ
の
面
積
は
八
四

世?。 F tt q_   中O   印 0   3叩

第 1図 陸奥国分尼寺跡附近地形図 (①陸奥国分寺跡 ②陸奥訊斬羮効 )
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七
坪
で
あ
る
。

こ
の
地
域
が
指
定
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
ほ
ぼ
中

央
に
、
観
音
塚
と
呼
ば
れ
る
土
壇
が
あ
り
、
そ
の
上
に
は
礎

石

も
の
こ
っ
て
い
て
、
江
戸
時
代

か
ら
陸
奥
国
分
尼
寺
の
遺
構
と

見
ら
れ
て
か
り
、

こ
れ
以
外
に
は
建
物
跡
と
思
わ
れ
る
も
の
は

見
当
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
も
と

ょ
う
旧
陸
奥

国
分
尼
寺
の
寺
地
の

一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。

昭
和
三
二
年

一
二

月

一
九
日
に
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
当
時
は
、
附
近
は
な
だ
仙
台

市
の
郊
外

の
畑
地
で
あ

っ
て
、
そ
の
中
に

「
観
音
堂
跡
」
と
称

せ
ら
れ
た
土
壇
が
車
藪
と
な

っ
て
の
こ

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た

が
、
昭
和
三

一
年
頃
か
ら
指
定
地
内
に
多
く
の
無
断
の
建
築
が

か
こ
な
わ
れ
、
最
近
で
は
、
陸
奥
国
分
尼
寺

の
金
堂
跡
で
あ
る

観
音
塚
の
土
壇
だ
け
が
宅
地
の
間
に
の
こ
っ
て
い
た
状
態
で
あ

′つ
。

二
、
過
去
に
おゝ
け
る
調
査
研
究

過
去
に
か
け
る
陸
奥
国
分
尼
寺
跡
の
調
査
研
究
と
し
て
は
、

昭
和

一
三
年
に
発
行
さ
れ
た
角
田
文
衛
氏
編
の

「
国
分
寺

の
研

究
」
に
収

め
ら
れ
た
松
本
源
吉
、
内
藤
政
恒
両
氏
の

「
陸
奥
国

分
寺
」
が
あ
る
。

こ
の
論
文

の
題
目
は

「
陸
奥
国
分
寺
」

で
あ

る
が
、
尼
寺
に
も
か
な
り
詳
細
に
触
れ
て
か
つ
、
過
去
に
か
け

る
陸
奥
国
分
尼
寺
研
究
の
唯

一
の
も
の
と
言

っ
て
よ
い
。

松
本

・
内
藤
両
氏
は
昭
和
七
年
六
月

か
ょ
び
昭
和
十
年

三
月

の
両
度
、
観
音
塚
上
を
調
査
し
て
原
位
置
を
動
い
て
い
な
い
礎

石
四
ケ
を
発
見
さ
れ
、
そ
れ
な
で
露
出
し

て
い
た
四
ケ
の
礎
石

（
う
ち
ニ
ケ
は
原
位
置
か
ら
移
動
し
て
い
る
）
と
考
え
あ
わ
せ

で
、
正
面
三
六

・
三
尺
、
側
面
二
八
尺
の
五
間
四
間

の
堂
を
想

定
さ
れ
た
。

又
、
両
氏
は
陸
奥
国
分
尼
寺
出
土
の
古
瓦
に

つ
い

て
も
言
及
さ
れ
、
陸
央
国
分
寺
か
ら
発
見
さ
れ
る
古
瓦
と
ほ
と

ん
ど
異
る
所
の
な
い
こ
と
、
た
だ
陸
奥
国
分
寺
か
ら
は
発
見

さ

れ
ず
に
尼
寺
か
ら
の
み
発
見
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
種
の
重

圏
文
鐙
瓦
の
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
か
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
観
音

塚
周
辺
の
古
瓦
の
分
布
、
尼
寺

の
寺
域

↓
規
模
な
ど
に
つ
い
て

「
本
堂
宇

（
観
音
塚
）

の
南
に
当
た
る
竹
藪
附
近
及
び
、

さ

ら
に
そ
の
南

の
墓
地

．（
北
半
部
）
と
北
方
の
県
道
を
越
え
た

人
家

や
畑
附
近
に
も
か
な
つ
広
く
瓦
片
が
埋
没
散
乱
し
て
い



る
こ
と
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
観
音
塚
を
中
心
に
か
い
て

其
の
南
北
を
比
較
す
る
に
、
南
方
は
瓦
片
埋
没
の
区
域
が
狭

い
が
多
量
に
出
土
し
、

こ
れ
に
反
し
て
北
方
は
散
乱
区
域
が

広
い
代
り
に
量
は
至

っ
て
妙

い

（
尤
も
北
方
は
人
家
が
密
集

し
て
精
査
出
来
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
が
）
。

こ
の
事
実
を

以

て
本
尼
寺
址
の
広
褒
及
び
堂
宇

の
位
置
等
を
観
察
す
れ
ば

南
方
は
堂
宇
少
な
く
し
て
北
方
に
か
な
り
多
く
の
堂
字
が
存

在
し
、
然
も
北
方
に
於

い
て
は
東
西
に
百
五

て
も
少
な
か
ら

ず
堂
宇

の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
。

そ
の
堂

宇
に
就

い
て
の
個

々
の
記
述
は
危
険

を
伴
う
を
以

て
、
数

で

は
詳
述
を
控
え
る
が
、
以
上
の
諸
条
件
を
基
礎
と
し
て
考
え

た
場
合
、
観
音
塚
上
の
堂
宇
は
国
分
尼
寺
の
金
堂
址
に
し
て
、

そ
の
北
方
、
県
道
附
近
及
び
更
に
そ
の
北
に
接
し
て
瓦
片
を

出
す
所
が
講
堂
の
存
し
た
位
置
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
尼
寺
に

附
属
し
た
諸
建
築
は
、
概
ね
こ
の
推
定
講
堂
址
の
北
か
ら
、

東
西
に
百
五

て
ぁ

っ
た
事
が
、
瓦
片
散
布

の
状
況
に
照
ら
し

て
略
々
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
往
古

の
国
分
尼
寺
は
、

主
と
し
て
現
尼
寺
境
内

の
北
半
部
か
ら
境
外
北
方
に
亘

っ
て

南
面
し
て
存
在
し
た

こ
と
と
な
り
、
そ
の
広
褒
は

一
町
半
か

ら
二
町
位

の
も
の
で
は
あ
る
な
い
か
。
」

と
記
し

て
い
る
。
観
音
塚

の
周
辺
が
宅
地
化
し

て
し
な

っ
た
現

在
と
し

て
は
、
貴
重
な
記
述
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

昭
和
二
五
年

発
行

の

「
仙
台
市
史
」
３
所
載

の
伊
東
の

「
仙

台
市
内
の
古
代
遺
跡
」
、
昭
和
三
二
年
発
行

の

「
宮
城
県
史
」

１
の

「
古
代
史
」
中
の
陸
奥
国
分
尼
寺
に
つ
い
て
の
記
載
は
、

松
本

・
内
藤
両
氏
の
記
述
に
よ

っ
て
い
る
。

昭
和
三
〇
年

か
ら

三
四
年

に
か
け

て
、
陸
奥
国
分
寺
跡
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ

た
が
、

こ
の
時
は
国
分
尼
寺
跡
に
対
す
る
発
掘
調
査
は
行
な
わ

れ
な
か

っ
た
。
た
だ
昭
和
三
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
陸
奥
国
分
寺

跡

の
ｒ報

告
書
で
は
、
国
分
尼
寺
に
対
し
て
も
考
察
が
及
ん
で
い

る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
陸
奥
国
分
寺
の
寺
地
は
発
掘
以
前
は
二

町
四
方
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
発
掘

に
よ
っ
て
入

百
尺
四
方
と
す
る
の
が
妥
当
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
に

陸
奥
国
分
尼
寺
の
寺
地
も
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
、
陸
奥
国
分
寺

の
寺
地
の
半
分
の
四
百
尺
四
方
と
さ
れ
た
。

又
、
四
百
尺
四
方

の
寺
地
の
中
心
を
、
国
分
寺
の
寺
地
の
中
心
の
真
東
に
と

っ
た



た
め
に
、
観
音
塚
上

の
建
物
は
、
寺
域

の
北
限
ぎ
う
ざ
♭
の
建

物
と
な

っ
た
。

三
、
発
掘
調
査

の
結
果

建
築
遺
址

で
あ
る
観
音
塚
の
部
分
を
主
に
行
な
い
、
他
に
九
本

の
ト

レ
ン
チ

（
図
版
第

一
Ｔ

Ｉ
Ｉ
Ｔ

Ｘ
）
を
設
定
し
て
建
築
遺

構

の
技
索
に

つ
と

め
た
。

そ
の
結
果
は
こ
こ
に
報
告
す
る
よ
う

な
次
第

で
あ
る
。

そ
の
後
昭
和
四
三
年

一
二
月

の
環
境
整
備
の

際
、
観
音
塚
上

の
土
を
整
地
し
た
時
も
立
会

っ
て
調
査
し
た
が
、

新
し
く
こ
れ
に
加
う
べ
き
も
の
は
な
か

っ
た
。

観
音
塚
の
基
壇
は
、
発
掘
前
、
周
囲
ょ
つ
約

一
メ
ー
ト
ル
高

く
な

っ
て
か
り
、
そ
の
中
央
に
二
本
の
巨
木
が
茂

っ
て
い
た
。

（
図
版
第
三
１
）
。
基
壇
上
に
は
原
位
置
を
失
な

っ
て
い
な
い

礎
石
が
六
個
と
原
位
置
を
失
な

っ
て
い
る
礎
石
が
三
個
あ
る
こ

と
が
、
昭
和
七
年
及
び
昭
和
十
年

の
内
藤

・
松
本
両
氏
に
よ
る

調
査

で
す
で
に
判
明
し

て
い
た
。
発
掘
は
、
な
ず

こ
れ
ら
の
礎

石
を
露
出

さ
せ
る
こ
と
か
ら
は
じ
夜
り
、

つ
い
で
こ
れ
ら
の
礎

石
の
周
囲
の
基
壇
上

の
表
土
を
除
い
て
、
基
壇
を
構
成
す
る
粘

土
を
露
出
さ
せ
、
根
石
の
検
出
に
つ
と
め
た
。

た
だ
し
、
内
陣

の
部
分
に
は
巨
木
が
茂

つ
て
い
て
、
表
土
を
除
去
す
る
こ
と
が

不
可
能

で
あ

っ
た
た
め
、
部
分
的
に
表
土
を
除
去
し
て
礎
石
や

根
石
な
ど
が
無

い
こ
と
を
確
認
し
た
に
と
ど
な

つ
た
ｏ

二 育 原 笠 林 文 体 尼 地 こ て
発 二 課 康 原 謙 学 と 寺 内 の ｀

昭
掘 日 の 二 好 作 部 な 跡 の 申 家 和
調 か 佐

｀
彦

｀
教 つ の 遺 請 屋 三

査 ら 々 須
｀

東 授
｀

発 構 に 新 九

噴
肴 介 蔭 晃 美 興 曇 墾 肇 麗 奢 衝

寺 一
｀ ｀

大 学 信 県 査 し す た 月
址 日 佐 藤 学 大 雄 教 が て べ め に
の ま 藤 沼 文 学 を 育 企 史 く の 指
な で 拘 邦 学 院 発 委 て 跡

｀
現 定

か の が 彦 部 文 掘 員 ら の な 状 地
で 一 参

｀
学 学 担 会 れ 保 た 変 の

従 ○ 加 仙 生 研 当 の ｀
存 宅 更 東

来 日 し 台 遠 究 者 援 仙 に 地 の 端
知 間 て 市 藤 科 と 助 台 万 化 許 に
ら で ｀

教 勝 学 し を 市 全 し 可 あ
れ か 昭 育 博 生

｀
う 教 を て 申 つ

て こ 和 委
｀

工 東 け 育 期 し 請 た
い な 三 員 松 藤 北

｀
委 す な が 空

蓬完塗t念 査審登晃曇え尾宮控
の亀斉象相小睾登全能蓬亀U
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１

　

　

２

３

　

　

４

第 2図  観 音 塚 礎 石 配 置 図

C-51基 壇がすでに削られ

D-11根 承 北半分は失われてかり、南半分

もやや乱れている

D-31内 陣の位置

D-51基 壇がすでに削られていて限石の確認不能

D-21根 石が一部残 っている

D-51基 壇がすでに削られていて根石の確認

F-31礎 石のあるべき位置が周囲ようやや〈

ぼんでいる

F-51基 壇がすでに削られていて根石の確認

発掘区域外、調査せず

同 上

基壇がすでに削られていて根石の確認

コF台ヒ

根石が 3個残存

基壇がすでに削られていて根石の確認

不能

基壇はかなり削られている力＼ 礎石の

あるべき位置が醐 ようややくはんでいる

礎 石

礎 石

根石あり、近 くに転位せる礎石あり

基壇がすでに削られていて根石の確認

フト含ヒ

根石ヽ ただしやや乱れている

礎 石

内陣の位置、礎石、根石が存在 しない

ことを確認

基壇がすでに削られて峰て根石の確認

A-1
A-2

A-3

A-4
A-5

B… 1

B-2

B-3
B-4
B-5

0-1

0-2
C-3

0-4
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調
査
の
結
果
、
原
位
置
を
失
な

っ
て
い
な
い
礎
石
六
個
、
若

千
動
い
て
い
る
も
の

一
個
の
ほ
か
に
、
根
石
と
根
石
の
抜
取
痕

合
せ
て
八
個
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
状
態
を
模
式
図

で
示
す
と
第
二
図
の
よ
う
に
な
る
。
図
中
の
黒
丸
は
礎
石
の
残

つ
て
い
る
も
の
、
白
丸
は
根
石
お
よ
び
抜
穴
の
あ
る
も
の
で
あ

′つ
。表

に
示
し
た
如
く
、
基
壇
上
か
ら
は
原
位
置
を
保

っ
て
い
る

礎
石
六
個
、
若
干
動
い
た
礎
石
が

一
個
、
根
石
が
七
ケ
所
発
見

さ
れ
、
他
に
原
位
置
を
失

っ
て
い
る
礎
石
が

一
個
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
基
壇

の
周
囲
は
か
な
つ
に
削
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、

基
壇

の
構
造
や
雨
落
滞
な
ど
は

つ
ち
に
わ
か
ら
な
か

っ
た
。

た

だ
基
壇

の
南
側
中
央
部
で
横
二
尺
、
縦
八
尺
な
ど
の
凝
灰
岩

の

板
石
が
ほ
ぼ
南
北
方
向
に
置
か
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
が
何
を
意

味
す
る
の
か
は
わ
か
ら
な
か

っ
た
。

基
壇
上
の
建
物
は
、
礎
石
や
根
石
の
配
置
か
ら
み
て
東
西
に

長
い
五
間
四
間
の
堂
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。
建
物
の
大
堪
さ

は
ほ
ぼ
正
面
九

・
八
五
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
入

。
五
メ
ー
ト
ル
で
、

天
平
尺
で
三
二

・
五
尺
に
二
入
尺
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

柱
間
は
桁
行
が
五
尺
、
七

・
五
尺
、
七

・
五
尺
、
七

・
五
尺
、

五
尺
で
三
二
尺
五
寸
、
梁
行
は
七
尺
、
七
尺
、
七
尺
、
七
尺
で

二
人
尺
と
す
る
の
が
も

っ
と
も
妥
当
で
あ
る
。
屋
根
は
切
妻
造

り
で
、
本
瓦
葺

で
あ
り
、
建
物

の
方
向
は
磁
北
に
対
し
て
約
四

度
東

に
ぶ
れ

て
い
る
。

基
壇
は
粘
土
を

つ
き
か
た
め
た
版
築
の
痕

が
は

っ
き
っ
と
の

こ

つ
て
か
り
、

そ
の
中
央
部
、
内
陣
の
北
西
隅
、
Ｃ

２
礎
石
の

す
ぐ
南
側
に
径
二
四

・
三
セ
ン
チ
、
高
さ
約
二
二
セ
ン
チ
の
土

師
器
の
甕

が
、
築
土
中
に
口
縁
部
を
上
に
し

て
垂
直
に
埋

め
ら

れ
て
い
た

（
図
版
第
四
の
２
）
。

口
縁
部
は
Ｃ

，
２
礎
石
の
上

面
か
ら
約
二
五
セ
ン
チ
下
の
と

こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
。
甕

の

内
部
か
ら
は
金
箔
の
小
破
片
が
検
出

さ
れ
た
。

基
壇

の
構
成
は
、
上
部
に
礫
が
混

入
し
て
い
る
黄
色
粘
土
層

が
あ
り
、
そ
の
下
に
や
や
黒
色
が
か

っ
た
粘
土
層
、
黄
色
粘
土

層
が

つ
づ
い
て
い
る
。
甕
は
礫
を
含
む
黄
色
粘
土
層
の
下
の
黒

色
粘
土
層
及
び
黄
色
粘
土
層
の
部
分
に
埋

め
ら
れ

て
か
り
、
甕

の
附
近
で
も
礫
を
含
む
黄
色
粘
土
層
は
乱
れ
て
い
な
い
。

し
た

が

っ
て
、
甕

が
埋

め
ら
れ
た
の
は
、
礫
を
含
む
黄
色
粘
土
層
を

-12



基
壇

に
積
む
作
業
よ
う
前

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
地
鎮

の
際

に
埋

め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

観
音
塚
の
基
壇
周
辺
以
外

で
は
指
定
地
内
外

に
九
本
の
ト
レ

ン
チ

（
Ｔ

Ｉ
ｔ
Ｔ
Ⅸ
）
を
設
け

て
遺
構
の
検
出
に
つ
と
め
た
が

瓦
片
の
出
土
す
る
こ
と
は
ぁ

っ
て
も
、
確
実
に
建
築
遺
構
も
し

く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
遺
構
と
思
わ
れ
る
も
の
は
検
出
さ
れ
な

か

つ
た
。

た
だ
、
観
音
塚
の
南
、
現
国
分
尼
寺
の
墓
地
内
に
墓

石
の
間

に
南
北
方
向
に
ほ

っ
た
ト
レ
ン
チ
で
は
粘
土
を
積
上
げ

た
形
跡
が
み
と
め
ら
れ
た
が
、
す
で
に
墓
地
と
な

っ
て
荒
さ
れ

て
い
る
の
で
そ
の
性
格
は

つ
か
み
得
な
か

っ
た
。

四
、
出

土

遺

物

調
査
に
よ

っ
て
出
土
し
た
遺
物
は
古
瓦
と
土
器
で
あ
り
、
観

音
塚
基
壇
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
鎮
壇
関
係
の
遺
物
が
特
筆
さ
れ

２つ
。古

瓦
は
、
文
様
瓦
及
び
刻
印
あ
る
筒
瓦
片
が
主
な
る
も
の
で

あ
る
。

観
音
塚
の
基
壇
周
辺
か
ら

一
九
点
、
そ
れ
以
外

の
地
点

か
ら
四
点
出
土
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
が
表
土
中
か
ら
見
出

さ

れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
観
音
塚
の
基
壇
周
辺
か
ら
発
見
さ
れ
た

も
の
も
、
と
く
に
軒
の
な
わ
つ
の
瓦
の
散
布
と
考
え
得
る
よ
う

な
出
土
状
態
で
は
な
か

っ
た
。
出
土
古
瓦
の
内
訳
を
表
に
し

て

示
せ
ば
次

の
通
う
で
あ
る
。

瓦宇瓦鐙

第 1表  古 瓦 出 土 表

注 1,各文様瓦の細分は陸奥国分寺跡発掘調査委員会編『陸央

国分寺跡』の分類法に従った。
2 重弁蓮花文鐙瓦について広 破片の場合細分することが

困難なので、細分しなかった。

観音塚基壇周辺

重弁蓮花文鐙瓦

宝相花文鐙瓦 第一類

〃    第二類

″    第四類

細弁蓮花文鐙瓦第一類

第二類

5

1

1

1

1

1

重弧文字瓦  第一類

偏行唐車文宇瓦第二類

単弧文宇瓦

連珠文字瓦  第二類

2

3

1

2

計 計

亥1印 ある筒瓦 1 1

観音塚基壇周辺以外

重弁蓮花文鐙瓦 ユ 偏行唐革文宇瓦第二頬

均整唐草文字瓦第二類

1

2

計 1 計
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第
三
図
　
観
音
塚
基
壇
出
上
の
上
師
甕

D       5       10m

lIIIIIIIIII

発
見
さ
れ
た
瓦
は
い
ず
れ
も
陸
奥
国
分
寺
か
ら
発

見
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ

っ
て
、
と
く
に
か
わ

っ

た
も
の
は
な
い
。

（
図
版
第

五
）

土
器
は
完
形
の
須
忘
器
の
杯
が

一
点
発
見

さ
れ
て

い
る
。

日
径
は
測
定
す
る
位
置
に
よ

っ
て
若
千
異
る

が
、
大
略
十
三

・
三
セ
ン
テ
前
後
、
底
径
は
六

・
九

セ
ン
チ
前
後
、
器
高
は
、

日
縁
と
底
部
が
水
平
で
な

い
た
め
、
平
面
に
底
部
を
接
す
る
よ
う
に
土
器
を
置

い
て
測
る
と
最
大
四

・
○

セ
ン
チ
と
最
小
三

・
四

セ

セ
ン
チ
の
間

の
数
値
を
と
る
。
底
部
に
は
糸
切
痕
が

残

っ
て
い
る
。
色
調
は
赤
褐
色

で
あ

っ
て
、
須
忘
器

特
有

の
鼠
色
は
呈
し
て
い
な
い
。
器
面
の
内
外
共
に

底
部
に
至
る
な
で
漆
様

の
物
質
が
塗
ら
れ
て
い
た
ら

し
い
が
、
現
状

で
は
剤
落

が
い
ち
じ
る
し
い
。

（
図

版
第
六
の
下
）

観
音
塚
基
壇
中
か
ら
発
見

さ
れ
た
土
師
器

の
甕
は

（
図
版
第
六

の
上
）
、
口
径
二
四

や
三
セ
ン
チ
、
底

径

一
一
・
ニ

セ
ン
チ
、
器
高
は
底
部
と
口
縁
部
が
平

行

で
な
い
た
め
に
最
大
三
三

。
三
セ
ン
チ
、
最
小
二

一　
Ｌ
四
セ
ン
チ
を
測
る
。
器
形
は
第
二
図
に
見
ら
れ

る
と
多
に
、
口
辺
部
は
大
き
く
外
反
し
、
日
縁
端
は
や
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や
上
方
に

つ
な
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

日
辺
部
直
下
は

「
く
」

の
字
に
く
び
れ
て
、
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
プ
を
え
が
い
て
底
部
に

達
す
る
。

口
径
と
器
高
と
が
ほ
ぼ
近
い
数
値
を
示
す
胴
部

の
短

い
器
形
で
あ
る
。
器
外
面
は
日
頸
部

の
下
約
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の

部
分
を
除
い
て
す
べ
て
箆
に
よ
る
整
形
が
行
な
ゎ
れ
て
い
る
。

整
形
は
上
方
か
ら
下
方
に
向
け
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

日
辺
部

及
び
そ
の
直
下
の
部
分
に
は
箆
に
ょ
る
整
形
は
及
ん
で
か
ら
ず

恐
ら
く
は
指
に
よ

っ
た
と
思
わ
れ
る
ナ
デ
が
横
方
向
に
行
な
ゎ

れ
て
い
る
。
器
内
面
は
底
部
か
ら
上
約
五
セ
ツ
チ
ほ
ど
の
部
分

を
除
い
て
、
す
べ
て
指
に
よ
る
横
方
向

の
ナ
デ
が
行
き
わ
た

っ

て
い
る
。
箆
及
び
指
に
ょ
る
整
形
は
、
粘
土
組
に
よ
る
な
き
上

げ
法
に
ょ
っ
て
大
略
の
器
形
を
作
♭
あ
げ
た
上
に
行
な
わ
れ
た

と
思
わ
れ
、
器
面
の
各
所
に
な
き
上
げ
に
よ
る
粘
土
の
合
せ
目

の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
。
整
形
に
際
し
て
回
転
台
は
利
用
さ
れ
な

か

つ
た
よ
う
で
ぁ
る
。

こ
の
甕

の
中

に
は
、
前

に
の
べ
た

ょ
う
に
金
箔

の
小
さ
い
残

片

の
残
存

が
認

め
ら
れ
た
。

五
、
考

察

い
　
建
物
及
び
位
置

観
音
塚
基
壇
上

の
建
物
は
、
前
述
し
た
ょ
う
に
南
面
す
る
五

間
四
間

の
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。
桁
行
は
三
二

・
五
尺
、
中
央

の
三
間
は
七

・
五
尺
の
等
間
、
端
の
間
は
五
尺
と
す
る
の
が
礎
一

石
及
び
根
石
と
の
関
係
か
ら
い

つ
て
妥
当
で
あ
る
。
梁
行
は
七

尺
の
等
間
隔
で
あ
る
。

建
物

の
構
造
は
切
妻
形
の
屋
根
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

軒

の
出
は
基
壇

の
大
き
さ
が
わ
か
ら
な
か

っ
た
た
め
に
直
接
決

定
す
る
資
料
を
久

い
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
五
ｔ
六
尺

の
も
の
で
あ

つ
た
ろ
う
。

建
物

の
桁
行
三
二

・
五
尺
、
梁
行
二
八
尺
と
い
多
数
値
は
か

な
り
小
さ
い
。
同
ｔ
五
問
四
間
堂
で
も
多
賀
城
廃
寺

の
金
堂
は

四
七
尺
×
二
五
尺
、
同
じ
く
多
賀
城
廃
寺

の
西
方
建
物
は
五
〇

働

尺
ｘ
四
〇
尺
で
あ
る
ｒｏ、

又
、
各
地
の
国
分
寺

。
国
分
尼
寺

の
例

を
み
る
と
、

五
間
四
間
堂
の
場
合

で
、
佐
渡
国
分
寺
金
堂
が
六

一
尺

×
四
五
尺
、
相
模
国
分
尼
寺
金
堂
が
六
八

・
三
尺
×
四
六
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・
入
尺
、
甲
斐
国
分
尼
寺
金
堂
が
六
三
尺
ｘ
四
四
尺
、
甲
斐
国

分
尼
寺
講
堂
が
七
〇
尺
×
四
六
尺
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
観
音
塚
基
壇
上

の
建
物
は
、
諸
寺
の
金
堂

や

講
堂
な
ど
に
く
ら
べ

て
か
な
♭
小
さ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
小
さ
い
堂
の
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば

美
濃
爾
勒
寺

の
金
堂
は
、
桁
行
三
六

・
五
尺
、
梁
行

二
八
尺

（
五
間
四
間
堂
で
、
桁
行
は
七
尺
、
七

・
五
尺
×
三

・
七
尺
、

梁
行
は
七
尺
×
四
、
従

っ
て
切
妻

の
屋
根
と
考
え
ら
れ
る
）

で

あ

っ
ｔ
∬

陸
奥
国
分
尼
寺
の
観
音
塚
基
壇
上
の
建
物
と
き
わ
め

て
近

い
数
値
を
と

っ
て
い
る
。

陸
奥
国
分
尼
寺
跡
と
思
わ
れ
る
地
域
に
は
、
観
音
塚
基
壇
以

外
に
明
ら
か
に
建
物
の
存
在
を
示
す
よ
う
な
地
点
は
見
あ
た
ら

な
い
。

発
見
さ
れ
た
遺
構
は
五
間
四
間
の
南
面
す
る
建
物

で
あ

り
、
基
壇
中
に
は
前
述
の
如
ぐ
鎮
壇
関
係
の
遺
物
も
認
め
ら
れ

た
。

こ
の
ょ
う
な
点
か
ら
い

つ
て
、
観
音
塚
基
壇
上

の
建
物
は

陸
奥
国
分
尼
寺

の
金
堂

で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
奈
良
時
代

の
伽
藍
の
通
例
と
し
て
金
堂
の
北

方
に
は
講
堂
が
、
南
方
に
は
門
の
存
在
が
考

え
ら
れ
る
。

第 4図  観 音 塚 の 北 方 の 県 道

(木のあるところが観音塚 )
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金
堂
跡
の
北
方
は

一
軒

の
民
家
を
隔

て
て
県
道
に
接
し
て
い

る
。
先
年

こ
の
県
道
拡
幅
の
際
、
版
築
様

の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、

ま
た
重
弁
蓮
花
文
鐙
瓦
な
ど
の
出

土
の
あ

っ
た
こ
と
は
附
近
に

す
ん
で
い
た
名
取
高
等
学
校
教
諭
小
野
力
氏
の
証
言
す
る
と

こ

ろ
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば

こ
こ
が
講
堂
跡
で
あ

っ
た
か
も
知
れ

な
い
が
、
現
在
は

ア
ス
フ
ア
ル
ト
舗
装

さ
れ
て
い
て
、
た
し
か

め
る
に
由
な
い
。

ま
た
金
堂
跡

の
南
方
は
道
路
を
隔

て
て
、
国
分
尼
寺
の
墓
地

と
な

っ
て
い
る
。
墓
地
の
北
端
附
近
は
先
年
、
松
本
氏

・
内
藤

氏
が
竹
致

の
中
か
ら
多
く
の
古
瓦
を
得

て
古
瓦
出
土
ρ
中
心
地

と
見
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ

っ
て
、
何
等
か
の
建
物

の
存
在
が
考

え
ら
れ

て
い
た
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
。

こ
こ
は
現
在
墓
石
が
立

並

ん
で
い
る
の
で
、
発
掘
が
困
難

で
あ

っ
た
が
、
墓
石
と
墓
石

の

間

の
空
隙
を
ぬ

っ
て
ト

レ
ン
チ
を
入
れ
た
と

こ
ろ
、
前
述
し
た

よ
多
に
粘
土
を
績
上
げ
た
形
跡
の
あ
る
の
が
み
と
め
ら
れ
た
。

し
か
し
破
壊
が
は
な
は
だ
し
く
、
ど
の
よ
う
な
遺
構

で
あ
る
か

を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。

次

に
陸
奥
国
分
寺
と
相
対
的
な
位
置
の
問
題
を
考
え
て
み
よ

第 5図  国分 尼寺墓 地 の発 掘 状況
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う
。
陸
奥
国
分
寺
の
伽
藍
中
軸
線
は
、
金
堂
と
講
堂
と
の
心

々

を
結
ぶ
と
磁
北
か
ら
東

へ
三
度

一
五
分
ほ
ど
よ

っ
て
い
る
。
　
一
方
、

陸
奥
国
分
尼
寺
の
観
音
塚
基
壇
上

の
推
定
金
堂
も
や
は
つ
磁
北

で
は
か

っ
て
四
度
前
後
東
に
ぶ
れ
て
か
り
、
陸
奥
国
分
寺
と
ほ

ぼ
同
じ
傾
向
を
示
し

て
い
る
。

こ
こ
で
僧
尼
両
寺

の
伽
藍
中
軸
線
を
並
行
な
も
の
と
仮
定
し
、

僧
寺
の
金
堂
、
講
堂

の
心

々
を
結
ぶ
線
と
尼
寺
の
推
定
金
堂
の

中
心
を
通

る
線
と

の
距
離
を
、
三
〇

〇
〇
分
の

一
の
地
図
上

で

は
か

っ
て
み
る
と
ほ
ぼ
現
代
尺
の

一、
九
五
〇
尺
に
あ
た

っ
て
い

る
。

こ
れ
は
三
六
〇
尺
を

一
町
と
し
て
計
算
し
た
五

・
五
町
に

ほ
ぼ
等
し
い
。

０
　
鎮
　
　
壇

推
定
金
堂
基
壇
内
陣
の
西
北
部
に
埋

め
ら
れ
て
い
た
土
師
器

の
甕
及
び
そ
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
金
箔
残
片
に
つ
い
て
考

え

て
み
た
い
。

土
師
器
の
甕
は
内
陣
西
北
部
の
Ｃ

ｌ
２
礎
石
の
す
ぐ
そ
ば

で

基
壇
を
構
成
す
る
版
築
を
み
だ
さ
な
い
状
態

で
垂
直
に
埋
め
ら

れ
て
い
た
。
従

っ
て
こ
の
甕
は
後
世
に
な

っ
て
埋

め
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
建
物
を
建

て
る
前
に
意
図
的
に
埋

め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

古
代
建
築

の
基
壇
中
か
ら
な
と
な

っ
た
遺
物
が
発
見
さ
れ
る

例
は
、
興
福
寺
金
堂
、
東
大
寺
大
仏
殿
、
法
華
寺
金
堂
、
高
麗

寺
金
堂
な
ど
の
鎮
壇

の
例
が
あ

る
。

畿
内
に
か
け
る
こ
れ
ら
の

例
で
は
金

，
銀

・
金
銅
な
ど
の
鉢

・
碗
な
ど
の
容
器
類
、
水
晶
、

琥
珀
な
ど
の
玉
類
、
鏡
、
貨

銭
類
な
ど
質

・
量
と
も
に
豊
富

で

あ
る
が
、
陸
奥
国
分
尼
寺
の
場
合
も
出
土
状
態
か
ら
い

つ
て
同

様

の
趣
旨

に
工
る
も
の
と
し
て
良

い
で
あ
ろ
う
。

も

っ
と
も
、
覚
禅
抄
な
ど
に
と
る
と
、
壇
を
築
く
以
前
に
行

な
う
も
の
を
地
鎮
と
い
い
、
壇
を
築
き
堂
が
で
き
あ
が

っ
て
か

ら
行
な
う
も
の
を
鎮
壇
と
い
う
と
の
こ
と
な
の
お

厳
密
に
い
え

ば
陸
奥
国
分
尼
寺
の
場
合
は
地
鎮
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

又
、
南
都
七
大
寺
巡
礼
記
に
よ
れ
ば
興
福
寺
南
円
堂
は
空
海

の
鎮
壇

に
な
る
も
の
で
あ

っ
て
、
仏
像
経
巻
等
が
埋

め
ら
れ

て

い
た
と
い
う
。
従
う
て
、
陸
奥
国
分
尼
寺
の
場
合
の
上
師
器
の

甕
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
金
箔
も
、
経
巻
に
用
い
た
金
箔
の
残

片
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。
後
例
を
待
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ち
た
い
。

い
　
寺
　
　
地

以
上
に
見
た
よ
多
に
陸
奥
国
分
尼
寺
寺
跡
で
建
造
物

の
遺
構

と
し
て
確
実
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
は
観
音
塚
基
壇
だ
け
で
あ

り
、
そ
の
他
は
そ
の
南
と
北
と
に
建
物
の
あ

っ
た
痕
跡
が
み
と

め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
観
音
塚
基
壇
を
金
堂
跡
と
す
れ
ば
、

当
時
の
伽
藍
配
置
の
通
例
に
し
た
が

っ
て
、
北

の
も
り
は
講
堂

跡
、
南

の
も
の
は
中
門
跡
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
三

つ
の
建
物
が
適
当
に
か
さ
ま
る
方
形
寺
地
を
考
え
る
と
、
そ
れ

は
あ
な
つ
大
き
な
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
来
る
。

さ
き
に

「
陸

奥
国
分
寺
跡
」

で
は
陸
奥
国
分
寺
の
寺
地
六
入
○
○
尺
に
対
し

て
、
尼
寺
を
六
四
〇
〇
尺
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
建

物

の
配
置
か
ら
い
う
と
六
四
〇
〇
尺
と
い
う
の
は
最
大
限
で
あ

っ
て
、

こ
れ
以
上
に
大
恣
く
な
る
こ
と
は
あ
る
な
い
。
寺
地
の

大
き
さ
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
慎
重
な
吟
味
が
心
要
で
あ
ろ
う
。

註
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②
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図版第二 観 音塚 基壇 (推定 金堂 跡 )実測 図
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図版 第三 1.南 か ら見 た観音塚 (昭和 33年 )

2.発掘された観音塚基壇 (推定 金堂跡 )
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図版 第 五      出 土 瓦

1.重弁蓮花文鐙瓦
2,細弁蓮花文鐙瓦第二類

3宝相花文鐙瓦 第一類
4宝相花文鐙瓦 第四類
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図版第六 土 師 器 考 大

須 恵 器 を 大図版第六
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