
古
代
手
工
業
の
歴
史
地
理
学
的
考
察

一
窯
業
・
を
中
心
と
し
て
一

高

橋

誠

一

【
要
約
】
　
本
稿
は
従
来
の
古
代
歴
史
地
理
学
に
於
て
、
と
か
く
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
手
工
業
の
地
理
学
的
解
明
を
主
眼
と
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
他

の
隣
接
諸
学
の
研
究
を
た
ど
り
全
国
に
分
布
す
る
古
代
手
工
業
関
係
地
名
を
概
観
し
た
。
そ
の
中
で
遺
跡
・
遺
物
の
明
確
な
窯
業
遺
跡
に
つ
い
て
、
地
名

と
遺
跡
の
立
地
を
各
地
方
の
例
を
あ
げ
て
考
察
し
た
。
と
り
わ
け
代
表
的
な
い
わ
ゆ
る
大
阪
南
部
窯
肚
群
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
・
自
然
的
背
景
の
み
な

ら
ず
、
個
々
の
窯
の
時
期
別
分
布
を
考
慮
し
た
結
果
、
丘
陵
端
か
ら
脚
部
へ
移
動
す
る
こ
と
や
、
丘
陵
か
ら
平
野
部
へ
の
変
換
線
に
工
人
集
団
居
住
地
が

立
地
し
た
こ
と
を
想
定
し
得
た
。
次
に
奈
良
県
に
於
け
る
宮
都
や
寺
院
の
瓦
博
焼
成
の
た
め
の
瓦
窯
に
つ
い
て
も
同
様
の
考
察
を
成
す
と
共
に
、
北
部
の

寺
院
直
属
の
瓦
屋
の
位
置
を
小
字
名
な
ど
か
ら
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
溜
め
場
合
は
そ
の
需
給
関
係
が
わ
か
る
が
、
須
恵
器
に
つ
い
て
は
開
ら
か
で
な
い
。

そ
の
点
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
、
X
線
回
折
法
と
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
法
と
い
う
自
然
科
学
的
方
法
を
使
用
し
、
土
器
の
産
地
想
定
の
一
例
と
し
て
奈

良
県
出
土
の
須
恵
器
の
多
く
が
大
阪
南
部
窯
蛙
群
で
生
産
さ
れ
た
と
い
う
結
論
を
得
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
四
巻
五
号
　
一
九
七
一
年
九
月

古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
稿
は
、
古
代
手
工
業
を
対
象
に
し
て
歴
史
地
理
学
的
解
明
を
鼠

指
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
古
代
歴
史
地
理
学
の
主
た
る

関
心
事
は
帝
都
・
国
府
・
郡
家
な
ど
の
政
治
的
中
心
地
で
あ
り
、
ま

た
交
通
路
や
領
域
・
集
落
で
あ
っ
た
。
多
く
の
諸
先
学
に
よ
り
解
明

さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
問
題
は
確
か
に
歴
史
地
理
学
の
中
心
を
成
す

課
題
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
古
代
地
域
を
捉
握
す
る
に
は
、
い
わ
ば

生
産
の
場
た
る
も
の
の
研
究
も
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
扱
わ
れ
て
き
た
生
産
の
場
と
し

て
は
、
耕
地
と
し
て
の
条
里
地
割
の
研
究
以
外
で
は
そ
の
例
は
数
少

な
い
。
条
里
制
は
農
業
生
産
の
場
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
手
工

業
生
産
の
場
を
地
理
学
的
に
追
究
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
成
さ
れ
て
い

な
い
現
状
で
あ
る
。
古
代
の
政
治
的
中
心
地
は
、
農
業
そ
の
他
の
諸
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生
産
機
能
を
前
提
に
し
て
存
在
し
得
た
以
上
、
土
器
・
織
物
・
武
器

な
ど
の
手
工
業
的
生
産
機
能
を
看
過
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
一
颪
的

な
結
論
を
導
き
出
す
危
険
を
伴
な
う
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
手
工
業
斜

生
割
地
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
、
古
代
地
域
を
動
的
に
理
解
す
る

上
で
極
め
て
重
要
な
手
懸
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。

　
次
に
こ
れ
ま
で
の
古
代
歴
史
地
理
学
で
扱
わ
れ
て
き
た
対
象
は
、

わ
ず
か
に
傾
斜
変
換
線
付
近
の
宵
墳
や
高
地
性
の
弥
生
式
集
落
な
ど

　
②

の
例
を
除
け
ば
、
そ
の
多
く
は
い
わ
ば
平
野
部
に
立
地
す
る
も
の
で

あ
り
平
野
周
縁
に
広
が
る
丘
陵
地
帯
は
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

し
か
し
古
代
人
の
生
活
圏
に
は
周
縁
の
丘
陵
地
帯
も
種
々
の
意
味
を

有
し
て
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
も
丘
陵
斜

面
の
窯
業
地
域
は
新
し
い
視
点
を
提
供
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
上
記
の

如
き
観
点
に
立
脚
し
た
上
で
、
私
は
我
が
国
の
古
墳
時
代
か
ら
奈
良

時
代
に
か
け
て
の
手
工
業
、
と
り
わ
け
遺
跡
・
遺
物
が
明
確
で
普
遍

的
な
窯
業
を
中
心
に
、
そ
の
立
地
や
工
人
集
団
の
居
住
地
あ
る
い
は

生
産
品
の
移
動
な
ど
の
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

1

古
代
手
工
業
研
究
と
関
連
地
名

隣
接
分
野
に
於
け
る
研
究

　
古
代
手
工
業
は
古
代
史
学
の
重
要
な
問
題
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
数

多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
喜
田
貞
吉
・
川
上
多
助
な

　
　
　
　
　
　
　
　
③

ど
に
よ
っ
て
着
目
さ
れ
て
以
来
問
題
に
な
っ
て
き
た
五
部
謡
講
制
の

研
究
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
化
前
代
の
二
部
制
と
比
較
さ
れ
る
令
制
の

品
部
雑
戸
制
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
植
松
考
穆
・
青
木
和
夫
・
上
田

　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
④

正
昭
・
滝
川
政
次
郎
の
諸
説
が
あ
る
が
、
狩
野
久
は
諸
説
を
紹
介
し

た
上
で
別
記
の
内
容
が
大
宝
以
前
に
湖
り
得
る
と
し
、
陰
部
雑
戸
制

の
成
立
期
と
し
て
は
天
武
・
持
統
朝
が
有
力
で
あ
る
と
す
る
見
解
を

　
　
　
　
⑤

述
べ
て
い
る
。
律
令
時
代
の
こ
の
品
部
雑
戸
制
に
関
す
る
研
究
は
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
も
例
え
ば
高
橋
富
雄
・
福
尾
猛
市
郎
．
坂
本
太
郎
．
太
田
亮
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
特
に
平
野
邦
雄
は
大
化
前
代
の
社
会
組
織
と

の
対
比
に
よ
っ
て
注
目
す
べ
き
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
頸
部
欄

や
品
混
雑
濫
漫
の
み
に
焦
点
を
絞
ら
ず
に
古
代
手
工
業
を
論
じ
た
研

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
⑨

究
も
多
く
、
黒
目
清
之
や
遠
藤
元
男
は
古
代
産
業
や
職
人
の
面
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

部
を
論
じ
、
石
母
田
正
は
分
業
と
い
う
見
地
か
ら
追
究
し
て
い
る
。

ま
た
律
令
国
家
の
成
立
過
程
や
官
職
制
度
の
点
か
ら
論
究
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
し
て
は
、
八
木
充
や
岩
橋
小
弥
太
の
研
究
が
あ
り
、
喜
田
と
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
未
解
放
部
落
史
と
の
関
連
に
於
て
は
渡
辺
実
な
ど
の
例
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
品
部
雑
戸
は
次
第
に
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古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

そ
の
姿
を
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
別
し
て
官
衙

番
上
型
と
料
物
貢
納
型
に
わ
か
れ
る
。
こ
の
内
、
品
部
は
常
幡
羅
と

学
舎
部
に
わ
か
れ
、
置
戸
は
共
通
の
生
活
圏
を
有
す
る
雑
戸
村
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

き
も
の
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
村
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
計
画
的
に
設
立
さ
れ
た
に
せ
よ
、
彼
ら
は
手
工
業
に
従
事
し
っ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

も
農
耕
を
基
本
と
し
た
こ
と
は
林
屋
辰
三
郎
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
⑰

お
り
、
門
脇
禎
二
も
大
化
前
代
で
は
農
業
と
手
工
業
は
な
お
共
同
体

的
生
産
関
係
の
も
と
で
全
く
分
離
せ
ず
、
変
質
の
見
ら
れ
る
の
は
八

世
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
古
代
に

於
て
完
全
に
手
工
業
生
産
の
み
に
よ
っ
て
存
立
し
得
た
集
落
を
想
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
手
工
業
的
色
彩
の
強
い

集
落
の
あ
っ
た
こ
と
は
予
想
し
得
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
に
詳
述
し
た
い
。

　
一
方
、
考
古
学
に
於
て
も
多
方
薗
か
ら
研
究
が
成
さ
れ
て
お
り
、

と
り
わ
け
遺
物
の
技
術
的
検
討
に
と
ど
ま
ら
ず
古
代
手
工
業
を
総
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

的
に
把
握
し
た
小
林
行
雄
の
研
究
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
近
年
各
工

　
　
　
　
　
　
⑲

房
祉
の
発
掘
成
果
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
こ
で
は
主
眼
を

生
産
遺
跡
に
お
く
故
に
、
対
象
と
し
て
は
工
房
壮
・
製
鉄
遺
跡
・
窯

業
遣
跡
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
土
器
製
作
の
窯
吐
に
つ
い
て
は
外
国
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
O
げ
ρ
二
〇
ω
の
ぎ
鴨
H
ら
の
著
傑
や
諺
．
い
燭
。
器
の
エ
ジ
プ
ト
の
土

　
　
　
　
　
　
⑳

器
に
関
す
る
叙
述
の
中
で
、
窯
趾
と
原
料
粘
土
を
結
び
つ
け
て
考
察

し
て
い
る
例
が
注
圏
さ
れ
る
が
、
日
本
で
も
須
恵
器
窯
祉
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
研
究
は
近
年
大
い
に
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
中
で
も
大
川
清
・
坂

　
　
⑳
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
鐙

詰
秀
一
・
無
謬
彰
一
・
倉
田
芳
郎
．
森
浩
一
ら
は
古
代
窯
業
と
い
う

広
い
視
野
か
ら
論
じ
て
お
り
、
窯
趾
の
形
態
的
研
究
や
須
恵
器
編
年

に
と
ど
ま
ら
ず
・
労
働
力
や
歴
史
的
背
景
に
ま
で
及
ん
で
い
⑱
他

に
埴
輪
製
作
肚
や
古
瓦
窯
の
研
究
も
進
展
し
つ
つ
あ
る
が
、
し
か
し

考
古
学
に
於
け
る
諸
研
究
の
重
点
は
、
窯
趾
の
立
地
し
た
場
所
を
他

の
諸
要
素
と
の
ま
と
ま
り
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
は
多
少
の
隔

り
が
あ
る
と
い
い
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
次
に
地
名
学
で
も
品
部
厚
無
関
係
地
名
の
研
究
が
鏡
味
完
二
や
池

　
　
㊧

田
末
則
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
単
な
る

関
連
地
名
の
列
挙
の
み
で
は
地
理
学
の
対
象
と
は
成
し
難
い
。

　
以
上
ご
く
簡
単
に
隣
接
分
野
か
ら
の
研
究
を
見
た
が
、
い
ず
れ
も

そ
の
研
究
図
的
は
工
人
組
織
や
遺
跡
・
遺
物
自
体
の
解
明
が
主
で
あ

り
、
歴
史
地
理
学
の
目
的
と
は
異
質
で
あ
る
。
従
っ
て
私
は
先
ず
継

代
手
工
業
の
輪
郭
を
つ
か
む
た
め
に
、
関
連
地
名
の
分
布
を
次
に
概

観
し
た
後
、
先
述
の
よ
う
に
遺
跡
・
遺
物
が
明
確
で
し
か
も
普
遍
的
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に
存
在
し
た
窯
業
に
つ
い
て
彫
論
を
歴
史
地
理
学
的
に
展
開
し
た
い
α

そ
れ
に
よ
っ
て
と
も
す
れ
ば
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
手
工
業
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
の
実
態
解
明
へ
の
手
懸
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
手
工
業
関
係
地
名
の
分
布

　
手
工
業
関
係
地
名
の
分
布
に
つ
い
て
は
前
述
の
如
く
地
名
学
分
野

　
　
　
　
　
　
⑳

で
の
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
私
は
改
め
て
各
種
関
係
地
名
分
布
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
め
、
い
く
つ
か
の
類
似
し
た
業
種
に
分
け
て
論
じ
た
い
。

　
O
寒
業
関
係
地
名
　
　
窯
業
地
名
と
し
て
私
は
ス
エ
・
ハ
ジ
の
地

名
に
注
目
す
る
。
須
恵
（
須
江
・
須
衛
な
ど
）
・
陶
・
土
師
が
代
表
的

な
例
で
あ
る
が
、
土
師
は
陵
戸
を
製
す
る
職
能
に
よ
る
場
合
が
多
く
、

性
急
に
塘
輪
製
作
や
土
師
器
製
作
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
危
険
で
あ

る
。
さ
て
須
恵
・
陶
地
名
は
主
に
西
日
本
に
多
く
分
布
す
る
が
、
九

州
で
は
北
九
州
に
、
ま
た
近
畿
・
中
国
・
四
国
で
は
瀬
戸
内
海
沿
岸

に
密
で
あ
る
。
　
方
、
土
師
地
名
は
茨
城
県
を
除
け
ば
西
日
本
に
集

0

ρ

O

　　凡例
●須恵
O大須恵・徳須恵
。陶・陶器・陶町
。須江・須依

㊥末・末江・末野

　　凡

●土

。埴

。玉

例

証

師

思
し
、
近
畿
を
は
じ
め
中
国

（
特
に
岡
山
・
鳥
取
両
県
）
と
北

九
州
が
主
た
る
分
布
地
で
あ

り
和
名
抄
の
土
師
郷
の
分
布

と
同
様
の
傾
向
を
示
す
。

　
⇔
　
紡
織
関
係
地
名
　
紡
織

地
名
と
し
て
は
服
部
・
錦
部
。

呉
服
・
錦
織
・
倭
文
・
綾
部

な
ど
を
あ
げ
得
る
。
し
か
し

綾
部
・
綾
戸
・
三
部
な
ど
は

単
に
漢
氏
に
関
係
す
る
に
過

ぎ
な
い
場
合
も
あ
り
服
部
・
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古代手工業の騰史地理学的考察（高橋）

磁
器
・
錦
織
を
中
心
に
考
え
る
q
そ
の
分
布
を
見
る
と
畿
内
に
最
も

密
で
あ
り
、
次
い
で
岡
山
・
鳥
取
両
県
に
密
で
あ
る
。
こ
れ
は
和
名

抄
尊
名
の
分
布
と
も
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
が
、
特
に
姓
氏
録
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

え
る
大
禰
・
摂
津
・
河
内
の
服
部
厚
に
つ
い
て
は
現
在
も
残
る
服
部

地
名
が
そ
の
本
拠
と
し
て
有
力
で
あ
り
、
先
の
岡
山
県
に
つ
い
て
は

天
平
一
一
年
備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳
の
服
部
の
人
名
が
つ
な
が
り

を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

　
今
こ
こ
で
天
平
と
天
平
勝
宝
頃
を
中
心
と
す
る
正
倉
院
の
調
野

宿
・
布
を
見
る
と
、
記
入
さ
れ
た
国
郡
名
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

即
ち
畿
内
は
大
宝
令
に
よ
り
調
が
外
国
の
半
分
で
主
と
し
て
調
銭
で

収
め
庸
は
免
ぜ
ら
れ
た
か
ら
特
別
地
域
と
し
て
除
く
と
、
他
の
国
は

④
高
級
絹
織
物
を
お
さ
め
る
畿
内
周
辺
、
＠
下
級
絹
織
物
を
お
さ
め

る
④
と
◎
の
中
間
の
国
、
⑳
布
や
木
綿
や
麻
を
お
さ
め
る
東
山
道
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

東
の
国
、
㊥
綿
し
か
お
さ
め
な
い
西
海
道
の
四
号
に
分
け
得
る
。
こ

れ
は
同
時
に
他
産
業
を
も
含
め
た
産
業
発
達
の
順
位
を
示
す
よ
う
で

あ
る
が
、
先
述
の
関
係
地
名
分
布
の
粗
密
と
一
致
す
る
。
と
り
わ

け
西
海
道
に
殆
ん
ど
地
名
の
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
㊥
群
た
る
こ
と
を

裏
書
し
絹
織
物
業
発
達
が
未
熟
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
対
し
て
近

国
・
中
国
の
範
囲
に
ほ
ぼ
｝
致
す
る
関
係
地
名
密
度
の
高
い
地
方
で

は
絹
織
物
業
発
達
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
こ
の
場
合
大
陸
の
技

術
導
入
の
点
か
ら
帰
化
人
集
団
の
居
住
地
が
密
接
な
関
係
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
。
ま
た
古
代
に
服
部
・
錦
部
の
い
た
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

方
は
現
在
も
機
業
の
盛
ん
な
地
で
あ
る
と
い
う
太
田
亮
の
見
解
も
注

目
さ
れ
る
。
即
ち
古
代
窯
業
の
盛
ん
で
あ
っ
た
地
が
現
在
も
な
お
そ

の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
原
料
の
存
在
の
み
で

な
く
、
私
は
地
域
の
有
す
る
伝
統
の
強
さ
に
も
着
目
し
た
い
。

　
⇔
武
器
製
作
関
係
地
名
　
武
器
製
作
に
関
す
る
地
名
と
し
て
は
弓

削
．
矢
蔀
・
矢
作
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
内
、
矢
部
・
矢
作
は
東
西
日

本
の
い
ず
れ
に
も
分
布
す
る
の
に
対
し
、
弓
削
地
名
は
西
日
本
の
み

に
集
中
し
て
い
る
。
中
で
も
前
記
の
紡
織
地
名
の
多
い
畿
内
及
び
そ

の
周
辺
と
岡
山
県
に
弓
削
地
名
が
多
く
、
北
九
州
に
も
一
群
が
認
め

ら
れ
る
。
和
名
抄
の
弓
削
郷
も
ほ
ぼ
同
傾
向
を
示
す
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
理
由
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
り
現
段
階
で
は
確
か

で
な
い
。

　
㈲
　
そ
の
他
の
手
工
業
関
係
地
名
　
他
に
玉
製
作
地
と
し
て
の
玉
作

（
玉
造
）
、
石
棺
製
造
な
ど
の
石
作
、
鏡
鋳
造
の
鏡
作
、
船
材
産
地
と

し
て
の
船
木
（
舟
木
）
、
鉄
鉱
業
の
穴
師
あ
る
い
は
貨
銭
鋳
造
所
と
し

・
て
の
鋳
司
や
鋳
銭
司
な
ど
が
あ
る
。
玉
作
に
つ
い
て
は
既
に
寺
村
光
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⑰晴
の
精
密
な
研
究
中
で
地
名
・
人
名
・
式
内
社
・
和
名
抄
郷
名
・
遺

跡
が
結
び
つ
け
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。
次
に
石
作
の
地
名
や
和
名
抄

郷
関
は
畿
内
と
そ
の
周
辺
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
石
作
部
が

姓
氏
録
や
式
内
社
の
点
で
も
畿
内
と
そ
の
周
辺
に
し
か
見
ら
れ
ず
、

し
か
も
令
制
以
前
に
職
業
部
民
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
こ
と
と
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
鏡
作
や
船
木
は
地
名
・
郷
名
・
・
式
内
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
に
広
い
分
布
を
示
す
が
、
特
に
岸
俊
男
は
船
木
地
名
と
ク
ス
の

木
を
結
び
つ
．
け
た
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
穴
師
地
名
に
つ

い
て
は
製
鉄
遺
跡
と
の
対
比
の
上
で
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
一
例
の
み
を
あ
げ
て
お
く
。
即
ち
奈
良
県
桜
井
市
の
穴
師
地

名
は
式
内
社
寸
土
神
社
な
ど
か
ら
播
磨
北
斗
磨
寺
兵
半
半
穴
無
里
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

共
に
製
鉄
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
穴
師
か
ら
三
輪
南
山
麓
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
製
鉄
を
示
す
三
輪
遺
跡
が
あ
り
、
し
か
も
付
近
に
は
古
代
の
海
柘

　
　
　
　
　
　
　
⑫

榴
市
が
想
定
さ
れ
る
。
私
は
現
地
の
地
籍
図
中
に
見
え
る
小
字
上

市
・
上
市
口
が
や
や
東
偏
し
た
上
ッ
道
と
大
和
川
の
交
点
に
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
こ
こ
が
和
名
抄
上
市
郷
即
ち
海
柘
榴
市
の
地
で
あ
る

と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
穴
師
・
金
屋
の
地
名
は
製
鉄
遺
跡
と
し

て
も
重
要
で
あ
っ
た
三
輪
遺
跡
と
結
び
つ
き
、
同
時
に
水
陸
の
結
節

点
た
る
海
柘
榴
市
を
擁
し
て
い
た
と
い
い
得
る
。
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手
工
業
関
係
地
名
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
に
、
極
く
概
略
を
述

べ
る
に
過
ぎ
な
い
。
各
地
名
の
立
地
や
、
国
府
な
ど
と
の
有
機
的
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

係
を
検
討
す
る
必
要
は
勿
論
あ
為
。
こ
の
点
に
関
し
て
藤
岡
謙
二
郎

が
周
防
・
参
河
・
但
馬
な
ど
の
国
府
域
内
の
地
名
か
ら
、
国
府
域
に

も
手
工
業
者
が
集
め
ら
れ
た
と
の
推
察
を
し
て
い
る
の
は
示
唆
に
富

む
と
い
え
よ
う
。
ま
た
交
通
や
帰
化
人
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の

研
究
も
他
日
に
期
す
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
中
で
も
遺
跡
と
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

け
て
考
察
し
得
る
窯
業
地
名
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

窯
業
の
立
地
と
工
人
集
団
の
居
住
地

　
　
一
　
窯
業
地
名
と
窯
業
遺
跡

　
e
　
窯
業
集
団
と
し
て
の
土
師
氏
の
居
住
地
　
　
土
師
氏
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

既
に
直
木
孝
次
郎
そ
の
他
の
諸
研
究
が
あ
り
、
葬
礼
や
軍
事
と
の
結

び
つ
き
に
於
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
残
る
土
師
地
名
の
他
に
八

国
に
あ
る
和
名
抄
の
土
師
郷
や
そ
の
他
の
土
師
の
名
即
ち
武
蔵
国
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

寺
の
瓦
銘
の
土
師
部
・
奈
良
時
代
の
戸
籍
に
見
え
る
土
師
の
人
名
が
、

い
わ
ゆ
る
土
師
氏
と
そ
の
支
族
の
居
住
地
を
示
す
が
、
土
師
器
窯
や

埴
輪
窯
の
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
現
在
早
急
に
直
接
窯
業
と
結
び
つ

け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
私
は
現
在
の
土
師
地
名
が
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

墳
群
地
帯
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
古
墳
経
営
に
関
係
し
埴
輪

な
ど
を
も
製
作
し
た
で
あ
ろ
う
と
予
察
し
て
、
そ
の
例
を
あ
げ
た
い
。

土
師
氏
と
土
器
製
作
を
物
語
る
史
料
と
し
て
は
、
日
本
書
紀
雄
略
天

皇
一
七
年
三
月
の
記
事
の
摂
津
・
山
背
・
伊
勢
・
丹
波
・
但
馬
・
因

幡
の
蟄
土
師
部
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
津
田
左
右
吉
は
土
師
氏
と

蟄
土
師
連
を
別
と
し
、
直
木
は
土
師
氏
の
職
能
分
化
の
結
果
天
皇
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

で
必
要
な
土
器
製
作
に
従
事
し
た
も
の
を
蟄
土
師
と
呼
ん
だ
と
す
る
。

ま
た
土
師
氏
と
そ
の
支
族
が
鉱
物
資
源
に
関
係
し
土
師
器
朱
塗
の
技

法
に
必
要
な
辰
砂
を
入
手
し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
窯
業
と
の
結
び
つ

き
を
示
す
。
あ
る
い
は
土
師
系
工
人
が
須
恵
器
製
作
技
術
を
導
入
し

た
奈
良
県
新
庄
町
の
例
も
あ
る
。
し
か
し
土
師
氏
と
窯
業
を
関
連
づ

け
る
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
、
私
は
河
内
の
例
を
あ
げ
た
い
。
即
ち

続
日
本
紀
桓
武
天
皇
延
暦
九
（
七
九
〇
）
年
一
二
月
の
賜
姓
記
事
に
よ

っ
て
、
土
師
氏
の
本
流
は
こ
の
時
ま
で
に
四
支
族
に
分
か
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
⑭

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
四
支
族
の
本
貫
地
に
つ
い
て
直
木
は
和
泉
百
舌

鳥
・
大
和
菅
原
・
大
和
秋
篠
寺
周
辺
と
河
内
古
市
誉
田
古
墳
群
地
帯

　
　
㊥

を
あ
げ
、
小
出
義
治
は
後
二
者
と
し
て
河
内
道
明
寺
（
旧
名
土
師
、
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

篠
）
と
河
内
丹
比
郡
土
師
郷
を
あ
げ
る
。
小
島
俊
次
は
古
墳
群
と
対

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

比
し
て
検
討
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
河
内
国
に
土
師
系
氏
族

が
居
住
し
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
和
名
抄
に
も
河
内
国
志
紀
郡
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

師
郷
（
道
明
寺
付
近
）
・
丹
比
郡
土
師
郷
（
日
置
荘
付
近
）
・
和
泉
国
大

鳥
郡
土
師
郷
（
菓
百
雷
鳥
土
師
付
近
）
の
名
が
見
え
る
。
特
に
江
談
抄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
よ
れ
ば
こ
の
内
で
道
明
寺
付
近
が
本
腰
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ

こ
は
大
和
川
・
石
川
の
左
岸
の
丘
陵
地
帯
で
土
師
寺
（
道
士
寺
）
や
土

師
神
社
を
は
じ
め
、
西
南
方
の
丘
陵
に
か
け
て
古
市
誉
田
古
墳
群
が

立
地
す
る
。
こ
の
古
墳
群
の
葬
礼
に
関
与
し
た
土
師
氏
が
埴
輪
製
作

に
も
従
事
し
た
こ
と
は
充
分
可
能
性
が
高
く
、
近
年
の
発
掘
に
よ
っ
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古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

て
判
明
し
た
埴
輪
製
作
集
落
と
し
て
の
誉
田
白
鳥
遺
跡
こ
そ
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

土
師
氏
の
埴
輪
製
作
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
墳
群
に
近
接
し

た
こ
の
埴
輪
製
作
趾
は
運
搬
に
不
便
な
壇
輪
に
と
っ
て
好
適
な
位
置

で
あ
っ
た
。
仮
に
こ
の
土
師
氏
居
住
地
が
埴
輪
供
給
機
能
を
有
す
る

地
域
を
形
成
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
国
府
遺
跡
か
ら
古
代
餌
二
布
に

続
く
水
陸
両
様
の
交
通
的
位
置
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⇔
　
須
恵
地
名
と
須
恵
器
窯
肚
群
　
　
先
に
概
観
し
た
須
恵
地
名
に
は

須
恵
器
窯
星
群
と
合
致
す
る
例
が
多
く
適
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
事
例
を
提
示
し
て
窯
業
立
地
と
須
恵
工
人
集

団
居
住
地
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
先
ず
北
陸
道
を
見
る
と
若
狭
国
府
か
ら
北
川
・
丹
後
街
道
沿
い
に

東
行
響
胴
〇
数
㎞
、
若
狭
街
道
と
の
交
点
に
末
野
一
・
二
号
窯
趾
群

が
あ
る
。
末
野
に
は
式
内
社
須
部
神
社
が
あ
り
古
く
は
須
恵
野
と
称

　
⑩

し
た
。
窯
肚
群
は
一
〇
〇
m
等
高
線
に
沿
っ
て
位
置
し
、
末
野
の
集

落
は
そ
の
麓
に
立
地
す
る
。
私
は
工
人
集
団
居
住
地
と
し
て
こ
の
末

野
を
考
え
た
い
が
、
須
恵
器
製
作
と
山
闘
小
平
地
を
利
用
し
た
農
耕

の
両
方
が
可
能
な
位
置
に
あ
る
。
同
様
に
福
井
市
末
で
も
標
高
約
八

O
m
の
傾
斜
変
換
線
付
近
に
末
の
集
落
が
あ
り
、
背
後
の
一
〇
〇
m

等
高
線
沿
い
に
末
日
歯
群
が
存
在
す
る
。
以
上
の
二
例
は
あ
く
ま
で

も
須
恵
器
生
産
の
普
及
が
お
く
れ
、
長
期
の
積
雪
に
よ
る
操
業
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
制
約
を
受
け
や
す
い
専
業
度
の
低
い
例
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は

後
述
の
畿
内
そ
の
他
の
窯
業
地
域
と
同
様
の
立
地
条
件
を
示
し
て
い

る
。
次
に
愛
知
・
岐
阜
両
県
の
例
を
見
よ
う
。
東
海
地
方
で
は
五
世

紀
末
頃
か
ら
技
術
が
普
及
し
、
平
野
周
縁
の
低
丘
陵
地
帯
に
大
規
模

な
各
窯
趾
群
を
生
み
出
す
。
美
濃
山
塊
か
ら
知
多
半
島
に
い
た
る
新

第
三
紀
豊
中
の
蛙
目
・
木
節
な
ど
の
良
質
陶
土
が
そ
の
基
礎
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
今
対
象
と
す
る
尾
北
古
窯
無
量
は
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

世
紀
末
か
ら
鎌
倉
中
期
の
山
茶
椀
窯
に
ま
で
継
続
す
る
が
、
そ
の
内

の
篠
岡
古
窯
趾
群
は
六
〇
m
か
ら
一
〇
〇
m
の
丘
陵
斜
面
に
構
築
さ

れ
て
い
る
。
最
も
密
度
の
高
い
西
斜
面
か
ら
標
高
三
〇
m
に
か
け
て

の
地
に
上
末
・
下
末
の
地
名
が
見
ら
れ
る
。
平
野
部
に
は
条
里
遺
構

は
な
く
、
耕
地
と
し
て
の
本
格
的
開
発
は
木
津
用
水
な
ど
の
完
成
を

待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
式
内
社
の
分
布
な
ど
か
ら
古
代
に
於

て
も
平
野
周
縁
ま
で
の
一
応
の
開
発
は
成
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
工
人
集
団
の
窯
業
へ
の
専
業
度
は
極
め
て
高
い
こ
と
は
認
め

つ
つ
も
、
な
お
一
部
で
は
農
耕
等
に
従
事
し
た
可
能
性
を
否
定
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
い
。
同
様
に
美
濃
須
衛
古
窯
肚
群
で
も
六
〇
m
か
ら
一
〇
〇
m
の
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斜
面
に
か
け
て
の
窯
趾
群
と
須
衛
の
地
名
が
あ
る
。
奈
良
時
代
に
は

国
府
の
官
窯
も
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
前
面
の
平

野
に
は
条
里
遺
構
と
式
内
社
が
認
め
ら
れ
る
。

　
次
に
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
南
西
の
鏡
山
斜
面
に
広
が
る
窯
趾
群
に

つ
い
て
も
一
〇
〇
皿
か
ら
二
〇
〇
m
に
か
け
て
の
斜
面
の
近
江
国
で

代
表
的
な
窯
趾
群
と
、
東
の
山
脚
部
の
須
恵
地
名
が
見
ら
れ
る
。
先

の
例
と
は
異
な
り
広
大
な
条
里
地
域
が
展
開
し
、
須
恵
以
外
に
も
弓

削
・
綾
戸
・
服
部
・
木
部
・
兵
主
神
社
・
錦
織
寺
な
ど
が
あ
り
、
多

く
の
手
工
業
的
機
能
を
有
し
た
地
域
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
．
　
＝

　　　　例　　凡
f）200m以上

十条里遣構
H　式内社
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第6図　奈良県五条市‘？窯肚群と須恵地名

る
。
お
そ
ら
く
帰
化
人
集
団
と
の
関
連
が
深
い
で
あ
ろ
う
が
予
察
e

段
階
を
出
な
い
。
奈
良
県
五
条
市
で
も
一
五
〇
m
か
ら
二
〇
〇
m
に

か
け
て
の
丘
陵
斜
面
に
窯
四
坐
が
立
地
し
、
吉
野
川
に
臨
む
緩
傾
斜

地
に
須
恵
地
名
が
存
在
す
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
も
農

耕
に
好
適
と
は
い
え
ぬ
ま
で
も
工
人
群
が
窯
業
の
一
方
で
農
耕
に
従

事
し
得
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

　
山
陽
道
に
眼
を
転
じ
る
と
、
ま
ず
吉
備
地
方
で
最
も
遠
忌
群
の
密

88 （710）



古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

蓋
し
て
い
る
岡
山
県
邑
久
郡
長
船
町
の
邑
久
窯
趾
群
を
あ
げ
得
る
。

邑
久
窯
論
調
は
古
墳
時
代
後
期
か
ら
奈
良
時
代
末
ま
で
存
続
す
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
ら
に
北
方
の
備
前
焼
を
主
と
す
る
伊
部
古
窯
群
に
引
き
つ
が
れ
る
。

二〇，

M
か
ら
一
〇
〇
m
の
丘
陵
斜
面
に
築
窯
さ
れ
丘
陵
下
に
は
東
須

恵
・
西
須
恵
の
名
が
見
え
る
。
付
近
に
は
服
部
・
土
師
の
地
名
も
分

布
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
大
規
模
な
窯
業
地
域
の
原
動
力
と
な
っ

た
須
恵
工
人
群
の
居
住
地
と
し
て
丘
陵
下
の
須
恵
集
落
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
次
に
備
中
で
も
古
墳
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に

及
ぶ
須
恵
器
・
瓦
・
須
恵
系
の
亀
山
焼
を
生
産
し
た
備
中
陶
古
此
丈
群第7図　岡山県邑久窯趾群と須恵地名

　
　
　
　
㊥

が
存
在
す
る
。
山
陽
道
に
沿
う
四
〇
皿
か
ら
一
〇
〇
m
の
丘
陵
斜
面

の
窯
趾
群
と
、
条
里
遺
構
の
あ
る
平
野
に
臨
む
緩
傾
斜
地
上
の
須
恵

・
陶
の
地
名
が
ひ
と
つ
の
セ
ッ
ト
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
、
他

の
諸
事
例
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
た
だ
北
東
の
陶
と
南
西
の
須
恵
の

両
地
名
は
、
同
種
の
工
人
集
団
で
も
何
ら
か
の
異
質
な
二
系
譜
を
想

起
さ
せ
る
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
農
耕
が
可
能
で
あ
る
と
は
い

っ
て
も
、
新
田
地
名
が
物
語
る
よ
う
に
古
代
に
広
大
な
耕
地
が
存
在

し
た
と
は
い
い
難
い
こ
と
も
、
他
の
多
く
の
例
と
同
様
で
あ
る
。
さ

ら
に
山
陽
道
で
は
山
口
市
陶
の
陶
窯
趾
群
が
あ
り
、
二
〇
阻
か
ら
一

〇
〇
m
の
斜
面
の
窯
前
群
と
陶
地
名
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
陶
窯
鮭

　
　
　
　
　
や
．
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

姻
騨
　
写
圭
謬

一ト条里i§論

る｝室麟

り
一

　
　
　
　
　
　
　
1

髭
墨
鵡
・

無
難
郵

．
．
譜
撫
・

　
　
　
響
τ
麟

　
　
　
　
顎
雀
貌

第8図　岡山県備中陶古窯肚群と陶・須恵地
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第9図　山口県陶窯肚群と旧地名

答
は
主
に
陶
器
製
作
の
為
の
も
の
で
あ
る
が
、
先
の
岡
山
県
と
同
じ

く
須
恵
器
の
系
譜
を
ひ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
古
代
窯
業
地
域

が
後
世
に
ま
で
存
続
し
た
例
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
東
方
の
鋳
銭
司

の
鋳
銭
場
遺
跡
と
共
に
こ
こ
で
も
他
例
と
同
じ
陶
集
落
の
立
地
を
理

解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
県
内
の
小
野
田
市
大
須
恵
は
岬
の
先
端
に

あ
り
大
須
恵
に
接
し
た
二
〇
m
程
の
丘
陵
に
は
須
恵
器
斜
脚
群
が
あ

る
。
し
か
し
工
人
と
農
耕
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
付
近
の
耕
地
の

殆
ん
ど
が
新
田
で
あ
る
故
に
こ
の
場
合
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。

第10図　高知県須江窯肚群と須江（スエ）地名

　
最
後
に
高
知
県
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、

七
世
紀
後
半
に
始
ま
る
土
佐
の
窯
肚
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
土
佐
山
田
町
に
集
中
し
て
い
る
が
、

中
で
も
傾
斜
変
換
線
に
位
置
す
る
須
江

（
須
恵
）
集
落
背
後
の
一
〇
〇
m
程
度
の

丘
陵
斜
面
上
の
須
恵
器
・
土
師
器
・
聡
警

　
　
　
　
　
　
　
⑧

・
瓦
の
製
作
さ
れ
た
須
江
窯
杜
群
は
代

表
的
な
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
の
窯
慰
謝
が
土
佐
国
府
と
密
接
な
関

係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
タ
ン
ガ
ン
一
一
が
一
三
㎞
西
南
方
の
比
江
廃

　
　
　
　
　
　
⑧

寺
の
瓦
を
製
作
し
た
こ
と
で
、
国
分
川
水
運
が
運
搬
に
利
用
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
。
即
ち
新
改
川
・
国
分
川
水
運
を
媒
介
と
し
て
、
国
府
や

国
分
寺
の
需
要
を
満
た
す
目
的
で
須
恵
を
中
心
と
す
る
窯
業
地
域
が

形
成
さ
れ
た
。

　
須
恵
器
窯
趾
群
と
須
恵
地
名
が
合
致
す
る
諸
事
例
と
し
て
は
以
上

で
と
ど
め
る
が
他
に
も
例
は
多
い
。
な
か
で
も
埼
玉
県
比
企
郡
須

江
・
香
川
県
綾
歌
郡
陶
や
後
述
の
大
阪
府
の
旧
陶
器
村
な
ど
は
顕
著

な
例
で
、
前
述
の
一
一
例
が
必
ず
し
も
特
殊
な
例
で
な
い
こ
と
は
明
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古代手工業の慶史地理学的考察（高橋）

　
　
　
　
⑳

ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
諸
事
例
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
自
然
的
条
件

の
共
通
性
が
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
須
恵
器
窯
趾
群
の
構
築
さ
れ
た
地

は
登
窯
構
築
に
適
し
た
比
高
約
一
〇
〇
m
以
内
の
丘
陵
斜
面
で
あ
り
、

愛
知
県
そ
の
他
で
も
証
明
さ
れ
る
如
く
良
質
粘
土
の
得
や
す
い
地
を

　
　
　
　
　
　
　
⑯

志
向
し
て
立
地
す
る
。
丘
陵
斜
面
で
あ
る
こ
と
は
火
も
ち
の
よ
い
松

を
は
じ
め
薪
炭
に
も
恵
ま
れ
、
池
や
谷
の
水
を
も
得
や
す
か
っ
た
こ

と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
窯
業
地
域
の
多
く
が
、
古
墳
時
代
以
来
鎌
倉

時
代
に
も
命
脈
を
保
ち
、
さ
ら
に
は
現
在
も
な
お
窯
業
地
域
と
し
て

の
伝
統
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
記
の
恵
ま
れ
た
自
然
的
条
件

が
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
製
品
運
搬
の
た
め

の
河
川
や
主
要
交
通
路
の
交
通
的
位
置
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
共

通
的
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
須
恵
工
人
集
団
が
上
記
の
諸
条
件
を
満
た
す
場
所
を
選
択

し
た
と
す
る
の
み
で
は
、
依
然
と
し
て
問
題
の
解
決
に
は
遠
い
。
私

の
主
た
る
関
心
事
は
そ
れ
ら
の
背
景
を
認
め
た
上
で
の
工
人
集
団
の

居
住
地
の
究
明
に
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
先
述
の
例
の
全
て
に
共
通
す

る
丘
陵
下
の
傾
斜
変
換
線
の
須
恵
地
名
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
集
落
遺
跡
の
発
掘
な
ど
に
よ
っ
て
正
確
な
居
住
地
を
決
定
す

る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
還
期
以
降
姿
を
消
す
窯
肚
群
は
須
恵
地
名
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

結
び
つ
か
な
い
と
い
う
説
も
存
在
す
る
が
、
現
段
階
で
は
工
人
居
住

地
（
窯
業
集
落
）
と
し
て
須
恵
の
名
を
も
つ
集
落
付
近
を
考
え
て
も
大

過
な
い
で
あ
ろ
う
。
須
恵
器
生
産
が
権
力
を
媒
介
と
し
て
開
始
さ
れ

た
以
上
、
工
人
集
団
の
居
住
地
は
純
粋
の
自
然
発
生
的
村
落
で
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
帰
化
人
系
の
技
術
指
導
や
権
力
に
影
響
さ

れ
だ
か
ら
こ
そ
、
共
通
の
立
地
条
件
や
国
府
と
河
川
に
よ
っ
て
結
ば

れ
る
事
実
も
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
大
規
模
な
窯
祉
群
を
維
持
し
得
る

労
働
力
や
、
製
作
に
際
し
て
専
門
的
な
技
術
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、

か
な
り
定
着
的
か
つ
専
業
的
な
性
格
を
有
し
た
こ
と
も
推
察
で
き
る
。

し
か
し
須
恵
工
人
は
完
全
な
手
工
業
者
で
農
耕
と
は
分
離
し
た
存
在

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
生
産
品
の
需
給
関
係
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
が
、
こ
の
面
で
も
上
部
権
力
の
規
制
を
受
け
筥
戸
と
し
て
雑
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
編
成
さ
れ
口
分
田
を
も
供
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
土

器
生
産
の
一
方
で
彼
ら
は
農
耕
に
も
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
私

が
こ
こ
で
強
調
し
た
平
野
周
縁
の
居
住
地
は
こ
の
点
で
も
好
都
合
で

あ
っ
た
。
調
役
を
免
ぜ
ら
れ
た
彼
ら
は
、
楢
崎
彰
一
に
よ
れ
ば
貢
納

的
隷
属
に
よ
っ
て
上
部
権
力
と
結
ば
れ
、
在
地
に
あ
っ
て
農
閑
期
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

利
用
し
て
土
器
生
産
に
従
事
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
先
述
の
事
例

中
で
は
滋
賀
県
の
例
を
除
け
ば
他
側
は
灌
概
や
面
積
な
ど
の
点
で
や
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や
不
利
な
平
地
が
須
恵
に
近
接
し
て
お
り
、
少
な
く

と
も
古
代
に
於
て
は
・
有
利
な
耕
地
で
は
な
い
こ
と
が

多
い
。
そ
れ
故
、
私
は
農
業
従
事
の
可
能
性
を
認
め
周

辺
の
一
般
農
村
か
ら
の
完
全
な
独
立
を
否
定
し
つ
つ

も
、
窯
業
へ
の
専
業
度
は
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
っ

た
と
評
価
す
る
。
従
っ
て
狩
野
久
の
い
う
共
通
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

活
圏
を
有
し
た
雑
戸
村
を
形
成
し
て
い
た
工
人
集
幽

に
と
っ
て
、
背
後
の
丘
陵
地
帯
は
窯
業
地
と
し
て
箭

面
の
平
野
よ
り
も
一
、
層
重
要
な
生
産
の
場
で
あ
っ
た

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の

諸
事
実
を
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め
に
、
わ
が
国
最
古

か
つ
最
大
の
窯
業
地
域
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
大
阪
南
部

窯
祉
群
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
二
　
大
阪
南
部
窯
吐
群
に
つ
い
て

　
須
恵
器
生
産
が
最
も
早
く
開
始
さ
れ
た
大
阪
南
部

窯
杜
群
は
、
現
堺
市
・
和
泉
市
に
ま
た
が
る
丘
陵
地

帯
に
ひ
ろ
が
る
。
五
世
紀
以
来
こ
の
丘
陵
地
帯
は
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

国
最
大
の
規
模
を
有
す
る
窯
業
地
域
で
あ
っ
た
。
畿

内
で
は
七
世
紀
以
後
の
短
期
間
で
小
規
模
な
下
士
群

　　　　凡　1列
　Ol．期（5～6C前半）
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＠

は
憶
他
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
現
在
五
〇
〇
基
以
上
の
窯
雄
が
確

認
さ
れ
八
・
九
世
紀
の
窯
だ
け
で
も
一
〇
〇
数
十
基
を
有
す
る
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

大
阪
南
部
窯
肚
群
に
匹
敵
す
る
例
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
畿
内

全
域
を
対
象
と
し
た
窯
業
地
域
と
国
の
範
囲
を
こ
え
た
交
易
圏
の
形

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
こ
と
に
し
、
当
面
は
歴
史
的
・
自
然
的
背
景
に
眼
を
向
け
た
上
で
立

地
や
夏
期
別
移
動
及
び
工
人
集
団
の
居
住
地
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
e
そ
の
歴
史
的
背
景
　
大
阪
府
南
部
の
淋
積
平
野
に
は
数
多
く
の

弥
生
時
代
以
来
の
大
規
模
な
集
落
祉
が
分
布
し
、
さ
ら
に
四
世
紀
後

半
か
ら
五
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
池
溝
・
灌
漉
用
水
路
の
開
発
に
よ

っ
て
耕
地
は
丘
陵
の
谷
部
へ
も
拡
大
さ
れ
る
。
書
紀
崇
神
・
垂
仁
紀

の
帰
化
系
技
術
導
入
の
開
発
記
事
や
、
古
市
・
紅
舌
鳥
古
墳
群
の
成
立

が
、
こ
の
地
域
の
歴
史
的
重
要
性
を
物
語
る
。
即
ち
以
上
の
よ
う
な

大
和
朝
廷
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
、
窯
業
地
域
が
形
成
さ
れ
た
。

書
紀
唐
鋤
七
年
の
記
事
に
は
陶
邑
の
名
が
見
え
茅
淳
県
に
置
か
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
大
阪
南
部
が
茅
淳
県
に
含
ま
れ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
陶
邑
の
名
は
泉
北
部
の
旧
陶
器
村
の
名
に
遺
存
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

さ
ら
に
式
内
社
の
陶
荒
田
神
社
が
あ
り
、
高
蔵
寺
も
ま
た
古
く
は
大

修
（
須
）
恵
院
と
称
し
た
こ
と
は
同
寺
久
安
五
（
＝
四
九
）
年
銘
の
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
繋
留
群
が
茅
淳
詳
密
邑
の

須
恵
工
人
集
団
に
よ
・
て
営
ま
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
知
・
駄
獣

群
形
成
以
来
こ
の
地
域
の
開
発
は
飛
躍
的
に
進
展
し
た
で
あ
ろ
う
が

図
に
見
る
如
く
、
五
〇
m
以
下
の
平
野
部
や
谷
部
に
は
条
里
遺
構
が

残
存
し
、
耕
地
ど
し
て
の
開
発
が
や
が
て
丘
陵
脚
下
に
ま
で
及
ぶ
に

至
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
古
墳
時
代
以
降
の
集
落
遺
跡

や
式
内
社
が
五
〇
m
等
高
線
付
近
に
立
地
す
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る

が
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
細
に
述
べ
た
い
。

　
⇔
　
そ
の
自
然
的
背
景
　
窯
粧
飾
の
立
地
す
る
丘
陵
地
帯
は
い
わ
ゆ

る
大
阪
層
群
で
あ
り
、
殆
ん
ど
が
砂
礫
と
粘
土
か
ら
成
る
。
大
阪
層

群
の
丘
陵
は
一
般
に
緩
傾
斜
で
あ
り
こ
の
阪
南
の
丘
陵
も
同
様
で
あ

る
。
河
内
長
野
市
付
近
で
は
礫
層
が
顕
著
で
あ
る
の
に
対
し
、
当
地

域
で
は
礫
麟
が
少
な
く
最
下
部
に
も
粘
土
層
が
堆
積
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
海
成
粘
土
層
で
あ
る
が
大
阪
北
部
窯
祉
群
の
立
地
し
た
千
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

山
丘
陵
・
茨
木
・
高
槻
・
枚
方
に
か
け
て
の
海
成
粘
土
層
が
厚
い
の

に
比
較
す
る
と
、
こ
こ
で
は
薄
い
。
ま
た
大
阪
平
野
周
辺
部
で
は
粘

土
層
が
上
位
の
砂
礫
層
に
削
ら
れ
、
高
蔵
寺
・
光
明
池
付
近
で
は
海

成
粘
土
層
が
南
へ
せ
ん
滅
し
て
い
る
。
し
か
し
大
阪
南
部
窯
趾
群
の

丘
陵
地
帯
で
は
海
成
粘
土
層
に
は
さ
ま
れ
て
、
陸
成
粘
土
層
が
数
層

94　（716）・
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含
ま
れ
て
お
り
、
両
方
の
粘
土
層
が
表
面
付
近
で
は
ベ
ル
ト
状
に
相

　
　
　
　
　
　
　
㊥

互
に
分
布
し
て
い
る
。
田
辺
昭
三
ら
の
焼
成
実
験
に
よ
れ
ば
、
陸
成

粘
土
の
方
が
陶
土
と
し
て
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
の
結
果
が
報
告
さ
れ

　
　
⑭

て
い
る
。
し
か
し
海
成
粘
土
の
内
で
も
大
阪
層
群
の
粘
土
は
、
内
湾

性
で
汽
水
性
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
採
取
の
後
に
風
化
な
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

、
よ
っ
て
陸
成
粘
土
と
ほ
ぼ
類
似
し
た
性
格
に
な
る
。
加
え
て
海
成
・

陸
成
の
粘
土
が
書
く
近
接
し
て
得
ら
れ
る
た
め
、
須
恵
器
の
原
料
と

し
て
陸
成
粘
土
の
み
を
使
用
し
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は

無
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
粘
土
が
地
表
面
近
く
で
多

く
得
ら
れ
る
こ
と
は
窯
業
立
地
の
上
で
非
常
に
有
利
な
条
件
で
あ
っ

た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
燃
料
の
面
か
ら
見
て
も
四
〇
m
な
い
し
五
〇
m
以
下
の
低

段
丘
面
は
沖
積
平
野
と
同
様
に
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
丘
陵
部
は
現
在
で
こ
そ
果
樹
園
や
住
宅
団
地
と
し
て
開
発
さ

れ
て
い
る
が
、
明
治
一
二
年
の
仮
製
二
万
分
ノ
一
の
信
太
山
図
幅
に

よ
れ
ば
殆
ん
ど
が
松
林
・
果
樹
・
雑
木
林
な
ど
で
お
お
わ
れ
て
い
る
。

丘
陵
奥
部
へ
進
む
に
つ
れ
松
林
や
雑
木
林
の
密
度
は
高
く
な
る
が
、

当
時
も
薪
炭
と
し
て
丘
陵
に
生
成
し
て
い
る
樹
木
を
使
用
し
た
で
あ

ろ
う
。
三
渡
俊
一
郎
は
愛
知
県
の
窯
肚
で
焼
成
に
必
要
な
燃
料
を
得

6
た
め
の
山
林
面
積
を
算
出
し
て
い
る
が
、

馨
難
熱

熱
　
「灘

写真1　大阪南部窯趾群の丘陵地帯一信太山丘陵一

　
　
　
こ
こ
で
は
具
体
的
に
応

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
三
代
実
録
貞
観
元
（
八

五
九
）
年
の
条
に
は
陶
器
焼
成

の
た
め
の
薪
炭
を
伐
る
山
の
争

奪
を
和
泉
・
河
内
両
国
が
起
こ

し
た
こ
と
が
見
え
る
。
場
所
と

し
て
は
逆
瀬
川
付
近
が
比
定
さ

れ
る
が
、
こ
の
陶
山
之
争
は
燃

料
の
不
足
を
示
し
、
ま
た
律
令

制
下
に
於
て
国
毎
に
再
編
成
さ

れ
て
行
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

平
安
時
代
に
至
っ
て
さ
し
も
の

こ
の
窯
業
地
域
も
急
速
に
衰
退

す
る
が
、
燃
料
の
不
足
も
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
要
因
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

次
に
須
恵
器
製
作
に
不
可
欠
な

水
の
点
で
も
石
津
川
な
ど
の
支

流
が
丘
陵
沿
い
に
流
れ
て
お
り

95　（717）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

水
の
得
や
す
い
地
で
も
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
自
然
的

基
盤
が
あ
り
、
し
か
も
天
皇
勢
力
の
大
阪
平
野
に
於
け
る
経
済
活
動

と
保
護
を
背
景
に
し
て
こ
そ
、
大
阪
南
部
め
大
窯
業
地
域
の
形
成
と

発
展
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⇔
そ
の
立
地
と
時
期
別
の
移
動
　
窯
祉
群
は
東
は
狭
山
池
か
ら
西

は
信
太
山
に
ま
で
ひ
ろ
が
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
二
群
に
分
け
て

論
を
進
め
た
い
。

　
高
蔵
寺
．
陶
器
山
地
区
に
つ
い
て
は
既
に
報
告
書
で
詳
細
k
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
以
下
そ
れ
に
従
っ
て
述
べ
よ
う
。
こ
の
地
区
で
現
在

二
〇
〇
数
十
基
発
兇
さ
れ
て
い
る
馬
桶
の
大
部
分
は
、
標
高
五
〇
m

か
ら
一
五
〇
皿
の
丘
陵
斜
面
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
五
〇
m

か
ら
一
〇
〇
m
の
斜
面
よ
り
も
一
〇
〇
m
か
ら
一
五
〇
m
の
丘
陵

上
・
中
斜
面
に
密
度
が
高
い
。
斜
面
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
登

窯
の
構
造
上
当
然
で
あ
る
が
、
谷
の
入
口
よ
り
も
む
し
ろ
谷
奥
部
の

狭
隆
な
小
息
谷
に
臨
む
斜
面
に
密
度
が
高
い
こ
と
も
特
色
的
な
こ
と

　
　
⑧

で
あ
る
。

　
次
に
高
蔵
寺
・
陶
器
山
地
区
の
窯
祉
の
時
期
別
分
布
に
関
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

田
辺
昭
三
ら
に
よ
る
時
期
区
分
即
ち
1
期
（
五
世
紀
～
六
世
紀
前
半
）
・

H
期
（
～
七
世
紀
前
半
）
・
盛
期
（
～
七
世
紀
後
半
）
・
W
期
（
～
八
世
紀

末
）
・
V
期
（
九
世
紀
初
～
一
〇
世
紀
）
を
採
用
す
る
。
そ
こ
で
個
別
的

に
時
期
が
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
を
分
析
す
る
と
、
和
田
付
近
の
い

わ
ゆ
る
待
池
谷
支
群
で
は
1
期
の
窯
が
圧
倒
的
に
多
く
豆
・
皿
期
の

も
の
も
存
在
す
る
。
丑
池
谷
支
群
で
も
二
期
か
ら
皿
期
の
各
時
期
の

窯
が
漸
次
減
少
し
つ
つ
も
速
難
し
て
お
り
、
三
段
ケ
塾
長
群
で
も
一

～
皿
期
ま
で
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
三
段
ケ
原
鉱
群
で

は
V
期
の
窯
が
一
例
だ
け
後
世
築
窯
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
以
上
の

待
池
谷
・
丑
池
谷
・
三
段
ケ
原
の
各
心
匠
は
1
期
・
旦
期
．
頚
期
と

減
少
し
つ
つ
も
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
三
障
群
に
対

し
て
東
の
岩
室
支
群
で
は
H
期
の
窯
が
圧
倒
的
に
多
く
、
以
下
皿
・

W
・
V
期
の
窯
が
続
く
。
さ
ら
に
南
の
逆
瀬
川
泣
面
で
は
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

W
・
V
期
と
り
わ
け
V
期
の
窯
が
多
い
。
以
上
の
事
実
か
ら
最
初
は

丘
陵
の
内
で
も
最
も
平
野
に
近
い
約
五
〇
m
の
待
池
谷
図
絵
に
工
人

の
手
が
及
び
、
そ
れ
が
さ
ら
に
丑
池
谷
・
三
段
ケ
原
両
支
群
の
高
蔵

寺
地
区
を
中
心
に
し
て
五
世
紀
か
ら
七
世
紀
後
半
に
か
け
て
操
業
が

拡
大
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
狂
期
の
六
世
紀
前
半
に
は
新

た
に
岩
室
周
辺
の
陶
器
山
丘
陵
斜
面
に
築
窯
さ
れ
、
こ
こ
で
は
∬
期

に
最
盛
期
を
示
し
た
先
の
三
千
群
が
次
第
に
隠
魚
す
る
の
に
対
し
て
、

無
期
以
降
に
ま
で
継
続
す
る
。
し
か
し
奈
良
・
平
安
時
代
に
な
る
と
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窯
業
の
中
心
は
谷
奥
の
逆
瀬
川
支
群
に
移
動
す
る
。
そ
れ
故
、
窯
業

地
域
と
し
て
の
中
心
は
待
池
谷
・
丑
池
谷
・
三
段
ケ
原
↓
岩
室
↓
逆

瀬
川
の
順
に
移
動
し
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
栂
・
大
野
池
・
光
明
池
・
梨
本
池
を
中
心
と
す
る
地
区
即
ち
西
部

地
区
に
つ
い
て
見
る
と
、
窯
は
四
〇
瓢
か
ら
一
二
〇
m
の
丘
陵
斜
面

に
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
’
二
〇
〇
数
十
基
の
内
で
霜
融
的
に
は
光
明

池
を
中
心
と
す
る
七
〇
m
か
ら
一
〇
〇
m
の
丘
陵
斜
面
に
最
も
密
度

　
　
＠

が
高
い
。
こ
こ
で
も
時
期
別
の
分
布
を
検
討
す
る
が
、
森
浩
一
に
よ

る
1
期
、
（
五
世
紀
）
・
H
期
（
五
世
紀
末
～
六
世
紀
初
）
・
事
解
（
穴
世
紀

前
半
～
穴
世
紀
末
）
・
W
期
（
七
世
紀
）
・
V
期
（
七
世
紀
末
～
八
世
紀
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

半
）
・
雁
期
（
八
世
紀
末
～
九
世
紀
以
降
）
の
時
期
区
分
を
採
用
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

個
々
の
時
期
の
判
明
し
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
1
期
前
半
の
窯
肚

は
ニ
ゴ
リ
池
窯
を
は
じ
め
と
し
て
大
野
池
か
ら
光
明
池
に
か
け
て
の

西
○
職
か
ら
七
〇
m
の
い
わ
ゆ
る
儒
太
山
丘
陵
斜
面
に
多
い
。
と
り

わ
け
最
古
の
ニ
ゴ
リ
訳
註
が
丘
陵
先
端
に
立
地
し
て
お
り
、
窯
業
地

域
と
し
て
の
開
発
が
丘
陵
先
端
か
ら
極
め
て
短
期
間
の
内
に
光
明
池

に
ま
で
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
丑
・
皿
期
の
窯
は
拡
散
し

て
栂
・
美
木
多
・
鍛
治
屋
の
各
地
や
大
野
池
周
辺
へ
と
ひ
ろ
が
る
。

栂
・
美
木
多
罪
群
は
、
大
野
池
か
ら
光
明
池
に
か
け
て
の
1
期
の
窯

肚
群
か
ら
連
続
的
に
発
展
し
、
石
津
川
西
斜
面
か
ら
和
田
川
心
嚢
を

経
て
光
明
池
に
か
け
て
の
地
帯
に
は
六
世
紀
（
田
中
）
の
一
大
中
心

を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
楓
尾
川
西
南
丘
陵
の
鍛

治
屋
の
魚
群
ば
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
m
等
高
線
に
沿
っ
て
単
狸
的
な
様
相

を
呈
し
て
お
り
、
少
数
乍
ら
一
・
H
期
の
例
も
存
す
る
こ
と
か
ら
、

大
野
池
↓
光
明
池
の
進
展
の
間
に
分
派
し
て
特
に
二
期
に
小
独
立
的

な
支
群
を
形
成
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
の
美
木
多
・
栂
・

光
明
池
の
一
大
群
は
皿
期
・
y
期
・
V
期
・
W
期
即
ち
六
世
紀
か
ら

平
安
時
代
に
わ
た
る
連
続
性
を
有
し
た
地
域
を
形
成
す
る
の
に
対
し
、

後
老
の
鍛
治
屋
背
群
で
は
W
期
の
窯
は
一
例
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
谷

奥
に
入
っ
た
一
〇
〇
皿
以
上
の
梨
本
・
谷
川
両
池
周
辺
の
斜
面
の
V

期
の
窯
二
輪
に
継
続
す
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
の
事
実
か
ら
先

と
同
様
に
窯
業
の
中
心
を
求
め
る
な
ら
ば
、
大
野
池
↓
光
明
池
↓
美

木
以
上
・
栂
↓
美
木
多
上
・
光
明
愛
東
南
部
の
動
き
と
、
鍛
治
屋
↓

梨
本
池
・
谷
川
池
周
辺
の
二
つ
の
動
き
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
大
阪
南
部
難
燃
群
を
総
合
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
立
地
に
関
し

て
は
西
部
の
地
区
の
方
が
や
や
標
高
の
低
い
斜
面
で
あ
る
こ
と
の
他

は
、
全
－
同
様
の
傾
向
を
示
す
と
い
い
得
る
。
さ
て
私
は
三
・
で
個
四

々
の
舌
状
の
丘
陵
を
一
単
位
と
し
て
と
ら
え
る
。
鄙
ち
東
か
ら
列
挙
　
9
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す
れ
ば
、
＠
岩
室
中
心
の
一
〇
〇
皿
以
上
の
丘
陵
・
⑭
西
陶
器
村
か

ら
高
蔵
寺
に
至
る
五
〇
～
一
三
〇
m
の
丘
陵
・
⑧
栂
泉
南
の
四
〇
～

八
O
m
の
丘
陵
・
⑪
大
野
池
・
信
太
山
か
ら
光
明
池
・
美
木
多
上
に

か
け
て
の
四
〇
～
一
〇
〇
m
の
丘
陵
・
⑧
鍛
治
屋
・
梨
本
池
・
谷
川

池
の
八
○
～
一
四
〇
m
の
丘
陵
で
あ
る
。
㈲
か
ら
⑧
の
内
、
㈹
は
先

述
の
如
く
独
立
的
な
一
女
群
で
あ
る
故
に
㈹
か
ら
⑨
に
つ
い
て
の
丘

陵
毎
の
性
格
を
検
討
す
る
と
、
⑬
・
⑪
は
と
も
に
五
世
紀
に
始
ま
り

丘
陵
先
端
部
か
ら
次
第
に
丘
陵
奥
部
へ
と
開
発
さ
れ
て
行
く
。
即
ち

丘
陵
先
端
部
（
五
世
紀
）
↓
中
央
部
（
五
世
紀
か
ら
七
世
紀
）
↓
客
部
（
七

世
紀
末
以
降
）
の
移
動
が
見
ら
れ
、
特
に
丘
陵
中
央
部
で
は
約
三
世
紀

以
上
に
わ
た
る
連
続
的
な
窯
業
の
中
心
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
⑧
・

⑪
に
対
し
て
㈱
・
⑧
の
丘
陵
で
は
、
お
そ
ら
く
⑧
・
⑪
か
ら
分
派
し

て
六
世
紀
前
半
に
最
盛
期
に
達
し
、
以
後
は
衰
退
し
つ
つ
も
辛
じ
て

八
世
紀
以
降
に
ま
で
存
続
す
る
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
従
っ
て
私
は

窯
業
集
団
と
し
て
の
須
恵
工
人
群
を
㈲
と
㈲
、
⑨
と
⑥
の
二
大
群
と
、

⑧
の
小
支
群
に
分
け
て
考
え
る
。
こ
の
際
㈲
∵
㈲
の
陶
器
千
塚
、
◎
・

⑨
の
信
太
山
千
塚
が
そ
の
二
系
統
の
工
人
群
と
密
接
な
関
係
を
も
つ

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
又
、
い
ず
れ
に
於
て
も
〃
丘
陵

先
端
部
↓
中
央
部
↓
中
央
部
及
び
東
の
別
の
丘
陵
↓
両
丘
陵
の
奥

部
”
へ
の
時
期
的
な
移
動
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

組
織
の
変
化
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
主
と
し
て
原
料
粘
土
と
燃
料
を

求
め
て
の
移
動
で
あ
る
と
解
釈
し
た
い
。

　
㈲
工
人
集
団
の
居
住
地
　
こ
こ
で
は
直
接
の
生
産
者
た
る
須
恵
工

人
群
の
居
住
地
に
つ
い
て
考
え
た
い
が
、
製
作
上
の
高
度
な
技
術
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

考
慮
に
入
れ
れ
ば
専
門
的
工
人
の
存
在
を
疑
う
こ
と
は
で
き
ず
、
特

に
最
古
の
大
規
模
な
大
阪
南
部
窯
回
国
に
つ
い
て
は
長
期
間
に
わ
た

る
大
集
団
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
　
五
世
紀
前
半
で
は
一
般
の
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

三
管
か
ら
の
須
恵
器
の
発
見
例
は
少
な
い
が
、
五
世
紀
末
以
降
の
畿

内
の
集
落
祉
か
ら
は
発
見
例
が
多
く
、
六
世
紀
に
は
少
な
く
と
も
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

内
に
於
て
は
須
恵
器
は
支
配
階
級
の
独
占
物
で
は
な
か
っ
た
。
土
師

器
と
は
異
な
り
大
形
の
登
窯
に
よ
る
須
恵
器
製
作
に
は
莫
大
な
労
働

力
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
一
基
の
窯
が
数
回
以
上
の
修
理
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
数
年
間
操
業
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と
、
大
量
の
需
要
を
満
た
す
た

め
に
は
大
和
朝
廷
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
権
力
に
よ
る
組
織
的
か

つ
連
続
的
な
工
人
集
団
が
存
在
し
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
故
、
専
業
的
な
工
人
集
団
の
居
住
地
と
し
て
せ
窯
趾
付
近
の
一
時

的
な
作
業
所
を
想
定
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
あ
る
程
度
の

定
着
的
で
永
続
的
な
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
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る
α
そ
こ
で
こ
こ
で
も
先
の
よ
う
に
東
部
と
西
部
の
二
地
区
に
分
け

て
考
察
を
進
め
る
。

　
先
ず
東
部
の
高
蔵
寺
・
陶
器
山
地
区
に
つ
い
て
は
標
高
四
〇
m
か

ら
八
O
m
の
丘
陵
上
に
陶
荒
田
神
社
な
ど
の
式
内
社
が
分
布
す
る
。

さ
ら
に
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
丘
陵
端
か
ら
平
野
に
臨
む
伏
谷

の
段
丘
面
に
古
墳
時
代
の
集
落
堤
が
確
認
さ
れ
た
。
集
落
趾
か
ら
は

1
期
以
降
皿
期
に
至
る
須
恵
器
が
数
多
く
出
土
し
て
お
り
、
当
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
工
人
集
団
が
最
初
に
定
着
し
た
場
所
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
総
菜

の
中
心
が
岩
室
や
逆
瀬
川
に
移
る
に
従
っ
て
、
居
住
地
の
移
動
し
た

こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
が
こ
の
点
に
関
し
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

静
岡
県
浜
名
郡
の
川
尻
古
謡
で
は
、
集
落
趾
は
谷
の
入
口
に
存
在
し

そ
こ
か
ら
稜
線
上
を
つ
た
わ
っ
て
窯
場
に
出
か
け
た
と
い
う
見
解
が

　
　
　
　
　
（
一
2
）

発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
も
魚
尾
か
ら
高
蔵
寺
に
至

る
約
二
輪
の
稜
線
上
の
道
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
標
高
堅

田
〇
m
の
田
園
・
辻
之
の
段
丘
上
に
あ
る
陶
器
千
塚
は
、
須
恵
器
窯

に
類
似
し
た
カ
マ
ド
塚
を
は
じ
め
皿
期
の
須
恵
器
を
数
多
く
蹟
土
す

る
古
墳
の
存
在
か
ら
、
工
人
集
団
の
群
集
墳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
悼
）

近
傍
の
湯
山
古
墳
は
工
人
集
団
の
長
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ

て
陶
器
千
塚
や
陶
荒
田
神
社
と
あ
わ
せ
考
え
て
、
私
は
伏
尾
段
丘
面

を
中
心
と
し
て
順
次
岩
室
部
落
に
向
っ
て
五
〇
m
か
ら
一
〇
〇
m
の

緩
傾
斜
面
上
を
工
人
集
団
の
居
住
地
が
拡
大
移
動
し
て
い
っ
た
と
す

る
。
仮
に
工
人
が
窯
業
の
み
で
な
く
一
方
で
は
農
耕
に
も
従
事
し
て

い
た
と
す
る
な
ら
、
窯
の
立
地
す
る
丘
陵
を
背
後
に
、
平
野
を
前
面
に

し
た
こ
の
段
丘
面
上
の
居
佐
地
こ
そ
、
窯
業
と
農
業
と
の
両
面
的
性

格
を
表
現
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
工
人
の
居
住
地
が
農
業
に
は
不

　
　
　
（
一
8
）

適
な
丘
陵
を
背
後
に
し
な
が
ら
も
沖
積
平
野
に
近
く
立
地
す
る
例
は

先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
ま
た
三
重
県
千
里
ケ
丘
団
地
遺
跡
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
麟
）

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
西
部
の
栂
・
大
野
池
・
光
明
池
・
梨
本
池
を
中
心
と
す
る
地

区
に
つ
い
て
も
全
く
同
様
の
事
実
が
魚
取
さ
れ
る
。
式
内
社
は
標
高

三
〇
m
か
ら
四
〇
m
の
平
野
周
縁
に
分
布
し
て
お
り
、
そ
の
地
点
は

条
里
遺
構
の
残
存
す
る
限
界
で
も
あ
る
。
ま
た
主
に
一
・
1
期
の
須

恵
器
を
数
多
く
出
土
す
る
南
北
測
距
〇
〇
m
に
及
ぶ
山
田
の
大
集
落

（一

Z
U
）

肚
を
は
じ
め
、
信
太
山
丘
陵
端
か
ら
沖
積
平
野
に
か
け
て
の
三
〇
m

か
ら
四
〇
m
の
緩
傾
斜
面
に
は
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
ま
で
継

続
す
る
集
落
祉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
私
は
こ
の
地
区
で
も

丘
陵
か
ら
平
野
へ
の
傾
斜
変
換
線
に
沿
う
工
人
集
団
居
住
地
を
考
え

た
い
。
こ
の
場
合
も
勿
論
、
丘
陵
奥
部
へ
の
稜
線
沿
い
の
道
や
居
住
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地
の
移
動
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
注
饅
す
べ
き
は
先
の
陶
器
千
塚
と
同
じ
く
、
こ
の
地
区
で
も

信
太
山
丘
陵
北
西
隅
に
信
太
山
千
塚
な
る
群
集
墳
が
存
在
す
る
こ
と

で
あ
る
。
信
太
山
千
塚
も
ま
た
須
恵
工
人
集
団
の
墳
墓
で
あ
り
、
丸

笠
古
墳
な
ど
の
単
身
の
前
方
後
円
墳
は
盟
主
的
な
者
の
そ
れ
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
大
阪
南
都
窯
業
地
域
に
於
け
る
工
人
集
団
の
居
住
地
は
、

特
に
初
期
の
窯
の
分
布
す
る
丘
陵
端
か
ら
平
野
に
か
け
て
の
傾
斜
変

換
線
に
立
地
し
た
可
能
性
は
極
め
て
強
い
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
私
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
丘
陵
毎
の
窯
の
時
期
別
分
布
の
特
色

な
ど
か
ら
二
大
工
人
群
を
想
定
す
る
。
需
給
関
係
な
ど
の
面
で
は
一

大
窯
業
地
域
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
窯
の
時
期
別
分
布

の
特
色
と
二
大
群
集
墳
の
存
在
は
、
・
こ
の
大
阪
南
．
部
窯
業
地
域
が
二

系
統
の
工
人
集
団
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
　
E
　
奈
良
県
の
瓦
窯
と
宮
都
・
寺
院

　
奈
良
県
で
は
露
都
や
寺
院
と
直
接
結
び
つ
く
瓦
窯
が
多
い
。
瓦
窯

か
ら
も
須
恵
器
は
時
と
し
て
少
数
は
出
土
す
る
が
、
東
国
に
よ
ぐ
見

ら
れ
る
よ
う
な
須
恵
器
窯
を
後
に
瓦
窯
に
変
え
た
例
は
少
な
く
、
最

初
か
ら
早
追
や
大
寺
の
瓦
窯
と
し
て
設
け
た
場
合
が
多
い
。

　
そ
こ
で
こ
こ
で
は
現
存
す
る
奈
良
県
の
瓦
窯
を
宮
都
や
寺
院
と
の

関
係
に
嘗
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
奈
良
県
の
鎌
倉
時
代
以
前
の
窯
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
）

に
つ
い
て
は
岸
熊
吉
の
研
究
が
あ
る
。
築
三
〇
例
近
く
の
窯
に
は
須

恵
器
窯
・
瓦
窯
あ
る
い
は
そ
の
併
用
窯
が
あ
る
が
、
瓦
窯
が
殆
ん
ど

で
須
恵
器
窯
は
極
端
に
少
な
い
。
年
代
的
に
も
奈
良
時
代
に
属
す
る

も
の
が
最
も
多
く
、
構
造
的
に
も
奈
良
時
代
の
登
窯
と
平
安
時
代
以

降
の
平
窯
が
兇
ら
れ
る
。
こ
の
内
、
奈
良
時
代
の
平
鯖
の
発
見
例
が

少
な
い
の
は
、
平
地
に
築
窯
さ
れ
た
故
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
先
述
の

如
く
土
師
器
や
須
恵
器
の
窯
は
少
な
く
、
少
数
乍
ら
発
見
さ
れ
て
い

る
例
も
奈
良
時
代
末
か
平
安
時
代
初
期
の
窯
で
、
古
墳
時
代
以
降
莫

大
な
需
要
の
あ
っ
た
須
葱
器
を
ど
こ
か
ら
得
た
か
が
問
題
に
な
る
。

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
の
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
瓦
嬉
焼
成

用
の
瓦
窯
を
中
心
に
見
る
。

　
三
井
瓦
窯
杜
は
法
起
寺
西
方
の
北
か
ら
南
に
の
び
る
標
高
三
七
〇

m
の
尾
根
の
西
斜
繭
に
立
地
す
る
有
階
式
の
登
窯
で
あ
る
。
丘
尾
端

に
近
い
丘
陵
隆
起
部
に
菓
面
し
て
営
ま
れ
た
前
方
後
円
墳
の
後
円
部

西
斜
面
の
中
腹
に
あ
り
、
登
窯
構
築
に
適
し
た
傾
斜
地
に
あ
る
と
と

も
に
斑
鳩
池
に
接
し
て
い
て
用
水
の
点
で
も
葱
ま
れ
て
い
る
。
窯
か
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ら
出
土
す
る
鐙
瓦
と
局
類
の
も
の
は
法
起
寺
・
法
輪
寺
で
見
ら
れ
、

「
法
輪
寺
伽
藍
木
版
絵
図
」
や
『
法
隆
寺
古
今
鼠
録
抄
』
所
載
の
瓦

塚
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
法
隆
寺
・
法
輪
寺
と
く
に
法
輪
寺
の
瓦
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
冠
）

焼
い
た
窯
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
法
輪
寺
と
こ
の
三
井
瓦
窯
は

距
離
的
に
極
め
て
近
接
し
て
お
り
後
述
の
多
く
の
瓦
屋
と
似
た
位
置

に
立
地
し
て
、
い
る
。
次
に
五
条
市
で
は
前
記
の
三
井
瓦
窯
や
後
述
の

寺
院
直
属
の
瓦
窯
と
は
、
性
格
を
異
に
す
る
窯
祉
群
が
存
在
し
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
中
で
も
代
表
的
な
下
坂

玉
趾
で
は
計
一
〇
基
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
金
剛
山
東
麓
に
派
生
し

た
小
丘
陵
の
傾
斜
面
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
窯
は
登
窯
で

あ
る
が
出
土
し
た
瓦
の
う
ち
、
鐙
瓦
は
法
隆
寺
・
法
起
寺
・
岡
寺
・

飛
鳥
寺
・
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
な
ど
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
宇
瓦

は
法
輪
寺
・
山
田
寺
な
ど
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
瓦
以
外
に
も

奈
良
時
代
前
期
頃
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
お
り
、
同
一
窯
で
墨
焼
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
五
条
市
今
井
天
神
山
東
南
斜
面
で
は
、

飛
鳥
時
代
の
鐙
瓦
や
奈
良
時
代
の
鴉
羅
、
さ
ら
に
そ
の
南
東
方
の
五

条
市
牧
代
の
四
基
の
登
窯
か
ら
は
飛
鳥
寺
で
見
ら
れ
る
瓦
が
発
見
さ

　
　
　
（
一
〇
c
o
）

れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
五
条
市
須
恵
を
中
心
と
す
る
窯
祉
群
で
は
、

須
恵
器
の
他
に
飛
鳥
寺
に
は
じ
ま
る
複
数
の
寺
院
の
瓦
博
や
鵬
尾
を

製
作
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
前
述
の
三
井
瓦
窯
や
後
述
の
寺
院

替
属
の
瓦
窯
が
、
各
々
単
一
の
供
給
先
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
奈
良
盆
地
南
半
部
の
諸
大
寺
を
対
象
に
し
た
窯
業
地
域
の

機
能
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
飛
鳥
寺
で
は
寺
域
の
東
南
の
外
域

地
の
丘
陵
端
西
南
斜
面
に
位
置
し
た
飛
鳥
窯
肚
で
も
必
要
な
瓦
を
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎞
8
＞

覆
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
心
の
瓦
は
ま
た
五
条
で

も
製
作
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
五
条
市
須
恵
を
中
心

と
す
る
翠
煙
群
は
、
各
寺
院
付
属
の
瓦
屋
に
代
っ
て
あ
る
い
は
そ
の

不
足
分
を
補
う
た
め
に
注
文
に
応
じ
て
製
作
・
供
給
し
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
。
こ
の
奈
良
県
で
殆
ん
ど
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
窯
業
地
域

を
形
成
し
た
力
は
、
須
恵
工
人
群
で
あ
っ
た
こ
と
は
須
恵
地
名
や
須

恵
器
の
出
土
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
技
術
の
点
か
ら
も
飛
鳥
時
代

の
瓦
上
面
の
両
端
に
同
心
円
野
鼠
の
見
ら
れ
る
例
が
あ
り
盤
質
土
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
O
）

製
作
工
入
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
。
小
林
行
雄
も
須
恵
器
の
工
人

が
百
済
瓦
師
の
下
に
最
初
の
屋
瓦
製
作
に
参
加
し
た
こ
と
を
大
野
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
）

そ
の
他
の
寺
の
瓦
を
例
に
出
し
て
論
じ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら

当
面
対
象
と
し
て
い
る
五
条
市
須
恵
の
窯
業
地
域
に
は
、
従
来
の
須

恵
器
製
作
の
一
方
で
帰
化
人
の
新
技
術
に
よ
っ
て
諸
大
寺
の
瓦
を
製

作
し
た
工
人
群
が
居
住
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
工
人
集
団
の
居
住
地
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と
し
て
は
前
述
の
如
く
、
丘
陵
を
背
後
に
控
え
前
面
に
吉
野
川
と
平

地
を
有
し
た
須
葱
地
名
を
強
調
し
た
い
。
ま
た
五
条
市
は
現
在
も
な

お
良
質
の
粘
土
に
恵
ま
れ
た
条
件
を
利
用
し
て
瓦
製
造
等
の
窯
業
が

　
　
　
（
ご
博
）

盛
ん
で
あ
る
こ
と
も
、
他
の
古
代
窯
業
地
域
の
多
く
と
共
通
し
て
い

る
こ
と
を
も
付
加
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
合
、
五
条
の
窯
業
地
域

か
ら
諸
大
寺
へ
瓦
を
運
搬
す
る
際
の
交
通
路
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
五
条
が
水
陸
交
通
に
着
て
恵
ま
れ
た
交
通
要
路
で
あ
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
直
線
距
離
約
諾
〇
㎞
の
法
隆
寺
・
法
起
寺
・
法
輪
寺

へ
は
、
宇
智
川
や
葛
城
川
の
水
運
を
利
用
し
た
可
能
性
が
強
い
。
ま

た
飛
鳥
寺
・
岡
寺
・
川
原
寺
・
山
田
寺
へ
の
ル
ー
ト
と
し
て
は
、
五

条
か
ら
北
東
行
ず
る
吉
野
口
・
土
佐
を
経
て
飛
鳥
へ
通
じ
る
陸
路

（
約
一
五
㎞
余
）
と
、
吉
野
川
を
湖
航
し
下
市
口
へ
達
し
た
後
に
陸
路

芦
原
峠
・
土
佐
を
経
る
ル
…
ト
（
陸
路
は
約
一
〇
㎞
）
の
い
ず
れ
か
が

　
　
　
　
（
＝
ら
。
）

便
利
で
あ
ろ
う
。

　
他
の
瓦
窯
に
つ
い
て
見
る
と
寺
院
付
属
の
も
の
が
多
く
、
五
条
の

例
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
。
三
井
瓦
窯
趾
以
外
に
も
前
述
の
飛
鳥
窯

肚
は
二
〇
段
を
有
し
大
最
生
産
を
目
的
と
し
た
奈
良
時
代
の
造
寿
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
ε

塔
の
中
心
地
に
於
け
る
重
要
な
例
で
あ
る
。
橿
原
帯
の
久
米
寺
の
南

西
竹
林
中
に
あ
る
久
米
窯
趾
か
ら
も
奈
良
時
代
と
推
定
さ
れ
る
瓦
が

　
　
　
　
（
＝
頓
）

出
土
し
て
い
る
。
さ
ら
に
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
の
関
係
で
は
寺
域
に
近

い
弘
福
寺
窯
蛙
が
知
ら
れ
る
が
、
同
時
に
弘
福
寺
は
天
平
一
八
（
七

四
六
）
年
の
弘
福
寺
文
書
等
に
よ
っ
て
北
葛
城
郡
上
牧
村
の
下
番
瓦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
6
）

窯
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
方
、
盆
地
北
半
部
の
諸
大
寺
の
瓦
屋
に
つ
い
て
は
掘
池
春
峰
の

（
＝
ご

研
究
が
あ
る
。
ま
ず
大
安
寺
の
瓦
に
つ
い
て
は
、
天
平
一
九
（
七
四

七
）
年
の
流
起
資
財
帳
に
山
城
国
棚
倉
瓦
屋
と
大
和
国
添
上
郡
瓦
屋

の
二
駈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
京
都
府
相
楽
郡
に
属
す
る
棚
倉
瓦
屋

は
良
質
の
粘
土
を
採
取
し
得
る
丘
陵
地
帯
で
あ
り
、
他
の
添
上
郡
瓦

麗
は
大
安
寺
東
北
方
に
あ
る
杉
山
古
墳
南
端
の
三
基
を
下
ら
ぬ
瓦
窯

が
、
出
土
瓦
の
検
討
に
よ
っ
て
比
定
さ
れ
て
い
る
。
大
安
寺
が
寺
地

に
接
し
た
瓦
屋
の
他
に
、
遠
く
棚
倉
に
も
瓦
屡
を
求
め
た
こ
と
は
、
東

大
寺
造
営
以
前
は
官
の
大
寺
と
し
て
筆
頭
に
立
っ
た
大
安
寺
域
に
適

当
な
丘
陵
が
な
い
こ
と
か
ら
も
肯
き
得
る
。
次
に
元
興
寺
の
瓦
屋
は

「
元
興
寺
伽
藍
図
」
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
永
承
の
『
造
興

福
寺
記
』
に
瓦
屋
一
ケ
所
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
飛
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
c
。
）

寺
か
ら
移
る
際
に
瓦
を
相
当
量
運
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り

直
属
の
瓦
屋
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
瓦
屋
に
関
し
て

は
元
興
寺
南
園
に
あ
っ
た
花
園
院
（
現
在
の
小
字
花
園
の
名
か
ら
も
確
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古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
㊤
）

実
）
の
南
西
方
に
位
置
す
る
小
字
温
帯
の
地
が
有
力
で
あ
る
。
瓦
堂

の
地
は
東
に
高
く
登
窯
を
築
く
に
は
好
適
な
斜
面
で
、
小
河
川
に
よ

る
水
の
便
も
よ
く
、
悲
心
に
近
接
し
て
営
ま
れ
た
例
の
ひ
と
つ
と
し

て
あ
げ
得
る
。

　
東
大
寺
の
瓦
屋
と
し
て
は
天
平
勝
宝
八
（
七
五
六
）
年
の
鳳
至
図
に
、

東
京
極
路
の
東
・
山
階
寺
東
松
林
の
南
西
・
道
を
隔
て
て
東
西
に
貫

流
す
る
川
に
接
し
て
「
瓦
屋
」
の
名
が
見
え
、
こ
れ
が
通
称
「
荒
池

が
千
十

灘
熱

三ニーh　筒

二　1　城
’南一≡…
　　　　P
二袋一　＝

≦鵬μ・雪門…i‘・i
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葬
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璽
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摺
購浩雛

一．ILL．一

井＝
之？．＿

上＿

謹
≒
萎

　
　
　
　
ロ
ほ
た
　
が
　
て
　
　
　
　
　
ギ

天
王
東
協
。
蓬

　
　
　
　
　
モ
　
　

　
「
敷
・
　
二
琴
サ

　
　
嘔
一
司
．
．
～

爾
垣
内
　
菖
下
　
」
訥
山
．
　
斤

　
　
　
．
1
　
　
　
　
　
　
ロ

一
　
　
　
　
－
（
－
一
－
．
禰
－
・
；

　
　
　
　
の
　
　
ミ
　
　
　
　
　
ロ

　
講
午

　
　
　
　
第
二
，

　　　凡例
　一宅地割・耕地割

　一小字界

　一道路

　G）池

当肇薄薄

　　　　川二

≡庭…彗
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タ寄il窮藷1課
しti　ii／lrll　l　L’　ti’ii

詳勇

ittttG’累＿

llLli：、図

瓦’堂

葬
圭
辱
皿
三

・
＝
［

”
皿
」
．

鼎

終P一　　＝＝一

妻
1辻1

’i　一

玉、，

iii

lil

i　”ifi

　　i

　｛

†門

g

目

訂
　t

椚・二

謂
1西；

1側

nr

中

．椚

理．，

二N

脚
　’

’牙L；

終と

東7一一

側

鴨

ITi

三錦

　　町

昌一．　

駐ｫ

壁
’
，
臼

　
「
．
「
・

旦
」

』
一
　
－
一
』
．
ー
ー

μ
“

「「

璽、ぐ1

　コ

糧

　
　
瓦
窯
趾
」
と
い
わ
れ
る
窯
番
謡
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は

　
　
東
大
寺
の
瓦
や
東
大
寺
建
立
以
前
あ
る
い
は
後
世
の
興
福
寺
の
瓦
が

　
　
出
土
し
て
い
て
、
東
大
寺
瓦
屋
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

　
　
る
が
、
他
の
瓦
屋
と
し
て
は
東
大
寺
川
上
庄
内
の
瓦
坂
（
現
川
上
町
）

　
　
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
地
籍
図
中
に
も
小
字
西
瓦
直
な
る
地

　
　
名
が
遺
存
し
て
お
り
飯
盛
山
北
西
丘
陵
斜
面
に
あ
た
る
。
斜
面
に
は

　
　
登
窯
趾
が
位
置
し
、
東
大
寺
講
堂
の
も
の
と
同
形
式
の
鐙
瓦
や
緑
粕

　
　
　
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
故
で
あ
る
。
こ
れ
ら
東
大
寺
の
二
瓦
屋
の

浴
　
　
内
、
荒
池
瓦
窯
は
後
に
興
福
寺
の
東
瓦
屋
と
し
て
利
用
さ
れ
る
に

瑚
　
　
至
る
が
、
東
瓦
屋
に
対
し
て
興
福
寺
西
瓦
屋
は
『
山
階
寺
流
記
』

図騰
　
に
よ
る
と
南
大
門
の
南
西
に
は
花
園
が
あ
り
、
西
に
は
瓦
屋
の
あ

飾
　
　
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
現
在
の
東
向
町
の
東
方
の
台
地
の

僚　
　
　
う
ち
、
か
っ
て
興
福
寺
の
華
華
が
発
見
さ
れ
た
地
が
比
定
さ
れ
て

鯉
．
い
蓬
目
す
べ
き
は
江
戸
時
代
の
『
奈
庶
聴
冒
蚕
皆

濯
　
蜘
聾
中
に
・
こ
の
地
が
瓦
善
と
呼
ば
れ
て
古
藍
碧
を
焼
い

寺頑
　
　
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
寺
院
付

咽
　
　
属
の
瓦
窯
を
推
定
す
る
上
で
、
瓦
関
係
の
地
名
が
重
要
な
手
懸
と

、
卸
　
　
な
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
西
瓦
屋
の
位
置
す

　
　
　
る
台
地
斜
面
か
ら
、
東
瓦
屋
の
囲
池
瓦
窯
趾
に
か
け
て
の
猿
沢
池
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第14図　東大寺瓦屋推定図（奈良市地籍図一明治）

一
帯
は
、
三
条
大
路
の
下
が
懸
崖
と
な
り
春
鷲
神
社
参
道
と
し
て
改

作
さ
れ
た
丘
陵
が
酉
に
伸
び
る
窯
の
構
築
に
適
し
た
地
形
で
あ
る
。

水
も
ま
た
得
や
す
く
、
加
え
て
現
在
で
も
市
内
の
瓦
製
造
業
者
が
注

目
す
る
程
の
良
質
粘
土
が
地
表
下
数
十
c
皿
で
得
ら
れ
る
。
興
福
寺
の

瓦
窯
は
他
に
も
県
民
科
学
セ
ン
タ
ー
敷
地
で
発
見
さ
れ
た
約
一
〇
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
器
）

の
平
窯
（
平
安
時
代
）
が
あ
る
が
、
・
い
ず
れ
も
寺
域
の
こ
の
よ
う
な
恵

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
く
こ
と
は
先
述
の
例
で
も
明
ら
か
で
あ
り
、

に
於
て
も
瓦
釜
な
る
小
字
名
と
い
わ
ゆ
る
香
久
山
宮
垣
の
例
が
あ
る
。

従
っ
て
私
は
西
大
寺
に
於
て
も
寺
域
に
接
し
た
瓦
釜
の
地
を
瓦
屋
に

比
定
し
、
東
大
寺
・
興
福
寺
・
元
興
寺
・
大
安
寺
や
唐
招
提
寺
・
薬

（一

q
）

師
寺
あ
る
い
は
盆
地
中
南
部
の
法
隆
寺
・
法
輪
寺
・
飛
鳥
寺
・
久
米

ま
れ
た
自
然
的
条
件
を
利
用
し
た
瓦
無
で
あ
る
。

　
次
に
西
大
寺
の
瓦
屋
に
関
し
て
は
、
　
『
西
大
寺

資
財
流
蝿
帳
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
造

西
大
寺
司
の
設
け
ら
れ
る
程
の
大
寺
に
瓦
屋
の
あ

っ
た
こ
と
は
充
分
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
掘
池
春

峰
は
『
薦
大
寺
田
園
欝
屈
』
中
の
記
事
に
見
え
る

「
西
大
寺
領
掌
三
三
池
上
北
谷
一
段
　
字
瓦
坂
池

上
南
谷
半
」
の
瓦
坂
を
西
大
寺
瓦
屋
の
地
に
推
定

　
　
　
（
一
麗
）

し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
西
大
寺
の
北
西
に
接
し

た
地
を
瓦
屋
と
し
て
考
え
る
。
何
故
な
ら
西
方
か

ト
ら
東
に
の
び
る
丘
陵
端
と
い
う
地
形
的
条
件
を
具

備
す
る
の
み
な
ら
ず
、
明
治
年
問
の
地
籍
図
に
も

西
か
ら
順
に
山
添
・
瓦
釜
・
焼
尾
な
る
小
字
名
を
残

　
　
　
瓦
之
係
地
名
が
寺
院
の
瓦
屋
と
多
く
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盆
地
南
部
の
膳
夫
寺
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古代手工業の歴史地理学的考察（高矯）

寺
・
膳
夫
寺
と
同
様
の
、
寺
に
極
め
て
近
く
設
置
さ
れ
た
瓦
屋
と
し

、
て
理
解
し
た
い
。

　
以
上
見
た
よ
う
に
、
奈
良
の
諸
大
寺
に
は
盲
域
に
近
接
し
た
瓦
窯

が
多
い
一
方
、
大
安
寺
の
よ
う
に
大
和
国
外
に
瓦
屋
を
有
し
て
い
る

例
も
あ
る
。
総
国
分
尼
寺
た
る
法
華
寺
に
つ
い
て
も
福
山
敏
男
に
よ

っ
て
京
都
府
相
楽
郡
精
華
町
山
田
の
い
わ
ゆ
る
乾
谷
瓦
窯
付
近
の
地

が
天
平
宝
字
四
（
七
六
〇
）
年
の
「
造
金
堂
所
解
」
の
瓦
屋
に
比
定
さ

　
　
　
（
樗
9
1
）

れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

　
次
に
藤
原
宮
・
平
城
宮
の
瓦
製
作
地
に
つ
い
て
見
よ
う
。
藤
原
宮第15麟　預大寺瓦屋推定図（奈良市地籍図）

の
瓦
窯
と
し
て
は
日
高
山
瓦
窯
肚
が
あ
り
、
推
定
霊
域
正
門
の
南
約

一
五
〇
m
の
日
高
山
北
端
部
斜
面
に
近
い
平
窯
で
宮
雄
出
土
の
瓦
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憲
恥
）

全
く
同
じ
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
宮
都
造
営
に
必
要
な
瓦

の
金
て
を
こ
こ
で
製
作
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
瓦
を
他
所
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
悼
こ

ら
運
ん
だ
可
能
性
が
強
い
。
さ
ら
に
香
久
山
東
の
丘
陵
部
で
発
見
さ

れ
た
一
〇
基
以
上
も
の
登
窯
も
詳
細
な
調
査
は
成
さ
れ
て
い
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
挿
。
σ
）

藤
原
宮
の
瓦
製
作
地
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
日

高
山
瓦
窯
で
製
作
さ
れ
た
瓦
は
平
城
宮
田
で
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、

藤
原
宮
の
瓦
を
平
城
宮
へ
移
送
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
需
要
を
満
た
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

第16図　勝夫寺瓦屋推定圏（明治22年地籍図

合
、
京
北
班
田
図

に
記
さ
れ
た
瓦
屋

里
（
現
中
山
町
）
か

ら
歌
姫
町
に
か
け

て
の
盆
地
北
縁
の

奈
良
山
丘
陵
に
あ

る
窯
肚
群
が
注
目

さ
れ
る
。
同
丘
陵

で
は
現
在
照
○
基
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以
上
の
窯
趾
が
発
見
さ
れ
、
と
り
わ
け
瓦
屋
里
に
当
た
る
中
山
町

で
は
平
城
宮
と
同
じ
瓦
を
出
土
す
る
瓦
窯
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
博
O
）

城
宮
の
瓦
製
作
の
中
心
で
あ
っ
た
。
標
高
一
〇
〇
m
程
度
の
奈
良
山

丘
陵
は
洪
積
世
更
新
統
か
ら
鮮
新
口
に
属
し
、
京
都
府
の
山
田
・
乾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
。
。
O
）

谷
窯
肚
群
へ
の
丘
陵
へ
と
続
く
。
瓦
屋
里
を
中
心
と
す
る
瓦
窯
か
ら

は
約
三
㎞
で
宮
都
へ
達
し
、
陸
路
あ
る
い
は
秋
篠
川
を
利
用
し
た
で

あ
ろ
う
し
、
一
方
京
都
府
の
乾
谷
・
山
田
窯
坑
群
や
奈
良
県
の
歌
姫

窯
肚
群
か
ら
は
歌
姫
越
の
ル
ー
ト
と
現
国
鉄
関
西
線
沿
い
の
東
ル
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
し
。
一
）

ト
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
華
寺
の
山
田
の
瓦
屋
の
場
合

も
同
様
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
藤
原
宮
と
全
く
同
℃
く
平
城
宮

で
も
近
接
し
た
丘
陵
地
帯
が
瓦
製
作
地
帯
と
し
て
選
定
さ
れ
た
と
い

い
得
る
。

　
さ
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
奈
良
県
の
瓦
窯
は
大
別
し
て
五
群
に

分
け
ら
れ
る
。
即
ち
④
奈
良
盆
地
北
縁
部
の
丘
陵
地
の
窯
修
士
、
＠

奈
良
市
内
平
野
部
の
窯
層
群
、
◎
矢
田
丘
陵
東
斜
面
及
び
王
寺
南
都

の
丘
陵
の
窯
趾
群
、
㊥
飛
鳥
・
藤
原
周
辺
の
丘
陵
の
窯
肚
群
、
㊨
五

条
市
須
恵
を
中
心
と
す
る
窯
趾
群
が
そ
れ
で
あ
る
。
他
に
二
上
山
屯

鶴
峰
付
近
に
小
須
恵
器
窯
夕
照
が
存
在
す
る
。
奈
良
盆
地
東
南
の
い

わ
ゆ
る
春
日
断
層
崖
と
そ
の
下
の
比
高
二
〇
～
三
〇
m
の
南
北
に
連

な
る
丘
陵
に
は
窯
鮭
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
良
質
の
陶
土

が
得
に
く
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
④
群
は
先
述
の
如

く
、
更
新
統
か
ら
鮮
新
案
に
属
す
る
泥
・
砂
・
節
煙
の
標
高
約
一
〇

〇
m
、
盆
地
面
と
の
比
高
二
〇
～
三
〇
m
の
佐
保
・
佐
紀
の
丘
陵
と

西
の
京
丘
陵
及
び
京
都
府
相
楽
郡
の
丘
陵
に
立
地
し
て
い
る
。
そ
の

殆
ん
ど
が
平
城
宮
や
諸
大
寺
の
瓦
を
製
作
す
る
い
わ
ば
直
属
の
瓦
屋

的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
個
々
の
窯
は
特
定
の
需
要
者
の
専
属

的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
も
い
い
得
る
。
＠
群
は
賢
宰
中
で
は
例
外

的
に
平
野
部
に
位
置
す
る
が
、
個
々
の
窯
は
古
墳
の
墳
丘
や
小
丘
の

斜
面
を
利
用
し
て
い
て
、
や
は
り
同
様
の
地
形
的
条
件
を
有
し
て
い

る
。
さ
ら
に
興
福
寺
や
東
大
寺
の
み
な
ら
ず
唐
招
提
寺
な
ど
で
も
、

現
在
瓦
製
造
業
者
や
赤
膚
焼
が
立
地
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
良
質
の
粘
土
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
他
群
と
同
様
で
あ
る
。
し

か
し
⑭
群
の
全
て
が
寺
院
直
属
の
瓦
屋
で
あ
り
む
し
ろ
点
的
な
存
在

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
次
に
⑳
群
は
④
の
延
長
の
更
新
統
か
ら
鮮
新

統
の
矢
田
丘
陵
東
端
と
、
同
様
に
洪
積
世
の
馬
見
丘
陵
上
に
位
置
す

る
。
⑳
群
の
窯
も
殆
ん
ど
が
近
在
の
寺
院
の
上
瓦
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
弘
福
寺
庄
内
の
瓦
窯
は
や
や
例
外
的
で
あ
る
。
㊥
群
は

他
誌
と
は
異
な
り
領
家
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
の
花
嵩
岩
を
中
心
と
す
る
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（
一
も
q
博
）

丘
陵
斜
面
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
群
も
藤
原
宮
造
営
の
た
め
の
窯

肚
群
と
諸
大
寺
の
瓦
窯
が
そ
の
中
心
を
占
め
、
④
～
◎
群
と
共
通

す
る
面
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
四
群
と
異
な
る
性
格
を
有
す
る
の
が
先

に
も
記
し
た
五
条
市
須
恵
の
㊥
群
で
あ
る
。
こ
の
群
は
更
新
統
の
丘

陵
上
に
位
置
し
、
自
然
的
条
件
で
は
他
群
と
全
く
同
様
で
あ
る
が
、

他
藩
が
特
定
施
設
の
直
属
的
な
瓦
窯
の
集
合
体
で
い
ず
れ
も
そ
の
施

設
に
極
く
近
接
す
る
の
に
対
し
て
、
㊥
群
は
五
条
周
辺
に
供
給
す
る

よ
り
む
し
ろ
盆
地
南
半
部
特
に
飛
鳥
地
方
や
斑
鳩
地
方
へ
供
給
し
て

い
た
。
須
恵
器
は
極
く
少
量
で
あ
り
到
底
需
要
に
追
い
つ
き
得
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
が
、
瓦
の
点
を
強
調
す
る
時
噛
そ
の
恵
ま
れ
た
自

然
的
条
件
と
後
世
に
市
場
町
・
宿
場
町
と
な
る
交
通
的
条
件
を
生
か

し
た
奈
良
盆
地
に
於
け
る
代
表
的
な
窯
業
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
埴
輪
製
作
所
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
。
9
な
。
）

寺
川
流
域
の
沖
積
平
野
に
立
地
す
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
五
群
の
瓦

窯
は
そ
の
構
造
上
殆
ん
ど
が
丘
陵
な
ど
の
斜
面
に
立
地
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
私
は
窯
肚
群
を
ひ
と
つ
の
指
標
と
し
て
、
丘
陵

部
は
平
野
部
と
異
質
の
性
格
を
有
し
つ
つ
も
や
は
り
古
代
に
於
て
既

に
重
要
な
生
活
圏
と
し
て
の
位
置
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し

た
い
。

皿

須
恵
器
生
産
地
と
需
要
地
－
t
産
地
分
析
の
試
み
一

　
前
章
で
は
須
恵
器
生
産
地
に
於
け
る
窯
肚
群
と
工
人
集
団
の
居
住

地
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
岡
じ
窯
業
の
内
で
も
比
較
的
生
産
品

の
移
動
を
解
明
し
や
す
い
瓦
に
よ
っ
て
奈
良
県
内
の
諸
施
設
と
窯
と

の
結
び
つ
き
を
述
べ
た
。
瓦
製
作
地
と
宮
都
や
寺
院
、
埴
輪
製
作
地

と
古
墳
の
需
給
関
係
に
つ
い
て
事
例
を
あ
げ
た
の
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
古
代
手
工
業
を
地
理
学
の
立
場
か
ら
論
ず
る
際
に
生
産
地
と
需

要
地
を
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
観
点
に
立
脚
し

た
か
ら
で
あ
る
。
両
老
を
結
び
つ
け
そ
の
需
給
関
係
と
物
資
移
動
の

際
の
交
通
等
に
ま
で
言
及
し
て
こ
そ
古
代
手
工
業
は
真
に
地
理
学
的

な
対
象
と
な
り
得
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
先
述
の
正
倉
院
所
蔵
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
。
。
ε

国
郡
里
名
記
録
の
織
物
片
や
宮
趾
出
土
の
木
簡
は
貴
重
な
史
料
で
あ

る
。
し
か
し
本
論
は
あ
く
ま
で
も
窯
業
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
土
器
の
需
給
関
係
の
解
明
が
先
決
問
題
と
な
る
。
と
り
わ
け

主
と
し
て
須
恵
器
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
述
べ
た
例
中
に
瓦
を
指
標

と
し
て
須
恵
器
の
需
給
関
係
を
推
定
し
得
る
場
合
も
見
い
出
せ
る
が
、

そ
の
場
合
も
あ
く
ま
で
推
定
の
域
を
出
な
い
こ
と
が
痛
感
さ
れ
た
。

　
考
古
学
の
分
野
で
は
遺
物
の
型
式
な
ど
の
点
か
ら
そ
の
移
動
を
解
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明
し
た
研
究
例
が
多
い
。
た
と
え
ば
同
箔
鏡
の
研
究
は
そ
の
例
で
あ

り
、
型
式
学
的
研
究
が
遺
物
の
移
動
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
得
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
一
方
、
同
型
式
即

同
生
産
地
と
断
ず
る
こ
と
に
伴
う
危
険
性
の
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
特
に
土
器
の
よ
う
に
普
遍
的
な
遺
物
の
場
合
は
、
同
型
式
で
あ

っ
て
も
そ
の
型
式
の
み
が
伝
わ
る
可
能
性
が
多
く
、
土
器
型
式
の
伝

播
が
両
地
方
の
文
化
的
交
流
を
示
し
こ
そ
す
れ
現
実
の
遺
物
が
移
動

し
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
同
型
式
の
土
器
が
他

地
域
で
も
発
見
さ
れ
た
時
、
そ
の
地
域
間
に
土
器
の
移
動
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
土
器
の
成
分
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
実

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
須
恵
器
に
つ
い
て
も
窯
堀
出
土
の

須
恵
器
と
古
墳
や
集
落
馳
か
ら
出
土
す
る
そ
れ
を
、
型
式
な
ど
の
外

見
的
特
色
の
み
で
な
く
含
有
成
分
の
一
致
を
も
証
明
し
て
は
じ
め
て

そ
の
置
忘
で
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
こ
の
意
味

で
、
須
恵
器
の
生
産
地
（
窯
ナ
）
は
他
の
各
種
土
器
と
は
異
っ
て
明

確
に
遺
跡
と
し
て
存
在
し
、
在
地
の
粘
土
を
使
用
し
さ
ら
に
出
土
例

が
極
め
て
多
い
故
に
、
自
然
科
学
的
な
方
法
で
産
地
分
析
を
す
る
に

は
好
適
な
遺
物
で
あ
る
。

　
さ
て
自
然
科
学
的
な
方
法
に
よ
る
遺
物
の
分
析
は
、
年
代
測
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ら
。
い
）

は
じ
め
と
し
て
多
く
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
の
成
分

分
析
を
拡
張
す
れ
ば
、
土
器
や
石
器
の
よ
う
に
産
地
の
判
明
し
に
く

い
遺
物
に
つ
い
て
も
産
地
を
追
究
し
得
る
可
能
性
が
出
現
す
る
で
あ

ろ
う
。
即
ち
主
成
分
は
産
地
に
よ
っ
て
大
き
く
変
動
す
る
こ
と
は
な

い
に
せ
よ
、
微
量
成
分
は
産
地
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
予
想
で
き

　
　
　
　
（
一
も
。
⑦
）

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
ま
で
土
器
・
石
器
に
つ
い
て
産
地
分

析
に
成
功
し
た
例
は
極
め
て
少
な
い
。
北
米
の
五
大
湖
南
沿
岸
の
黒

曜
石
尖
頭
器
に
含
ま
れ
る
窯
ρ
・
該
σ
q
な
ど
の
元
素
を
放
射
化
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
石
採
取
地
が
約
二
〇
〇
〇
㎞
離
れ
た
地
で

あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
は
最
も
鮮
や
か
な
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
も
日
本
の
サ
ヌ
カ
イ
ト
採
取
地
と
同
様
に
、
原
石

の
加
工
地
即
ち
石
器
の
生
産
地
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
明

ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
土
器
生
慮
の
場
合
は
原
料
と
し
て
の

粘
土
は
前
記
の
黒
曜
石
や
サ
ヌ
カ
イ
ト
程
限
ら
れ
た
存
在
で
は
な
く
、

窯
業
の
立
地
し
た
付
近
の
粘
土
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、

粘
土
の
採
取
地
と
土
器
生
産
地
を
密
接
に
結
び
つ
け
て
考
察
し
得
る

と
い
う
利
点
が
あ
る
。
こ
の
利
点
を
生
か
し
て
産
地
分
析
に
成
功
し

た
の
は
、
○
×
｛
o
a
》
ω
プ
ヨ
。
貯
餌
目
竃
g
ω
窪
白
に
よ
る
エ
ー
ゲ
海
地

方
め
彩
色
土
器
の
発
光
分
析
に
よ
る
例
で
あ
る
。
こ
の
分
析
結
果
に
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よ
っ
て
北
シ
リ
ア
で
出
土
す
る
も
の
の
内
に
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島

で
製
作
さ
れ
運
搬
さ
れ
て
き
た
遺
物
が
存
在
す
る
こ
と
や
、
ク
レ
タ

島
で
は
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
に
近
接
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
自
の

生
産
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
キ
プ
ロ
ス
で
は
、
土
器
が
ペ

ロ
ポ
ネ
ソ
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
る
と
共
に
移
住
し
て
き
た
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ

ス
の
工
人
に
よ
る
独
自
の
生
産
地
も
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が

証
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
土
器
の
成
分
分
析
に
よ
っ
て
産
地
を
決
定
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
異
な
る
地
点
で
出

土
し
た
土
器
が
た
と
え
同
型
式
で
あ
っ
て
も
遺
物
自
身
が
移
動
し
た

と
は
限
ら
ず
、
型
式
の
み
が
伝
播
し
た
り
工
人
が
移
住
し
た
結
果
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
匂
。
刈
）

も
あ
り
得
る
こ
と
を
物
語
る
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
【
　
分
析
の
方
法
と
試
料

　
前
述
の
よ
う
に
土
器
の
産
地
分
析
の
例
は
極
め
て
少
な
い
が
、
本

論
で
は
須
恵
器
窯
を
主
た
る
対
象
に
し
た
以
上
、
主
と
し
て
大
阪
府

と
奈
良
照
の
須
恵
器
の
産
地
分
析
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
。
し
か

し
遺
物
保
存
の
点
か
ら
も
極
微
量
の
試
料
で
要
求
に
耐
え
、
し
か
も

数
多
く
の
例
を
消
化
す
る
た
め
に
容
易
で
か
つ
客
観
的
な
判
定
を
下

し
得
る
分
析
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
は
以
上
の
条

件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
に
よ
る
分
析
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
。
。
c
。
）

X
線
團
折
に
よ
る
分
析
の
二
方
法
を
使
用
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
［
匂
。
O
）

　
二
方
法
の
内
で
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
に
よ
る
方
法
は
既
に
竃
・
い

　
　
　
　
　
　
　
（
＝
O
）

と
算
曾
や
市
川
米
太
に
よ
っ
て
年
代
測
定
．
の
冒
的
で
使
用
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
こ

い
る
。
ま
た
X
線
回
折
に
よ
る
方
法
は
土
器
の
分
析
に
は
使
用
し
ゃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
零
悼
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ホ
）

す
く
同
志
社
大
学
考
古
学
研
究
室
・
田
窪
宏
・
梅
田
甲
子
郎
・
山
崎

（
竃
t

一
雄
ら
の
分
析
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
例
は
い
ず

れ
も
産
地
分
析
の
隠
秘
を
有
せ
ず
、
ま
た
試
料
数
も
少
な
い
が
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ホ
）

論
で
は
こ
れ
ら
の
報
告
例
を
も
適
宜
参
照
し
た
い
。

　
さ
て
今
園
の
分
析
の
た
め
の
試
料
と
し
て
集
め
た
須
恵
器
片
は
、

大
別
し
て
春
意
出
土
の
も
の
と
古
墳
・
集
落
遺
跡
・
宮
趾
出
土
の
も

の
に
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
須
恵
器
以
外
の
分
析
例
と
し
て
市
川
研

究
室
に
よ
る
関
東
地
方
の
縄
文
式
土
器
の
例
と
北
部
マ
ラ
ヤ
の
土
器

の
例
を
も
参
考
に
し
た
。
細
雨
出
土
の
須
恵
器
試
料
は
須
恵
器
の
産

地
分
析
の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
り
、
表
に
示
し
た
よ
う
に
全
国
最

大
の
規
模
を
有
す
る
大
阪
南
部
窯
蝋
画
出
土
の
試
料
を
中
心
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
a
）

高
蔵
寺
・
陶
器
山
地
区
の
須
恵
器
の
分
析
例
は
他
に
も
若
干
あ
る
故

に
、
今
回
は
西
部
の
栂
・
大
野
池
・
光
明
池
・
梨
本
池
を
中
心
と
す

る
地
区
の
窯
肚
出
土
の
も
の
に
限
っ
た
。
な
お
こ
の
際
、
時
期
的
に

も
1
期
か
ら
V
期
に
わ
た
る
よ
う
に
し
可
能
な
限
り
時
期
判
定
の
標

ユ09 （731）



第1表分析試料一覧褒

サンプル
記　　号

1
2
3
1
1
2
ユ
2
3
1
2
1
2
3
1
1
2
ユ
2
2
3
1
2
1
2
3
1
1
2
3
1

B
B
B
C
D
D
E
E
E
F
F
G
G
G
H
I
I
～
J
K
K
L
L
．
M
M
厳
N
O
O
O
P

出土一塊名称 所在地

泉
　
　
　
市

繍
ク
〃
〃
〃
〃
糊
〃
〃

坂大

坂大

市
．
　
　
　
　
市
　
　
　
県
　
市

泉
　
　
　
市
　
　
泉
　
　

市

牌
〃
〃
〃
〃
ク
醐
〃
〃
ク
牌
ク
〃
ク
〃
、
糊
井
〃
ク
都

坂
　
　
　
　
坂
　
　

仮
　
　
　
坂
大
．
福
京

池
　
　

号
号
　

山
　
　

山
　

㈱
　
　

D
代
　
号
　

号
　

号
　

号
　
　

B
谷
　
　曲

戊

弱
：
鴛
〃
耕
：
癒
：
蝋
∴
臨
賠
∴
：
撃
：
賀

二
　
和
和
焚
　
狐
大
　
吊
上
八
美
和
梨
　
光
城
　
西

備考

瑚
”
”
”
遡
”
”
”
汐
ク
”
瑚
”
”
囎
醐
”
噸
ク
”
”
．
v
．
ク
”
”
”
瑚

サソフル
記　　号

2

3

1
1
2
1

P
P
Q
R
R
S

出土窯祉名称

西賀茂
　　ク

十瓶山北麓

カメヤキ谷

　　1！

今池瓦窯

所在地

京

香

奈

都　市

11

川　県

！一

！1

良　県

備考

ル
母

ブソサ
記

l
　Tl

　Ul

　Vl

　Wl

　Xl

　Yl

　Zl．

　API

　AP2

　AP3

　FPI

　FP2

　FP3

　JJs

　JJ8

1　JJio

lGI〈DIA

i　’
GI〈D－3

jGI〈D－11
ヨ

｝，Lt土遣跡名称

平林古墳

岸野古墳

新乏jrこ112号均質

鳥土塚
狐　　塚

鳥麗遺跡

下明寺遺跡

飛鳥隔意

　　1！

　　11

藤原宮古と

　　！1

　　11

多摩等証一
八　ウ　ソ

　　ク

下　　原

所在地

奈良県当麻町

　〃　御所市

　〃　橿原市

　〃　平群町

　〃　大和
郡山宙（小泉）

　〃　橿原市

　〃　　　ク

　〃明礒香村

　！1　！！

　／1　11

　〃　橿原市

　1！　1一

　〃　　　ク

策京都多摩ニ
ュータウン

　　　！1

神奈川県川崎市

北部マラヤ

　　　11

　　　！1

備考

磯
B
利
－
行
w

諸
曾
B
　
卜

文
撫
安
打

毯
　
　
”
　
”

秦
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古代．手工業の歴史地理学的考察（高橋）

　　　　　　　　　第2表分　析　結　果　一　覧　表
1（1B．欝。．，パ

ーライトのピ＿ク
i．㈱。見、れ

iるもの）

大阪府南部の瓢箪出土

のサ1プル

他地方の窯雄田土のサ
ソプノレ

3
1
り
O

B
G
K

2
2
2

B
F
K

1
1
2

B
F
J

2
1
1

D
H
瓢

1
3
2

D
G
L

1
2
1

C
G
L

9
ρ
－

露
J

2
2

E
I

1
1
1

E
工
N

Ql　Rl　Sl
奈良県の古墳・t・．出土iTIUIVIWIX1
のサンプル　　　　　API　AP2　AP3　FP2

Yl　Zl

＊

嚢　群

il舟燦上プ

i㈱覗られ
区ないもの）

IA
（α一クリトスバ．

ライトのピーク

（鋤が石英の

ピーク（鋤よ
り高いもの）

后Aa

大弓醐一国IM・M・
他地方の窯旧地± i

Ol　02　03　Pl　P2　P3　R2
報県制外・…　til　f・1　FPi　FP・

大阪府南部窯祉出土 BI　B2　B3
Jl　J2　K3

　　　　　　　　　　　　　　まCIE3FIF2GIIll
Ll　Nl

他地方の姦凶」上出土 IQI　RI
l

t
i

奈良県・古墳…趾i・1WIX・Y・Z1…

（α一crisのピーク；≧5）

大阪府南部窯垣出土

他地方の窯堀1出土

奈良県の古墳etc．出土

Bl　B2　B3　Cl　E3　Fl　F2
Gl　ll　Jl　」2　K3　Ll　N2

Tl　Wl．Yl　Zl　AP3

1Ab 大阪府南部再三出土 t
｛励・・のピー・〈・湘肪・S“±li：　iti　：i：

iB
（a’一クリストノミ

ライトのピーク
（鋤が石英の

・tO　・・一ク（鋤よ

り低いもの）

1”

　1　Ba

IQI　RI

　　　　　　　　　1奈良県の古墳etα出土

大阪府南部窯祉出土 Dl　D2　（E　t）（E　2）（G　2）（G　3）　Hl　（1　2）
gl〈　2）　（L　2）　M　1

他地方磯止出・ヒ．｝・・

奈良県の古墳etc・出土 Ul　Vl　API．AP2　FP2

（α一crisのピーク≧5）

大阪府南部窯堤出土

他地方の窯1吐出±1 1

薩朗の古墳et咄土
旨P・

lBb
1（α一，，・、の・一。く，）

大棚府南部窯祉出土

他地方の窯祉出土

奈良県の古墳etc．出土

D1　D2　（E　1）（E　2）（G　2）（G　3）　H1
（1　2）　（K　2）　（K　2）　Ml

lsi

Ul　V　l　API　AP2

　（ただしIB及びIBb中li’（．）内のサソブルはIA及びIAaに含まれる可能性のあるもの）

使用器一東京芝浦電工X線回折装置（ADG型銅ターゲット）電圧30KV　電流15mA　感度C×10pC
PS　記録計time　constant　pQint　2記録紙20　mm／m．

111　（733）
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、
、
陶
）
聾
銀
鼠
＞
＞
γ
’
鉱
、
6
振
臥
し
」
郵
辱

式
的
な
窯
趾
の
試
料
を
選
び
、
で
き
る
限
り
一
ケ
所
に
集
中
す
る
の

を
避
け
て
範
囲
を
広
め
た
。
加
え
て
窯
趾
側
試
料
と
し
て
京
都
・
福

井
・
香
川
・
奈
良
の
窯
趾
側
試
料
を
も
分
析
し
た
が
、
こ
れ
は
大
阪

南
部
窯
斌
群
の
試
料
と
ど
れ
だ
け
異
な
る
結
果
を
示
す
か
を
知
る
た

め
で
あ
る
。
次
に
表
に
示
し
た
如
く
古
墳
・
集
落
遺
跡
・
宮
趾
出
土

の
試
料
を
分
析
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
需
要
地
側
の
遺
物
で
あ
り
産
地

　
　
　
　
　
　
（
軍
圃
）

分
析
の
対
象
に
な
る
。
今
回
は
奈
良
県
の
諸
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
須

恵
器
の
内
で
入
手
可
能
で
か
つ
他
の
型
式
学
的
研
究
な
ど
に
は
役
立

　
　
　
　
　
　
　
（
一
お
V

ち
難
い
破
片
に
限
っ
た
。
奈
良
県
の
試
料
が
数
量
・
出
土
個
所
と
も

に
少
な
く
地
域
内
に
も
や
や
南
勝
心
に
偏
在
す
る
の
は
前
記
の
制
約

を
虻
」
ぢ
襲
～
一
驚
も
覧
豊
艶
”
導
3
聖
篭
ξ
＾
一
事
急
き
一
審
汽
㌦

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
今
回
の
分
析
で
は
主
と
し
て
大
阪
南
部
華
麗
群
出
土
の
須

恵
器
の
成
分
と
、
奈
良
県
の
各
遺
跡
出
土
の
そ
れ
と
が
如
何
な
る
相

違
も
し
く
は
合
致
を
有
し
て
い
る
か
が
中
心
に
な
る
。

　
二
　
分
析
の
結
果

　
分
析
の
方
法
と
し
て
採
用
し
た
二
方
法
の
う
ち
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン

ス
に
よ
る
分
析
の
結
果
か
ら
は
、
同
窯
出
土
の
須
恵
器
は
同
じ
よ
う

な
結
果
を
示
す
と
い
う
こ
と
の
他
に
二
、
三
の
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
現
段
階
で
は
デ
ー
タ
分
析
が
不
充
分
で
結
論
的
な
も
の
を
導

き
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
一
応
、
X
線
回



古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

折
に
よ
る
結
果
の
大
略
を
認
す
こ
と
に
す
る
い

　
X
線
團
折
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
一
部
は
図
と
し
て
呈
し

た
が
、
回
折
に
よ
っ
て
各
含
有
鉱
物
の
ピ
ー
ク
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
ピ
ー
ク
の
内
で
石
英
・
ム
ラ
イ
ト
・
α
i
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
が

一
〇
度
か
ら
四
〇
度
の
闘
で
は
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
石
英
の
示
す

い
く
つ
か
の
ピ
ー
ク
や
ム
ラ
イ
ト
の
そ
れ
は
、
い
ず
れ
に
於
て
も
見

ら
れ
参
考
と
し
た
関
東
地
方
の
縄
文
式
土
器
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
お
）

先
述
の
梅
田
・
田
窪
の
報
告
と
も
合
致
す
る
。
ム
ラ
イ
ト
の
各
ピ
ー

ク
の
内
で
一
六
度
付
近
に
見
ら
れ
る
ピ
ー
ク
は
各
試
料
に
よ
っ
て
異

な
り
、
石
英
と
．
ム
ラ
イ
ト
の
内
で
判
定
に
使
用
で
き
そ
う
な
の
は
こ

の
＝
ハ
度
付
近
の
ム
ラ
イ
ト
の
ピ
レ
ク
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
各
試

料
聞
で
最
も
種
々
の
相
違
を
見
せ
る
の
は
二
二
度
付
近
に
ピ
ー
ク
が

示
さ
れ
る
石
英
の
一
変
態
の
α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
そ

こ
で
私
は
X
線
回
折
で
得
ら
れ
た
各
含
有
鉱
物
の
ピ
ー
ク
の
う
ち
で

特
に
こ
の
α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
を
指
標
と
し
て
考
え
る
。
こ
の

α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
は
高
温
に
な
る
に
つ
れ
増
加
す
る
が
、
須

恵
器
焼
成
温
度
は
約
一
一
〇
〇
度
C
以
上
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

（
薪
O
）

あ
り
、
窯
内
で
の
位
置
や
薪
炭
の
質
な
ど
に
よ
る
焼
成
失
敗
例
を
除

け
ば
、
焼
成
温
度
が
各
地
方
の
窯
に
よ
っ
て
極
端
な
差
を
有
す
る
と

い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
α
し
か
も
今
欝
の
分
析
に
よ
っ
て
、
た

と
え
色
質
な
ど
の
外
見
上
の
特
色
か
ら
明
ら
か
に
焼
成
温
度
が
極
め

て
低
い
と
考
え
ら
れ
る
焼
成
失
敗
例
で
も
、
ピ
ー
ク
の
強
度
は
低
い

が
α
i
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
の
ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
の
ピ
ー
ク
の
有
無

は
焼
成
温
度
の
高
低
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
原
料
粘
土
の
相
違
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
産
地
分
析
の
主
た
る
指
標
と
し
て
α
ー
ク

リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
の
有
無
を
と
り
あ
げ
て
も
よ
い
。

　
e
　
窯
吐
出
土
の
試
料
に
つ
い
て
　
　
X
線
回
折
に
よ
っ
て
判
明
し
た

α
i
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
（
二
二
度
付
近
の
ピ
ー
ク
）
の
有
無
は
表
に

示
し
た
。
ピ
ー
ク
の
見
ら
れ
る
試
料
は
1
群
に
、
見
ら
れ
な
い
試
料

は
H
群
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
大
阪
南
部
逆
理
群
出
土
の
試

料
は
、
最
も
谷
奥
部
の
梨
本
D
号
窯
（
M
）
の
二
試
料
以
外
は
全
て
1

群
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
対
し
て
他
地
方
の
窯
趾
出
土
の
試

料
の
内
で
1
群
に
含
ま
れ
る
も
の
は
香
川
県
国
魂
山
北
麓
・
同
カ
メ

ヤ
キ
谷
・
奈
良
県
今
池
瓦
窯
の
三
例
の
み
で
、
京
都
市
西
賀
茂
や
福

井
喋
城
ケ
谷
の
試
料
は
全
て
豆
群
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

次
に
私
は
1
群
も
、
二
一
度
付
近
の
石
英
の
ピ
ー
ク
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
細
分
し
た
。
ピ
ー
ク
の
強
度
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
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い
が
一
応
の
目
安
に
は
な
ろ
う
。
即
ち
α
i
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
の

ピ
…
ク
が
石
諦
央
の
ピ
ー
ク
よ
り
古
回
い
も
の
を
H
諺
、
低
い
も
の
を
H
切

と
し
、
さ
ら
に
目
諺
の
内
で
α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
が
五
以
上
の

強
い
ピ
ー
ク
の
も
の
を
H
諺
ρ
、
以
下
を
H
諺
び
と
し
、
H
切
に
つ
い

，
て
も
同
様
に
H
劇
ρ
と
H
ヒ
d
げ
に
分
け
た
。
　
結
果
は
表
に
示
し
た
通

り
で
あ
る
が
、
香
川
県
の
二
例
は
射
て
H
跨
σ
に
属
す
る
の
に
対
し

て
大
阪
南
部
窯
趾
群
の
試
料
は
前
記
の
梨
本
D
号
窯
以
外
は
全
て

H
》
9
と
H
切
σ
の
エ
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
。
H
ゆ
げ
の
内
に
は
外
見

上
か
ら
焼
成
に
失
敗
し
た
と
考
え
ら
れ
る
試
料
が
数
例
含
ま
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
も
し
適
当
な
焼
成
温
度
を
受
け
て
正
し
く
焼
成
さ
れ
れ
ば

H
野
心
タ
イ
プ
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
奈
良
梨
今
池
瓦
窯
の
試

料
（
9
）
も
同
様
に
H
切
げ
タ
イ
プ
に
属
す
る
が
、
須
恵
器
房
中
に

白
色
結
晶
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
が
実
見
で
き
、
他
の
外
見
的
特
徴

か
ら
も
大
阪
南
部
窯
趾
群
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。

　
⇔
　
蛮
良
県
の
各
真
跡
の
試
料
に
つ
い
て
　
　
奈
良
県
の
筆
遣
跡
出
土

の
試
料
に
つ
い
て
も
石
英
・
ム
ラ
イ
ト
の
ピ
ー
ク
は
全
て
に
於
て
見

ら
れ
る
。
ま
た
表
に
示
し
た
よ
う
に
α
i
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
に
つ

い
て
は
試
料
の
殆
ん
ど
が
1
群
に
含
ま
れ
、
大
阪
南
部
窯
境
群
の
試

料
と
同
様
に
、
藤
原
宮
趾
の
三
試
料
（
男
℃
）
以
外
は
全
て
H
》
ρ
と

H
切
σ
の
ニ
タ
イ
プ
に
属
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の

場
合
目
切
σ
タ
イ
プ
に
属
す
る
試
料
中
に
、
焼
成
に
失
敗
し
た
と
考
え

ら
れ
る
例
の
な
い
こ
と
は
完
成
品
を
使
用
す
る
需
要
者
側
の
遺
跡
出

土
の
も
の
で
あ
る
以
上
当
然
で
あ
り
、
H
》
ρ
に
属
す
る
か
も
し
れ
な

い
と
予
想
さ
れ
る
H
b
d
び
の
試
料
は
な
い
。

　
三
　
須
恵
器
の
需
給
関
係
－
分
析
結
果
か
ら
の
考
察
一

　
分
析
結
果
で
最
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
阪
南
部
窯
野
寄
出
土

の
須
恵
器
は
他
の
京
都
な
ど
の
窯
堤
出
土
の
も
の
と
は
異
な
り
、
二

二
度
付
近
に
α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
の
ピ
ー
ク
が
示
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
東
部
の
高
蔵
寺
・
陶
器
山
地
区
の
須
恵
器
に
も
α
ー
ク
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
U
じ

ス
ト
バ
ラ
イ
ト
の
含
ま
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
谷

奥
部
の
工
試
料
を
除
け
ば
、
α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
は
大
阪
南
部

窯
趾
群
で
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
の
共
通
し
た
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
香
川
県
の
試
料
や
徳
島
県
日
出
遺
跡
出
土
の
須
恵
器

は
、
　
α
ー
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
を
含
む
が
H
跨
げ
タ
イ
プ
に
属
し
た

り
一
六
度
付
近
に
ム
ラ
イ
ト
の
ピ
ー
ク
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
博
）

ど
で
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
事
実
を
考
慮
北
入
れ
て
、
大
阪
南
部
窯
祉
群
と
奈
良
県
の
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各
遺
跡
の
試
料
分
析
結
果
を
比
較
す
る
と
、
両
者
が
極
め
て
類
似
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
奈
良
県
の
平
林
古
墳
・
鳥
土

塚
・
小
泉
狐
塚
・
鳥
屋
遺
跡
・
下
期
寺
遺
跡
・
飛
鳥
宮
埴
（
一
部
）
の

試
料
は
H
》
ρ
タ
イ
プ
で
、
同
じ
H
諺
ρ
タ
イ
プ
の
大
阪
爾
部
窯
肚
群

の
も
の
と
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
極
め
て
類
似
し
た
結
果
を
示
す
。
さ
ら

に
H
切
σ
タ
イ
プ
の
奈
良
県
の
岸
野
古
墳
P
新
沢
一
一
二
号
墳
・
飛

鳥
宮
祉
（
一
部
）
の
試
料
も
同
タ
イ
プ
の
大
阪
南
部
塵
隠
群
の
そ
れ
と

同
様
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
奈
良
県
の
古
墳
そ
の
他
の
い

わ
ば
需
要
者
側
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
る
須
恵
器
の
大
都
分
は
、
大
阪

南
部
窯
趾
群
で
生
産
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と

は
H
レ
帥
タ
イ
プ
で
は
特
に
可
能
性
が
強
い
が
、
H
b
d
げ
タ
イ
プ
で
は

さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
奮
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
奈
良
県
の
須
葱
器
の
内
で
、
い
わ
ゆ
る
古
墳
時
代
の
殆
ん

ど
が
大
阪
南
部
窯
趾
群
型
で
あ
る
の
に
対
し
、
時
代
の
下
っ
た
飛

鳥
・
藤
原
脚
半
の
試
料
は
囲
諺
ρ
・
回
し
d
び
・
H
群
な
ど
に
わ
か
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
六
世
紀
以
降
各
地
方
に
須
恵
器
生
産
が
普
及
し
七
世
紀

以
降
に
は
全
国
各
地
か
ら
須
葱
器
を
貢
納
さ
せ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
と
理
解
し
た
い
。
そ
れ
故
、
両
国
肚
の
み
な
ら
ず
平
城
宮
肚
な
ど

の
須
恵
器
も
大
阪
南
部
窯
魚
群
以
外
の
地
か
ら
も
送
ら
れ
た
と
予
想

さ
れ
る
。
こ
の
際
、
平
城
宮
趾
か
ら
出
土
す
る
須
恵
器
中
に
外
見
上

の
特
色
か
ら
愛
知
県
猿
投
山
窯
肚
群
で
生
産
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

例
が
存
在
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
に

分
析
を
期
し
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
須
恵
器
の
面
で
も
大
毛
要
地
で
あ
っ
た
奈
良
県
に

は
大
規
模
な
須
恵
器
凝
望
群
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
需
要
を
満
た
す
た

め
に
特
に
大
阪
南
部
の
大
窯
業
地
域
の
供
給
に
よ
っ
た
こ
と
は
、
今

團
の
分
析
結
果
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
断
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、

大
阪
南
部
窯
堆
群
が
ほ
ぼ
畿
内
全
域
を
対
象
と
し
て
い
た
ろ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
笛
匙
◎
）
（
一
簿
）

る
考
古
学
分
野
で
の
見
解
も
、
今
回
の
分
析
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も

奈
良
県
に
つ
い
て
は
実
証
さ
れ
た
と
考
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
際
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
呂
）
　
　
　
（
一
♂
）

地
域
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て
既
に
藤
岡
謙
二
郎
・
岸
俊
男
・
足
利
健

（
δ
刈
〉
　
　
　
（
δ
G
o
）

亮
・
千
田
稔
な
ぜ
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
丹
比
道
と
大
津
道
が
注
目

さ
れ
る
。
窯
肚
群
の
位
置
か
ら
い
え
ば
丹
比
道
の
方
が
有
利
で
あ
る

が
、
大
津
道
の
方
に
は
須
恵
器
運
搬
に
利
用
し
得
る
大
和
川
水
運
と

い
う
長
所
が
あ
り
、
両
者
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
。

　
次
に
窯
撃
茎
に
限
っ
て
分
析
結
果
を
考
察
す
れ
ば
、
大
阪
南
部
窯

蛙
軍
の
内
で
H
O
ご
び
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
が
正
し
く
焼
成
さ
れ
れ

ば
H
》
ρ
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
仮
定
す
る
と
同
一
の
窯
祉
か
ら
出
土
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し
た
須
恵
器
は
互
い
に
相
似
た
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ

故
に
現
段
階
で
は
原
料
粘
土
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
個
六
の
窯
に

関
す
る
限
り
あ
る
特
定
の
採
取
地
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
U
㊤
）

あ
る
。
ま
た
愛
知
県
の
窯
趾
群
に
於
け
る
原
料
粘
土
の
分
析
結
果
な

ど
を
も
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
関
東
地
方
の
縄
文
式
土
器
や
北
部
マ
ラ

ヤ
の
土
器
と
は
異
な
り
、
須
恵
器
の
場
合
は
原
料
粘
土
を
か
な
り
吟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
＞

味
し
て
選
択
・
採
取
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

　
今
圓
の
分
析
に
つ
い
て
の
詳
細
は
紙
数
の
関
係
上
以
上
の
如
く
極

く
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
が
、
試
料
数
を
増
し
た
り
し
て
さ
ら

に
精
密
な
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
の
化
学
的
分
析
方
法
を

併
用
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
従
来
と
も
す
れ
ば
、
色

や
質
・
文
様
な
ど
の
み
で
判
断
し
が
ち
で
あ
っ
た
土
器
の
産
地
分
析

の
方
法
と
し
て
、
本
論
で
呈
示
し
た
X
線
回
折
に
よ
る
方
法
が
有
効

で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
須
葱
器
は
非
常
に
数
多
く
発
見
さ

れ
、
窯
肚
の
遺
跡
も
明
確
で
産
地
分
析
の
対
象
と
し
て
は
適
し
て
い

る
。
そ
の
須
恵
器
の
需
給
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
古
墳
時
代

か
ら
律
令
時
代
に
至
る
諸
勢
力
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
の
蒋
効
な

手
段
と
な
り
得
る
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
単
に
窯
業
地
域
を
把
握
し
た

権
力
の
み
な
ら
ず
、
古
代
に
於
け
る
領
域
を
考
察
す
る
上
で
も
重
要

な
指
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
窯
業
地
域
内
部
の
考
察
に
加
え
て

須
恵
器
の
需
給
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
産
地
分
析
を
試
み
た

の
は
、
ま
さ
に
こ
の
観
点
に
立
脚
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
ま
だ
予
察
的
な
段
階
を
出
な
い
が
、
可
能
性
を
含
ん
だ
一
方
法
と

し
て
、
今
園
の
分
析
結
果
を
直
し
て
お
き
た
い
。

む
　
　
す
　
　
び

　
本
稿
で
は
古
代
手
工
業
を
歴
史
地
理
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
厨

指
し
た
。
そ
こ
で
手
工
業
に
関
連
す
る
地
名
か
ら
説
き
起
こ
し
た
が
、

そ
の
地
名
が
果
た
し
て
手
工
業
者
集
団
に
よ
っ
て
成
立
し
た
い
わ
ば

手
工
業
村
落
を
表
現
す
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
疑
悶
の
点
が

非
常
に
多
い
。
　
た
と
え
ば
国
府
・
郡
家
な
ど
の
政
治
的
中
心
や
交

通
・
帰
化
人
と
の
関
連
に
締
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
に
せ
よ
、
本
論

で
敢
て
深
入
り
し
な
か
っ
た
の
は
対
象
と
す
る
手
工
業
関
係
地
名
の

実
態
を
把
握
し
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
考

古
学
的
研
究
の
進
ん
だ
窯
業
遺
跡
な
ど
は
地
名
と
結
び
つ
け
て
論
じ

得
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
と
り
わ
け
須
恵
器
窯
趾
群

は
古
代
に
於
て
大
き
な
意
味
を
有
し
た
と
い
う
点
な
ど
か
ら
充
分
論

ず
る
に
値
す
る
対
象
で
あ
る
と
考
え
る
。
私
は
さ
ら
に
土
師
地
名
や
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瓦
窯
に
つ
い
て
も
論
及
し
た
が
、
こ
れ
は
古
墳
群
や
律
令
時
代
の
寺

院
・
帝
都
な
ど
と
の
有
機
的
な
結
合
を
解
明
し
た
い
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
古
墳
群
地
帯
と
土
師
地
名
・
埴
輪
製
作
集
落
が
ひ
と
つ
の

ま
と
ま
り
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
古
市
誉
田
古
墳
群
に
於
て

論
述
し
た
。
ま
た
奈
良
県
の
諸
大
寺
に
は
付
属
の
瓦
屋
が
寺
域
に
近

接
し
て
設
置
さ
れ
、
宮
都
造
営
の
た
め
に
は
近
接
し
た
丘
陵
地
帯
が

瓦
製
作
地
帯
と
し
て
改
変
さ
れ
る
様
相
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
中
に

は
五
条
市
の
窯
趾
群
の
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
丘

陵
地
帯
に
立
地
し
た
瓦
窯
や
須
恵
器
窯
の
主
た
る
対
象
は
平
野
部
の

豪
族
や
律
令
的
権
力
の
所
在
地
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
私
は
そ
の
自
然

的
条
件
や
工
人
集
団
居
住
地
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
、
古
代
に

於
て
、
政
治
的
中
心
や
農
業
の
地
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
平
野
部
の

他
に
も
、
少
な
く
と
も
窯
業
立
地
に
よ
っ
て
、
従
来
看
過
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
平
野
周
縁
の
丘
陵
地
帯
も
ま
た
古
代
人
の
生
産
の
場
と
し

て
の
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
他
の
紡
織
関
係

地
名
な
ど
が
窯
業
と
は
異
な
っ
て
、
さ
し
た
る
地
形
的
条
件
な
ど
の

制
約
を
受
け
な
い
故
に
む
し
ろ
平
野
部
に
多
く
分
布
す
る
の
と
は
好

対
照
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
窯
業
地
域
内
部
の
諸
問
題
と
共
に
、
私

が
前
章
で
試
み
た
須
恵
器
の
需
要
関
係
を
明
ら
か
に
し
得
た
時
、
は

じ
め
て
古
代
の
丘
陵
地
帯
と
平
野
部
の
結
び
つ
き
が
分
明
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
以
上
の
展
望
を
有
し
、
そ
の
手
懸
の
一
端
と
し
て
拙
論
を

提
し
た
い
と
思
う
。

①
古
代
に
於
て
手
工
業
と
い
う
概
念
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
必
要

　
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
古
代
手
工
業
の
語
を
使
用
す
る
。

②
　
た
と
え
ば
藤
岡
謙
二
郎
や
小
野
忠
熈
の
業
績
が
注
自
さ
れ
る
。

③
、
喜
田
丸
吉
が
『
士
族
と
歴
史
』
二
巻
　
号
に
部
落
問
題
を
特
輯
し
、
同
二
巻
二

　
号
に
…
川
上
多
助
が
「
品
部
雑
戸
越
」
を
発
表
し
た
こ
と
を
指
す
。

④
．
植
松
考
穆
「
律
令
舗
に
於
け
る
内
部
二
戸
の
由
来
と
大
化
改
新
」
（
蝿
史
観
』
一

　
九
）
で
は
和
銅
六
年
か
ら
養
老
五
年
の
間
、
青
木
鵜
夫
「
腿
役
倒
の
成
立
e
」

　
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
ノ
三
）
で
は
、
和
銅
六
年
か
ら
霊
亀
二
年
の
間
、
上
田
正
昭

　
「
品
部
雑
戸
の
展
開
過
程
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
三
）
で
は
、
天
平
一
〇
年
以
前

　
と
い
う
諸
説
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
俺
川
政
次
郎
は
『
令
集
解
釈
義
』
（
「
九
＝
＝
）
で

　
は
別
諾
は
大
宝
令
の
付
属
法
令
で
あ
る
と
し
、
前
記
三
氏
も
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

⑤
　
狩
野
久
「
口
叩
戸
畑
雛
面
戸
制
の
再
検
司
討
」
（
『
山
人
林
』
四
囲
｝
ニ
ノ
山
ハ
、
　
一
九
六
〇
年
）

⑥
高
橋
蜜
雄
「
三
部
雑
戸
の
基
礎
構
造
」
（
『
史
学
雑
誌
』
）

　
　
福
尾
猛
市
郎
「
品
都
と
雑
戸
の
差
異
に
つ
い
て
」
　
（
京
大
読
史
会
『
国
史
論
集

　
e
』
）

　
　
坂
本
太
郎
「
古
代
に
お
け
る
雑
色
人
の
意
義
に
つ
い
て
」
　
（
坂
本
『
日
本
古
代

　
史
の
基
礎
的
π
隣
蜘
九
的
　
制
度
編
臨
所
温
収
、
　
7
九
｛
ハ
四
）

　
　
太
田
亮
『
日
本
上
代
社
会
組
織
の
研
究
』
（
一
九
五
五
）
第
二
編
「
部
」
、
一
二

　
七
～
二
四
五
頁
。

⑦
平
野
邦
雄
『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
二
九
六
九
）
い
第
三
編
「
品
部
と

　
雑
戸
」
、
～
四
三
～
一
二
九
頁
。

⑧
樋
口
清
之
『
日
本
古
代
産
業
史
』
（
一
九
四
三
）
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彫

⑨
遠
藤
兀
男
『
日
本
職
人
史
の
研
究
（
論
集
編
ご
（
一
九
穴
一
）

⑩
石
母
田
正
「
冒
本
古
代
に
お
け
る
分
業
の
聞
誤
1
｝
つ
の
予
備
的
考
察
一
域
石

　
燈
田
他
編
『
古
代
央
講
座
九
隔
所
取
、
一
九
六
四
）

⑪
八
木
充
『
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
2
九
六
八
）
、
三
九
～
六
三
頁
。

⑫
岩
橋
小
弥
太
『
上
代
官
職
制
度
の
研
究
』
（
｝
九
六
二
）

⑬
渡
辺
実
『
未
解
放
部
落
史
の
研
究
』
　
（
一
九
六
五
）
の
中
で
未
解
放
部
落
の
期

　
芽
は
既
に
古
代
の
聡
警
．
雑
戸
に
於
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
れ
る
。
し

　
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
り
精
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
速
断
は
早
し
む
べ
き

　
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
狩
野
久
　
前
掲
注
⑤

⑱
直
木
孝
次
郎
「
古
代
鷹
家
と
村
落
i
計
画
村
落
の
視
角
か
ら
一
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ

　
ァ
』
、
　
一
九
六
五
）

一
⑯
　
林
屋
辰
三
郎
「
部
民
制
の
成
立
扁
（
『
日
本
古
代
史
論
　
叢
』
所
収
、
　
一
九
六
〇
）

⑰
門
脇
禎
二
『
日
本
古
代
共
同
体
の
研
究
』
二
九
六
〇
）
第
六
章
。

．
⑱
小
林
行
雄
『
古
代
の
技
術
』
（
｝
九
六
二
）
、
『
続
古
代
の
技
術
』
（
　
九
六
四
）

　
　
ま
た
外
国
に
於
け
る
古
代
の
諸
技
術
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
た
と
え
ば
、
男
・
触

　
凋
。
捗
。
ω
一
〇
Q
ε
象
霧
ぎ
》
二
一
⑦
簿
目
㊦
。
｝
ヨ
。
一
〇
σ
q
ざ
く
。
回
減
～
＜
H
H
（
お
忠
I
H
り
0
9

　
が
あ
る
。

⑲
　
た
と
え
ば
、
夏
見
台
学
衛
調
査
巨
編
『
夏
見
台
－
古
墳
時
代
集
落
跡
・
工
房
跡

　
の
発
掘
調
査
』
や
、
木
代
修
一
「
平
城
京
に
於
け
る
工
…
房
に
つ
い
て
」
（
『
史
潮
』

　
四
－
三
）
が
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
、
大
川
清
欝
欝
中
手
県
江
蠣
布
瀬
谷
子
窪
…
跡
群
緊

　
急
調
査
概
報
』
　
（
一
九
六
九
、
【
九
七
〇
）
で
は
特
に
窯
趾
の
み
で
な
く
土
器
製

　
作
の
工
房
祉
に
触
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

⑳
b
冨
幕
ω
。
。
貯
σ
q
o
び
即
い
頃
g
野
饗
乙
費
＆
〉
■
戸
国
詫
”
諺
類
一
G
。
8
蔓

　
o
h
目
①
畠
o
o
一
〇
σ
q
い
・
、
＜
o
一
．
同
（
一
二
野
○
惹
。
益
）
℃
o
詳
①
懸
隔
℃
や
鵯
α
ム
誌
　
（
ダ
・

　
9
。
一
審
。
ω
冒
ピ
貯
（
尻
3
・
硫
8
簿
Y

⑳
〉
．
営
。
霧
“
〉
蕊
δ
醇
貯
凝
ぞ
け
一
碧
ン
｛
暮
g
駐
髭
瞬
ぎ
含
㏄
三
。
切
（
δ
舞

　
r
ζ
等
お
ト
。
①
ー
サ
、
ド
。
民
。
コ
）
、
O
ぎ
冥
臼
×
く
も
。
窪
Φ
蔓
層
℃
や
。
。
鵯
i
ω
。
。
“
．

⑫
　
大
川
清
ら
古
窯
跡
研
究
上
の
問
題
点
」
　
（
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
、
一
九
六
七

　
年
一
月
号
）

　
　
大
川
・
坂
詰
「
古
代
窯
跡
の
形
態
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
五
ニ
ー
四
、
一
九
六
七
）

薦
　
坂
詰
秀
一
「
須
恵
器
の
窯
跡
」
（
『
圏
際
文
化
』
、
一
九
六
三
年
一
〇
月
号
）
、
「
日

　
本
の
古
代
鷹
…
菜
」
（
『
歴
史
教
育
』
｝
閥
一
　
一
一
号
～
六
号
、
一
九
六
六
）

⑳
　
楢
崎
彰
｝
「
須
恵
器
」
（
石
母
田
輪
編
『
古
代
史
講
整
九
』
所
収
、
　
九
六
三
）

　
「
古
代
宋
期
の
窯
業
生
産
」
（
『
日
本
史
研
究
』
七
九
号
、
一
九
六
五
）

㊧
　
倉
田
芳
郎
「
須
恵
器
」
．
（
大
場
磐
雄
他
監
修
『
新
版
考
古
学
講
座
五
』
所
収
、

　
一
九
七
〇
）

醗
　
森
浩
一
「
和
泉
河
内
窯
の
須
恵
器
編
年
」
（
『
世
界
陶
磁
全
集
第
…
集
』
所
収
、

　
一
九
五
八
）

⑳
　
他
に
参
考
と
し
た
も
の
は
、
石
川
恒
太
郎
「
須
恵
窯
祉
考
」
（
『
考
古
学
雑
誌
繍

　
一
ユ
四
－
六
、
｝
九
四
四
）
、
小
山
富
士
失
「
須
恵
器
の
窯
祉
」
　
（
『
考
古
学
雑
誌
』

　
三
九
－
三
・
四
含
贈
号
、
　
九
五
四
）
な
ど
が
あ
る
が
、
窯
業
関
係
の
文
献
目
録

　
と
し
て
は
、
斎
藤
忠
『
日
本
古
代
墨
跡
の
研
究
』
　
（
一
九
穴
八
）
が
詳
し
い
。

鰺
　
鏡
味
完
二
「
晶
部
・
名
代
・
子
代
・
言
掛
・
屯
倉
・
田
荘
の
地
名
去
代
前

　
期
の
地
名
研
究
－
」
（
『
地
理
学
評
論
』
二
七
－
一
一
、
一
九
五
四
）

癖
　
池
田
末
羅
「
古
代
地
名
語
構
成
論
」
（
『
奈
良
文
化
論
叢
』
所
収
、
皿
九
六
七
）

⑳
　
古
代
手
工
業
を
全
般
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
他
に
、
豊
田
武
編
『
体
系
日

　
本
史
叢
書
　
○
　
産
業
史
一
』
　
（
一
九
六
四
）
の
内
で
森
浩
［
「
生
産
用
具
の
製

　
作
」
　
（
七
三
～
…
一
八
頁
）
と
、
平
野
邦
雄
「
生
産
の
組
織
」
　
（
…
一
九
～
＝
一

　
七
頁
）
を
参
照
し
た
。

　
　
さ
ら
に
古
代
手
工
業
に
於
て
重
要
な
乱
曲
を
果
た
し
た
職
業
部
な
ど
の
関
係
史

　
料
は
、
都
落
…
問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
に
関
す
る
輔
称
ム
ロ
的
研
究
　
史
料
第
　
・
第

　
二
」
（
～
九
五
六
）
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
．
従
っ
て
本
稿
作
成
に
際
し
て
史
料
集

　
と
し
て
は
本
堂
を
参
照
し
た
。
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古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

　
　
前
掲
注
鰺
・
⑳

　
　
江
里
口
隆
償
「
品
部
考
㈹
・
的
」
（
『
史
泉
』
＝
～
・
～
三
号
、
　
～
九
五
八
）

　
　
現
大
阪
府
池
田
市
の
服
部
・
呉
服
神
社
、
高
槻
市
の
服
部
、
奈
良
県
斑
鳩
町
．
の

　
服
部
、
大
阪
府
八
尾
市
の
服
部
川
な
ど
の
地
名
が
注
目
さ
れ
る
。

⑭
　
前
掲
注
⑳
の
平
野
邦
雄
執
築
分
。

㊧
　
関
晃
『
帰
化
人
』
　
（
臼
本
歴
史
新
書
、
一
九
六
六
）

慾
　
太
田
亮
『
日
本
古
代
史
新
研
究
』
　
（
一
九
二
八
）
三
二
九
頁
。

⑰
　
寺
村
光
晴
『
古
代
玉
作
の
研
究
』
　
C
九
六
五
）

　
　
こ
の
成
果
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
玉
作
関
係
の
地
名
・
神
社
名
・
人
名

　
と
玉
作
遺
錺
が
合
致
す
る
こ
と
か
ら
も
、
須
恵
地
名
そ
の
他
の
地
名
に
つ
い
て
も

　
遣
跡
と
合
致
す
る
場
含
は
そ
の
地
名
が
古
代
に
於
て
意
味
を
有
し
た
こ
と
を
認
め

　
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
　
江
里
口
　
前
掲
注
⑫

〔
0
9
｝
爆
俊
男
「
紀
氏
に
関
す
る
一
私
考
」
　
（
岸
『
艮
本
古
代
政
治
史
研
究
』
所
収
、

　
～
九
六
六
）

⑳
　
吉
園
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
　
（
…
九
〇
七
）
二
七
八
頁
。

⑳
　
樋
口
清
之
．
・
松
本
俊
吉
（
『
大
三
輪
町
史
』
、
一
九
五
九
）
九
～
＝
離
・
六
四
～

　
七
〇
・
五
六
八
～
五
八
三
頁
。

㊧
　
前
掲
注
⑳
の
他
に
、
堀
内
民
一
『
万
葉
大
和
風
土
記
』
（
…
九
四
三
）
、
米
田
理

　
八
「
海
柘
榴
市
に
就
い
て
」
（
『
磯
城
』
二
一
二
、
一
九
三
九
）

⑳
藤
岡
謙
二
郎
『
国
府
』
　
（
一
九
六
九
）

　
　
た
と
え
ば
周
防
の
鍛
治
屋
、
参
河
の
鍛
治
ケ
谷
、
但
馬
の
工
田
な
ど
。

⑭
　
以
上
に
関
し
て
集
め
た
関
係
地
名
は
全
国
に
わ
た
る
大
繭
以
上
の
地
名
（
…
部

　
は
小
字
地
名
も
）
で
あ
り
、
『
大
和
地
名
大
辞
典
』
（
一
九
五
二
）
、
『
京
都
府
字
名

　
台
帳
』
a
黎
明
府
庁
地
方
課
所
蔵
、
一
九
七
〇
）
の
他
に
、
池
田
末
鯛
氏
所
蔵
『
地

　
名
索
引
』
　
（
一
九
四
二
、
一
九
弱
三
）
の
金
国
分
を
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。

　
　
藏
未
孝
次
郎
「
土
師
氏
の
研
究
」
（
『
人
文
研
究
』
一
一
－
九
、
一
九
六
〇
）

㊨
　
村
津
弘
明
「
土
師
氏
の
研
究
i
律
令
体
制
対
応
以
前
の
様
相
1
」
（
『
神
泉
』
ニ

　
ニ
、
　
一
九
論
ハ
一
）

　
　
小
島
俊
次
「
土
師
四
腹
と
古
墳
」
　
（
『
末
永
先
生
古
稀
記
念
古
代
学
論
叢
』
所

　
収
、
　
　
九
山
ハ
七
）

　
　
小
出
義
治
「
大
和
、
河
内
、
和
泉
の
土
師
氏
」
　
（
『
園
史
学
』
五
四
、
　
｝
九
五

　
～
）

　
　
和
田
潔
「
残
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
史
林
脇
五
七
ー
五
、
一
九
六
九
）

⑰
　
美
濃
周
味
蜂
郡
春
部
里
大
宝
二
年
戸
籍
（
戸
主
土
師
都
在
及
び
論
人
部
加
利
口

　
寄
人
土
師
劇
論
）

　
　
下
総
園
葛
飾
郡
大
島
郷
養
老
五
年
戸
籍
（
二
三
孔
王
証
紙
漏
野
土
土
師
部
刀
自

　
売
）

　
　
下
総
嗣
倉
麻
郡
意
亦
郷
養
老
五
年
戸
籍
（
藤
原
部
小
諸
妻
士
師
部
二
佐
売
）

　
　
出
雲
国
天
平
一
一
年
大
税
賑
給
歴
名
帳
（
鍵
置
都
臣
常
石
口
土
師
部
小
職
）

　
　
遠
江
屡
浜
名
郡
新
居
郷
天
平
～
二
年
輸
租
帳
（
戸
主
土
師
部
小
真
木
）

曝
具
体
的
な
例
は
省
略
す
る
が
、
古
墳
群
の
中
に
あ
る
場
合
と
、
各
古
墳
群
か
ら

　
互
い
に
や
や
離
れ
て
あ
る
場
合
の
二
つ
が
主
で
あ
る
。

嚇
　
直
木
　
前
掲
注
⑯

・
餐
壁
　
村
津
　
筋
掲
注
⑯

⑪
　
賜
支
族
（
四
二
）
と
は
毛
受
腹
・
菅
原
氏
・
秋
篠
氏
と
他
の
一
支
族
の
こ
と
で

　
あ
る
。

⑫
　
薩
木
　
前
掲
注
⑮

⑬
　
小
出
　
前
掲
注
⑯

⑳
　
小
島
　
前
掲
注
⑳

⑳
　
前
掲
⑳
の
小
出
義
治
が
、
立
部
字
土
師
に
現
在
土
師
氏
を
称
す
る
も
の
が
三
〇

　
戸
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
宝
永
こ
年
の
丹
比
郷
立
部
村
明
細
帳
に
土
器
製
作

　
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
報
告
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

騒
　
吉
田
東
伍
　
前
掲
注
＠
　
三
三
〇
・
三
三
四
頁
。
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⑰
朝
臼
新
聞
（
一
九
七
〇
年
一
二
月
二
〇
日
付
）
紙
上
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ

　
ら
に
、
大
阪
府
水
道
部
刊
『
大
阪
府
南
河
内
郡
美
陵
凸
型
…
の
森
乙
番
上
山
二
古
墳

　
の
調
査
鯖
　
（
一
九
六
五
）
　
が
あ
る
。

⑯
　
藤
岡
　
晶
剛
編
狗
沖
…
⑭
　
　
［
山
ハ
四
頁
。

⑲
　
内
務
省
『
特
選
神
名
牒
駈
（
一
九
二
五
）
、
四
九
〇
頁
。

⑳
　
浜
岡
賢
太
郎
他
「
古
代
中
世
に
お
け
る
手
工
業
の
発
達
窯
業
㊧
跡
押
」
（
『
日

　
本
の
考
古
学
W
』
所
収
、
　
九
六
七
〉
、
一
七
六
頁
。

⑳
椴
崎
彰
…
他
「
窯
業
ζ
⇒
東
海
」
（
『
日
木
の
考
古
学
W
隠
所
収
、
一
九
六
七
）
、

　
　
一
三
二
頁
。

　
　
本
多
静
雄
「
愛
知
県
猿
投
山
西
南
麓
の
古
論
祉
群
」
（
岡
陶
説
』
二
四
、
　
｝
九
五

　
五
）
。

　
　
愛
知
県
射
教
曹
四
委
愚
ハ
会
『
愚
久
知
県
猿
投
山
西
南
…
麓
古
鐵
｛
魚
群
』
　
（
一
九
五
六
～
一

　
九
五
九
）
、
司
愛
知
暴
知
多
宵
窯
祉
群
』
（
一
九
六
〇
～
一
九
六
二
）
。

⑫
　
前
掲
注
⑳
『
日
本
の
考
古
学
W
』
、
　
＝
一
㎝
三
頁
。

⑫
前
掲
注
⑪
鳴
日
本
の
考
古
学
W
』
、
＝
一
西
頁
。

　
⑭
鎌
木
魚
畠
他
「
窯
業
㈲
瀬
戸
内
」
　
（
『
日
本
の
考
吉
学
W
』
所
収
、
　
一
九
六

　
　
七
）
、
二
一
八
、
二
一
九
頁
。

　
⑳
　
前
掲
注
⑭
　
一
＝
八
頁
。

’
⑯
　山ハ

ﾔ
苗
心
一
　
「
窒
…
業
　
㊨
照
園
同
」
　
（
『
口
同
本
の
考
＋
口
学
M
魅
所
由
朕
、
　
一
九
島
巡
）
、

　
　
二
四
【
頁
。

　
⑰
　
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
三
（
　
九
七
〇
年
四
月
）
の
「
考
古
ニ
ュ
ー
ス
」
「

　
⑮
藤
澗
　
前
掲
適
量
　
二
三
七
・
二
一
営
八
頁
。

⑳
前
掲
注
⑳

　
⑳
小
山
前
掲
注
⑳
。

　
⑳
松
沢
勲
他
「
猿
投
山
南
西
部
地
域
の
地
質
－
特
に
陶
器
原
料
粘
土
の
地
質
」
（
前

　
　
掲
注
⑳
『
愛
知
県
知
多
古
窯
祉
群
』
所
収
、
｝
九
六
〇
）

　
⑳
　
同
士
心
社
大
学
森
浩
一
氏
の
教
示
に
よ
る
。

⑬
楢
騎
前
掲
注
⑳
、
狩
野
　
前
掲
注
⑥

⑳
　
田
崎
　
前
掲
注
⑳

㊧
　
狩
野
・
前
掲
注
⑤

⑳
　
伊
達
宗
泰
・
森
浩
一
「
土
器
」
　
（
『
ほ
本
の
考
古
学
V
騙
所
収
、
一
九
六
穴
）
、

　
二
〇
～
頁
。

⑰
　
他
に
は
大
阪
府
北
部
窯
趾
群
や
京
都
市
山
科
付
近
の
窯
祉
群
な
ど
が
あ
る
が
、

　
い
ず
れ
も
小
規
模
で
あ
る
。

⑱
　
田
中
琢
「
窯
業
　
㈱
畿
内
」
　
（
『
日
本
の
考
古
学
W
』
所
収
、
一
九
六
七
）
、
二

　
〇
三
頁
。

　
　
和
泉
市
『
和
解
面
一
巾
史
　
筑
二
巻
』
　
（
一
九
山
ハ
五
）

⑳
　
内
務
省
　
抽
朋
掲
注
⑳
　
　
一
ご
山
ハ
胃
貝
。

⑳
　
森
前
掲
注
⑳

⑳
　
田
辺
昭
三
『
陶
邑
古
窯
祉
群
1
』
　
（
一
九
六
六
）

⑳
　
藤
岡
謙
二
郎
他
「
枚
方
の
自
然
と
景
観
」
（
『
枚
方
景
石
　
第
一
巻
』
所
収
、
一

　
九
六
七
）
、
ゴ
～
～
二
㎜
ご
貝
。

　
　
地
学
団
体
研
究
会
『
日
塞
の
第
四
系
駈
（
　
九
六
八
）
、
三
三
四
～
三
三
七
頁
。

⑳
　
田
辺
　
前
掲
注
⑳

　
　
京
都
即
大
学
理
学
部
石
田
志
朗
氏
の
川
教
示
に
よ
る
。

⑳
　
三
渡
俊
｝
郎
「
古
窯
の
熱
的
考
察
」
（
『
私
た
ち
の
考
古
学
』
五
一
二
〔
一
八
〕
、

　
一
九
五
八
）

⑰
　
田
辺
　
前
掲
注
⑳

　
　
光
明
池
な
ど
の
溜
池
は
新
し
く
、
古
代
に
於
て
現
在
見
る
程
の
池
が
あ
っ
た
と

　
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
図
上
に
は
現
在
の
主
な
池
を
示
し
、
便
宜
上
、
地
区

　
に
分
け
る
際
も
こ
れ
ら
の
池
の
名
称
を
使
用
し
た
。

　
　
倉
田
前
掲
注
⑳

⑳
　
田
辺
　
前
掲
注
⑳

⑪
　
田
辺
　
前
掲
注
⑳

122 〈74tl）



古代手工業の歴史地理学的考察（高橋）

⑳
　
山人

纒
{
躍
舷
側
目
一
委
員
ム
駅
『
和
泉
瓢
ル
明
池
地
区
窪
…
跡
詳
発
掘
調
査
概
鋸
惜
』
　
（
　
九
轟
ハ

　
七
）

㊥
森
前
掲
注
⑳

　
　
森
浩
｝
「
飯
蛸
壷
形
土
器
と
須
恵
器
生
産
の
問
題
」
　
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
編

　
『
近
畿
古
文
化
論
孜
』
所
収
、
｝
九
六
三
）

⑳
　
窯
鮭
分
布
図
作
成
と
個
別
的
な
購
期
に
つ
い
て
は
、
森
浩
　
氏
及
び
辻
川
陽
一

　
氏
の
教
示
に
よ
っ
た
。

⑮
　
田
辺
　
前
掲
注
⑳

⑳
　
伊
達
・
森
　
前
掲
注
⑳

　
　
横
山
浩
一
「
土
羅
生
産
」
　
（
『
日
本
の
考
古
学
V
』
所
収
、
　
　
九
六
六
）
、
六
五

　
頁
。

⑳
倉
照
　
前
掲
注
㊧

⑳
　
横
由
［
　
晶
剛
掲
注
⑱
　
穴
五
頁
。

⑲
　
三
渡
俊
一
郎
「
古
窯
の
操
業
期
問
の
考
察
」
　
（
『
考
古
学
研
究
』
九
－
三
〔
三

　
五
〕
、
　
一
九
六
二
）
で
は
、
黒
夏
芝
〇
男
窯
の
灰
原
の
量
か
ら
焼
成
は
数
十
回
を

　
下
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
、
年
数
園
の
焼
成
回
数
と
し
て
操
業
期
間
は
～
○
年

　
前
後
と
す
る
。
ま
た
氏
は
奈
良
・
平
安
朝
様
式
の
窯
に
つ
い
て
は
約
九
年
と
推
定

　
し
て
い
る
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
坂
詰
秀
一
「
古
窯
の
操
業
期
間
の
澗
題
」
（
『
考
古
学
研
究
』

　
一
〇
1
三
〔
三
九
〕
、
　
一
九
六
三
）
で
は
、
祭
良
・
平
安
時
代
の
窯
祉
に
つ
い
て

　
山
形
県
の
例
は
長
く
て
も
＝
　
年
、
武
蔵
躍
分
寺
の
窯
場
は
五
～
六
年
と
推
定
す

　
る
◎

　
　
し
か
し
両
者
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
基
の
窯
が
普
通
五
～
一
〇
年
は
操
業
ざ
れ
た

　
可
能
性
が
強
く
、
五
〇
〇
基
以
上
の
各
時
期
に
わ
た
る
大
斑
坂
群
た
る
大
阪
南
部

　
窯
業
地
域
に
、
工
人
が
多
く
集
団
を
成
し
て
属
住
し
て
い
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地

　
が
な
い
。

鋤
　
田
辺
　
前
掲
注
⑳

（
δ
一
）
　
久
永
春
男
・
山
村
宏
『
大
沢
・
川
尻
古
窯
跡
調
査
報
告
書
』
（
一
九
六
六
）
。

（一

W
）
　
森
　
前
掲
注
⑯

（回

n
ω
）
　
大
阪
層
群
が
農
業
に
は
極
め
て
不
適
で
あ
る
こ
と
は
岡
高
明
に
よ
っ
て
証

　
明
さ
れ
て
い
る
。
　
（
『
癖
直
新
聞
繍
一
九
七
〇
年
六
月
一
一
日
付
）
。

（同

n
膳
）
　
横
山
　
晶
肘
掲
注
⑳
　
六
九
百
ハ
。

（一

W
）
　
伊
達
・
森
　
前
掲
注
⑯
　
二
〇
三
頁
。

（
δ
①
）
　
岸
熊
吉
「
大
和
に
於
け
る
古
代
窯
跡
」
　
（
『
奈
良
県
抄
報
』
｝
　
、
｝
九
五

　
九
）
。

（吟

n
刈
）
　
小
島
俊
次
『
奈
良
県
の
考
古
学
』
　
（
一
九
六
五
）
、
三
一
一
～
三
＝
二
百
ハ
。

（一

Z
。
。
）
岸
熊
吉
　
前
掲
注
（
δ
⑦
）
。

　
　
小
島
　
前
掲
注
（
一
〇
刈
）
　
三
一
三
∴
二
一
四
頁
。

（
δ
O
）
網
干
善
教
「
高
市
郡
飛
鳥
村
飛
鳥
瓦
窯
跡
」
　
（
『
奈
良
県
抄
報
』
五
、
一
九

　
五
五
）
。

（
に
O
）
　
奈
良
鼠
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』
　
（
…
九
五
八
）
。

（一

�
j
　
小
林
　
前
掲
注
⑲
続
編
、
三
〇
三
頁
。

（
＝
亦
。
）
　
五
粂
布
史
調
査
委
貴
会
『
五
条
市
史
隔
（
一
九
五
八
）
で
も
現
在
こ
の
地
に

　
瓦
製
造
業
者
が
多
い
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。

（一

黹
ﾖ
）
　
岸
俊
男
「
古
道
の
歴
史
」
（
『
古
代
の
日
本
　
㈲
近
畿
』
所
収
、
一
九
七
〇
）
。

（H

u
）
　
網
干
　
前
掲
注
（
一
〇
り
）
。

（一

鼇
p
）
　
岸
熊
吉
　
前
掲
注
（
δ
の
）

含
一
①
）
　
網
干
善
教
「
北
葛
城
郡
下
牧
瓦
窯
跡
」
　
（
『
奈
良
累
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

　
調
査
抄
報
』
一
五
、
一
九
六
二
）

（一

�
j
　
掘
池
心
峰
「
造
替
大
鑑
司
瓦
屋
と
興
悲
泣
瓦
窯
境
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
一
九

　
七
、
　
～
九
六
四
）
。

（
＝
c
。
）
　
岩
城
隆
利
「
法
興
寺
か
ら
元
翼
端
へ
」
（
古
代
学
協
会
『
西
瀦
先
生
頚
寿
記

　
念
・
日
本
古
代
史
論
叢
』
所
収
、
一
九
穴
○
）
。

臼
。
）
堀
池
前
掲
注
（
ミ
）
も
瓦
堂
を
指
摘
し
て
い
る
。
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（
お
O
）

（一

aB

ｶ
（一

aB
m
）

　
瓦
窯

（
お
Q
◎
）

（
旨
膳
）

（
這
q
）

　
究
』
所
収
、

（
這
O
）

告
』
五
、

（
這
刈
）

報
告
』

（
這
Q
。
）

（H

aB
閨j

　
査
一
』
（
一
九
六
二
）
、

（一

ﾖ
O
）

（　

B。

g）測
定
に
も
と
つ
く
朝
堂
院
・
内
裏
・
宮
域
お
よ
び
省
京
「
作
り
道
」
考
1
扁
（
『
史

　
林
』
五
二
一
三
、
　
…
九
六
九
）
。

¢
認
〉
　
堀
弁
　
前
掲
注
ρ
ω
O
）
　
望
一
～
三
八
頁
◎

（一

pQ
fQ）

@
伊
達
ψ
ボ
泰
然
狩
殊
遣
跡
の
地
理
学
的
考
察
」
　
（
『
窓
ホ
良
文
化
込
鯛
常
取
㎞
所
…
駅
、

　
一
九
六
七
）
。

（ド

h
）
　
し
か
し
奈
良
県
教
育
委
員
会
『
藤
原
宮
跡
撫
土
木
簡
概
報
』
（
一
九
六
八
）

　
な
ど
で
は
、
木
簡
に
よ
っ
て
古
代
手
工
業
影
踏
の
移
動
を
確
か
め
得
る
例
は
少
い
。

（一

ﾖ
切
）
　
近
年
新
し
く
発
行
さ
れ
た
『
考
古
学
と
自
然
科
学
』
　
一
号
・
二
勢
（
一
九

　
六
八
・
一
九
六
九
）
な
ど
が
そ
の
翠
嵐
で
あ
る
。

（
お
①
）
　
束
村
武
信
「
考
古
学
へ
の
自
然
科
学
的
方
法
の
応
用
の
現
状
－
産
地
分
析

頁
享
四
（
一
六
八
七
）
年
。

享
保
二
〇
（
一
七
三
五
）
年
。

奈
良
教
育
委
員
会
『
都
田
村
吐
山
池
ノ
谷
一
号
墳
　
奈
良
市
登
大
路
町
の

発
掘
調
査
概
要
』
（
一
九
七
〇
）
。

堀
池
　
前
掲
注
（
嵩
刈
）

小
島
　
前
掲
注
（
一
〇
刈
）

福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
法
華
毒
の
造
営
」
　
（
『
日
本
建
築
史
の
研

　
　
　
一
九
四
三
）
。

綱
干
善
教
「
橿
原
市
飛
騨
町
日
高
山
嶺
窯
跡
」
（
『
奈
良
県
文
化
財
調
査
報

　
　
一
九
六
二
）
。

奈
良
県
教
育
委
員
会
『
藤
原
宮
』
　
（
『
奈
良
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査

二
五
、
…
九
六
九
）
、
一
二
八
～
一
三
三
、
四
九
～
六
五
頁
。
．

奈
良
県
文
化
財
保
存
課
久
野
邦
雄
氏
の
教
示
に
よ
る
。

奈
良
国
立
文
化
蹴
研
究
所
閥
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
I
l
官
衙
地
域
の
調

　
　
　
　
　
　
九
〇
頁
。

堀
北
島
世
｝
郎
『
本
ホ
良
県
地
誌
』
　
（
一
九
二
二
）
、
　
　
二
　
～
訟
一
八
頁
。

足
利
健
亮
「
乱
悪
仁
｛
烈
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
　
第
一
報
一
当
景
観
の
観
察
・

．
を
中
心
と
し
て
…
」
（
『
考
古
学
と
自
然
科
学
』
一
、
一
九
六
八
）

　
　
〉
・
〆
＜
団
算
8
冨
9
雪
α
漏
出
①
門
ヨ
ゆ
旨
3
脱
9
器
。
ヨ
。
円
理
O
同
ω
り
篇
8
①
Y

¢
ω
ご
　
東
村
　
前
掲
注
（
一
。
。
①
）
中
で
、
　
図
．
国
・
簗
。
げ
母
傭
長
鳥
国
・
同
．
出
p
噌
並
㊦
橋

　
（
2
簿
舞
①
μ
o
。
駅
お
禽
お
①
O
）
．
図
■
鍔
空
。
冨
巳
（
》
円
。
匿
8
ヨ
。
け
蔓
●
。
撃
噛

　
一
〇
①
O
）
辱
卑
≦
・
〇
四
慈
話
他
（
〉
門
。
冨
8
導
㊥
け
曼
膳
射
し
O
Φ
一
）
魑
｝
｝
O
o
a
島

　
（
≧
9
駐
。
ヨ
簿
蔓
μ
O
◎
。
メ
H
Φ
零
Y
な
ど
の
業
績
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（一

ﾖ
Q
Q
）
今
回
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
奈
良
教
育
大
学
物
理
学
研
究
室
の
市
川
米

　
太
氏
の
指
導
と
多
大
な
協
力
を
得
た
。

（一

ﾖ
り
）
　
大
部
分
の
鉱
物
は
加
熱
さ
れ
た
と
き
白
熱
す
る
以
前
の
温
度
で
燐
光
を
発

　
輝
す
る
。
こ
の
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
の
現
象
を
利
用
し
て
測
定
す
る
方
法
が
熱
ル

　
ミ
ネ
ッ
セ
ソ
ス
法
で
あ
る
。

　
　
今
・
回
は
試
料
を
蝋
粉
砕
し
四
二
メ
ッ
シ
ュ
～
二
〇
〇
メ
ッ
シ
ュ
の
粉
を
水
洗
い
及

　
び
超
音
披
で
オ
ッ
シ
ソ
グ
し
た
後
、
セ
パ
レ
ー
タ
ー
で
白
色
鉱
物
と
着
色
鉱
物
に

　
分
離
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
白
色
鉱
物
を
二
分
し
、
一
方
は
そ
の
ま
ま
、
他
方
に
は

　
五
〇
〇
R
を
照
躬
し
て
そ
の
各
々
を
測
定
し
た
。

（
腎
δ
）
　
市
川
米
太
「
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
に
よ
る
土
器
の
年
代
測
定
」
　
（
『
考
古
学

　
と
凄
然
科
学
臨
一
、
一
九
六
八
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
レ
い
回
〉
淳
犀
窪

　
他
の
業
績
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（H

O
）
切
・
∪
・
9
一
豪
矯
（
松
村
源
太
郎
訳
）
『
X
線
画
折
要
論
』
（
一
九
六
～
）
。

（
置
卜
。
）
竹
岡
清
「
徳
島
県
日
鵬
遣
跡
出
土
の
土
器
の
化
学
的
研
究
」
　
（
『
同
志
社
大

　
学
文
学
部
考
古
学
調
査
報
告
第
二
柵
　
紀
淡
・
鳴
門
海
峡
地
帯
に
お
け
る
考
古
学

　
調
査
報
翫
口
』
所
晶
収
、
　
一
九
山
ハ
八
）
。

（
置
⊆
Q
）
　
田
窪
宏
・
梅
田
聯
子
郎
「
近
畿
地
方
よ
り
出
土
し
た
土
器
の
物
理
的
化
学

　
的
諸
費
質
」
　
（
『
考
古
学
と
自
然
科
学
』
一
一
、
一
九
六
九
）
。

（一

ﾐ
）
　
山
崎
一
雄
「
篠
岡
西
土
の
緑
虫
お
よ
び
灰
紬
陶
片
な
ら
び
に
鳴
海
禺
土
の

　
緑
粕
絢
片
の
化
学
的
研
究
」
　
（
前
掲
注
⑪
三
．
愛
知
県
知
多
古
窯
祉
群
』
所
収
、
一

　
九
六
〇
）
、
「
陶
器
の
建
築
お
よ
び
磁
土
の
化
学
的
研
究
」
　
（
『
考
古
学
と
自
然
科

124　（746＞
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学
』
二
、
一
九
穴
九
）
。

（
に
㎝
）
今
回
の
X
線
回
折
で
は
、
試
料
を
粉
砕
し
、
そ
の
内
二
〇
〇
メ
ッ
シ
誌
以

　
下
の
粉
末
を
デ
ィ
フ
ラ
ク
ト
メ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
測
定
し
た
。

（
窓
①
）
　
田
窪
・
梅
田
　
前
掲
注
（
置
。
。
）
。

（
置
刈
）
　
大
阪
南
部
窯
肚
群
出
土
の
須
恵
器
片
は
、
辻
用
陽
一
氏
の
案
内
で
現
地
採

集
し
た
も
の
と
同
幾
か
ら
提
供
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
地
方
の
窯
肚
試

　
料
は
同
志
裁
大
学
森
浩
一
氏
、
奈
良
県
の
各
試
料
は
考
古
博
物
館
伊
達
宗
泰
氏
に

　
提
供
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
に
Q
O
）
今
園
の
分
析
に
要
し
た
試
料
は
両
方
法
あ
わ
せ
て
約
五
㎝
平
方
の
須
恵
器

　
片
で
充
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
も
特
殊
な
文
様
の
部
分
、
口
縁
部
や
宝
珠
つ
ま

　
み
の
部
分
な
ど
は
粉
砕
を
避
け
他
の
研
究
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
留
意
し

　
た
。

（
置
O
）
　
田
窪
・
梅
田
　
前
掲
注
（
討
。
。
）
。

（
呂
O
）
　
三
渡
前
掲
注
⑳
。

（
議
H
）
　
田
窪
・
梅
田
　
前
掲
注
（
一
お
）
。

（
δ
b
o
）
竹
岡
前
掲
注
（
H
島
）
。

（
覇
。
。
）
　
俳
達
・
森
　
前
掲
注
⑯
　
二
〇
一
頁
。

　
　
田
中
　
前
掲
注
⑱
　
二
〇
三
～
二
〇
五
頁
。

（H

p
鳥
）
　
田
辺
昭
三
「
犀
川
巴
の
変
貌
」
（
『
古
代
の
日
本
　
㈲
近
畿
』
所
収
、
　
一
九
七

〇
）
。

（
峯
㎝
）
　
藤
岡
謙
二
郎
『
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
　
（
｝
九
六
七
）
、

　
【
二
七
～
一
四
一
頁
。

（
嵩
の
）
岸
俊
男
　
前
掲
注
（
置
。
。
）
。

（
窃
刈
）
　
足
利
健
亮
「
恭
仁
京
の
京
極
お
よ
び
和
泉
・
近
江
の
古
道
に
関
す
る
若
干

　
の
覚
え
書
き
」
　
（
『
社
会
科
学
論
集
』
創
刊
号
、
一
九
七
〇
）
。

（
δ
Q
。
）
　
千
田
稔
「
古
代
港
津
の
歴
史
地
理
学
的
考
察
－
瀬
戸
内
に
お
け
る
港
津
肚

　
比
定
を
中
心
と
し
て
一
」
　
（
『
史
林
』
置
三
－
一
、
　
九
七
〇
）
。

Ω
巳
）
松
沢
他
前
掲
注
⑳

含
8
）
　
こ
の
こ
と
は
各
種
土
器
の
X
線
虫
折
の
デ
ー
タ
を
比
較
検
討
す
れ
ば
容
易

　
に
わ
か
る
。
ざ
ら
に
注
（
雛
ゆ
）
で
述
べ
た
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
の
た
め
に
試
料
の

　
粉
宋
を
セ
パ
レ
ー
タ
ー
で
分
離
し
た
際
に
判
明
し
た
よ
う
に
、
縄
文
土
器
な
ど
よ

　
り
は
る
か
に
須
恵
器
の
含
む
白
色
鉱
物
成
分
が
少
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
理
解
し
得

　
る
。

（
京
都
大
学
大
学
院
学
生

）
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years　witnessed　so　many　contributions　to　this　typicaHy　medieval　system．

But　feudalism　as　we　understand　it　is　par　excellence　a　complex　of　private

contracts　between　lord　and　man　and　an　emphasis　must　also　be　laid　on

this　side　when　we　describe　the　feudal　development　in　England　though

the　monarchical　power　was　stronger　from　the　beginning，　exerting　more

or　less　influences　on　English　feudalism．

　　Before　and　after　the　Norman　Conquest　the　feudal　society　developed

through　the．endowment’of　fief，　the　Verdinglicleung　of　feudal　contract，

and　culminated　in　the　status－organized　society　under　the　administrative

initiatives　of　the　Norman　and　Angevin　kings．　At　the　same　time，

however，　it　is　important　to　notice　that　the　full　development　of　such　a

soclety　tended　to　be　immobilized，　till　the　status　consciousness　retreated

in　the　turmoil　of　bastard　feudalism　in　the　fourteenth　and　fifteenth

centurles．

　　Lastly　the　baseard　feudalism　with　its　confusion　and　unswerving　local－

ism　was　overcome　by　the　constitutional　development　of　the　Corrrimons

in　the　same　period，　especially．　in　the　fifteenth　century．

Anciens　arts　et　metiers　ceramiques　vus　de　leur

geographie　historique

par

S．　Takahashi

　　II　est　un　dessein　principal　dans　cette　article　de　mettre　en　lumiere　les

arts　et　m6tiers　du　point　de　vue　g60graphique，　ce　qui　6tait　souvent　laiss6

passer　dans　la　g60graphie　historique　de　・1’ancien　japon．

　　Quand　j’ai　pris　d’abord　qn　apergu　general　sur　les　lieux　des　arts　et

m6tiers　trouv6s　partout　dans　le　pays，　6tant　appuye　sur　les　renseignement

des　disciplines　voisines，　il　6tait　possible　de　donner　quelques　examples

du　nom　de　lieu　et　de　1’emplacement　des　ateliers　c6rarniques　dans　chaque

r6gion　oti　il　existe　encore　leurs　ruines　et　depouilles．

　　Concernant　une　chaine　de　ruines　au　sud　d’Osaka，　je　suppose　de　d6pla－

cement　progressif　des　fourneaux　vers　le　fond　de　la　montagne，　ti　la　suite

de　la　recherche　sur　leur　6tat　de　diffusion　aussi　bien　que　celui　de　1’6ta一

（793）



　　blissement　vu　par　son　aspect　historique　et　naturel，　et　ainsi　de　meme，

　　de　1’habitation　d’une　groupe　des　artisants　c6ramaiques　r6gLiiibrement　au

　　long　de　limite　entre　la　montagne　et　la　plaine．

　　　　Quant　b　la　briqueterie　qui　servait　h　la　construction　de　la　cour　imp6riale

　　et　du　temple　b　Nara－pr6fecture，　il　a　fallu　savoir　oU　ils　se　trouvaient

　　donc　les　briqueteries　appartenant　au　temple　du　nord　dans　cette　pr6fec一

，　ture；j’en　ai　essay6　par　la　voie　toponomique．

　　　　Aussi　il　me　permet　de　voir　la　g60graphie　commerciale，　1’offre　et　de－

　　mande　de　brique　fabriqu6，　mais　non　（lans　le　cas　de　Sueki　pOrcelaine．

　　Afin　d’y　arrivey　a　cului－ci，　j’ai　exploit6　la　methode　scientifiqu．e　te1｝e　que

　　X－rayon　diffractive　et　de　thermoluininescence，　et　de　12t　finalennent，　j’ai

　　conclu　que　c’etait　aux　anciens　fourreaux　au　sud　d’Osaka　que　beac　ucoup

　　de　Sufeei　porcelaines　d6terr6s　h　Nara－pr6fecture　ftc　vaient　6t6　fabriqu6s．

（792）




