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【
要
約
】
　
日
本
に
お
け
る
瓦
の
生
産
の
開
始
か
ら
地
方
寺
院
の
成
立
ま
で
を
、
瓦
生
産
の
初
期
の
段
階
と
捉
え
、
そ
の
時
期
に
み
ら
れ
る
生
産
の
特
質
を
、

工
人
の
動
向
、
生
産
地
の
様
相
と
い
う
ふ
た
つ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、
瓦
陶
兼
業
窯

出
土
の
資
料
を
材
料
に
須
恵
器
編
年
を
再
検
討
し
、
年
代
の
枠
組
を
組
み
立
て
た
。
そ
れ
を
も
と
に
軒
瓦
の
編
年
を
行
い
、
か
つ
、
製
作
技
術
に
対
す
る

検
討
か
ら
、
初
期
の
商
工
の
系
統
の
復
原
を
試
み
た
結
果
、
回
転
成
形
技
法
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
瓦
生
産
の
流
派
の
展
開
が
明
ら
か
に
な
り
、
ほ

か
に
少
な
く
と
も
二
系
統
の
流
派
が
、
七
世
紀
第
1
四
半
期
に
存
在
す
る
こ
と
が
推
測
で
き
た
。
そ
し
て
、
第
2
四
半
期
に
な
る
と
、
重
工
の
系
統
が
分

岐
し
、
多
様
な
あ
り
方
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
さ
ら
に
、
瓦
窯
の
三
体
や
操
業
形
態
、
供
給
関
係
に
対
し
て
検
討
を
行
い
、
須
恵
器
生
産
と

の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
か
ら
、
生
産
技
術
を
保
持
す
る
瓦
工
と
在
地
的
な
須
恵
器
工
人
が
結
び
つ
い
て
瓦
の
生
産
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
組

織
が
需
要
に
応
じ
て
成
立
、
消
滅
す
る
と
い
う
柔
軟
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
生
産
形
態
は
、
七
世
紀
を
通
し
て
拡
大
し
て

い
く
瓦
生
産
の
展
開
に
お
い
て
、
生
産
の
拡
散
を
容
易
に
し
た
ひ
と
つ
の
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
史
林
六
九
巻
蕊
号
　
一
九
八
六
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

六
世
紀
宋
に
始
ま
る
飛
鳥
寺
の
造
営
は
、
大
陸
か
ら
将
来
さ
れ
た
高
度
な
技
術
が
結
集
さ
れ
て
行
わ
れ
た
一
大
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き

導
入
さ
れ
た
新
た
な
技
術
の
な
か
に
は
、
社
会
の
な
か
で
定
着
し
、
律
令
制
下
の
生
産
の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
も
多
い
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

屋
瓦
の
生
産
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

瓦
の
生
産
は
、
飛
鳥
寺
創
建
以
降
、
大
陸
風
寺
院
の
造
営
の
普
及
と
と
も
に
拡
大
し
、
七
世
紀
後
半
に
は
畿
内
以
外
の
地
方
で
の
生
産
も
活
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①

発
に
な
り
、
七
世
紀
の
末
に
は
宮
殿
に
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
飛
鳥
時
代
を
通
し
て
瓦
の
生
産
は
拡
大
の
傾
向
に
あ
る
と

言
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
展
開
を
可
能
に
し
た
生
産
技
術
、
生
産
体
制
が
、
い
か
に
整
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
地
方
寺
院
造
営
の
本
格
化
す
る
七
世
紀
中
頃
ま
で
の
時
期
を
瓦
生
産
の
定
着
期
と
捉
え
、
こ
の
時
期
の
生
産
、
供
給

に
み
ら
れ
る
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
ま
で
、
瓦
生
産
の
特
質
を
議
論
す
る
と
き
、
瓦
窯
の
立
地
や
構
造
、
生
産
瓦
の
供
給
関
係
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

生
産
組
織
や
生
産
構
造
に
言
及
す
る
た
め
に
は
、
生
産
に
あ
た
っ
た
工
人
の
動
向
を
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
飛
鳥
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
、
瓦
生
産
へ
の
須
恵
器
工
人
の
関
与
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
生
産
地
に
お
け
る
言
忌
と
須
恵
器
工
人
の
動
向
を
、
よ
り
細
か
く
み

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
素
潜
の
系
統
の
問
題
も
、
瓦
生
産
の
展
開
の
な
か
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

瓦
工
の
系
統
に
関
し
て
は
、
瓦
当
文
様
の
作
風
か
ら
類
推
す
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
院
造
営
と
工
人
の
系
統
の
関
係
を
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
る
際
に
も
、
瓦
当
文
様
を
手
が
か
り
に
す
る
場
合
が
多
い
。
文
様
ば
か
り
で
な
く
、
瓦
の
製
作
技
術
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、

工
人
の
系
統
の
復
原
が
よ
り
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
生
産
に
あ
た
っ
た
工
人
の
動
向
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
ま
ず
瓦
の
製
作
技
術
に
反
映
さ
れ
る
瓦
工
の
系
統
の
復
原
と
い
う
作

業
を
進
め
、
そ
の
う
え
で
、
瓦
工
の
活
動
の
場
で
あ
る
瓦
窯
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
る
様
相
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。

そ
の
際
、
各
瓦
窯
を
と
り
ま
く
窯
業
生
産
の
展
開
に
も
注
意
し
、
と
く
に
須
恵
器
生
産
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
か
な
る
時
代
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
も
、
年
代
と
い
う
共
通
の
尺
度
の
樹
立
が
、
基
礎
的
な
乎
続
き
と
し
て
重
要
で
あ

る
。
本
稿
で
扱
う
七
世
紀
前
半
は
、
文
献
資
料
に
お
い
て
も
比
較
的
確
か
な
記
事
が
豊
か
に
な
る
時
代
で
あ
り
、
歴
史
を
考
古
学
の
方
法
に
よ

っ
て
解
明
す
る
う
え
で
も
、
確
か
な
年
代
が
要
求
さ
れ
る
。
従
来
、
瓦
の
年
代
は
、
瓦
当
文
様
か
ら
与
え
ら
れ
て
き
た
が
、
言
論
す
る
よ
う
に
、

文
様
の
変
遷
に
年
代
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
恣
意
的
な
解
釈
の
入
る
余
地
も
あ
り
、
最
も
有
効
な
方
法
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
年
代
の
定
点

で
あ
る
べ
き
寺
院
に
つ
い
て
も
、
創
建
年
代
に
諸
説
の
あ
る
場
合
が
あ
り
、
安
易
に
年
代
を
決
め
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
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こ
で
、
考
察
に
先
だ
ち
、
時
間
的
変
化
が
鋭
敏
で
あ
り
、

年
代
を
付
与
し
、
年
代
の
枠
組
を
提
示
し
て
お
こ
う
。

瓦
と
共
伴
す
る
こ
と
の
多
い
遺
物
で
あ
る
須
恵
器
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
編
年
に
絶
対

①
　
飛
鳥
時
代
と
い
う
時
代
名
称
は
、
美
術
史
学
、
建
築
史
学
の
用
語
法
か
ら
、
七

　
樵
紀
前
半
に
あ
て
る
用
い
方
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
日
本

　
史
学
の
通
説
に
従
い
、
推
古
天
皇
が
飛
鳥
豊
浦
宮
に
即
位
し
た
崇
峻
天
皇
五
年

　
（
五
九
二
年
）
か
ら
平
城
遷
都
（
七
｝
○
年
）
ま
で
を
指
す
区
分
と
し
て
用
い
る

　
こ
と
に
す
る
。

②
近
年
の
調
査
成
果
を
と
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
毛
利
光
俊
彦
「
近
畿
地
方
の

　
瓦
窯
」
（
『
仏
教
芸
術
』
一
四
八
号
、
一
九
八
三
年
）
、
森
郁
夫
「
古
代
の
瓦
窯
」
（
同

　
前
）
、
田
中
琢
「
古
代
窯
業
の
展
開
」
（
『
講
座
・
臼
本
技
術
の
社
会
史
』
第
四
巻

　
窯
業
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

③
　
瓦
生
産
組
織
の
研
究
は
、
正
倉
院
文
諮
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
資
料
を
材
料
に

　
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
史
料
の
性
格
か
ら
奈
良
時
代
以
後
の
官
営
工
房
な
い
し
そ

　
れ
に
準
じ
た
工
房
の
組
織
に
限
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
そ
の
成
果
を
、

　
特
期
的
に
先
行
す
る
飛
鳥
時
代
の
工
房
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

④
　
田
中
琢
「
古
代
窯
業
の
展
開
」
（
前
掲
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
本
稿
で
は
、
生
産
に
携
わ
る
飽
す
べ
て
を
工
人
と
定
義
す
る
観
点
か
ら
、
瓦
工

　
人
、
須
恵
器
工
人
の
よ
う
に
周
い
、
そ
の
生
産
に
と
っ
て
不
可
欠
の
技
術
維
持
層

　
に
対
し
て
は
、
瓦
工
、
陶
工
と
す
る
よ
う
に
使
い
分
け
を
行
う
。

⑥
石
田
茂
作
「
古
聖
よ
り
見
た
日
鮮
文
化
の
交
渉
」
（
『
考
古
学
評
論
』
第
三
輯
、

　
仏
教
考
古
学
論
叢
、
一
九
四
一
年
置
、
藤
沢
一
夫
「
華
墨
古
代
屋
瓦
の
系
譜
」
（
『
世

　
田
介
美
術
全
集
』
第
一
一
巻
、
　
一
九
山
ハ
一
年
）

⑦
　
瓦
当
文
様
か
ら
工
人
の
動
晦
を
推
定
し
、
寺
院
造
営
者
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た

　
も
の
に
、
山
崎
信
二
「
後
期
古
墳
と
飛
鳥
白
鳳
寺
院
」
（
『
文
化
財
論
叢
』
奈
良
国

　
立
文
化
財
研
究
所
創
立
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
、
一
九
七
八
年
）
が
あ
る
。

畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

一
　
須
恵
器
編
年
の
再
検
討

　
須
恵
器
の
編
年
研
究
は
、
戦
後
著
し
い
発
展
を
み
せ
て
い
る
が
、
年
代
決
定
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
定
点
に
つ
い
て
も
深
い
関
心
が
払
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
き
た
。
古
く
は
、
福
岡
県
岩
戸
山
古
墳
や
奈
良
県
石
舞
台
古
墳
と
い
う
、
被
葬
者
の
擬
定
可
能
な
古
墳
出
土
資
料
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、

一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
、
飛
鳥
寺
、
川
原
寺
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
下
層
遺
構
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
出
土
資
料
が
年
代
の
定
点
と
し
て
重
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
瓦
と
須
恵
器
を
生
産
し
た
窯
（
瓦
陶
兼
業
窯
）
に
お
け
る
両
者
の
共
伴
関
係
も
、
須
恵
器
の
絶
対
年
代
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
え
だ
も
と
い
な
り
③

る
う
え
で
重
要
で
あ
る
が
、
幡
枝
元
稲
荷
窯
を
は
じ
め
と
す
る
七
世
紀
前
半
の
例
も
増
加
し
て
い
る
。
と
く
に
、
近
年
、
四
天
王
寺
や
豊
浦
寺

な
ど
、
文
献
に
現
わ
れ
る
初
期
寺
院
の
瓦
窯
の
発
見
が
あ
い
つ
ぎ
、
そ
こ
で
の
瓦
と
須
恵
器
の
共
伴
関
係
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
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の
よ
う
に
、
年
代
の
定
点
と
し
て
よ
り
重
要
な
資
料
が
加
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
須
恵
器
を
よ
り
確
実
な
年
代
の
尺
度
と
す
る
こ
と
が
容
易
に

な
て
っ
き
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、
統
一
し
た
年
代
観
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
編
年
に
よ
っ
て
は
、
同
一
の
形
態
を
土
器
に
半
世
紀
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
ず
れ
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
須
恵
器
編
年
の
再
検
討
か
ら
は
じ
め
、
年
代
の
手
が
か
り
を
持
つ
遺
跡
出
土
資
料
の
検
討
を

経
て
、
絶
対
年
代
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

4 （316）

　
1
　
隼
上
り
窯
出
土
須
恵
器
の
編
年

　
飛
鳥
時
代
の
前
半
の
須
恵
器
は
、
蓋
杯
や
高
杯
に
お
け
る
手
法
の
省
略
や
形
態
の
退
化
、
法
量
の
縮
小
と
い
っ
た
退
化
現
象
が
顕
箸
で
あ
り
、

時
期
的
な
差
を
綱
か
く
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
式
変
化
を
念
頭
に
、
窯
で
の
層
位
関
係
を
留
意
す
る
こ
と
か
ら
、
よ

り
細
か
な
編
年
が
可
能
に
な
ろ
う
。
編
年
の
材
料
に
は
、
年
代
の
定
点
に
な
り
う
る
瓦
陶
兼
業
窯
の
資
料
が
望
ま
し
い
が
、
豊
浦
寺
に
瓦
を
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
あ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

給
し
た
京
都
府
宇
治
市
の
干
上
り
窯
か
ら
は
、
や
や
型
式
差
の
あ
る
須
恵
器
が
三
基
の
窯
の
右
体
、
灰
原
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
編
年
的
検
討

に
耐
え
う
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
隼
上
り
窯
出
土
資
料
の
編
年
を
行
い
、
そ
れ
を
も
と
に
須
恵
器
編
年
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。
記
述
に
際
し
て
、
古
墳
時
代
以
来
の
、
蓋
受
け
の
た
め
の
た
ち
あ
が
り
を
持
つ
再
選
と
そ
の
蓋
の
セ
ッ
ト
を
一
杯
と
呼
び
、
新
た
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

現
す
る
、
つ
ま
み
が
付
き
、
内
面
に
身
受
け
の
か
え
り
を
持
つ
蓋
を
杯
A
蓋
、
そ
れ
に
対
応
す
る
、
高
台
の
付
か
な
い
愚
身
を
杯
A
と
蓑
現
す

る
。　

さ
て
、
『
隼
上
り
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
詳
報
』
で
は
、
出
土
須
恵
器
を
四
段
階
に
区
分
す
る
編
年
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
第
三
段
階
と
第
四
段
階
の
差
が
明
瞭
で
な
く
、
資
料
数
も
少
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
両
段
階
を
合
わ
せ
て
皿
段
階
と
す
る
区
分
に
よ
っ
て
捉

え
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
報
告
書
の
第
2
段
階
は
、
第
3
段
階
と
時
閥
的
な
差
が
少
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
別
の
資
料
を
用
い
て
亙
段

階
を
設
定
す
る
。
ゆ
え
に
、
本
稿
の
豆
段
階
と
報
告
書
の
第
2
段
階
は
一
致
し
な
い
。
以
下
、
早
上
り
1
段
階
か
ら
運
段
階
に
つ
い
て
、
蓋
杯
、

高
杯
の
型
式
変
化
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
（
図
一
）
。
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H
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　　　　　　　　　　　　図1　隼上り窯出土須恵器の編年
（1～3：1号窯灰原，4～8：2号窯灰原，9，10，13：2号窯最終床面，11，12：3号・窯灰原，

縮尺5分の1）

　
隼
上
り
1
段
階
は
、
一
括
資
料
と
し
て
提

示
で
き
る
も
の
は
な
く
、
一
号
窯
お
よ
び
二

号
窯
の
三
原
に
散
在
し
て
い
る
資
料
に
よ
っ

て
設
定
で
き
る
。
一
杯
は
、
身
の
口
径
（
た

ち
あ
が
り
径
i
以
下
同
じ
）
が
一
一
　
㎝
前
後
、

蓋
の
口
径
が
＝
二
c
m
前
後
で
、
身
の
底
部
お

よ
び
蓋
の
天
井
部
に
は
、
回
転
削
り
が
施
さ

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
蓋
杯
に
は
、

二
段
透
し
を
も
つ
長
脚
の
高
杯
が
伴
う
と
考

え
ら
れ
る
。
隼
上
り
H
段
階
は
、
二
号
窯
灰

原
の
な
か
で
も
、
5
A
、
6
A
、
6
Z
区
の

出
土
資
料
を
標
式
と
し
た
。
軒
丸
瓦
の
出
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

分
布
を
み
た
と
き
、
特
定
の
型
式
が
こ
の
地

匿
に
集
中
す
る
傾
向
が
潜
取
で
き
る
の
で
、

時
間
的
に
ま
と
ま
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
、

共
伴
須
恵
器
を
扱
い
う
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
実
際
、
蓋
杯
の
口
径
を
み
る
と
、
身

で
一
〇
㎝
前
後
、
蓋
で
一
一
㎝
前
後
に
集
中

す
る
傾
向
が
あ
り
、
時
間
幅
の
少
な
さ
を
暗
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示
し
て
い
る
。
口
径
の
縮
小
と
同
時
に
、
調
整
も
粗
雑
化
し
て
お
り
、
身
の
底
部
お
よ
び
蓋
の
天
井
部
で
ヘ
ラ
切
り
後
の
削
り
調
整
が
省
略
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
て
い
る
も
の
が
主
体
を
占
め
る
。
ま
た
、
少
数
な
が
ら
、
乳
頭
状
の
つ
ま
み
の
付
く
杯
A
蓋
が
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
天
井
部
に
は
回
転
削

り
が
施
さ
れ
て
お
り
、
同
時
期
の
蓋
杯
と
比
べ
て
調
整
が
丁
寧
で
あ
る
。
こ
の
杯
A
蓋
に
対
応
す
る
杯
A
は
明
確
で
な
い
。
杯
A
が
蓋
杯
の
蓋

と
区
別
で
き
な
い
形
態
を
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
杯
A
蓋
が
三
号
窯
灰
原
5
A
区
で
出
土
し
て
い
る
小
形
の
椀
と
組
み
合
う
可
能
性
も

あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
と
く
に
、
両
者
が
と
も
に
ヘ
ラ
切
り
後
に
削
り
調
整
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
5
A
、
6
A
、
6
Z
区
出
土
の

高
杯
に
は
、
脚
の
透
し
が
ヘ
ラ
に
よ
る
切
り
込
み
の
み
に
な
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
全
く
失
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
の
段
階
の

高
杯
の
様
稲
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
号
窯
最
終
床
面
の
資
料
は
、
二
号
重
落
原
の
資
料
と
比
べ
て
、
蓋
杯
が
さ
ら
に
縮
小
し
て
お
り
、
身
で
一
〇
㎝
、
蓋
で
一
一
㎝
を
超
え
る

も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
身
の
た
ち
あ
が
り
も
、
屡
小
化
が
一
段
と
進
ん
で
い
る
。
同
一
の
窯
に
お
い
て
は
、
灰
原
内
の
遣
物
よ
り

も
、
最
終
床
面
上
の
遺
物
の
方
が
新
し
い
こ
と
が
自
明
で
あ
る
の
で
、
前
述
の
変
化
は
時
間
差
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
隼
上
り
皿

段
階
を
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
設
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
二
号
窯
最
終
床
面
の
資
料
に
は
杯
A
蓋
が
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
豆
段
階
の
指
標
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
二
号
窯
灰
原
で
は
現
れ
て
い
る
の
で
、
最
終
床
面
の
時
期
に
も
杯
A
蓋
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
杯
A
蓋
の
例
と
し
て
は
、
三
号

窯
灰
原
左
半
出
土
の
資
料
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
隼
上
り
皿
段
階
の
高
杯
は
、
脚
の
透
し
が
な
い
う
え
に
、
二
段
に
区
分
す
る
沈
線
を
も
失
っ
て

い
る
。
長
脚
の
高
杯
の
最
末
形
態
で
あ
る
。

　
以
上
の
検
討
よ
り
得
ら
れ
た
隼
上
り
1
段
階
か
ら
皿
段
階
を
通
観
す
る
と
、
蓋
杯
で
は
、
口
径
が
身
で
約
二
一
㎝
か
ら
一
〇
㎝
、
九
c
m
へ
と

縮
小
し
て
い
る
。
調
整
も
身
の
底
部
や
蓋
の
天
井
部
の
外
面
に
回
転
削
り
を
施
す
も
の
が
、
1
、
皿
段
階
で
は
ほ
と
ん
ど
稀
で
あ
る
と
い
う
退

化
の
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
一
方
、
杯
A
蓋
は
、
1
段
階
に
出
現
し
て
い
る
が
、
個
体
間
の
変
異
が
大
き
く
、
事
象
と
し
て
不
安
定
で
あ
る
。

そ
し
て
、
出
現
当
初
の
も
の
が
、
椀
の
蓋
で
あ
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
が
注
意
さ
れ
た
。
高
尾
は
、
1
段
階
で
は
前
脚
二
段
透
し
で
あ
る
が
、

丑
段
階
で
透
し
の
退
化
、
消
失
が
み
ら
れ
、
皿
段
階
に
な
る
と
二
段
に
区
切
る
沈
線
を
も
失
う
と
い
う
よ
う
に
、
と
く
に
脚
に
お
い
て
退
化
の
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傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
次
に
、
従
来
の
須
恵
器
編
年
と
比
較
し
よ
う
。
田
辺
昭
三
の
藻
類
編
年
で
は
、
T
K
二
〇
九
型
式
が
、
蓋
杯
や
高
卑
の
形
態
、
法
幣
お
よ
び

手
法
に
お
い
て
、
隼
上
り
一
段
階
と
似
た
様
相
を
持
っ
て
い
る
。
時
期
的
に
併
行
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
T
K
二
一
七
型
式
は
、
示
さ
れ

て
い
る
資
料
に
変
異
が
大
き
く
、
比
較
が
容
易
で
な
い
が
、
隼
上
り
豆
、
皿
段
階
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
T
K

一
二
七
型
式
は
、
隼
上
り
豆
、
皿
段
階
に
区
分
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
時
期
の
降
る
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

当
該
期
の
陶
器
窯
の
良
好
な
一
括
資
料
に
、
T
K
七
九
窯
か
ら
思
詰
め
の
状
態
で
出
土
し
た
須
恵
器
が
あ
る
。
蓋
杯
の
形
態
や
器
量
な
ど
で
隼

上
り
1
段
階
の
も
の
に
酷
似
し
て
お
り
、
両
窯
の
併
行
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
視
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
飛
鳥
地
域
の
須
恵
器
編
年
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
飛
鳥
亘
の
標
式
資
料
で
あ
る
坂
田
寺
S
G
一
〇
〇
出
土
の
須
恵
器
は
、
蓋
杯
の
身
の
口
径

が
八
㎝
余
り
で
、
最
も
縮
小
化
の
進
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
隼
上
り
皿
段
階
で
示
し
た
資
料
よ
り
も
や
や
小
さ
い
。
ま
た
、
共
激
し
た
杯
A
蓋
は
、

皿
段
階
の
例
と
似
た
形
態
を
呈
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
隼
上
り
皿
段
階
を
飛
鳥
E
に
比
定
し
て
お
く
。
一
方
、
飛
鳥
1
の
標
式
資
料
で
あ
る
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

墾
田
宮
推
定
地
S
D
O
五
〇
の
出
土
遺
物
は
、
変
異
に
富
み
、
か
な
り
時
間
幅
を
持
つ
と
推
測
で
き
る
が
、
隼
上
り
一
、
H
段
階
に
相
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
杯
A
蓋
の
初
現
形
態
が
わ
ず
か
に
含
ま
れ
る
点
な
ど
、
似
た
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
い
さ
さ
か
古
い
編
年
で
あ
る
が
、
横
山
浩
一
に
よ
る
古
墳
出
土
須
恵
器
の
編
年
と
比
較
し
よ
う
。
横
山
編
年
で
は
、
海
北
塚
式
か
ら
荒
丸
儲
、

桃
谷
式
、
野
畑
式
へ
と
、
蓋
杯
の
縮
小
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
そ
の
法
量
お
よ
び
身
の
た
ち
あ
が
り
の
形
態
か
ら
、
隼
上
り
1
段
階
が
荒
坂
式
、

隼
上
り
豆
段
階
が
桃
谷
式
、
隼
上
り
皿
段
階
が
野
畑
式
と
近
似
し
た
様
相
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
、
桃
谷
式
で
は
、
初
現
形

態
の
杯
A
蓋
と
小
形
椀
の
セ
ッ
ト
を
伴
っ
て
お
り
、
隼
上
り
豆
段
階
と
の
共
通
性
が
強
い
。
横
山
編
年
の
桃
谷
式
や
野
畑
式
に
つ
い
て
、
「
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

化
が
停
滞
し
た
感
じ
」
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
隼
上
り
窯
の
各
段
階
と
よ
く
対
応
す
る
こ
と
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
飛
鳥
時
代

の
須
恵
器
の
変
遷
を
明
確
に
捉
え
た
編
年
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
時
期
の
須
恵
器
編
年
に
お
い
て
は
、
杯
A
蓋
の
出
現
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
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⑱

蓋
杯
と
杯
A
・
杯
A
蓋
と
の
共
存
を
考
え
な
い
編
年
案
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
中
村
浩
に
よ
る
陶
邑
編
年
で
は
、
隼
上
り
∬
段
階
に
相
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
の
の
う
ち
、
蓋
杯
を
豆
型
式
六
段
階
、
杯
A
・
杯
A
蓋
を
皿
型
式
一
段
階
と
し
、
両
者
を
先
後
関
係
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

杯
A
・
杯
A
蓋
は
、
蓋
杯
が
変
化
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
蓋
杯
が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
別
の
新
た
な
器
形
と
し
て
出
現
し
、
次
第
に

量
的
に
増
大
し
、
最
後
に
蓋
杯
に
取
っ
て
替
っ
た
と
い
う
推
移
が
、
隼
上
り
窯
に
お
け
る
須
恵
器
編
年
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

地
域
に
よ
っ
て
は
、
杯
A
蓋
の
初
現
の
時
期
に
差
が
あ
る
こ
と
も
十
分
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
蓋
杯
の
消
減
は
、
畿
内
で
は
杯
A
蓋
が
定
型
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
時
点
で
み
と
め
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
遅
れ
る
地
域
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
杯
A
蓋
や
蓋
杯
の
有
無
で
も
っ
て
時
期
を
推
定
す
る

こ
と
は
、
危
険
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
定
型
化
前
の
杯
A
蓋
は
、
鍵
形
と
し
て
不
安
定
で
あ
る
の
で
、
単
独
で
年
代
の
指
標
に
用
い
る

に
は
危
険
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
期
の
須
恵
器
の
年
代
を
考
え
る
う
え
で
は
、
蓋
杯
や
高
風
に
み
ら
れ
る
特
徴
、
と
く
に
口
径
の
縮

小
傾
向
を
は
じ
め
と
す
る
退
化
現
象
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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2
　
年
代
の
定
点
の
須
恵
器

　
次
に
、
年
代
の
定
点
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
、
馬
丁
兼
業
窯
お
よ
び
寺
院
・
宮
殿
下
層
出
土
の
須
恵
器
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず
肱
ひ
ら
の
や
ま
⑳

　
須
恵
器
の
年
代
を
考
え
る
う
え
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
初
期
の
瓦
陶
兼
業
窯
と
し
て
は
、
隼
上
り
窯
の
ほ
か
に
、
楠
葉
平
野
山
窯
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

幡
枝
元
稲
荷
窯
が
挙
げ
ら
れ
る
。
楠
葉
平
野
山
窯
で
は
、
と
く
に
、
四
天
王
寺
創
建
時
の
軒
丸
瓦
と
共
適
し
た
三
号
窯
の
最
終
床
面
の
須
恵
器

（
図
二
一
9
～
1
2
）
が
重
視
で
き
る
。
蓋
杯
の
身
の
た
ち
あ
が
り
は
爆
小
化
し
、
口
径
は
、
身
が
ほ
ぼ
一
〇
㎝
、
蓋
が
＝
㎝
前
後
で
、
身
の
底

部
お
よ
び
蓋
の
天
井
部
に
ヘ
ラ
切
り
後
の
調
整
が
施
さ
れ
な
い
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
隼
上
り
豆
段
階
と
の
共
通
性
を
明
示
し
て

い
る
。
な
お
、
床
面
上
で
出
土
し
た
蓋
は
、
扁
平
な
つ
ま
み
を
持
ち
、
壷
類
の
蓋
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
天
井
部
に
丁
寧
な
ヘ
ラ
削

り
を
加
え
る
点
な
ど
、
隼
上
り
1
段
階
の
杯
A
蓋
に
似
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
同
じ
く
創
建
瓦
を
焼
成
し
た
七
号
窯
（
楠
葉
東
遺
跡
内
第
五
瓦
窯
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

第
一
次
窯
体
の
最
終
床
面
か
ら
、
三
号
窯
最
終
床
面
出
土
例
と
ほ
ぼ
同
じ
形
態
、
調
整
を
持
つ
蓋
杯
が
出
土
し
て
い
る
（
同
7
、
8
）
。
両
窯
の
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例
が
と
も
に
最
終
床
面
と
い
う
出
土
状
態
で
あ
る
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
四
天
王
寺
創
建
瓦
の
焼
成
は
、
爪
上
り
一
、
豆

段
階
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
幡
枝
元
稲
荷
窯
の
須
恵
器
は
、
身
に
短
い
た
ち
あ
が
り
が
付

き
、
底
面
を
粗
雑
に
仕
上
げ
た
蓋
杯
が
圧
倒
的
で
、
内
面
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
り
を
持
つ
杯
A
蓋
は
一
例
の
み
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
高
杯

に
は
、
脚
に
二
段
の
切
り
込
み
状
の
透
し
を
持
つ
も
の
と
、
透

し
の
全
く
な
い
も
の
が
あ
る
。
蓋
杯
お
よ
び
高
杯
の
特
徴
、
そ

れ
に
杯
A
蓋
が
わ
ず
か
に
存
在
す
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
隼
上

り
∬
段
階
と
似
た
様
相
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
田

辺
昭
三
が
自
ら
の
編
年
の
な
か
で
、
T
K
二
〇
九
型
式
と
T
K

一
＝
七
型
式
の
聞
に
、
幡
三
元
稲
荷
窯
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ

㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
と
も
一
致
し
よ
う
。

　
寺
院
・
宮
殿
下
層
の
須
恵
器
と
し
て
、
飛
鳥
寺
、
川
原
寺

（
川
原
宮
）
、
難
波
宮
の
出
土
例
に
加
え
て
、
法
隆
寺
若
草
伽
藍

の
出
土
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
検
討
を
加
え
よ
う
。

　
飛
鳥
寺
創
建
前
の
包
含
層
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
の
う
ち
、

上
贋
出
土
例
（
図
二
i
1
、
2
）
は
、
飛
鳥
寺
造
営
の
直
前
の
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

相
を
示
す
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
蓋
杯
の
身
は
、
や
や
長
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い
た
ち
あ
が
り
を
持
ち
、
口
径
も
一
三
㎝
で
、
隼
上
り
1
段
階
の
も
の
よ
り
退
化
の
度
合
い
が
少
な
い
。
そ
の
蓋
は
、
口
径
一
四
㎝
で
、
天
井

部
と
口
縁
部
の
境
が
鈍
い
稜
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
背
丈
か
ら
、
隼
上
り
1
段
階
に
先
行
す
る
段
階
、
す
な
わ
ち
海
北
塚
式
（
T
K
四
三
型

式
）
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
八
二
年
度
の
法
隆
寺
境
内
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
若
草
伽
藍
古
葉
の
造
営
に
際
し
て
埋
め
た
て
ら
れ
た
溝
、
S
D
一
＝
四
〇
が
検
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
、
造
営
工
事
に
伴
う
と
み
ら
れ
る
木
材
の
削
り
屑
と
と
も
に
土
器
が
出
土
し
て
い
る
（
同
3
～
6
）
。
須
恵
器
蓋
杯
の
身
は
、
口
径
一
四
㎝

と
大
形
で
、
比
較
的
し
っ
か
り
と
し
た
た
ち
あ
が
り
を
持
つ
も
の
（
同
3
）
と
、
口
径
一
〇
～
一
一
㎝
で
、
短
い
た
ち
あ
が
り
の
も
の
（
同
4
、

6
）
が
あ
る
。
前
者
は
、
前
述
の
飛
鳥
寺
下
層
の
資
料
に
近
似
し
、
後
者
は
、
た
ち
あ
が
り
の
形
状
や
口
径
を
含
め
て
考
え
る
と
、
隼
上
り
1

段
階
な
い
し
二
段
階
に
比
定
で
き
る
。
建
物
下
層
に
あ
っ
て
は
、
最
も
新
し
い
資
料
が
建
物
築
造
の
年
代
に
近
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

若
草
伽
藍
の
造
営
が
隼
上
り
一
、
H
段
階
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　
川
原
寺
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
川
原
宮
造
営
の
た
め
に
埋
め
た
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
沼
の
埋
土
か
ら
、
土
器
、
木
製
品
が
出
土
し
て

　
⑳

い
る
。
須
恵
羅
は
、
蓋
杯
の
身
が
口
径
八
～
一
〇
㎝
で
、
極
め
て
卑
小
化
し
た
た
ち
あ
が
り
を
持
つ
（
同
1
4
～
1
7
）
。
つ
ま
み
の
部
分
を
欠
く
が
、

杯
A
蓋
と
み
ら
れ
る
も
の
（
同
1
3
）
も
出
土
し
て
い
る
。
口
径
が
著
し
く
小
さ
い
点
を
考
慮
す
る
と
、
隼
上
り
皿
段
階
の
も
の
が
主
体
を
占
め
る

と
理
解
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
難
波
宮
で
は
、
前
期
難
波
宮
の
整
地
土
の
下
で
、
竪
穴
住
居
や
掘
立
柱
建
物
な
ど
の
遺
樽
が
検
出
さ
れ
、
多
数
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
な
か
で
、
前
期
難
波
宮
の
造
営
直
前
の
様
相
を
示
す
資
料
と
し
て
整
地
土
出
土
の
土
器
が
挙
げ
ら
れ
る
（
同
1
8
～
2
3
）
。
蓋
杯
の
身
（
同
1
9
～

2
0
）
は
、
口
径
九
㎝
前
後
で
、
た
ち
あ
が
り
が
極
め
て
素
首
で
あ
る
。
そ
の
蓋
（
同
1
8
）
も
、
そ
れ
に
対
応
し
て
小
形
化
し
て
い
る
。
杯
A
蓋

（
同
2
2
、
2
3
）
も
、
一
〇
c
m
に
満
た
な
い
小
形
品
で
、
宝
珠
形
の
つ
ま
み
が
付
く
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
川
原
宮
下
層
に
似
た
様
相
を
持
つ
こ
と

が
み
と
め
ら
れ
る
。
前
期
難
波
宮
の
整
地
の
直
前
が
、
隼
上
り
皿
段
階
に
あ
た
る
と
み
て
よ
い
。

　
以
上
の
検
討
で
得
ら
れ
た
結
果
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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baCedf
　
こ
の
よ
う
に
、

な
造
営
順
序
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

寺
の
造
営
が
開
始
さ
れ
、

ま
た
、

こ
の
造
営
順
序
と
、

だ
し
、
法
隆
寺
、
四
天
王
寺
、
豊
浦
寺
な
ど
、
創
建
年
代
に
諸
説
の
あ
る
場
合
も
多
い
の
で
、
ま
ず
、
最
も
確
実
な
年
代
が
与
え
ら
れ
る
寺
院
・

宮
殿
か
ら
検
討
を
始
め
、
先
に
挙
げ
た
諸
寺
の
創
建
諸
説
を
検
証
し
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
確
実
な
造
営
の
年
代
が
わ
か
る
遺
跡
と
し
て
、
飛
鳥
寺
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
創
建
に
関
す
る
記
録
の
な
か
で
、
最
も
信
用
で
き
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
（
以
下
『
元
興
寺
縁
起
』
と
略
記
す
る
）
に
引
か
れ
て
い
る
塔
露
盤
銘
で
あ
る
。
そ
の
記
述
か
ら
、
戊
申
年

（
五
八
八
年
）
に
百
済
か
ら
法
師
、
工
人
の
渡
来
を
得
て
造
営
が
開
始
さ
れ
、
丙
辰
年
（
五
九
六
年
）
に
露
盤
が
上
げ
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
塔
が
完

成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
年
代
と
、
先
の
検
討
の
結
果
a
か
ら
、
隼
上
り
1
段
階
以
前
の
海
北
塚
式
（
T
K
四
三
型
式
）
が
五
八
八
年
を

年
代
の
一
点
に
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
次
に
、
前
期
難
波
宮
に
つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
の
進
展
に
よ
り
、
考
徳
朝
の
長
柄
豊
鷺
宮
と
み
る
見
方
が
、
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
長

飛
鳥
寺
の
造
営
は
、
隼
上
り
夏
段
階
に
先
行
す
る
海
北
塚
式
（
T
K
四
三
型
式
）
を
潮
ら
な
い
。

法
隆
寺
若
草
伽
藍
の
造
営
は
隼
上
り
一
、
丑
段
階
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
。

四
天
王
寺
創
建
瓦
は
、
集
上
り
王
、
豆
段
階
に
生
産
さ
れ
て
い
る
。

北
野
廃
寺
の
創
建
瓦
の
生
産
の
一
点
が
、
隼
上
り
H
段
階
に
あ
る
。

豊
浦
寺
所
用
瓦
の
生
産
の
開
始
は
、
隼
上
り
1
段
階
で
あ
る
。

川
原
宮
、
前
期
難
波
宮
の
造
営
は
、
隼
上
り
皿
段
階
よ
り
も
降
る
。

　
　
　
　
寺
院
・
宮
殿
の
造
営
を
須
恵
器
編
年
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
も
と
に
、
寺
院
・
宮
殿
の
椙
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
、
須
恵
器
の
型
式
の
変
遷
か
ら
、
飛
鳥
寺
の
造
営
が
最
も
古
く
、
つ
づ
い
て
法
隆

　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
と
同
時
、
あ
る
い
は
や
や
遅
れ
て
、
四
天
王
寺
、
豊
浦
寺
、
北
野
廃
寺
の
造
営
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
諸
寺
に
遅
れ
て
、
川
原
寺
や
前
期
難
波
宮
の
造
営
が
着
手
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
須
恵
器
の
型
式
差
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
文
献
資
料
か
ら
得
ら
れ
る
年
代
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
須
恵
器
編
年
の
絶
対
年
代
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
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絶対年代 隼上り窯 田辺編年 横山編年 瓦　陶　兼　業　窯 寺院宮殿下暦

TK43 海北塚

隼上り工 TK209 荒　　坂600年

U50年

二上りH 挑　　谷

・飛鳥寺下贋

E法隆轡下屠

E｛　川原寓下層　難波宮下癬
隼上り皿

TI（2ユ7

野　　畑

TK46

図3　須恵器編年と年代の定点（瓦陶兼業窯は，操業の全期間を示す）

柄
豊
平
宮
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
載
か
ら
、
白
雑
三
年
（
六
五
二
年
）
九
月
の
完
成
が
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
造
営
の
開
始
時
は
明
確
で
は
な
い
が
、
宮
の
堺
標
を
立
て
た
白
雄
元
年

（
六
五
〇
年
）
を
整
地
の
開
始
時
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
川
原
宮
に
つ
い
て
は
、

斉
明
紀
元
年
（
六
五
五
年
）
に
、
板
皇
宮
が
焼
け
て
川
原
宮
に
遷
る
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ

れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
両
宮
殿
の
年
代
と
f
か
ら
隼
上
り
皿
段

階
の
下
限
が
七
世
紀
半
ば
頃
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
検
討
の
結
果
、
隼
上
り
1
段
階
か
ら
皿
段
階
が
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
を
細
分
し
て
い
く
た
め
に
、
法
隆
寺
、
四
天
王
寺
な
ど
の

創
建
年
代
を
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
隆
寺
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
推
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

一
四
年
の
水
田
施
入
の
記
事
や
、
薬
師
像
光
背
の
造
薫
蒸
は
、
疑
い
が
多
く
信
用
し
が
た
い
。

降
っ
て
、
癸
未
年
（
六
二
三
年
）
の
造
像
が
記
さ
れ
て
い
る
釈
迦
像
光
背
銘
に
つ
い
て
は
、
問

　
　
　
　
　
⑯

題
点
が
少
な
く
、
確
実
な
年
代
を
示
す
史
料
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
推
古
三
一
年

（
六
二
三
年
）
ま
で
に
法
隆
寺
が
存
在
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
四
天
王
寺
も
、

法
隆
寺
と
同
様
、
創
建
に
つ
い
て
不
確
か
な
点
が
多
い
。
と
く
に
、
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る

崇
仏
論
争
に
関
連
す
る
発
願
記
事
は
、
説
話
性
が
強
く
、
年
代
を
信
用
で
き
な
い
。
一
方
、

推
古
紀
三
一
年
（
六
二
三
年
）
七
月
条
に
、
新
羅
、
任
那
か
ら
仏
像
、
舎
利
な
ど
が
贈
ら
れ
、

仏
像
を
葛
野
秦
寺
、
舎
利
、
灌
頂
幡
を
四
天
王
寺
に
納
め
た
と
い
う
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

仏
像
、
舎
利
、
幡
な
ど
は
、
寺
院
の
造
営
の
過
程
で
必
要
な
も
の
な
の
で
、
六
二
三
年
に
は
、

法
隆
寺
の
ほ
か
に
、
四
天
王
寺
、
葛
野
秦
寺
の
造
営
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
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畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

こ
ろ
で
、
葛
野
秦
寺
は
、
黒
氏
に
よ
る
造
営
が
明
ら
か
で
あ
る
蜂
丘
寺
、
す
な
わ
ち
広
隆
寺
に
比
定
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
田
中

重
久
は
、
葛
野
郡
の
郡
名
寺
院
、
葛
野
寺
と
考
え
、
そ
の
略
称
と
み
な
せ
る
野
寺
の
推
定
地
で
あ
る
北
野
廃
寺
に
比
定
し
て
い
る
。
幡
枝
元
稲

荷
窯
と
の
関
連
で
注
意
さ
れ
よ
う
。

　
豊
浦
寺
に
つ
い
て
は
、
『
元
興
寺
縁
起
』
に
創
建
の
事
情
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
福
山
敏
男
が
論
破
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
こ
の
文
献
は
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

浦
寺
の
由
緒
を
よ
り
荘
厳
に
す
る
目
的
で
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
創
建
年
代
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、

福
山
敏
男
は
認
明
朝
に
降
っ
て
、
蘇
我
蝦
夷
に
よ
る
造
営
の
可
能
性
を
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
に
し
て
も
根
拠
は
乏
し
い
。
む
し
ろ
、
瓦

窯
の
須
恵
器
の
型
式
か
ら
み
て
、
法
隆
寺
や
四
天
王
寺
の
造
営
と
併
行
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
e
）
。
す
な
わ
ち
、

七
世
紀
第
1
四
半
期
に
豊
浦
寺
の
造
営
が
着
手
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
創
建
年
代
に
諸
説
の
あ
る
寺
院
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
が
、
そ
の
結
果
、
少
な
く
と
も
、
六
二
三
年
以
前
に
、
法
隆
寺
、
四
天
王

寺
な
ど
の
寺
院
の
造
営
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
と
、
先
の
検
討
の
結
果
の
b
、
c
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
隼
上
り
一
、

丑
段
階
を
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
第
1
四
半
期
、
遷
段
階
を
七
世
紀
第
2
四
半
期
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
状
で
は
、
隼
上
り
一
段
階

と
H
段
階
の
境
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
持
た
な
い
が
、
一
応
、
六
一
〇
年
頃
に
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
検
討
の
過
程
で
得
ら
れ
た

等
院
の
創
建
年
代
は
、
文
献
だ
け
で
は
な
く
、
遺
物
の
相
対
編
年
と
も
矛
盾
し
な
い
の
で
、
妥
当
な
年
代
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

①
　
樋
口
隆
康
「
須
恵
器
」
（
『
世
界
陶
磁
全
集
臨
1
日
本
古
代
編
、
一
九
五
八
年
）
。

②
　
横
山
浩
一
フ
子
工
業
生
産
の
発
展
」
（
『
世
界
考
古
［
学
大
系
』
笛
㎝
三
…
巷
　
日
本
班

　
古
墳
時
代
、
一
九
五
九
年
）
。

③
　
横
山
浩
｝
・
吉
本
発
呼
「
京
都
市
幡
枝
の
野
葬
兼
業
窯
跡
」
（
『
日
本
考
古
学
協

　
会
昭
和
三
八
年
度
大
会
研
究
発
表
要
旨
』
、
一
九
六
三
年
）
。
な
お
、
当
窯
は
、
学

　
史
上
「
幡
導
音
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
京
都
市
で
は
「
元
稲
荷
窯
」

　
と
し
て
遺
跡
地
名
表
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
幡
枝
元
稲
荷
窯
と
表
現

　
す
る
。

④
　
内
面
に
か
え
り
を
持
つ
、
つ
ま
み
付
き
の
杯
蓋
（
杯
A
蓋
）
の
出
現
時
期
に
つ

　
い
て
、
飛
鳥
地
方
の
編
年
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
編
年
が
七
世
紀
初
頭
に
考
え

　
る
の
に
対
し
、
白
石
太
一
郎
は
、
「
七
世
紀
第
2
四
半
期
で
も
中
葉
に
近
い
年
代
」

　
に
比
定
し
て
い
る
。
な
お
、
白
石
の
須
恵
器
の
年
代
決
定
法
は
、
瓦
陶
兼
業
窯
で

　
の
瓦
と
の
共
伴
例
、
寺
院
・
宮
殿
下
層
出
土
資
料
に
も
と
つ
く
方
法
を
と
っ
て
い

　
る
が
、
瓦
当
文
様
の
型
式
差
に
任
意
に
年
代
差
を
付
与
す
る
点
、
上
浦
奪
請
明
朝

　
説
を
無
批
判
に
受
け
い
れ
て
い
る
点
な
ど
、
首
肯
し
が
た
い
点
が
あ
る
。
白
石
太
一

　
郎
「
畿
内
に
お
け
る
古
墳
の
終
末
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一

13 （325）



　
集
、
一
九
八
二
年
）
。

⑤
　
宇
治
市
教
育
委
員
会
『
焦
上
り
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
概
報
山
（
『
宇
治
市
埋
蔵
文
化

　
財
発
掘
調
査
概
報
』
第
三
集
、
一
九
八
三
年
）
。

⑥
後
述
す
る
よ
う
に
、
杯
A
蓋
に
は
小
形
の
椀
の
蓋
で
あ
る
可
能
性
を
持
つ
も
の

　
が
含
ま
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
識
別
は
照
難
で
あ
り
、
形
態
の
う
え
で
も
差

　
を
伴
わ
な
い
の
で
、
同
～
の
器
形
と
し
て
扱
い
、
杯
A
蓋
の
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
に

　
す
る
。

⑦
隼
上
り
窯
D
（
図
七
1
3
）
。
二
章
1
節
参
照
。

⑧
報
告
審
未
掲
載
。
杉
本
宏
氏
の
御
厚
意
で
実
測
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

⑨
な
お
、
二
号
窯
最
終
床
面
か
ら
は
、
宝
珠
つ
ま
み
の
付
く
大
形
の
椀
蓋
が
出
土

　
し
て
い
る
。

⑩
田
辺
昭
三
『
陶
二
叉
霜
折
群
陥
一
（
平
安
学
園
『
研
究
論
集
画
第
一
〇
号
、
一

　
九
山
一
山
ハ
年
）
。

⑬
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
陶
邑
』
w
（
『
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
～
三

　
輯
、
一
九
七
九
年
）
。

⑫
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
宜
報
告
』
H
（
『
奈
良
国
立

　
文
化
財
研
究
所
学
報
』
第
三
一
冊
、
一
九
七
八
年
）
。

⑬
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
坂
田
寿
跡
の
調
査
」
（
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査

　
叢
話
賑
三
、
一
九
七
三
年
）
。

⑭
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
報
告
』
1
（
『
奈
良
圏
立

　
文
化
財
研
究
所
学
報
』
第
二
七
冊
剛
、
　
一
九
七
｛
ハ
年
）
。

⑮
飛
鳥
地
方
の
土
器
編
年
を
進
め
た
西
弘
海
は
、
一
九
八
三
年
に
新
た
な
須
葱
器

　
編
年
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
飛
鳥
寺
下
層
に
つ
づ
い
て
、
小
筆
田
宮
S

　
D
O
五
〇
、
小
躍
田
宮
包
含
層
を
経
て
、
坂
田
寺
跡
S
G
一
〇
〇
に
至
る
須
恵
器

　
の
変
遷
が
示
さ
れ
た
。
包
含
層
と
い
う
共
伴
関
係
の
現
ら
か
で
な
い
資
料
に
依
拠

　
し
て
い
る
点
で
問
題
が
残
る
が
、
蓋
杯
の
小
形
化
や
露
語
と
杯
A
の
あ
り
方
な
ど
、

　
隼
上
り
窯
に
お
け
る
変
遷
と
極
め
て
似
た
推
移
が
読
み
と
れ
る
。
西
弘
海
「
法
隆

　
寺
出
土
の
七
世
紀
の
土
器
」
（
法
隆
寺
『
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
調
査
秘
宝
展
図
録
』

　
一
、
一
九
八
三
年
）
。

⑯
横
山
浩
～
「
手
工
業
生
産
の
発
展
」
（
前
掲
）
。

⑰
森
無
血
石
部
正
志
「
後
期
古
墳
の
討
論
を
圓
顧
し
て
」
（
『
古
代
学
研
究
』
第

　
ゴ
～
○
号
、
　
一
九
六
一
一
年
）
。

⑱
中
村
浩
「
大
野
池
、
光
明
池
地
区
の
須
恵
器
編
年
に
関
す
る
諸
問
題
」
（
大
阪

　
府
教
育
委
員
会
『
陶
邑
』
1
、
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
二
八
輯
、
一
九

　
七
六
年
）
、
中
村
浩
「
嵐
土
遺
物
の
分
類
と
編
年
」
（
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
陶
邑
』

　
H
、
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
二
九
輯
、
　
一
九
七
七
年
）
、
中
村
浩
「
和

　
泉
翼
果
窯
出
土
遺
物
の
時
湘
馴
編
年
」
（
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
陶
口
巴
』
皿
、
大
阪

　
府
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
三
〇
輯
、
一
九
七
八
年
）
。

⑲
な
お
、
中
村
浩
は
、
杯
A
蓋
の
出
現
す
る
田
型
式
一
段
階
の
須
恵
器
に
つ
い
て
、

　
「
前
型
式
最
終
段
階
と
の
重
複
都
分
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
凋

　
る
」
と
述
べ
、
蓋
杯
と
杯
A
蓋
・
杯
A
が
共
存
す
る
こ
と
を
事
実
上
認
め
て
い
る
。

　
中
村
浩
門
出
土
遺
物
の
分
類
と
編
年
」
（
前
掲
）
。

⑳
　
た
と
え
ば
山
陰
地
方
で
は
、
鳥
取
県
誉
田
横
穴
の
出
土
須
恵
器
の
検
討
か
ら
、

　
蓋
杯
の
消
減
や
杯
A
蓋
の
出
現
が
畿
内
に
遅
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
萩

　
本
勝
「
須
恵
器
に
つ
い
て
」
（
米
子
．
バ
イ
パ
ス
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
団
『
陰

　
田
』
一
般
国
道
九
号
米
子
バ
イ
パ
ス
改
築
工
譲
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報

　
告
轡
、
一
九
八
四
年
）
。

＠
　
枚
方
市
北
楠
葉
町
と
八
幣
市
橋
本
に
ま
た
が
り
、
枚
方
市
側
の
調
査
で
楠
葉
東

　
遺
跡
内
に
瓦
窯
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
ち
、
八
幡
市
側
で
平
野
山
瓦
窯
と
し
て
調
査

　
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
楠
葉
平
野
山
窯
と
呼
ん
で
お
く
。
血
盟
の
名
称
に
つ
い
て

　
は
、
無
体
を
検
出
し
た
八
幡
市
側
の
呼
び
方
に
従
う
。
西
田
敏
秀
「
楠
葉
東
遣
跡

　
内
第
五
瓦
無
」
（
帥
、
枚
方
市
文
化
財
年
報
輪
舞
、
　
一
九
八
○
年
）
、
八
幡
市
教
育
委

　
員
会
『
平
野
山
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
概
報
』
（
一
九
八
五
年
）
。

＠
　
八
幡
市
教
育
委
員
会
『
平
野
山
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
概
報
』
（
前
掲
）
。
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畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

⑳
　
瀬
川
芳
則
「
四
天
王
寺
瓦
窯
蛙
と
出
土
の
須
恵
器
」
（
『
考
古
学
と
古
代
史
』
同

　
照
隠
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
ズ
ー
、
一
九
八
二
年
）
。

⑭
　
横
山
浩
｝
・
吉
本
発
俊
「
京
都
市
幡
枝
の
瓦
陶
兼
業
窯
跡
」
（
前
掲
）
。

⑯
　
田
辺
昭
三
「
飛
鳥
・
奈
良
期
の
須
恵
器
」
（
『
日
本
美
術
工
芸
』
第
三
九
三
号
、

　
　
九
七
一
年
）
、
田
辺
昭
三
『
須
恵
器
大
成
』
（
一
九
八
一
年
）
四
三
頁
。

⑳
と
こ
ろ
で
、
兵
庫
県
の
高
丘
窯
も
、
年
代
の
定
点
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と

　
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
須
恵
器
を
み
る
と
、
口
縁
部
が
屈
曲
す
る
杯
身
が

　
あ
る
な
ど
地
方
色
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
、
畿
内
の
編
年
と
の
対
比
が
困
難
で
あ

　
る
。
ゆ
え
に
、
年
代
の
定
点
と
し
て
は
保
留
す
る
。
な
お
、
蓋
杯
が
稀
で
あ
る
点

　
や
、
杯
A
蓋
が
乳
頭
状
つ
ま
み
を
持
ち
、
そ
の
初
現
形
態
に
近
い
点
な
ど
か
ら
、

　
一
応
、
隼
上
り
皿
段
階
と
の
併
行
関
係
を
想
定
し
て
お
く
。
兵
庫
県
教
育
委
員
会

　
『
明
石
高
丘
地
区
埋
蔵
文
化
財
調
査
略
報
』
（
一
九
六
入
年
）
。

⑳
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』
（
『
奈
良
出
立
文
化
財
研

　
究
所
学
報
』
第
五
冊
、
一
九
五
八
年
）
。

⑱
法
隆
寺
『
法
隆
寺
防
災
施
設
工
ぶ
・
発
掘
調
査
報
告
書
』
　
（
一
九
八
五
年
）
。

㊥
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
川
原
寺
発
掘
調
査
報
告
』
（
『
奈
良
闘
立
文
化
財
研

　
究
所
愚
ず
報
』
第
九
冊
、
　
一
九
山
ハ
○
鉦
一
）
。

⑳
中
尾
芳
治
・
喜
谷
美
宜
「
難
波
宮
整
地
層
下
の
遺
物
略
報
」
（
『
難
波
宮
鮭
の
研

　
究
』
研
究
予
察
報
告
第
四
、
　
一
九
六
一
年
）
、
火
阪
宿
文
化
財
協
会
『
難
波
宮
祉

二
　
瓦
生
産
の
展
開
と
工
人
の
系
統

　
の
研
究
』
第
七
（
一
九
八
一
年
・
）
ほ
か
。

⑳
　
中
尾
芳
治
「
前
期
難
波
宮
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
四
六
巻
第

　
一
二
号
、
一
九
三
五
年
）
。

㊥
福
山
敏
男
「
飛
鳥
寺
創
立
に
関
す
る
研
究
」
（
『
史
学
雑
誌
撫
第
四
五
巻
第
～
○

　
号
、
一
九
三
四
年
、
『
日
本
建
築
史
研
究
』
再
収
、
一
九
六
八
年
）
。

曾
　
中
尾
芳
治
「
前
期
難
波
宮
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
前
掲
）
。

⑭
　
福
山
敏
男
「
法
隆
寺
流
記
資
財
帳
の
研
究
」
（
『
夢
殿
』
第
～
二
冊
法
隆
寺
の
諸

　
問
題
、
　
一
九
三
四
年
）
、
同
「
法
隆
寺
の
金
右
文
に
関
す
る
二
三
の
問
題
」
（
『
夢

　
殿
』
第
＝
二
冊
法
隆
寺
の
銘
文
、
　
｝
九
三
五
年
）
。

㊧
　
追
刻
を
考
え
る
意
見
も
あ
る
が
、
用
語
・
文
体
・
欝
風
か
ら
推
古
朝
の
も
の
と

　
す
る
意
見
が
有
力
で
あ
る
。
町
田
甲
｝
「
釈
迦
三
尊
像
（
金
堂
）
」
（
『
奈
良
六
大
寺

　
大
観
』
第
二
巻
　
法
隆
寺
二
、
　
一
九
六
入
年
）
。

⑱
　
田
中
重
久
「
広
隆
寺
創
立
の
研
究
」
（
『
聖
徳
太
子
御
聖
蹟
の
研
究
』
、
　
一
九
四

　
四
年
）
。

⑳
福
山
敏
男
「
豊
浦
寺
の
創
立
に
関
す
る
研
究
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
四
六
巻
第
一

　
二
号
、
一
九
三
五
年
、
『
日
本
建
築
史
研
究
』
再
収
、
一
九
六
八
年
）
。

⑳
　
こ
れ
は
、
豊
浦
宮
の
施
入
に
よ
る
と
す
る
推
古
一
一
年
説
に
と
っ
て
有
利
な
結

　
論
で
あ
る
。

　
生
産
技
術
の
保
持
者
で
あ
る
瓦
工
（
瓦
師
）
の
動
向
は
、
瓦
生
産
の
展
開
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
ま
た
、
寺
院
の
造
営
を
め
ぐ
っ

て
、
そ
の
建
立
者
と
の
関
わ
り
を
知
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
瓦
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
、

文
様
や
製
作
技
術
か
ら
生
産
者
の
系
統
を
復
原
し
て
い
く
作
業
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
文
様
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
資
料
化
が
比
較
的
進
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ん
で
い
る
軒
丸
瓦
を
、
主
た
る
検
討
の
材
料
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
系
統
の
間
題
を
扱
う
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
、
年
代
の
枠
組
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
七
世
紀
前
半
に
創

建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
寺
院
に
つ
い
て
、
文
献
に
よ
っ
て
確
実
な
年
代
の
得
ら
れ
る
場
合
は
少
な
い
。
ま
た
一
ケ
寺
の
創
建
に
数
種
類
の
軒

瓦
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
な
か
で
の
新
旧
関
係
や
年
代
差
を
認
定
す
る
の
に
、
し
ば
し
ば
困
難
が
伴
う
。
そ
こ
で
、
一
章
で
提
示

し
た
須
恵
器
の
年
代
を
も
と
に
、
窯
跡
に
お
け
る
共
伴
関
係
や
検
討
の
過
程
で
得
ら
れ
た
寺
院
の
創
建
年
代
を
定
点
と
し
て
、
軒
瓦
の
編
年
を

行
う
こ
と
が
最
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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1
　
軒
瓦
の
編
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
軒
瓦
の
編
年
を
行
う
と
き
、
瓦
当
文
様
の
退
化
に
年
代
差
を
付
与
し
て
い
く
方
法
が
よ
く
と
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
様
の
退
化
の
速
度
は
一

定
で
な
く
、
摸
倣
に
よ
っ
て
生
ず
る
退
化
型
式
が
原
型
式
と
ほ
ぼ
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
七
世
紀
前
半
に
関

し
て
み
れ
ば
、
軒
丸
瓦
の
文
様
が
単
純
で
あ
り
、
退
化
の
要
素
が
乏
し
く
、
組
列
を
決
定
す
る
こ
と
に
も
困
難
が
伴
う
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、

文
様
の
構
成
や
細
部
表
現
に
お
い
て
強
い
共
通
性
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
一
群
の
瓦
に
、
先
述
し
た
年
代
の
定
点
か
ら
年
代
を
付
与
し
て
い

く
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軒
丸
瓦
の
ま
と
ま
り
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
年
代
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
代
表

的
な
寺
院
を
標
式
名
と
し
て
使
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
飛
鳥
寺
式
　
　
飛
鳥
寺
出
土
瓦
の
う
ち
、
弁
端
が
桜
花
状
の
切
り
込
み
の
表
現
を
も
つ
も
の
（
飛
鳥
寺
A
、
図
七
一
－
）
は
、
同
寺
の
七
世
紀
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

頃
以
前
の
軒
丸
瓦
の
な
か
で
五
五
％
を
占
め
、
創
建
時
に
主
体
と
な
っ
た
瓦
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
母
の
瓦
が
京
都
府
高
麗
寺
に
あ
る
ほ
か
、
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
共
通
性
を
持
つ
も
の
が
奈
良
察
坂
田
寺
、
姫
寺
に
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
一
群
を
飛
鳥
寺
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
年
代
は
、
飛
鳥
寺
草

創
の
瓦
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
世
紀
末
を
始
点
に
も
つ
。
な
お
、
幡
嘉
元
稲
荷
窯
出
土
の
弁
韓
切
り
込
み
の
例
は
、
中
房
が
大
形
化
し
て
お
り
、

飛
鳥
寺
A
か
ら
は
飛
躍
が
あ
る
。
年
代
も
、
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
六
一
〇
年
代
を
中
心
と
し
、
飛
鳥
寺
例
よ
り
も
降
る
。



畿内の初期瓦生産と工入の動向（菱田）

　
若
草
伽
藍
式
　
　
直
線
的
な
間
々
を
持
つ
角
端
点
珠
軒
丸
瓦
の
う
ち
、
九
弁
、
一
〇
弁
、
一
一
弁
の
も
の
は
、
中
里
が
や
や
大
き
く
、
そ
の

断
面
が
角
ば
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
均
等
な
割
り
付
け
の
八
弁
の
も
の
は
、
い
ず
れ
も
縁
の
丸
い
小
さ
な
中
伝
を
持
つ
。
ゆ
え
に
、
両
者
を
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
に
属
す
る
九
弁
の
も
の
が
、
法
隆
寺
若
草
伽
藍
で
最
多
数
を
占
め
て
出
土
し
て
お
り

　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
法
隆
寺
A
、
図
五
一
3
）
、
創
建
の
中
心
に
な
っ
た
瓦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
飛
鳥
寺
に
お
い
て
も
、
　
＝
弁
の
例
（
飛
鳥
寺
B
、
同
－
）
と
九

　
　
　
　
　
　
　
⑨

弁
の
例
（
飛
鳥
寺
C
、
同
2
）
が
出
土
し
て
い
る
が
、
前
者
は
、
同
寺
出
土
の
七
世
紀
半
ば
以
前
の
瓦
の
な
か
で
三
七
％
を
占
め
、
飛
鳥
寺
A
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

次
ぐ
。
飛
鳥
寺
q
は
、
同
じ
箔
で
作
ら
れ
た
瓦
（
同
箔
瓦
）
が
豊
浦
寺
、
御
所
上
増
廃
寺
に
存
在
す
る
が
、
こ
の
飛
鳥
寺
q
の
瓦
箔
に
彫
り
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
施
し
て
法
隆
寺
氏
が
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
若
草
伽
藍
式
に
属
す
る
も
の
に
、
九
弁
の
奈
良
県
巨
勢
寺
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
あ
り
、
一
〇
弁
の
大
阪
府
新
堂
廃
寺
出
土
例
も
含
ま
れ
よ
う
。
年
代
に
つ
い
て
は
、
法
隆
寺
A
に
よ
り
、
七
世
紀
第
1
四
半
期
に
は
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
飛
鳥
寺
B
が
飛
鳥
寺
A
と
と
も
に
創
建
瓦
の
大
半
を
占
め
る
の
で
、
六
世
紀
末
に
出
現
が
湖
る

可
能
性
も
あ
る
。

　
奥
由
久
米
寺
式
　
　
先
に
述
べ
た
角
端
点
珠
軒
丸
瓦
の
う
ち
、
均
等
な
八
弁
の
割
り
若
げ
の
も
の
は
、
強
い
共
通
性
を
持
つ
ま
と
ま
り
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
⑱

扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
楠
葉
平
野
山
県
B
、
天
神
山
窯
（
図
七
1
4
）
、
今
池
窯
の
窯
跡
出
土
例
の
ほ
か
、
奥
山
久
米
寺
、
平
射
寺
、
中
宮
寺
、

　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

横
井
廃
寺
、
京
都
府
正
道
遺
跡
、
同
寸
久
世
廃
寺
な
ど
に
出
土
例
が
あ
る
。
奥
山
久
米
寺
で
少
な
く
と
も
二
種
類
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
、
標

式
名
と
し
て
お
く
。
と
こ
ろ
で
、
奥
山
久
米
寺
式
軒
丸
瓦
と
同
じ
文
様
を
同
区
に
持
ち
、
外
来
に
田
文
を
巡
ら
せ
る
蓮
華
文
鬼
板
が
、
奥
山
久

　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

米
寺
、
豊
浦
寺
、
平
吉
遺
跡
、
天
神
山
窯
お
よ
び
岡
山
県
末
の
奥
窯
か
ら
出
土
し
、
そ
の
退
化
型
式
が
同
県
箭
田
廃
寺
（
吉
備
寺
）
か
ら
出
土
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
蓮
華
文
鬼
板
に
つ
い
て
も
、
奥
山
久
米
寺
式
の
軒
丸
瓦
と
系
統
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
扱
え
よ
う
。
奥
山
久
米
寺
式

の
年
代
は
、
明
確
な
定
点
に
乏
し
い
が
、
楠
葉
平
野
麗
質
で
四
天
王
寺
創
建
瓦
に
続
い
て
生
産
さ
れ
た
と
推
測
で
き
、
七
世
紀
第
2
四
半
期
を

中
心
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
船
橋
廃
寺
式
軒
丸
瓦
と
の
共
伴
が
、
天
神
山
窯
や
末
の
奥
窯
に
お
い
て
想

定
で
き
る
こ
と
な
ど
も
、
傍
証
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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天
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橋
廃
寺
式

図4　初期の主要な軒丸瓦の編年（約8分の1）
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畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
四
天
王
寺
式
　
　
楠
葉
平
野
錦
窯
で
出
土
し
て
い
る
円
端
点
珠
単
弁
八
難
軒
丸
瓦
（
図
六
一
2
～
4
）
は
、
法
隆
寺
、
四
天
王
寺
、
法
円
坂
廃
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
同
箔
瓦
が
出
土
す
る
。
箔
の
傷
み
具
合
か
ら
、
法
隆
寺
例
（
同
1
）
が
先
に
品
濃
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
楠
葉
平
野
山
椿
で
は
、
四

天
王
寺
の
嘉
例
に
相
当
す
る
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
瓦
は
、
む
し
ろ
、
四
天
王
寺
造
営
に
お
い
て
主
体
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

四
天
王
寺
式
と
呼
ぶ
方
が
よ
か
ろ
う
。
標
式
例
と
強
い
共
通
性
を
持
つ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
模
倣
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
法

隆
寺
や
四
天
王
寺
に
多
く
み
ら
れ
る
。
年
代
は
、
初
現
す
る
法
隆
寺
を
は
じ
め
、
楠
葉
平
野
山
導
、
四
天
王
寺
か
ら
与
え
ら
れ
、
一
章
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
六
～
○
年
代
、
六
二
〇
年
代
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
豊
浦
寺
式
　
　
肉
厚
な
花
弁
の
中
央
に
稜
を
持
ち
、
弁
間
に
釜
師
を
配
す
る
単
弁
軒
丸
瓦
は
、
「
高
句
麗
系
」
鮮
丸
瓦
の
典
型
と
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

豊
浦
寺
で
最
も
多
く
の
種
類
が
み
ら
れ
る
。
弁
端
の
形
状
か
ら
、
円
端
、
尖
端
に
分
け
る
意
見
も
あ
る
が
、
他
の
要
素
の
共
通
性
か
ら
、
両
者

を
ま
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
豊
浦
寺
出
土
例
の
な
か
で
も
、
中
房
が
突
出
し
、
花
弁
の
狭
長
な
例
（
隼
上
り
窯
A
、
’
図
七
1
2
）
が
原
型
式
と
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

め
ら
れ
る
。
豊
浦
寺
式
に
属
す
る
も
の
に
は
、
豊
浦
寺
、
隼
上
り
窯
の
ほ
か
、
平
吉
遺
跡
、
奥
山
久
米
寺
、
大
阪
府
国
府
遺
跡
（
衣
縫
寺
）
、
楠

　
　
　
　
砂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

葉
平
野
山
窯
の
例
が
あ
り
、
ま
た
、
平
隆
寺
、
中
宮
寺
、
今
池
窯
で
出
土
し
て
い
る
九
弁
の
例
は
退
化
型
式
と
判
断
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
幡

枝
元
雲
門
楽
譜
・
隼
吉
窯
D
（
同
・
）
は
・
有
稜
肉
厚
の
花
弁
を
持
ち
・
「
高
句
麗
系
」
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
面
形
の
間
弁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

持
つ
点
で
差
異
が
あ
る
。
幡
枝
元
稲
荷
窯
の
供
給
先
で
あ
る
北
野
廃
寺
の
ほ
か
、
広
隆
寺
に
も
同
一
文
様
の
例
が
あ
り
、
独
自
な
展
開
が
予
測

で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
豊
浦
新
式
の
母
式
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。
豊
浦
寺
式
お
よ
び
そ
の
亜
式
の
年
代
は
、
隼
上
り
窯
、
幡
枝
元
稲
荷
詣

の
須
恵
器
に
対
す
る
検
討
か
ら
、
六
一
〇
年
代
、
六
二
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
船
橋
廃
寺
式
　
　
均
等
な
八
弁
の
割
り
付
け
を
持
ち
、
や
や
肉
厚
な
花
弁
の
先
端
が
肥
厚
し
て
稜
を
な
す
単
弁
軒
丸
瓦
は
、
請
じ
文
様
の
も

の
が
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
姫
君
断
面
が
半
球
形
に
近
い
と
い
う
特
徴
で
も
共
通
し
、
い
ず
れ
も
直
径
一
八
㎝
前
後
で
、
前
述
し
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
諸
式
よ
り
も
大
形
で
あ
る
。
大
和
で
は
、
豊
浦
寺
、
法
輸
寺
、
和
田
廃
寺
、
天
神
山
窯
、
河
内
で
は
、
船
橋
廃
寺
、
国
府
遺
跡
（
衣
縫
寺
）
、

　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

了
承
寺
な
ど
に
出
土
例
が
あ
り
、
末
の
奥
通
例
も
当
式
に
属
す
る
。
高
丘
窯
出
土
例
は
、
弁
端
の
形
状
に
相
違
が
あ
る
が
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
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な
か
に
含
め
、
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
瓦
当
径
が
大
形
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
代
が
降
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
が
、
高
丘
窯
で
共
評

し
て
い
る
須
恵
器
の
年
代
か
ら
、
七
世
紀
第
2
四
半
期
を
中
心
に
考
え
て
お
く
。

　
以
上
、
年
代
を
明
ら
か
に
し
う
る
七
世
紀
前
半
の
軒
丸
瓦
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
当
該
期
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
瓦
が
あ
る
が
、
孤
立
し
た
文
様
を
持
つ
も
の
や
、
年
代
の
手
が
か
り
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
増
加
を
待
つ
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
前
述
の
検
討
で
得
ら
れ
た
年
代
観
を
も
と
に
、
初
期
瓦
生
産
の
展
開
に
つ
い
て
、
若
干
の
整
理
を
試
み
て
お
こ
う
。

　
飛
鳥
寺
式
、
若
草
伽
藍
式
、
四
天
王
寺
式
、
豊
浦
寺
式
が
七
世
紀
第
1
四
半
期
ま
で
に
行
わ
れ
た
主
要
な
軒
丸
瓦
で
あ
り
、
七
世
紀
第
2
四

半
期
に
は
、
奥
山
久
米
寺
式
や
船
橋
廃
寺
式
な
ど
が
加
わ
る
が
、
先
に
行
わ
れ
て
い
た
諸
式
の
退
化
型
式
も
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

坂
田
寺
S
G
一
〇
〇
出
土
の
単
弁
七
弁
軒
丸
瓦
の
よ
う
に
、
孤
立
し
た
文
様
を
持
つ
も
の
の
な
か
に
は
、
七
世
紀
第
2
四
半
期
に
属
す
る
も
の

が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
法
隆
寺
で
は
、
弁
中
の
忍
冬
文
を
置
く
単
弁
六
弁
軒
丸
瓦
が
七
世
紀
第
2
四
半
期
に
比
定
さ
れ
て
お

⑰り
、
四
天
王
寺
式
の
退
化
型
式
と
と
も
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
七
世
紀
第
2
四
半
期
に
な
っ
て
、
軒
丸
瓦
が

多
様
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
奥
山
久
米
寺
式
や
船
橋
廃
寺
式
で
み
た
よ
う
に
、
出
土
寺
院
の
分
布
の
拡
大
が
あ
と
づ
け

ら
れ
、
造
寺
活
動
の
急
速
な
普
及
が
推
測
さ
れ
る
。
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2
　
瓦
工
の
系
統

　
七
世
紀
第
2
四
半
期
の
多
様
な
あ
り
方
を
生
み
出
す
背
景
を
考
え
る
う
え
で
、
当
時
の
瓦
工
の
動
向
に
荘
園
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

動
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
先
に
挙
げ
た
諸
式
の
瓦
の
製
作
技
術
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
系
統
関
係
を
復
原
す
る
作

業
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
前
節
で
得
ら
れ
た
軒
瓦
の
年
代
を
留
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
動
向
の
把
握
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。

　
飛
鳥
寺
の
創
建
に
お
い
て
主
体
を
な
し
て
用
い
ら
れ
た
軒
丸
瓦
に
、
飛
鳥
寺
式
の
飛
鳥
寺
A
と
若
草
伽
藍
式
の
飛
鳥
寺
B
が
あ
る
。
こ
の
二

種
の
瓦
は
、
飛
鳥
寺
創
建
の
諸
堂
塔
を
飾
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
形
態
の
う
え
で
大
き
な
差
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
飛
鳥
寺



畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

A
が
行
基
葺
き
用
の
丸
瓦
部
を
持
つ
の
に
対
し
、
飛
鳥
寺
B
に
は
、
玉
縁
付
き
の
丸
瓦
部
が
付
き
、
屋
根
を
葺
く
う
え
で
相
容
れ
な
い
方
式
を

と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二
者
の
間
で
は
、
製
作
技
術
の
う
え
で
も
相
違
が
み
ら
れ
、
飛
鳥
寺
A
の
丸
瓦
が
格
子
叩
き
目
を
持
ち
、
飛
鳥
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

B
の
丸
瓦
が
、
薄
手
で
平
行
叩
き
目
を
磨
り
消
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
瓦
当
の
成
形
に
お
い
て
、
飛
鳥
寺

A
は
、
粘
土
板
を
重
ね
て
押
し
込
み
、
撫
で
調
整
を
加
え
る
と
い
う
技
法
を
と
る
の
に
対
し
、
飛
鳥
寺
B
は
、
瓦
妾
中
心
が
う
ず
高
く
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

周
り
に
同
心
円
状
の
凹
凸
が
観
察
で
き
る
こ
と
か
ら
、
成
形
に
お
い
て
回
転
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
瓦
当
と
丸
瓦
部

の
接
合
に
際
し
て
、
飛
鳥
寺
B
で
は
円
盤
状
の
穏
当
に
沿
わ
せ
る
た
め
、
丸
瓦
先
端
部
に
何
ら
か
の
調
整
を
加
え
、
片
ほ
ぞ
状
（
生
状
）
に
作
り

出
す
と
い
う
特
徴
的
な
技
法
を
用
い
て
お
り
、
飛
鳥
寺
A
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
時
間
的
な
関
係
、
と
く
に
、
飛
鳥
寺
B
が
A
と
同

時
、
す
な
わ
ち
五
八
八
年
の
瓦
師
の
渡
来
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
の
か
、
や
や
降
っ
た
時
期
に
用
い
ら
れ
始
め
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明

ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
飛
鳥
寺
造
営
と
い
う
瓦
生
産
の
ご
く
早
い
段
階
に
、
相
異
な
る
ふ
た
つ
の
系
統
が
存
在
す
る
事
実
は
、
注
目
す
べ
き

こ
と
と
言
え
よ
う
。

　
飛
鳥
寺
B
で
み
ら
れ
た
、
回
転
利
用
の
瓦
当
成
形
と
接
合
に
際
し
て
の
片
ほ
ぞ
状
調
整
（
以
上
を
合
わ
せ
て
回
転
成
形
技
法
と
呼
ぶ
）
は
、
同
じ

若
草
伽
藍
式
の
飛
鳥
寺
C
、
法
隆
寺
A
、
新
堂
廃
寺
単
弁
一
〇
弁
軒
丸
瓦
、
さ
ら
に
は
、
四
天
王
寺
式
の
法
隆
寺
・
四
天
王
寺
同
箔
軒
丸
瓦
（
楠

葉
平
野
山
蕪
A
）
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
図
五
、
図
六
）
。
と
く
に
、
四
天
王
寺
創
建
瓦
に
お
い
て
は
、
場
当
裏
面
の
回
転
撫
で
調
整
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

痕
跡
が
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、
回
転
成
形
技
法
に
よ
る
軒
丸
瓦
は
、
葉
形
比
か
ら
推
し
て
、
玉
縁
付
き
の
丸
瓦
部
を
持
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
玉
縁
も
、
凹
面
を
削
る
と
い
う
手
法
で
も
一
致
し
、
製
作
技
術
の
共
通
性
が
強
い
。
こ
の
よ
う
に
、
回
転
成
形
技
法
に
よ
る
若
草
伽
藍
式
、

四
天
王
寺
式
軒
丸
瓦
は
、
多
く
の
要
素
で
共
通
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
技
術
上
の
系
統
と
み
な
し
う
る
。
さ
ら
に
、
飛
鳥
寺
、

法
隆
寺
、
新
堂
廃
寺
、
楠
葉
平
野
山
窯
な
ど
の
出
土
遺
跡
で
の
共
電
関
係
を
み
る
と
、
回
転
成
形
技
法
の
軒
丸
瓦
は
、
凸
面
を
全
面
撫
で
消
す

丸
瓦
・
平
瓦
に
対
応
す
る
と
い
う
点
で
も
共
通
し
、
軒
丸
瓦
だ
け
で
な
く
、
瓦
生
産
全
体
に
お
け
る
工
人
の
一
系
列
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
系
列
の
な
か
で
の
先
後
関
係
は
、
飛
鳥
寺
B
が
最
も
古
く
、
九
番
の
飛
鳥
寺
C
、
そ
れ
と
同
箔
の
豊
浦
寺
、
御
所
上
増
廃
寺
例
が
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つ
づ
き
、
そ
の
箔
に
彫
り
加
え
を
施
し
た
法
隆
寺
例
が
そ
の
次
に
く
る
。
法
隆
寺
A
と
法
隆
寺
B
の
先
後
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
須
恵

　
　
　
　
＠

器
と
の
関
係
か
ら
、
同
時
か
B
の
方
が
や
や
新
し
い
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
法
隆
寺
B
に
ひ
き
つ
づ
い
て
四
天
王
寺
創
建
瓦
が
生
産
さ
れ
た
こ

と
が
、
箔
傷
の
具
合
か
ら
わ
か
る
。
新
堂
廃
寺
例
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
系
列
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
が
難
し
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
七
世
紀
中
葉
に
初
現
す
る
「
山
田
寺
式
」
単
弁
軒
丸
瓦
は
、
回
転
成
形
の
明
瞭
な
痕
跡
は
留
め
な
い
が
、
慰
女
裏
面
中
央
が
ふ

く
ら
み
気
味
に
な
る
点
や
、
接
合
に
お
い
て
、
片
ほ
ぞ
状
の
調
整
を
丸
瓦
部
に
加
え
る
こ
と
か
ら
み
て
、
回
転
成
形
技
法
に
よ
る
可
能
性
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
。
丸
瓦
が
玉
縁
付
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
若
草
伽
藍
式
や
四
天
王
寺
式
か
ら
の
系
譜
を
引
く
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。
四
天
王
寺
の
造
営

に
お
い
て
、
四
天
王
寺
夏
霞
丸
瓦
に
続
い
て
「
山
田
寺
式
」
軒
丸
瓦
が
用
い
ら
れ
、
楠
葉
平
野
山
窯
で
両
者
が
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ

の
系
譜
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
回
転
成
形
技
法
は
、
飛
鳥
寺
造
営
開
始
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
よ
り
も
や
や

遅
れ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
法
隆
寺
、
四
天
王
寺
と
い
っ
た
大
寺
院
の
造
営
に
か
か
る
瓦
の
生
産
に
従
事
し
た
工
人
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
製

作
技
術
で
あ
り
、
初
期
瓦
生
産
に
お
け
る
瓦
工
の
一
流
派
の
活
動
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
七
世
紀
前
半
の
軒
丸
瓦
を
通
観
す
る
と
、
回
転
成
形
技
法
は
、
む
し
ろ
特
殊
な
製
作
技
術
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
飛
鳥
寺
式
や
豊
浦
寺
式

で
は
、
回
転
成
形
を
示
す
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
前
当
裏
面
の
同
心
円
状
凹
凸
や
丸
瓦
部
広
東
の
片
ほ
ぞ
状
の
調
整
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
両
式
は
と
も
に
行
基
葺
き
用
の
丸
瓦
部
を
持
ち
、
若
草
伽
藍
式
や
四
天
王
寺
式
と
異
な
る
。
一
方
、
忙
々
成
形
の
手
法
に
つ
い
て

み
る
と
、
飛
鳥
寺
式
と
豊
浦
寺
式
の
間
で
差
違
が
み
と
め
ら
れ
る
。
前
者
で
は
、
瓦
当
の
調
整
に
撫
で
を
施
す
の
に
と
ど
ま
り
、
し
ば
し
ば
指

押
さ
え
痕
を
残
す
の
に
対
し
、
後
者
は
、
削
り
調
整
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
調
整
手
法
の
差
で
は
あ
る
が
、
削
り
原
体
と
い
う
工
具
の
有
無
に

も
と
つ
く
違
い
で
あ
る
の
で
、
工
人
集
団
の
違
い
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
七
世
紀
第
2
四
半
期
の
奥
山
久
米
寺
式
は
、
文
様
か
ら
み
て
、
若
草
伽
藍
式
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
が
、
製
作
技
術
に
お

い
て
、
回
転
成
形
技
法
の
な
痕
跡
は
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
行
基
葺
き
用
の
丸
瓦
部
を
持
つ
場
含
も
あ
り
、
若
草
伽
藍
式
で
み
ら
れ
た
対
応

関
係
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
隆
寺
や
四
天
王
寺
で
出
土
す
る
若
草
伽
藍
式
や
四
天
王
寺
式
の
退
化
型
式
に
お
い
て
も
、
回
転
成
形
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技
法
が
失
わ
れ
、
対
応
丸
瓦
も
異
な
る
と
い
う
現
象
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
先
に
触
れ
た
、
文
様
の
多
様
性
の
増
大
や
分
布
の
拡
大
と
い
っ

た
七
世
紀
第
2
四
半
期
の
瓦
生
産
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
に
瓦
生
産
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
工
人
の
分
岐
、
交
錯
が
頻
繁
に
な
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
様
相
と
比
較
す
る
と
、
七
世
紀
第
1
四
半
期
ま
で
は
、
若
草
伽
藍
式
・
四
天
王
寺
式
と
回
転
成
形
技
法
、
飛
鳥
寺
式
と
撫
で
調

整
、
豊
浦
寺
式
と
削
り
調
整
と
い
う
よ
う
に
、
文
様
と
製
作
技
術
の
整
然
と
し
た
対
応
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
三
者
は
、
瓦
生
産
技
術

の
伝
播
直
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
間
に
み
ら
れ
る
相
違
は
渡
来
の
系
譜
の
差
に
も
と
つ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

百
済
で
行
わ
れ
て
い
た
軒
丸
瓦
を
み
る
と
、
回
転
成
形
技
法
に
よ
る
も
の
と
撫
で
調
整
に
よ
る
も
の
が
存
在
す
る
が
、
回
転
成
形
技
法
に
よ
る

円
価
切
り
込
み
の
単
弁
軒
丸
瓦
が
存
在
す
る
な
ど
、
必
ら
ず
し
も
日
本
で
み
ら
れ
た
文
様
と
製
作
技
術
と
の
対
応
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
特
徴
的
な
瓦
製
作
技
術
で
あ
る
回
転
成
形
技
法
が
彼
我
で
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
工
人
の
渡
来
の
確
証
と
し
て
評
価
し
て

よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
豊
浦
寺
式
軒
丸
瓦
は
、
従
来
「
高
句
麗
系
」
と
呼
ば
れ
、
高
句
麗
の
瓦
の
影
響
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
あ
る

い
は
、
高
句
麗
か
ら
百
済
経
由
で
渡
来
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
き
た
が
、
同
一
の
文
様
を
も
つ
瓦
は
、
朝
鮮
半
島
で
は
出
土
し
て
い
な
い
。

削
り
調
整
な
ど
製
作
技
術
の
特
徴
を
加
え
て
、
系
譜
を
探
求
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
製
作
技
術
に
対
す
る
検
討
か
ら
、
瓦
生
産
の
伝
播
直
後
に
少
な
く
と
も
三
系
統
の
瓦
工
の
流
派
が
存
在
す
る
こ
と
を
推
測
し
た
。
そ

れ
ら
の
三
者
と
寺
院
の
造
営
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
み
る
と
、
飛
鳥
寺
で
は
飛
鳥
寺
式
と
若
草
伽
藍
式
、
豊
浦
寺
で
は
若
草
伽
藍
式
と
豊
浦
寺

式
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
異
な
る
系
統
の
瓦
が
、
ひ
と
つ
の
寺
院
に
お
い
て
時
期
を
あ
ま
り
隔
て
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
し

ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
回
転
成
形
技
法
に
よ
る
瓦
は
、
法
隆
寺
や
四
天
王
寺
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
が
、
初
事
が
飛
鳥
寺
で
あ
り
、

豊
浦
寺
や
御
所
上
増
廃
寺
に
も
供
給
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
ひ
と
つ
の
瓦
工
の
流
派
が
特
定
の
寺
院
と
の
み
結
び
つ
く
状
況
を
想
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
産
地
と
の
関
係
を
み
る
と
、
幡
織
元
稲
荷
窯
や
楠
葉
平
野
山
窯
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
瓦
窯
で
異
な
る

系
統
の
軒
瓦
が
出
土
す
る
こ
と
も
あ
り
、
瓦
窯
に
お
け
る
良
工
の
交
替
、
あ
る
い
は
交
錯
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
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畿内の初期瓦生産と工入の動向（菱田）

①
　
代
表
的
な
例
と
し
て
、
稲
垣
普
也
「
飛
鳥
白
鳳
の
宵
瓦
」
（
『
飛
鳥
白
鳳
の
古
瓦
』
、

　
一
九
七
〇
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

②
　
奈
良
園
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』
（
前
掲
）
の
飛
鳥
寺
一
型

　
式
。

③
梅
原
宋
治
「
高
麗
寺
阯
の
調
査
」
（
『
京
都
府
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
』

　
第
一
九
冊
、
一
九
三
九
年
）
。

④
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
坂
田
寺
跡
第
二
次
の
調
査
」
（
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発

　
掘
調
査
概
報
』
五
、
一
九
七
五
年
）
。

⑤
　
こ
の
角
端
点
珠
単
弁
軒
丸
瓦
の
二
区
分
は
、
近
江
昌
司
の
意
見
に
近
い
。
近
江

　
昌
司
「
五
条
市
天
神
山
瓦
窯
の
遺
跡
と
遺
物
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
第
七
八
巻
第
九

　
号
、
一
九
七
七
年
）
。

⑥
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
南
都
七
大
寺
出
土
腰
瓦
型
式
一
覧
（
一
）
法
隆
寺
』

　
（
一
九
八
三
年
）
の
3
B
、
3
C
型
式
。
な
お
、
3
B
を
法
隆
寺
へ
、
3
C
を
法

　
隆
寺
漏
、
と
す
る
。

⑦
文
化
庁
記
念
物
課
『
法
隆
寺
若
草
伽
藍
跡
昭
和
㎎
三
年
度
発
掘
調
査
概
報
』

　
（
｝
九
六
八
年
）
。

③
飛
鳥
寺
皿
型
式
。

⑨
飛
鳥
寺
W
、
W
型
式
。
な
お
、
W
型
式
を
飛
鳥
寺
α
、
珊
型
式
を
飛
鳥
寺
Q
と

　
す
る
。

⑩
石
田
茂
作
『
飛
鳥
時
代
寺
院
祉
の
研
究
』
（
一
九
三
六
年
）
図
版
第
一
七
。

⑪
　
奈
良
国
立
博
物
館
『
飛
鳥
白
鳳
の
古
瓦
』
（
前
掲
）
。

⑫
　
上
原
真
人
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
上
原
真
人
「
仏
教
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
考
古

　
学
』
四
集
落
と
祭
祀
、
一
九
八
六
年
）
。

⑬
保
井
芳
太
郎
『
大
和
上
代
寺
院
志
』
（
一
九
三
二
年
）
図
版
第
三
六
。

⑭
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
河
内
新
堂
・
烏
含
罪
跡
の
調
査
』
（
『
大
阪
府
文
化
財
調

　
査
報
告
書
』
第
　
二
言
、
一
九
六
一
年
）
。

⑮
　
保
井
芳
太
郎
『
大
和
上
代
寺
院
志
隔
（
前
掲
）
図
版
第
五
六
の
今
池
出
土
例
。

⑯
保
非
芳
太
郎
『
大
和
上
代
寺
院
志
』
（
前
掲
）
図
版
第
九
。

⑰
橿
原
考
古
学
研
究
所
『
三
郷
町
平
隆
寺
』
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調

　
査
報
告
』
第
四
七
冊
、
一
九
八
四
年
）
。

⑯
　
稲
垣
晋
也
「
旧
中
宮
寺
跡
の
発
掘
と
現
状
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
二
九
九
号
、
一

　
九
七
三
年
）
。

⑲
保
井
芳
太
郎
『
大
和
上
代
寺
院
志
』
（
前
掲
）
図
版
第
六
六
。
ま
た
、
付
近
に

　
存
在
す
る
瓦
窯
（
横
井
窯
跡
群
）
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。
西
崎
卓
哉
・
中
井
公

　
・
立
石
堅
志
・
西
村
康
「
横
井
窯
跡
群
の
調
査
」
（
『
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報

　
告
書
』
昭
和
五
九
年
度
、
…
九
八
五
年
）
。

⑳
高
橋
美
久
二
・
近
藤
義
行
「
正
道
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
」
（
『
城
陽
市
埋
蔵
文
化

　
財
調
査
報
告
書
』
第
一
集
、
．
一
九
七
三
年
）
。

⑳
　
近
藤
義
行
・
梶
本
敏
三
・
鷹
野
一
太
郎
「
久
津
川
遺
跡
群
発
掘
調
査
概
報
」
（
『
城

　
陽
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
害
』
第
一
〇
集
、
一
九
八
一
年
）
。

⑳
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
奥
山
久
米
寺
蓮
華
文
鬼
瓦
」
（
『
文
化
財
論
叢
』
前
掲
）
。

⑭
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
平
吉
遺
跡
の
調
査
」
（
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査

　
概
報
』
八
、
一
九
七
八
年
）
。

⑳
　
近
江
昌
司
「
五
条
市
天
神
山
瓦
窯
の
遣
跡
と
遺
物
」
（
前
掲
）
。

⑮
　
井
内
功
『
角
端
点
珠
形
式
花
弁
の
蓮
華
文
つ
き
棟
端
側
板
に
つ
い
て
』
（
『
井
内

　
古
文
化
研
究
室
報
』
一
、
一
九
六
九
年
）
。

⑳
帝
室
博
物
館
『
天
平
三
宝
』
（
一
九
三
七
年
）
図
版
一
〇
五
。

⑳
　
八
末
久
栄
「
大
極
殿
出
土
の
新
型
軒
瓦
二
点
」
（
『
難
波
宮
跡
研
究
調
査
年
報
』

　
一
九
七
二
、
一
九
七
三
年
）
。

⑱
　
法
隆
毒
B
と
す
る
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
南
都
七
大
寺
出
土
軒
瓦
型
式

　
一
覧
（
一
）
法
隆
寺
』
（
前
掲
）
の
4
A
型
式
。

⑳
法
隆
寺
と
四
天
王
寺
の
間
の
同
素
関
係
を
最
初
に
揺
害
し
、
そ
の
先
後
関
係
を

　
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
藤
沢
一
夫
で
あ
る
。
藤
沢
一
央
「
四
天
王
寺
出
土
の
古
代

　
屋
瓦
」
（
『
仏
教
世
ム
術
』
五
六
口
写
、
　
一
九
六
五
年
）
。
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⑳
　
文
化
財
保
護
委
員
会
『
四
天
王
寺
』
（
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
』
第
六
、

　
一
九
六
七
年
）
。

⑪
　
藤
沢
一
夫
「
屋
職
の
変
遷
」
（
『
世
界
考
古
学
大
系
』
第
四
巻
　
堅
太
・
y
歴
史
時

　
代
、
一
九
六
一
年
）
。

⑫
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
国
府
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
』
訳
（
一
九
七
九
年
）
。

⑧
山
城
郷
土
資
料
館
の
特
別
展
「
山
城
の
古
瓦
展
」
に
お
い
て
展
示
。

⑭
　
保
井
田
刀
太
郎
『
大
和
」
∴
代
｛
守
隊
士
心
』
（
前
掲
）
㎜
凶
前
路
〃
五
山
ハ
。

⑳
　
奈
良
国
立
博
物
館
『
飛
鳥
白
鳳
の
古
瓦
』
（
前
掲
）
八
一
。

⑱
　
藤
澤
二
夫
「
山
誠
北
野
廃
寺
」
（
『
考
古
学
』
第
九
巻
第
二
号
、
一
九
三
八
年
）
。

⑳
　
石
罵
政
信
「
広
隆
寺
跡
発
掘
調
査
概
要
」
（
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
算
』
第
五
冊

　
1
2
、
一
九
八
二
年
）
。

⑱
　
奈
良
圏
立
文
化
財
研
究
所
「
法
輪
寺
塔
基
壇
の
発
掘
調
査
」
（
『
奈
良
国
立
文
化

　
財
研
究
所
年
報
』
一
九
七
三
年
、
一
九
七
四
年
）
。

⑳
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
和
田
廃
寺
の
調
査
」
（
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査

　
概
報
』
五
、
　
九
七
五
年
）
。

⑳
奈
良
県
立
橿
原
公
苑
考
古
博
物
館
『
大
和
考
古
資
料
目
録
』
第
一
集
（
一
九
七

　
～
年
）
一
一
八
頁
。

⑧
　
原
口
正
三
『
河
内
船
橋
遺
跡
出
土
遺
物
の
研
究
』
（
『
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告

　
嘗
』
㌶
八
輯
、
一
九
五
八
年
）
。

⑫
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
「
国
府
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
」
（
『
大
阪
府
文
化
財
調
査
概

　
要
』
一
九
七
〇
年
度
、
～
九
七
一
年
）
。

⑩
　
石
田
茂
作
『
飛
鳥
時
代
寺
院
埴
の
研
究
』
（
前
掲
）
図
版
第
　
一
二
〇
。

⑭
奈
良
國
立
博
物
館
『
飛
鳥
白
鳳
の
古
瓦
』
（
前
掲
）
三
三
。

⑮
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
明
石
高
丘
地
区
埋
蔵
文
化
財
調
査
略
報
』
（
前
掲
）
。

⑭
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
坂
田
寺
跡
の
調
査
」
（
前
掲
）
。

⑰
森
郁
夫
「
若
草
伽
藍
の
瓦
」
（
法
隆
寺
『
法
隆
寺
発
掘
調
査
概
報
』
正
、
一
九
八

　
三
年
）
。

⑱
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
（
前
掲
）
。

⑲
　
な
お
、
剥
離
面
の
あ
り
方
か
ら
、
回
転
利
用
の
成
形
の
場
合
で
も
、
粘
土
板
を

　
重
ね
て
い
く
と
い
う
手
順
を
ふ
む
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
法
隆
等
4
C
型
式
の
よ
う
に
、
圓
転
成
形
で
は
あ
っ
て
も
、
行
基
葺
き
用
丸
瓦

　
が
付
く
場
合
も
あ
る
。
退
化
型
式
に
お
け
る
混
乱
と
理
解
し
た
い
。
法
隆
寺
『
法

　
隆
寺
防
災
施
設
工
衷
・
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
前
掲
）
。

⑪
　
若
草
伽
藍
造
鴬
直
前
の
須
恵
器
と
、
四
天
王
寺
創
建
瓦
生
産
時
の
須
恵
器
が
、

　
と
も
に
隼
上
り
H
段
階
に
比
定
で
き
る
こ
と
に
よ
る
。
一
｛
早
2
節
参
照
。

⑫
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
山
田
寺
第
一
次
の
調
査
」
（
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘

　
調
査
概
報
』
七
、
一
九
七
七
年
）
。

＠
　
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
所
蔵
資
料
に
お
い
て
確
認
し
た
。
一
方
、
亀

　
田
修
一
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
芭
済
の
軒
丸
瓦
に
は
、
丸
瓦
の
接
合
部
に
片
ほ
ぞ
状

　
の
調
整
を
加
え
る
も
の
が
相
当
量
あ
り
、
回
転
成
形
技
法
の
盛
行
【
が
う
か
が
え
る
。

　
亀
田
修
一
「
百
済
古
瓦
考
」
（
『
百
済
研
究
』
第
一
二
集
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
一
年
）
。

　
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
丁
半
…
に
譲
り
た
い
。
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三
　
初
期
瓦
生
産
の
特
質

前
章
で
は
、
製
品
で
あ
る
瓦
を
材
料
に
、
瓦
工
の
動
向
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
瓦
工
を
中
心
に
営
ま
れ
る
生
産
組
織
、
そ
れ
を
維
持
す

る
生
産
体
制
に
考
察
を
及
ぼ
す
た
め
に
は
、
生
産
地
に
お
け
る
様
相
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
初
期
の
瓦
窯
は
、
発
掘
例
の



畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）
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・

図8　初期の瓦窯の窯体（縮尺300分の1）

増
加
に
よ
り
、
細
か
な
検
討
に
耐
え
う
る
量
的
内
容
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
設
定
し

た
年
代
の
枠
組
か
ら
、
瓦
窯
の
年
代
を
か
な
り
細
か
く

限
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
瓦
工
の

動
向
に
加
え
て
、
瓦
窯
の
窯
体
構
造
や
操
業
形
態
、
供

給
関
係
な
ど
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
初
期

の
瓦
生
産
の
特
質
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
発
掘
調
査
の
施
さ
れ
た
初
期
の
瓦
窯
と
し
て
、

　
　
　
　
①

飛
鳥
寺
瓦
窯
（
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
）
、
幡
二
元

　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

稲
荷
窯
（
京
都
市
左
京
区
岩
倉
幡
枝
町
）
、
隼
上
り
窯
（
京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

府
宇
治
甫
菟
道
）
、
楠
葉
平
野
山
窯
（
大
阪
府
枚
方
市
北
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

葉
町
・
京
都
府
八
幡
市
橋
本
）
、
高
丘
窯
（
兵
庫
県
明
石
市
大

久
保
町
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
飛
鳥

寺
瓦
窯
は
、
発
見
が
一
九
五
三
年
と
最
も
古
く
、
飛
鳥

時
代
の
瓦
窯
の
代
表
と
さ
れ
て
き
た
。
窯
の
構
造
は
、

地
山
を
掘
り
抜
き
（
地
下
式
）
、
焼
成
部
の
床
が
階
段
状

　
　
　
　
　
　
あ
な
が
ま

を
な
す
（
有
段
）
窓
窯
で
あ
る
（
図
八
i
1
）
。
焚
口
か
ら

煙
道
ま
で
一
二
m
あ
り
、
長
大
な
規
模
を
持
つ
こ
と
が

わ
か
る
。
出
土
遺
物
は
、
平
瓦
・
丸
瓦
の
み
で
ハ
軒
瓦
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や
須
恵
器
の
出
土
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
年
代
の
明
確
な
手
が
か
り
を
欠
く
。

　
こ
の
飛
鳥
寺
瓦
窯
の
窯
体
と
よ
く
似
た
構
造
を
持
つ
窯
が
、
幡
枝
元
稲
荷
窯
、
隼
上
り
窯
、
楠
葉
平
野
山
窯
、
高
丘
窯
で
検
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、
規
模
の
明
ら
か
な
幡
書
画
稲
荷
窯
、
隼
上
り
一
号
窯
（
図
八
一
3
）
、
同
三
号
窯
、
高
丘
七
号
窯
（
同
2
）
は
、
全
長
が
い
ず
れ
も

一
一
～
＝
一
m
で
、
同
時
期
の
須
恵
器
窯
に
比
べ
て
長
大
で
あ
る
。
須
恵
器
窯
と
同
様
に
窓
窯
で
は
あ
る
も
の
の
、
構
造
や
規
模
に
お
い
て
飛

躍
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
有
段
窓
窯
が
、
瓦
生
産
技
術
の
一
部
と
し
て
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ

⑥う
。
ゆ
え
に
、
こ
の
構
…
造
の
窯
を
瓦
窯
形
態
の
窯
と
呼
ぶ
。

　
と
こ
ろ
で
、
二
上
り
窯
で
は
少
な
く
と
も
夏
帯
、
楠
葉
平
野
山
窯
で
は
六
基
の
窯
が
検
出
さ
れ
、
高
丘
窯
で
は
、
総
数
二
〇
基
の
う
ち
少
な

く
と
も
四
基
が
七
世
紀
前
半
に
属
し
て
お
り
、
窯
が
群
構
成
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
隼
上
り
二
号
窯
（
図
4
）
や
楠
葉
平
野
山
二
、

三
号
窯
の
よ
う
に
、
瓦
窯
形
態
の
窯
の
ほ
か
に
須
恵
器
窯
の
形
態
を
と
る
窯
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
焼
成
部
床
面
を
無

段
か
ら
有
段
に
改
造
し
（
隼
上
り
二
号
窯
）
、
あ
る
い
は
、
床
面
上
に
瓦
を
貼
り
つ
け
て
段
を
作
っ
て
（
楠
葉
平
野
上
三
号
窯
）
、
瓦
の
生
産
を
行
っ

た
窯
も
あ
る
。
ま
た
、
瓦
窯
形
態
の
窯
に
お
い
て
も
、
瓦
の
ほ
か
に
須
恵
器
を
焼
成
し
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
隼
上
り
三
号
窯
の
よ
う
に
、
有

段
か
ら
無
段
に
床
面
を
改
造
し
て
、
須
恵
器
の
生
産
を
行
っ
た
窯
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瓦
生
産
の
場
に
お
い
て
瓦
生
産
の
技
術
に
よ
る
窯

と
、
須
恵
器
生
産
の
技
術
に
よ
る
窯
が
併
存
し
、
基
本
的
に
は
製
品
も
作
り
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
需
要
に
応
じ
て
、
瓦
窯
形
態
の
窯
で

須
恵
器
が
、
須
恵
器
窯
形
態
の
窯
で
瓦
が
生
産
さ
れ
て
い
る
状
況
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
先
に
挙
げ
た
初
期
瓦
窯
の
な
か
で
は
、
飛
鳥
寺
瓦
窯
の
み
が
唯
一
の
例
外
で
あ
り
、
瓦
陶
兼
業
が
一
般
的
な
操
業
形
態
で
な
か
っ
た
か
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
き
た
や
ま
と
む
ら
⑧
　
　
⑨

え
ら
れ
る
。
採
集
遺
物
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
初
期
の
瓦
窯
を
含
め
て
み
て
も
、
奈
良
県
今
池
窯
、
北
爆
村
窯
、
天
神
山
窯
な
ど
、
出
土
軒
丸

瓦
か
ら
七
世
紀
前
半
に
比
定
で
き
る
窯
に
お
い
て
、
須
恵
器
も
散
布
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
瓦
陶
兼
業
が
広
く
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
が

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

わ
か
る
。
瓦
陶
兼
業
窯
は
、
七
世
紀
前
半
に
限
ら
れ
ず
、
そ
れ
以
降
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
で
、
初
期
瓦
生
産
の
み
に
み
ら
れ
る
生
産
形
態

と
は
言
え
な
い
が
、
初
期
の
窯
で
大
勢
を
占
め
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

　
と
こ
ろ
で
、
瓦
陶
兼
業
と
と
も
に
、
瓦
生
産
者
と
須
恵
器
生
産
者
の
交
錯
を
示
す
遺
物
と
し
て
、
同
心
門
文
当
て
板
野
を
凹
面
に
留
め
る
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

瓦
が
挙
げ
ら
れ
る
。
初
期
寺
院
・
瓦
窯
で
は
、
飛
鳥
寺
、
法
隆
寺
、
広
隆
寺
、
北
野
廃
寺
、
幡
枝
垂
稲
荷
窯
な
ど
に
発
見
例
が
あ
る
。
同
心
円

文
当
て
板
が
、
須
恵
器
、
と
く
に
甕
の
成
形
に
お
い
て
普
通
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
瓦
生
産
の
場
に
お
け
る
須
恵
器
工
人
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
示
す
遺
物
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
先
に
挙
げ
た
瓦
生
産
地
に
お
い
て
須
恵
器
窯
形
態
の
窯
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

瓦
の
生
産
に
あ
た
っ
て
、
窯
場
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
須
恵
器
工
人
が
、
し
ば
し
ば
瓦
の
生
産
に
も
従
事
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推

測
で
き
る
。

　
須
恵
器
工
人
が
瓦
生
産
に
と
り
こ
ま
れ
る
背
景
に
は
、
須
恵
器
と
瓦
の
生
産
量
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
。
初
期
の
瓦
窯
、
と
り
わ
け
瓦
窯
形

態
を
と
る
窯
で
は
、
窯
体
に
補
修
が
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
通
例
、
何
枚
も
の
操
業
面
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
幡
窯
元
稲
荷
窯
で
は

六
面
、
隼
上
り
一
号
窯
で
は
一
＝
圓
に
及
ぶ
操
業
面
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
楠
葉
平
野
山
窯
で
も
、
須
恵
器
の
み
出
土
す
る
二
号
窯
を
除
く
と
、

窯
体
の
補
修
が
著
し
く
、
と
く
に
七
号
窯
で
は
、
床
面
を
か
な
り
か
さ
上
げ
し
て
、
窯
体
を
造
り
変
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
七
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

紀
以
降
の
須
恵
器
窯
が
、
補
修
さ
れ
つ
つ
使
い
つ
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
こ
と
と
対
比
す
る
と
、
瓦
を
生
産
し
た
窯
の
使
用
頻
度
が

高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
瓦
窯
が
、
一
ケ
所
で
数
基
の
窯
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
須
恵
器
と
比
べ
て
短

期
間
に
莫
大
な
量
の
生
産
を
行
う
必
要
が
、
瓦
生
産
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
瓦
の
供
給
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
隼
上
り
窯
で
は
、
六
種
類
の
軒
丸
瓦
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
五
種
類
が
豊
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

寺
・
平
吉
遺
跡
で
出
土
す
る
が
、
残
る
夜
這
単
弁
八
面
軒
丸
瓦
（
図
七
1
3
）
は
、
両
立
跡
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い
。
こ
れ
と
同
条
の
幡
枝
元

稲
荷
窯
C
は
北
野
廃
寺
に
供
給
さ
れ
て
い
る
が
、
周
縁
を
持
た
な
い
点
で
隼
上
り
窯
D
と
異
な
り
、
隼
上
り
窯
D
の
供
給
先
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
同
様
に
、
複
数
の
供
給
先
を
持
つ
窯
に
、
楠
葉
平
野
山
立
が
あ
る
。
大
多
数
を
占
め
て
出
土
す
る
の
は
四
天
王
寺
式
の
楠
葉
平
野
石
窯
A

で
あ
る
が
、
ほ
か
に
奥
山
久
米
寺
式
の
B
、
豊
浦
寺
式
の
C
が
あ
り
、
「
山
田
寺
式
」
の
有
子
葉
単
弁
八
弁
軒
丸
瓦
（
D
）
も
出
土
し
て
い
る
。

A
・
D
は
四
天
王
寺
で
出
土
す
る
が
、
B
・
C
は
出
土
し
て
お
ら
ず
、
別
の
供
給
先
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
B
は
、
中
立
の
大
31　（343）
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図9　初期の瓦窯と関連寺院

き
さ
や
蓮
子
の
配
置
、
花
弁
の
長
さ
や
幅

と
い
っ
た
特
徴
か
ら
、
奥
融
久
米
寺
出
土

例
に
酷
似
し
、
供
給
先
の
候
補
に
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
楠
葉
平
野
山
窯
で
は
、

四
天
王
寺
所
用
瓦
を
生
産
す
る
間
に
、
奥

山
久
米
寺
へ
も
瓦
を
供
給
し
て
い
た
と
考

　
　
　
⑳

え
ら
れ
る
。

　
ひ
と
つ
の
生
産
地
か
ら
複
数
の
等
院
に

瓦
が
供
給
さ
れ
た
背
景
に
、
生
産
地
と
供

給
先
が
か
な
り
離
れ
て
い
る
と
い
う
状
況

が
あ
る
。
飛
鳥
寺
近
傍
の
飛
鳥
寺
瓦
窯
や

平
隆
寺
近
傍
の
今
池
窯
と
い
っ
た
例
も
存

在
す
る
が
、
幡
枝
元
稲
荷
窯
か
ら
北
野
廃

寺
、
楠
葉
平
野
一
一
か
ら
四
天
王
寺
、
奥

山
久
米
寺
、
隼
上
り
窯
か
ら
豊
浦
寺
と
い

う
よ
う
な
遠
距
離
に
及
ぶ
例
も
あ
る
。
そ

し
て
、
播
磨
の
高
丘
窯
か
ら
出
土
す
る
軒

丸
瓦
は
、
花
弁
端
の
特
徴
な
ど
か
ら
奥
山

久
米
寺
出
土
例
に
酷
似
し
、
両
手
跡
で
出
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⑳

偏
す
る
格
子
叩
き
目
を
磨
り
消
す
平
瓦
も
、
色
調
、
迂
愚
と
も
よ
く
似
て
お
り
、
高
丘
窯
か
ら
奥
山
久
米
寺
へ
の
供
給
が
推
測
で
き
る
。
供
給

が
極
め
て
遠
距
離
に
及
ぶ
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
供
給
先
の
寺
院
が
遠
隔
地
に
所
在
す
る
場
合
、
水
運
の
便
の
良
い
所
に
瓦
窯
が
立
地
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
隼
上
り
窯
は
宇
治
川
に
近
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

宇
治
郡
の
大
津
で
あ
る
岡
屋
津
も
近
傍
に
存
在
す
る
。
楠
葉
平
野
山
漆
は
淀
川
に
近
く
、
楠
葉
の
地
は
古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
ま
た
、

高
丘
窯
は
、
古
代
瀬
戸
内
海
航
路
の
要
港
で
あ
る
魚
住
泊
の
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。
重
量
の
大
き
い
瓦
の
輸
送
に
は
、
水
運
が
利
用
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
遠
隔
地
か
ら
の
生
産
、
供
給
を
可
能
に
し
た
ひ
と
つ
の
条
件
と
し
て
評
価
で
き
る
。

　
寺
院
の
造
営
に
お
い
て
、
所
用
屋
瓦
の
生
産
を
寺
院
の
近
く
で
行
う
こ
と
が
最
も
効
率
的
で
あ
り
、
事
実
そ
う
い
う
例
も
多
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
瓦
の
生
産
を
わ
ざ
わ
ざ
遠
隔
地
で
行
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
遠
隔
地
供
給
の
行
わ
れ
た
初
期
の
瓦
生
産
地
の
す
べ
て
が
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
り
、
か
っ
、
七
世
紀
後
半
も
窯
業
生
産
が
継
続

し
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
は
、
須
恵
器
の
生
産
地
が
増
加
す
る
時
期
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

⑳る
。
瓦
の
遠
隔
地
供
給
が
、
地
方
窯
を
確
立
し
て
い
く
須
恵
器
生
産
の
動
向
と
関
連
を
も
つ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

各
例
を
検
討
し
よ
う
。

　
播
磨
の
高
丘
窯
は
、
二
〇
基
に
及
ぶ
窯
が
分
布
す
る
が
、
瓦
を
生
産
し
た
の
は
七
世
紀
第
2
四
半
期
に
限
ら
れ
、
以
降
、
須
恵
器
の
生
産
の

　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

み
が
継
続
し
て
い
る
。
一
方
、
八
世
紀
初
頭
の
三
号
窯
で
は
、
鴫
尾
が
焼
成
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
鵬
尾
が
四
天
王
寺
に
供
給
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
須
恵
器
の
生
産
地
に
転
じ
た
の
ち
に
、
寺
院
造
営
に
関
わ
る
製
晶
を
生
産
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
よ
い
。

　
岩
倉
地
域
に
お
い
て
、
幡
枝
元
稲
荷
窯
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
須
恵
器
生
産
が
開
始
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
産
は
、
窯
場
を
転
々
と
移
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
㊧

な
が
ら
、
七
、
八
世
紀
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
幡
枝
元
稲
荷
窯
に
続
く
瓦
陶
兼
業
窯
と
し
て
、
木
の
墓
窯
、
ケ
シ
山
窯
の
ほ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

粟
栖
野
並
の
な
か
の
最
古
の
一
群
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
七
世
紀
後
半
に
属
す
る
。
木
の
墓
窯
か
ら
北
白
川
廃
寺
へ
の
供
給
が
推
定
で
き
る
よ
う

ゆ
北
野
奪
や
北
自
川
辱
な
ど
の
京
都
盆
地
の
寺
院
髭
が
供
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
・
こ
の
よ
う
に
・
岩
倉
磯
で
は
・
瓦
生
肇
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交
え
な
が
ら
須
恵
器
生
産
が
継
続
し
た
と
い
う
窯
業
生
産
の
展
開
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
楠
葉
平
野
山
窯
に
つ
い
て
は
、
地
理
的
に
や
や
離
れ
て
は
い
る
が
、
七
、
八
世
紀
を
通
し
て
須
恵
器
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
枚
方
窯
跡
．
群
と

の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
岩
倉
地
域
と
同
様
の
展
開
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
隼
上
り
窯
の
存
在
す
る
宇
治
地
域

に
つ
い
て
み
る
と
、
七
、
八
世
紀
に
属
す
る
瓦
陶
兼
業
窯
、
須
恵
器
窯
が
二
、
三
ケ
所
ず
つ
知
ら
れ
て
お
り
、
前
述
の
各
例
と
同
様
の
傾
向
を

持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

　
瓦
生
産
中
心
の
展
開
が
よ
り
顕
著
な
例
と
し
て
、
五
条
地
域
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
で
最
古
の
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
る
天
神
山
窯
が
、
飛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

鳥
地
域
の
奥
山
久
米
寺
へ
瓦
を
供
給
し
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
に
は
、
川
原
寺
創
建
の
瓦
を
生
産
し
た
荒
坂
窯
や
、
七
世

紀
後
半
以
降
、
飛
鳥
寺
や
本
薬
師
寺
に
瓦
を
供
給
し
て
い
る
牧
代
窯
な
ど
、
七
、
八
世
紀
に
瓦
を
生
産
し
た
窯
が
分
布
し
、
飛
鳥
地
域
に
瓦
を

供
給
す
る
生
産
地
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
窯
業
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
七
世
紀
後
半
の
荒
坂
窯
も
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
り
、

瓦
生
産
地
の
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
須
恵
器
生
産
と
の
交
錯
が
続
く
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　
以
上
の
各
例
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
瓦
の
遠
隔
地
供
給
の
背
景
に
、
須
恵
器
の
地
方
窯
の
展
開
と
の
関
わ
り
が
み
と
め
ら
れ
る
。
少
な
く
と

も
、
こ
れ
ら
の
例
に
関
し
て
は
、
地
方
窯
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
須
恵
器
工
人
に
、
瓦
生
産
技
術
を
保
持
す
る
瓦
工
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

瓦
の
生
産
が
維
持
さ
れ
た
状
況
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
初
期
の
瓦
陶
兼
業
窯
出
土
の
須
恵
器
の
な
か
で
主
体
を
占
め
る
の
は

蓋
杯
で
あ
り
、
同
時
期
の
須
恵
器
窯
と
異
な
ら
な
い
。
ま
た
、
瓦
陶
兼
業
窯
か
ら
陶
棺
や
緑
苔
な
ど
が
出
土
す
る
こ
と
も
あ
り
、
須
恵
器
の
供

給
先
が
瓦
の
そ
れ
と
は
相
違
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
点
も
、
瓦
生
産
に
対
す
る
須
恵
器
工
人
の
関
与
の
あ
り
方
を
知
る
う
え
で
示
唆

的
で
あ
る
。
瓦
生
産
に
対
す
る
須
恵
器
工
人
の
関
与
は
、
飛
鳥
寺
の
発
掘
以
来
、
推
測
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て

は
、
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
瓦
窯
の
窯
体
や
操
業
形
態
に
舶
え
て
、
瓦
の
遠
隔
地
供
給
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
須
恵
器
生
産
の

展
開
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
関
わ
り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
瓦
陶
兼
業
が
七
世
紀
後
半
に
も
み

と
め
ら
れ
る
こ
と
や
、
岩
倉
点
葉
や
五
条
地
域
な
ど
、
七
世
紀
前
半
の
状
況
が
ひ
き
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
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生
産
の
特
質
は
、
飛
鳥
時
代
を
通
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

①
　
網
干
善
教
「
高
市
郡
飛
鳥
村
飛
鳥
瓦
窯
跡
」
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

　
調
査
抄
報
』
第
五
輯
、
　
一
九
五
五
年
掛
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発

　
掘
調
査
報
告
』
（
前
掲
）
。

②
　
横
山
浩
一
・
吉
本
舞
俊
「
京
都
市
幡
枝
の
瓦
陶
兼
業
窯
跡
」
（
前
掲
）
。

③
宇
治
市
教
育
委
員
会
『
隼
上
り
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
概
報
』
（
前
掲
）
。

④
　
西
田
敏
秀
「
楠
葉
爽
遺
跡
内
第
五
瓦
窯
」
（
前
掲
）
、
瀬
川
芳
則
「
河
内
楠
葉
の

　
飛
鳥
瓦
窯
群
を
も
つ
遺
跡
」
（
『
臼
本
歴
史
』
第
三
八
八
号
、
　
一
九
八
○
年
）
、
八

　
幡
市
教
育
委
員
会
『
平
野
山
嶺
窯
跡
発
掘
調
査
凶
報
瞼
（
前
掲
）
。

⑤
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
明
石
高
丘
地
区
埋
蔵
文
化
財
調
査
略
報
』
（
前
掲
）
。

⑥
百
済
の
挟
余
に
同
様
の
瓦
窯
が
知
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』
（
前
掲
）
。

⑦
奈
良
県
生
駒
郡
三
郷
町
勢
野
に
所
在
。
田
中
重
久
に
よ
っ
て
瓦
窯
跡
で
あ
る
こ

　
と
が
推
定
さ
れ
た
が
、
土
器
も
散
布
す
る
こ
と
か
ら
、
「
瓦
窯
で
あ
る
と
岡
時
に

　
土
器
の
窯
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
田
中
重
久
「
平
隆
寺
創

　
立
の
研
究
」
（
『
考
古
学
』
第
九
二
身
一
一
号
、
一
九
三
八
年
）
。

⑧
奈
良
県
生
駒
市
山
田
に
所
在
。
田
中
重
久
「
平
畝
寺
創
立
の
研
究
」
（
前
掲
）
に

　
お
い
て
紹
介
さ
れ
、
法
隆
寺
A
と
同
じ
文
様
の
軒
丸
瓦
と
と
も
に
、
須
恵
器
も
散

　
屯
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑨
奈
良
県
五
条
市
今
井
に
所
在
す
る
。
斜
面
に
沿
っ
て
、
瓦
・
須
恵
器
が
数
布
す

　
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
近
江
昌
司
「
五
条
市
天
神
山
瓦
窯
の
遣
跡
と
遺
物
」

　
（
前
掲
）
。

⑩
こ
の
ほ
か
、
奥
山
久
米
寺
式
の
蓮
華
文
鬼
板
と
船
橋
廃
寺
式
の
軒
丸
瓦
の
出
土

　
し
た
末
の
奥
窯
も
、
瓦
陶
兼
業
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
井
内
功
『
角

　
端
点
珠
形
式
花
弁
の
蓮
華
文
つ
き
下
端
飾
板
に
つ
い
て
』
（
前
掲
）
。

⑪
　
瓦
窯
形
態
の
窯
と
須
恵
器
窯
形
態
の
窯
が
併
存
す
る
瓦
陶
兼
業
窯
の
例
と
し
て
、

　
八
世
紀
初
頭
の
京
都
府
周
山
窯
跡
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
京
都
大
学
文
学
部

　
考
古
学
研
究
室
『
丹
波
周
出
土
祉
』
（
一
九
八
二
年
）
。

⑫
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』
（
前
掲
）
、
お
よ
び
佐
原

　
其
「
平
瓦
謙
譲
作
り
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
八
巻
第
二
号
、
一
九
七
二
年
）
第

　
二
六
図
。

⑬
　
法
隆
寺
『
法
隆
寺
防
災
施
設
工
事
・
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
前
掲
）
図
四
九
ゆ

⑭
　
森
下
衛
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

⑮
　
京
都
市
壇
蔵
文
化
財
研
究
所
『
北
野
廃
寺
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和
五
七
年
度
（
一

　
九
八
ゴ
…
年
）
図
版
八
。

⑯
佐
原
真
「
平
瓦
桶
巻
作
り
」
（
前
掲
）
。

⑰
坪
井
清
足
「
飛
鳥
寺
創
立
」
（
『
古
代
の
日
本
』
第
五
巻
近
畿
、
一
九
七
〇
年
）
。

⑱
田
辺
昭
三
『
陶
邑
古
中
田
群
』
1
（
前
掲
）
。

⑲
　
こ
の
同
箔
関
係
は
、
現
物
照
合
の
結
果
、
推
測
さ
れ
た
が
、
箔
傷
の
一
致
と
い

　
う
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

⑳
　
奥
山
久
米
寺
で
出
土
す
る
、
も
う
一
種
類
の
奥
山
久
米
寺
式
軒
丸
瓦
は
、
中
募

　
の
大
き
さ
や
蓮
子
配
置
を
は
じ
め
と
す
る
特
徴
か
ら
、
天
神
山
窯
例
（
図
七
1
4
）

　
に
酷
似
す
る
。
こ
の
瓦
に
つ
い
て
は
、
天
神
山
窯
か
ら
の
供
給
が
推
測
さ
れ
る
。

⑳
大
村
敬
通
氏
お
よ
び
大
脇
潔
氏
の
御
厚
意
で
、
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

＠
　
千
田
稔
・
足
利
健
亮
．
吉
村
享
・
武
藤
直
「
津
と
荘
園
」
（
『
宇
治
市
史
』
一

　
古
代
の
歴
史
と
黛
観
、
…
九
七
三
年
）
。

⑳
　
　
『
万
葉
集
』
に
「
名
寸
隅
の
船
瀬
」
と
あ
る
。
位
置
に
つ
い
て
は
、
明
石
市
大

　
久
保
町
江
井
ケ
島
に
比
定
す
る
意
見
が
有
力
で
あ
る
。
千
田
稔
『
埋
も
れ
た
港
』

　
（
一
九
七
四
年
）
。

⑳
　
田
辺
昭
三
『
陶
高
古
任
継
群
』
1
（
前
掲
）
以
来
、
定
説
化
し
て
い
る
。

⑳
　
高
丘
一
〇
登
窯
、
　
一
算
写
窯
な
ど
。
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⑳
　
明
石
市
教
育
委
員
会
『
闘
石
市
大
久
保
町
高
丘
纂
三
窯
跡
発
掘
調
査
報
告
駈
（
一

　
九
六
六
年
）
。

⑰
京
都
大
学
考
古
学
研
究
会
「
岩
倉
踏
査
報
告
M
」
（
『
ト
レ
ン
チ
』
三
五
、
一
九

　
八
三
年
）
。

⑱
　
京
都
大
学
考
古
学
研
究
会
「
岩
倉
踏
査
報
告
V
」
（
『
ト
レ
ン
チ
』
三
四
、
一
九

　
八
二
年
）
。

⑳
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
『
ヶ
シ
山
窯
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
』
（
～

　
九
八
五
年
）
。

⑳
　
一
九
八
五
年
、
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
調
査
。

⑳
　
軒
瓦
の
ほ
か
、
同
一
の
叩
き
板
に
よ
る
平
瓦
の
存
在
か
ら
、
供
給
関
係
が
推
測

　
さ
れ
て
い
る
。
京
都
大
学
考
古
学
研
究
会
「
岩
倉
踏
査
報
告
V
」
（
前
掲
）
。

⑫
　
北
野
耕
平
「
古
墳
特
代
の
枚
方
」
（
『
枚
方
市
史
』
纂
一
巻
、
一
九
六
七
年
）
。

⑳
　
山
田
良
王
「
寺
院
の
造
立
」
（
『
宇
治
…
市
史
』
一
、
前
掲
）
。

⑭
　
前
掲
注
⑳
参
照
。

⑳
　
岸
熊
吉
「
大
和
に
於
け
る
古
代
窯
跡
」
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査

　
抄
報
』
第
一
一
輯
、
一
九
五
九
年
）
。

⑳
　
関
川
尚
功
「
五
条
市
牧
代
瓦
窯
群
発
掘
調
査
概
報
」
（
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
』

　
一
九
七
八
年
度
、
一
九
七
九
年
）
。
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結
　
　
　
　
語

　
本
稿
で
は
、
須
恵
器
の
編
年
を
基
準
に
年
代
の
枠
組
を
提
示
し
た
の
ち
、
瓦
生
産
の
定
着
期
の
特
質
を
、
瓦
に
反
映
さ
れ
る
瓦
工
の
動
向
と
、

生
産
地
に
み
ら
れ
る
様
相
か
ら
考
察
し
た
。

　
瓦
窯
に
対
す
る
検
討
か
ら
は
、
初
期
の
瓦
生
産
が
、
地
方
窯
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
須
恵
器
生
産
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い

る
状
況
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
、
ま
だ
ま
だ
実
例
に
乏
し
く
、
包
括
的
な
言
及
が
困
難
で
あ
る
が
、

瓦
陶
兼
業
の
内
容
が
、
須
恵
器
工
人
の
動
員
に
よ
っ
て
恒
常
的
な
瓦
工
房
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
、
不
安
定
で
突
出
し
た
性

格
を
持
つ
瓦
の
需
要
に
応
え
る
た
め
に
、
労
働
力
を
臨
時
に
須
恵
器
工
人
に
依
存
し
た
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
る
と
み
て
お
き
た
い
。
軒
丸

瓦
の
系
統
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
技
術
が
保
持
さ
れ
、
丸
瓦
・
平
瓦
を
含
む
瓦
生
産
の
流
派
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
、

瓦
作
り
の
主
要
な
部
分
を
瓦
工
が
担
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
須
恵
器
工
人
が
瓦
生
産
に
従
事
し
た
場
合
、
補
助
的
な
労
働
に
留
ま
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
一
の
系
統
の
軒
丸
瓦
が
複
数
の
瓦
窯
で
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
瓦
窯
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
系

統
の
瓦
の
生
産
期
間
が
長
く
な
い
こ
と
か
ら
、
技
術
を
保
持
す
る
瓦
工
が
、
頻
繁
に
移
動
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
高
丘
窯
や



畿内の初期瓦生産と工人の動向（菱田）

岩
倉
窯
跡
群
な
ど
で
は
、
瓦
生
産
に
併
行
し
て
、
ま
た
、
終
了
し
て
か
ら
、
須
恵
器
の
み
の
生
産
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
瓦
生
産
に
従
事
す
る

須
恵
器
工
人
は
、
瓦
工
と
と
も
に
移
動
し
た
の
で
は
な
く
、
一
時
的
に
瓦
生
産
に
関
与
し
た
の
ち
、
須
恵
器
の
み
の
生
産
に
復
帰
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
飛
鳥
時
代
に
は
、
瓦
生
産
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
て
い
く
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
妾
然
、
寺
院
造
営
の
普
及
に
よ
る
需
要
の
高
ま
り
を
挙

げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
需
要
を
充
た
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
条
件
が
、
瓦
生
産
の
体
制
や
技
術
に
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
重
要
な

事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
た
、
技
術
を
保
持
し
移
動
を
常
と
す
る
と
い
う
瓦
工
の
動
向
や
、
須
恵
器
生
産
に
労
働
力
を
依
存
す
る
生
産
の
特

質
が
、
瓦
生
産
の
拡
大
を
可
能
に
し
た
条
件
の
一
部
屋
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
質
は
、
七
世
紀
中
葉
以
降
に
爆
発
的

に
増
加
す
る
地
方
寺
院
の
造
営
に
あ
た
っ
て
、
各
地
方
へ
の
瓦
生
産
の
拡
散
を
容
易
に
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
瓦
生
産
と
須
恵
器
生
産
の
関
係
で
み
た
よ
う
に
、
全
く
新
た
な
技
術
が
導
入
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
技
術
に
よ
く
似
た
技
術
を
持
つ
在
来
の
生

産
か
ら
工
人
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
仏
教
に
関
連
す
る
分
野
で
は
、
光
背
な
ど
の
仏
教
に
必
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

製
品
の
製
作
に
、
馬
具
作
り
の
工
人
が
従
事
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
新
た
な
技
術
の
定
着
、
継
承
を
は
か
る

う
え
で
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
、
動
員
さ
れ
た
側
の
生
産
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
予
測

さ
れ
る
。
瓦
生
産
に
交
錯
す
る
時
期
、
須
恵
器
生
産
に
と
っ
て
も
一
大
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
変
化
は
、
単

に
器
形
の
変
化
や
窯
の
分
布
の
拡
大
と
い
っ
た
面
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
工
人
の
把
握
の
さ
れ
方
を
も
変
え
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
須
恵
器
生
産
の
変
化
を
含
む
窯
業
生
産
全
体
の
転
換
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
う
え
で
、
本
稿
で
検
討
し
た
瓦
生
産
の
定
着
期

の
特
質
が
解
明
の
糸
口
と
な
る
と
確
信
す
る
。

　
①
小
野
山
節
「
花
形
杏
葉
と
光
背
」
（
『
M
U
S
£
U
M
』
第
三
八
三
号
、
一
九
入
　
　
　
　
　
　
　
概
報
』
（
一
九
八
三
年
）
。
〈
隼
上
り
窯
〉
と
略
記
。

　
　
三
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
ニ
　
一
、
2
　
法
隆
寺
『
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
調
査
秘
宝
展
図
録
』
一
、

　
　
　
挿
　
図
出
拠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
三
年
）
。

　
図
一
1
～
1
！
、
1
3
宇
治
市
教
育
委
員
会
『
二
上
り
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
　
　
　
　
3
～
6
法
隆
寺
『
法
隆
壽
防
災
施
設
工
事
・
発
掘
調
査
報
告
書
』37　（349）



三
五

図
六

図
七

　
　
（
で
九
八
五
年
）
。
〈
法
隆
寺
〉
と
略
記
。

7
、
8
　
瀬
川
芳
則
「
四
天
王
寺
瓦
窯
杜
と
出
土
の
須
恵
器
」
（
『
考

　
　
古
学
と
古
代
史
』
同
志
社
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
ズ
ー
、
一
九

　
　
八
二
年
）
。

9
～
1
2
　
八
幡
市
教
育
委
員
会
『
平
野
山
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
概
報
』

　
　
（
一
九
八
五
年
）
。

13

`
！
7
　
奈
良
圏
立
文
化
財
研
究
厭
『
川
原
寺
発
掘
調
査
報
告
』

　
　
（
一
九
六
〇
年
）
。

18

`
2
3
中
尾
芳
治
「
前
期
難
波
宮
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
考
古

　
　
学
雑
誌
』
第
五
八
巻
第
一
号
、
一
九
七
二
年
）
。

1
、
2
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』

　
　
（
一
九
五
八
年
）
。
〈
飛
鳥
寺
〉
と
略
記
。

3
　
〈
法
隆
寺
＞

4
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
河
内
新
堂
・
三
三
寺
の
調
査
』
（
一
九

　
　
六
一
年
）
。

－
　
〈
法
隆
寺
＞

2
～
4
　
瀬
川
芳
則
「
大
阪
府
枚
方
市
三
一
廃
寺
新
発
見
古
瓦
資

　
　
料
に
よ
せ
て
し
（
『
藤
沢
一
夫
先
生
古
稀
記
念
古
文
化
論
叢
』
、

　
　
一
九
八
三
年
）
。

－
　
〈
飛
鳥
寺
＞

2
、
3
　
〈
隼
上
り
窯
＞

4
　
奈
良
県
立
橿
原
公
苑
考
古
博
物
館
『
大
和
考
古
資
料
目
録
』

　
　
第
一
集
（
一
九
七
一
年
）
。

図
八
　
1
　
〈
飛
鳥
寺
＞

　
　
　
2
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
明
石
高
丘
地
区
埋
蔵
文
化
財
調
査
略

　
　
　
　
　
報
』
（
一
九
六
八
年
）
。

　
　
　
3
、
4
　
〈
隼
上
り
窯
〉
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
う
ち
、
図
一
1
6
、
7
、
1
2
、
図
ニ
ー
7
、

8
と
、
瓦
の
資
料
全
部
は
、
筆
者
の
作
成
し
た
図
面
、
写
真
に
よ
る
。

　
〔
謝
辞
〕
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
小
野
山
節
先
生
か
ら
御
指
導

を
い
た
だ
い
た
。
資
料
の
調
査
に
お
い
て
、
宇
治
田
和
生
、
近
江
昌
司
、

大
村
一
通
、
大
脇
潔
、
岡
内
三
蝿
、
奥
村
清
一
郎
、
杉
本
宏
、
高
橋
美
久

二
、
土
橋
理
子
、
都
出
比
呂
志
、
中
尾
芳
治
、
西
崎
卓
哉
、
西
田
敏
秀
、

萩
本
勝
、
深
澤
芳
樹
、
森
下
衛
、
毛
利
光
俊
彦
、
八
木
久
栄
、
山
本
忠
尚

の
各
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
土
器
・
瓦
の
見
方
に
つ
い
て
、

上
原
真
人
、
宇
野
隆
夫
、
五
十
川
弓
矢
、
深
澤
芳
樹
、
藤
村
淳
子
の
各
氏

を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
輩
に
御
教
示
を
い
た
だ
き
、
文
章
表
現
に
つ
い
て

は
、
岡
村
秀
典
氏
の
御
助
雷
を
得
た
。
そ
し
て
、
京
都
大
学
文
学
部
考
古

学
研
究
室
、
京
都
大
学
埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー
の
諸
学
兄
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
御
援
助
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
末
筆
な
が
ら
、
記
し
て
感
謝
の

意
を
衰
す
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次
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で
あ
る
。
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The　．Early　Roofing－Tile　Production　and　the　Real　Conditions

　　　of　the　Craftsmen　in　the　Five　Home　Provinces畿内

by

Tetsuro’　Hishida

　　In　this　paper　we　consider　the　first　stage　of　roofing－tilel　production　as

ranging・froin　its　very　beginning　to　the　period　of　the　bUildiiig　of　local

teinples；　’Our　aiin　is　’to　clarify　the　features　of　this　stage　by　analyzing　the

real　conditions　of　the　craftsnten　and　of　the’ oroducing　ceh’　te’tS’．

　　First，　we　cortect　the．chroholo9至cal　frameWork．　of：Sue－Pottery須恵器，

founded　o’氏@the’　niatefials　exdavated　from　reiics　of　furna’ees　for　tiles　and

ceramics．　Theh，　we　asses　the　chronology　of　tile　production，’　examine　the

’technica！・ktiowledge，　and　trY　to　trace　the　descerit　of　the　tilers．　’　As　a　resu！t，

it　iS　made　clear　that’Unti1　the　first　quater’of　’the　7　th　’eentury　there

existed　three　schools，’　which’　diverged　tO　be　more　various　in　the　seeond

’quarter．・

・’ `lso，　We　minutely　investigate　the・　production　systeM　（the　forms　of

furnaces，　the　operation　and　the　supply）．　From　this　investigation　We　／can

suppose　that　the　production　system　of　roofing－tiles　was　formed　by　the

cQmbination　of　the　tilers　with　technical　1〈nowledge　and　the　crafsmen　of

Sue－Pottery，　and　that　’the．　existence　of　this　combination’　depended　upon

the　demand．　We　think　of　th．e　s，q，id　prQdgction　system　as　one　of　the　most

important　conditjons　that　facjliated　the　expansion　of　tile　production　in

the　7　th　century．

The　Shiren士人Class　in　the　Song　Dynasty

by

Yoshiro　Takahashi．

　　In　the・Song　dynasty，　to　add　to　the’　difftiSion　of・・government’　or’　private

schools，　the　arrangement　of．the　imperial　examination（leの’te科挙）．system，

（466）




