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【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
七
世
紀
に
お
け
る
窯
と
工
人
の
関
係
か
ら
見
る
窯
業
生
麓
史
を
復
原
す
る
目
的
で
、
窯
出
土
の
平
瓦
を
主
な
材
料
と
し
て
分
析
・

検
討
し
た
。
そ
れ
に
あ
た
り
、
焼
成
瓦
と
混
入
瓦
の
区
別
を
窯
別
出
土
割
合
を
重
視
し
て
行
う
方
針
を
立
て
た
。

　
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
平
瓦
か
ら
抽
出
で
き
る
属
性
（
製
作
上
の
痕
跡
）
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
最
小
単
位
の
分
類
基
準
と
し
て
「
単
位

工
人
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
「
単
位
工
人
匹
他
と
の
問
に
人
の
行
き
来
が
な
い
工
人
の
ま
と
ま
り
」
と
い
う
定
義
を
与
え
た
。

　
そ
の
上
で
、
ま
ず
は
七
世
紀
後
葉
の
地
方
窯
に
お
い
て
、
従
来
の
説
で
あ
る
、
操
業
期
問
を
通
し
て
　
つ
の
「
長
」
的
工
人
集
団
が
存
在
す
る
と
い
う

操
業
形
態
で
は
な
く
、
造
瓦
の
ピ
ー
ク
時
の
都
度
三
論
が
招
聰
さ
れ
造
血
を
行
う
「
工
房
断
続
型
」
で
あ
る
と
し
た
。

　
次
に
、
七
直
属
前
葉
の
召
上
り
窯
を
と
り
あ
げ
、
特
定
の
単
位
工
人
が
操
業
開
始
か
ら
終
了
ま
で
一
つ
の
窯
群
に
定
着
し
て
造
瓦
を
行
う
「
工
房
継
続

型
扁
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
さ
ら
に
、
七
世
紀
中
葉
か
ら
操
業
を
開
始
し
た
梶
原
瓦
窯
を
と
り
あ
げ
、
最
初
は
「
工
房
断
続
型
扁
で
あ
っ
た
窯
に
あ
る
時
期
工
人
が
定
着
し
、
新
た

な
工
人
を
増
や
し
つ
つ
操
業
す
る
慣
工
房
継
続
・
拡
充
型
扁
へ
変
化
し
た
と
し
た
。

　
こ
の
結
果
か
ら
、
七
世
紀
前
葉
は
中
央
の
「
工
房
継
続
型
」
の
窯
で
造
瓦
を
行
い
、
遠
隔
地
ま
で
瓦
を
運
ん
で
い
た
が
、
中
葉
に
な
る
と
、
畿
内
周
辺

地
域
を
中
心
に
、
中
央
か
ら
の
工
入
派
遣
に
よ
る
「
工
房
断
続
型
」
の
窯
が
寺
院
の
側
近
に
築
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
葉
に
は
、
畿
内
周
辺
地
域
で
は

「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
と
「
工
房
断
続
型
」
の
窯
が
並
存
す
る
と
い
う
、
七
世
紀
全
体
の
造
瓦
組
織
の
様
相
を
復
原
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
並
存
現
象
の

解
釈
と
し
て
、
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
の
「
拠
点
窯
」
か
ら
、
「
工
房
断
続
型
」
の
周
辺
の
窯
へ
と
工
人
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
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1
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
崇
峻
元
（
五
八
八
）
年
、
百
済
か
ら
仏
舎
利
と
僧
・
技
術
者
が
渡
来
し
、
日
本
最
古
の
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
の
造
営
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
を

契
機
に
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
多
く
の
寺
院
が
造
営
さ
れ
た
。
特
に
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
畿
内
ば
か
り
で
な
く
、
地
方

に
お
い
て
も
寺
院
造
営
が
一
大
ブ
ー
ム
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
地
方
寺
院
が
爆
発
的
に
増
加
す
る
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
様
々
な

解
釈
が
あ
る
。
八
賀
晋
氏
は
、
美
濃
地
方
に
お
い
て
、
川
原
寺
式
の
軒
丸
瓦
を
用
い
て
寺
院
造
営
が
活
発
化
す
る
こ
と
を
、
地
方
豪
族
が
壬
申

の
乱
の
論
功
行
賞
に
よ
っ
て
寺
院
造
営
の
認
可
を
得
た
結
果
で
あ
る
と
捉
え
た
【
八
賀
～
九
七
三
】
。
間
壁
葭
子
氏
は
、
律
令
制
が
完
備
し
て
い

く
中
で
、
地
方
豪
族
が
自
ら
の
経
済
基
盤
の
公
営
を
免
れ
る
た
め
に
、
財
産
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
た
め
の
寺
院
を
造
営
し
た
の
だ
と
し
た
【
間

壁
一
九
七
〇
】
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
「
動
機
」
が
あ
り
、
そ
の
「
結
果
」
と
し
て
寺
院
造
営
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
解
釈
の
～
面
で
し
か
な
く
、
そ
の
反

面
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
寺
院
造
営
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
技
術
的
に
「
可
能
に
な
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う
側
面
は
見
逃
さ

れ
が
ち
だ
。
つ
ま
り
、
七
世
紀
後
葉
に
お
け
る
地
方
寺
院
の
爆
発
的
増
加
の
裏
に
は
、
飛
鳥
寺
造
営
の
際
に
招
聰
さ
れ
た
「
四
博
士
ー
ー
造
寺
工

人
」
が
、
新
来
の
工
人
を
交
え
た
り
、
非
熟
練
工
を
教
育
し
な
が
ら
そ
の
規
模
を
拡
大
し
発
展
し
て
い
っ
た
結
果
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
寺
院
が

造
営
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
状
況
が
存
在
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
造
瓦
工
人
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
造
瓦
工
房
1
1
瓦
窯
に
お
け
る
操
業
形
態
の
復
原
を
試
み
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
七
世
紀
全
体

を
通
し
て
の
造
瓦
組
織
発
展
の
状
況
を
、
ま
た
、
七
世
紀
後
葉
と
い
う
時
期
に
、
造
瓦
工
人
が
瓦
需
要
の
激
増
に
ど
の
よ
う
な
形
で
対
応
し
て

い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
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瓦
と
い
う
遺
物
は
、
古
代
寺
院
を
代
表
す
る
遺
物
と
し
て
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
特
に
石
田
茂
作
氏
に
始
ま
る
戦
前
・
戦
後
の
時
期

の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
や
、
最
近
で
も
地
方
寺
院
の
研
究
の
一
部
は
、
同
文
瓦
の
分
布
を
調
べ
、
そ
れ
に
何
ら
か
の
意
味
付
け
を
行
う
と
い
っ
た

手
法
が
取
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
付
け
と
し
て
特
に
好
ま
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
氏
族
」
で
あ
る
。
も
と
よ
り
古
代
寺
院
の
多
く
は
中
央
・

地
方
の
氏
族
が
造
営
主
体
で
、
古
く
は
福
山
敏
男
氏
の
文
献
史
料
か
ら
の
研
究
【
福
山
一
九
四
八
】
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
造
営
主
体
に

迫
る
の
は
自
然
な
流
れ
で
は
あ
る
。
瓦
当
文
様
の
類
似
は
造
営
氏
族
の
関
係
の
深
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
同
文
瓦
の
広
が
り
は
氏
族
の
勢
力
圏

を
表
す
と
さ
れ
た
。
瓦
当
文
を
語
る
際
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
高
句
麗
系
・
新
羅
系
・
百
済
系
」
な
ど
の
呼
び
方
も
、
造
営
氏
族
の
出
身
地
が
瓦

当
文
に
表
れ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
上
原
真
人
氏
に
よ
る
と
、
尻
当
文
は
必
ず
し
も
造
営
氏
族
と
は
相

関
せ
ず
、
瓦
当
文
の
偏
重
は
危
険
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
【
上
原
一
九
九
八
】
。

　
そ
う
い
っ
た
中
で
、
特
に
畿
内
周
辺
の
資
料
に
つ
い
て
、
軒
瓦
の
製
作
技
法
か
ら
瓦
を
製
作
し
た
工
人
集
団
を
特
定
し
、
そ
の
動
き
か
ら
寺

院
造
営
主
体
に
近
づ
く
と
い
う
手
法
が
、
一
つ
の
研
究
法
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
菱
田
哲
郎
氏
は
、
瓦
当
裏
の
回
転
成
形
技
法
に

注
目
し
、
初
期
瓦
工
の
系
統
と
造
注
形
態
を
復
原
し
た
【
菱
田
一
九
八
六
】
。
以
来
、
瓦
当
文
・
製
作
技
法
両
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
須
と

な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
研
究
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
工
人
集
団
の
動
き
に
つ
い
て
の
解
釈
と
し
て
、
や
は
り
従
来
通
り
「
氏
族
」
を
介
在

さ
せ
る
研
究
が
数
多
い
。
異
な
る
寺
院
問
で
同
文
の
瓦
が
存
在
す
る
時
、
両
寺
の
造
営
氏
族
が
同
一
ま
た
は
深
い
関
係
を
有
す
る
と
解
釈
す
る

に
は
、
特
定
の
氏
族
が
特
定
の
造
営
工
人
を
恒
常
的
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
正
し
い
前
提
で
あ
る

か
は
検
証
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
、
寺
院
資
料
の
み
で
は
な
く
、
生
産
地
で
あ
る
窯
の
資
料
が
増
加
し
、
～
つ
の
窯
学
内
で
の
操
業
形
態
、
平
た
く
言
え
ば
窯
と
工
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人
の
あ
り
方
を
復
原
す
る
目
的
で
、
窯
か
ら
最
も
多
く
出
土
す
る
遺
物
で
あ
る
平
瓦
・
丸
瓦
の
分
析
を
行
お
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
て
き
た
。

　
そ
の
よ
う
な
明
確
な
目
的
意
識
の
も
と
で
、
初
め
て
平
瓦
を
複
数
の
属
性
に
つ
い
て
統
計
的
に
分
析
を
加
え
た
の
が
、
一
九
八
二
年
に
発
行

さ
れ
た
、
京
都
大
学
考
古
学
研
究
室
畷
丹
波
周
山
窯
趾
』
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
、
平
瓦
・
丸
瓦
の
分
析
は
い
く
つ
か
の
窯
で
は
行
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
デ
ー
タ
を
取
る
段
階
で
非
常
に
手
間
が
か
か
る
た
め
、

窯
の
発
掘
調
査
数
全
体
と
比
し
て
、
必
ず
し
も
そ
の
数
は
多
く
な
い
。

　
そ
れ
ら
の
結
果
を
も
と
に
、
五
十
川
伸
矢
氏
や
木
立
雅
朗
氏
が
、
窯
と
工
人
の
関
係
を
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。
両
者
の
結
論
は
ほ
ぼ
同
じ

だ
が
、
こ
こ
で
は
【
木
立
～
九
八
七
】
を
も
と
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
周
山
窯
な
ど
に
お
い
て
、
後
に
操
業
を
開
始
し
た
窯
に
な
る
ほ
ど
出
土

す
る
瓦
の
型
式
が
増
加
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
後
述
）
こ
と
か
ら
、

　
　
①
各
型
式
の
製
作
者
は
、
陶
土
の
準
備
・
生
禽
製
作
・
焼
成
と
い
う
労
働
過
程
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
行
い
、
製
作
者
間
で
協
業
や
分
業

　
　
　
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
窯
だ
け
は
同
｝
の
も
の
を
「
順
番
待
ち
の
共
同
使
用
」
し
て
い
る
。

　
　
②
操
業
開
始
後
、
徐
々
に
製
作
者
を
増
加
さ
せ
て
「
瓦
屋
」
の
充
実
を
計
り
、
さ
ら
に
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
生
産
を
継
続
し
続
け
る

　
　
　
型
式
が
～
つ
だ
け
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
型
式
の
製
作
者
が
、
造
瓦
組
織
に
お
け
る
「
長
」
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
操
業
形
態
を
想
定
し
て
い
る
。

　
私
は
こ
れ
ら
平
瓦
・
丸
瓦
分
析
の
先
行
研
究
に
対
し
て
、
以
下
の
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
想
定
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
資
料
の
解
釈
と
し
て
、
窯
体
内
お
よ
び
灰
原
で
出
土
し
た
瓦
は
、
す
べ
て
そ
の
窯
で
焼
成
し
た
こ

と
が
大
前
提
と
な
る
。
し
か
し
実
際
は
、
特
に
灰
原
資
料
で
は
、
後
に
操
業
を
開
始
し
た
窯
の
灰
原
に
、
前
に
操
業
し
て
い
た
窯
の
製
品
が
混

じ
る
こ
と
は
、
窯
が
近
接
す
る
場
合
十
分
起
こ
り
う
る
。
そ
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
焼
成
瓦
を
抽
出
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る

が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
出
土
し
た
割
合
を
重
視
す
る
。
二
系
統
の
工
人
が
同
期
間
に
～
つ
の
窯
を
使
用
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
人
の
製
作

し
た
瓦
は
、
総
数
の
中
で
あ
る
一
定
の
割
合
を
占
め
る
（
半
々
か
そ
れ
に
近
い
数
字
に
な
る
）
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
他
方
に
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比
べ
て
極
端
に
出
土
割
合
が
少
な
い
場
合
は
、
混
入
の
可
能
性
を
考
え
た
方
が
よ
い
。
こ
の
手
法
は
、
窯
資
料
で
は
な
い
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
境

内
の
調
査
時
に
採
用
さ
れ
て
い
る
【
鎌
倉
市
教
育
委
員
会
一
九
八
五
】
。
こ
こ
で
は
、
調
査
区
の
層
位
ご
と
に
平
瓦
・
丸
瓦
の
型
式
別
出
土
量
を
調

べ
て
お
り
、
下
層
（
よ
り
古
い
年
代
の
層
）
で
主
体
を
占
め
る
瓦
が
上
層
（
よ
り
新
し
い
年
代
の
層
）
に
も
存
在
し
、
そ
の
割
合
は
、
よ
り
上
層
に

な
る
ほ
ど
少
な
く
な
っ
て
い
く
状
況
か
ら
、
上
層
で
出
土
し
た
古
式
の
瓦
は
混
入
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
出
土
割
合
重
視
で
平
瓦
を
数
量
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
で
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
窯
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
と
は
異
な
っ
た
操

業
形
態
を
提
示
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
今
ま
で
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
七
世
紀
前
葉
・
中
葉
の
窯
資
料
に
つ
い
て
も
同
様
の
分
析
を
加
え
、

七
世
紀
後
葉
の
操
業
形
態
に
至
る
ま
で
の
、
七
世
紀
全
体
を
通
し
た
造
瓦
組
織
の
発
展
を
復
原
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

平
瓦
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
で
は
、
平
瓦
と
い
う
材
料
を
使
用
し
て
、
一
つ
の
窯
群
・
工
房
内
で
の
工
人
の
あ
り
方
を
復
原
し
よ
う
と
考
え
て

い
る
。

　
そ
の
作
業
の
前
提
と
し
て
、
平
瓦
か
ら
ど
こ
ま
で
工
人
集
団
が
細
分
化
で
き
る
か
、
ま
た
す
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
。

　
平
瓦
を
分
析
す
る
際
に
は
、
複
数
の
属
性
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
個
々
の
属
性
（
例
え
ば
叩
き
目
と
凹
面
調
整
な
ど
）
は
同
じ
工

人
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
異
な
る
工
人
の
分
業
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
。
一
連
の
瓦
製
作
が
一
人
の
瓦
工
の
手
で
行
わ
れ
た
の
な
ら
、

理
論
的
に
は
、
属
性
分
析
に
よ
り
、
工
人
ひ
と
り
ひ
と
り
ま
で
分
割
す
る
（
つ
ま
り
、
瓦
の
型
式
1
1
工
人
数
と
な
る
ま
で
瓦
を
細
分
す
る
）
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
俗
例
な
ど
か
ら
も
そ
の
可
能
性
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、
～
枚
の
瓦
に
は
、
複
数
の
工
人
の
関
与
の
痕
が
、

複
数
の
属
性
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
稿
の
型
式
分
類
は
、
基
本
的
に
こ
の
属
性
の
組
み
合
わ
せ
（
複
数
の
属
性
が
共
通
し
て
排
他
的
で
あ
る
こ
と
）
で
行
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
分
け
ら
れ
た
「
型
式
」
は
、
「
他
と
の
問
に
人
の
行
き
来
が
な
い
工
人
の
ま
と
ま
り
」
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
れ
が
、
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平
瓦
か
ら
抽
出
で
き
る
最
小
単
位
の
工
人
集
団
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
、
「
単
位
工
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
次
に
、
平
瓦
の
ど
の
属
性
が
単
位
工
人
の
認
定
に
あ
た
っ
て
有
効
か
を
検
討
す
る
。

　
平
瓦
か
ら
観
察
で
き
る
属
性
は
、
大
き
く
分
け
て
、
道
具
の
痕
跡
と
細
部
調
整
法
と
が
あ
る
。
道
具
の
痕
跡
と
し
て
は
、
叩
き
目
・
布
綴

痕
・
桶
枠
孝
心
な
ど
が
あ
り
、
細
部
調
整
法
と
し
て
は
、
叩
き
方
・
凹
凸
面
の
調
整
・
側
面
端
面
調
整
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
単
位

工
人
を
抽
出
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
を
明
確
に
す
る
。

　
通
常
瓦
を
分
類
す
る
際
、
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
道
具
の
痕
跡
は
、
叩
き
目
で
あ
る
。
五
十
川
伸
矢
氏
は
、
桶
巻
作
り
の
工
房
に
お
い
て
、
道

具
は
各
工
人
が
個
々
に
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
【
五
十
川
　
九
八
一
】
。
私
も
そ
れ
に
関
し
て
異
論
は
な
く
、
同
じ
道
具
の
痕
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
持
つ
も
の
は
、
同
じ
単
位
工
人
の
作
で
あ
る
と
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
道
具
は
消
耗
品
で
あ
り
、
用
を
為
さ
な
く
な
っ
た
ら
新
し
い
も
の
と
取
り
替
え
る
の
で
、
一
単
位
工
人
が
同
じ
道
具
を
造
営
工
事

の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
使
い
続
け
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
一
単
位
工
人
と
複
数
の
道
具
が
対
応
す
る
こ
と
は
当
然
あ
り
得
る

わ
け
で
、
道
具
と
い
う
属
性
で
分
類
し
た
時
、
そ
の
分
類
数
は
必
ず
し
も
単
位
工
人
の
数
を
表
さ
な
い
。

　
以
上
ま
と
め
る
と
、
同
じ
道
具
の
痕
跡
が
残
る
瓦
は
確
実
に
一
単
位
工
人
を
表
す
が
、
一
単
位
工
人
の
作
っ
た
瓦
は
必
ず
し
も
同
じ
道
具
の

痕
跡
を
残
さ
な
い
。
美
い
換
え
る
な
ら
、
道
具
の
同
一
性
は
、
一
単
位
工
人
を
表
す
た
め
の
十
分
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
反
対
に
細
部
調
整
法
は
、
一
単
位
工
人
が
用
途
に
よ
る
作
り
分
け
を
行
っ
た
場
合
や
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
変
化
（
複
数
の
工
人
の
交
流
に
よ

る
伝
達
・
簡
略
化
な
ど
）
を
除
け
ば
、
一
単
位
工
人
で
は
必
ず
共
通
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
細
部
調
整
に
よ
る
分
類
数
は
少
な
く
（
例
え
ば
側
獅
調
整
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
な
4
分
類
が
主
で
あ
る
）
、
異
な
る
単
位
工

人
が
岡
一
の
分
類
内
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
か
と
い
っ
て
そ
れ
を
さ
ら
に
細
分
す
る
こ
と
は
、
同
一
単
位
工
人
内
で
の
若
干
の
例
外

や
幅
を
別
単
位
工
人
の
も
の
と
し
て
認
定
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
危
険
で
あ
る
。
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と
い
う
わ
け
で
、
基
本
的
に
は
異
な
る
細
部
調
整
の
瓦
は
異
な
る
単
位
工
人
の
作
と
言
え
る
が
、
細
部
調
整
が

共
通
す
る
瓦
が
必
ず
し
も
一
単
位
工
人
の
作
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
、
細
部
調
整
法
の
同
一
性
は
、
一
単
位
工

人
を
表
す
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
次
に
、
道
具
の
痕
跡
と
細
部
調
整
法
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
ど
の
属
性
が
よ
り
優
位
な
指
標
と
な
る
か
を
考
え

て
い
く
。

　
道
具
の
痕
跡
に
お
い
て
は
、
道
具
の
使
用
期
間
（
寿
命
）
が
長
い
も
の
ほ
ど
、
必
要
十
分
条
件
に
近
づ
く
。
そ

の
意
味
で
は
、
叩
き
目
や
布
綴
目
よ
り
も
、
幽
谷
板
痕
の
並
び
の
共
通
性
、
つ
ま
り
同
じ
桶
を
使
っ
て
い
た
こ
と

が
最
も
優
位
と
な
る
が
、
よ
ほ
ど
多
く
の
墨
形
資
料
が
な
い
限
り
、
資
料
を
桶
ご
と
に
分
類
す
る
の
は
不
可
能
で

あ
る
。
ま
た
、
資
料
が
破
片
で
あ
る
場
合
に
は
、
布
綴
目
に
よ
る
分
類
も
難
し
く
、
多
く
の
場
合
は
叩
き
目
の
み

に
頼
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
叩
き
板
の
消
耗
度
は
か
な
り
高
い
可
能
性
も
あ
り
、
結
果
、
細
部
調
整
法
と
の

照
合
が
必
要
と
な
る
。

　
細
部
調
整
法
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
で
き
る
だ
け
例
外
や
幅
の
少
な
い
属
性
を
分
類
指
標
と
す
る
の
が
有
効
で

あ
る
。
表
1
は
、
京
都
市
栗
栖
野
6
号
窯
に
お
い
て
窯
詰
一
括
状
態
で
出
土
し
、
一
つ
の
単
位
工
人
が
製
作
し
た

と
考
え
ら
れ
る
瓦
の
側
面
調
整
・
端
面
調
整
の
形
状
で
あ
る
。
側
面
・
端
面
と
も
④
が
六
割
～
八
割
以
上
を
占
め

て
い
る
も
の
の
、
多
少
の
ば
ら
つ
き
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
単
位
工
人
の
一
回
の
操
業
の
製
品
で
あ
る

の
で
、
灰
原
資
料
な
ど
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
製
品
が
混
じ
っ
て
い
る
場
合
は
、
さ
ら
に
ば
ら
つ
き
が
大
き
く
な

る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
従
っ
て
、
側
面
・
造
面
形
状
を
優
位
な
指
標
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
先
述
の
と
お
り
、
細
部
調
整
の
違
い
が
、
一
単
位
工
人
内
で
の
作
り
分
け
や
製
作
時
期
の
違

い
か
ら
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
機
能
と
は
関
係
な
い
無
意
識
的
な
、
い
わ
ば
工
人
の
手
癖
的
な
細
部

ue　1　栗栖野6号窯　平瓦側面・端面形状（報告書より作成。数値は点数）

漏］面 瀦Lノ面 漏u罷 認）婦

側面形状 34 140 43 331

広端面形状 13 19 43 370

狭端面形状 40 45 77 263
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調
整
を
取
り
上
げ
る
こ
と
、
複
数
の
細
部
調
整
が
完
全
に
共
通
し
て
他
と
異
な
る
こ
と
（
簡
略
化
な
ど
に
よ
る
～
単
位
工
人
内
で
の
変
化
が
、
複
数

の
細
部
調
整
に
わ
た
っ
て
同
時
に
起
こ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
工
人
の
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
ほ
ど
可
能
性
が
低
い
と
思
わ
れ
る
）
な
ど
が
望
ま
れ
る
。

　
以
上
、
平
瓦
か
ら
単
位
工
人
を
復
原
す
る
た
め
の
指
標
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
窯
資
料
は
、
一
部
の
良
好
な
資
料
を
除
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
が
破
片
資
料
で
あ
り
、
実
際
に
分
析
に
耐
え
う
る
だ
け
の
数
量
を
確
保
す
る
に
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
破
片
に
お
い
て
観
察
で
き
る
属

性
を
指
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
も
つ
く
。

　
具
体
的
に
は
、
道
具
の
痕
跡
と
し
て
は
叩
き
目
、
細
部
調
整
法
と
し
て
は
側
面
形
状
・
凸
面
調
整
・
凹
面
調
整
な
ど
か
ら
、
資
料
か
ら
観
察

で
き
、
か
つ
同
一
窯
群
で
二
つ
以
上
に
分
類
で
き
る
細
部
調
整
を
で
き
る
だ
け
多
く
見
出
し
、
指
標
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
①
五
十
川
向
は
、
道
具
が
工
人
所
有
か
工
房
所
有
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
桶
巻
　
　
有
と
関
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
【
上
原
一
九
八
四
】
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

　
　
作
り
と
一
枚
作
り
と
い
う
、
製
作
技
法
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
　
　
　
　
　
し
て
も
、
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
、
桶
巻
作
り
を
採
用
し
た
七
世
紀
の
窯
で
は
、

　
　
の
結
論
自
体
に
は
異
論
も
あ
る
。
上
原
真
人
氏
は
、
工
房
の
成
熟
度
が
道
具
の
所
　
　
　
　
　
道
具
は
工
人
所
有
と
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
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y
　
資
料
の
分
析

　
以
下
、
実
際
に
資
料
を
用
い
て
分
析
を
行
う
。
ま
ず
は
、
出
土
平
瓦
の
分
析
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、
本
稿
で
も
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
が
提

示
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
造
営
組
織
に
つ
い
て
の
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
窯
か
ら
見
て
い
く
。

1

七
世
紀
後
葉
に
お
け
る
地
方
窯
の
様
相

　
①
周
山
窯

　
周
山
窯
は
、
京
都
府
北
桑
田
郡
京
北
町
に
所
在
す
る
。
七
世
紀
後
葉
～
八
世
紀
前
葉
の
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
り
、
北
北
東
約
八
○
O
m
の
周
山

廃
寺
に
瓦
を
供
給
し
て
い
た
。
一
九
八
一
年
、
京
都
大
学
考
古
学
研
究
室
が
発
掘
調
査
を
行
い
、
四
基
の
窯
（
－
号
窯
は
有
段
式
置
付
、
2
・
3
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号
窯
は
無
皆
式
讐
窯
、
4
号
窯
は
不
明
）
お
よ
び
灰
原
を
検
出
し
た
。
豊
原
や
窯
自
体
の
切
り
合
い
か
ら
、
4
号
窯
↓
3
号
窯
↓
2
号
窯
↓
1
号

窯
の
順
で
操
業
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
【
京
都
大
学
考
古
学
研
究
室
一
九
八
二
】
。
ま
ず
は
こ
の
窯
の
出
土
平
瓦
に
つ
い
て
、
報
告
書
の
デ
ー

タ
を
参
考
に
再
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
報
告
書
で
は
、
こ
の
窯
群
で
の
出
土
平
瓦
を
、
静
聴
・
側
面
長
・
端
面
長
・
凸
面
叩
き
・
凹
面
布
目
・
側
面
形
状
・
端
面
形
状
・
重
量
に
関

し
て
デ
ー
タ
を
取
り
、
そ
の
分
析
結
果
と
し
て
、
平
瓦
を
O
K
I
I
～
O
K
－
V
の
五
型
式
に
分
類
し
て
い
る
（
表
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
O
K
－
1
　
凸
面
は
正
格
子
1
の
叩
き
目
上
を
軽
く
ナ
デ
て
い
る
。
凹
面
の
布
綴
目
は
A
～
E
が
見
ら
れ
、
刷
毛
目
ま
た
は
叩
き
板
に
よ
る
ナ
デ
調
整
を

　
　
　
　
　
　
行
っ
て
い
る
。
側
面
形
状
は
②
、
端
面
形
状
は
①
が
中
心
で
、
端
面
に
補
足
叩
き
を
行
う
個
体
も
あ
る
。

　
　
O
K
I
H
　
凸
面
は
縄
1
の
叩
き
目
上
を
軽
く
ナ
デ
て
い
る
。
凹
面
の
布
綴
目
は
F
・
G
が
見
ら
れ
、
叩
き
で
調
整
し
て
い
る
。
側
薦
形
状
は
②
、
端
面

　
　
　
　
　
　
形
状
は
①
が
中
心
で
あ
る
。

　
　
O
K
I
還
　
凸
面
の
叩
き
目
は
正
格
子
H
。
凹
面
は
縦
方
向
の
ナ
デ
調
整
が
見
ら
れ
る
。
側
面
形
状
は
④
、
正
面
形
状
は
③
が
中
心
で
あ
る
。

　
　
O
K
－
W
　
凸
面
の
叩
き
目
は
斜
格
子
。
凹
面
の
布
綴
目
は
H
が
見
ら
れ
、
調
整
は
行
わ
な
い
。
側
面
形
状
は
④
、
端
的
形
状
は
③
が
中
心
で
あ
る
。

　
　
O
K
－
V
　
平
衝
の
叩
き
目
は
縄
1
。
他
と
異
な
り
、
叩
き
締
め
の
円
弧
を
描
か
ず
、
平
瓦
長
の
ほ
ぼ
壱
程
度
の
長
い
単
位
が
上
下
二
段
に
打
ち
分
け
ら

　
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
。
凹
面
の
布
綴
目
は
一
が
見
ら
れ
、
調
整
は
行
わ
な
い
。
側
面
形
状
は
③
、
工
面
形
状
も
③
が
中
心
で
あ
る
。

　
こ
の
五
型
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
土
し
た
窯
（
手
原
）
の
操
業
順
か
ら
、
O
K
l
I
↓
O
K
－
V
の
順
で
製
作
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
こ
の
五
型
式
が
そ
れ
ぞ
れ
単
位
工
人
を
表
す
か
を
、
報
告
書
の
記
述
を
参
考
に
見
て
い
く
。

　
O
K
l
I
と
O
K
…
H
の
間
に
は
、
上
巻
叩
き
板
の
採
用
と
い
う
、
単
な
る
叩
き
板
の
違
い
以
上
の
差
異
が
あ
る
。
ま
た
、
叩
き
板
と
布
と

い
う
、
二
つ
の
道
具
が
追
撃
し
て
他
と
異
な
っ
て
い
る
。
O
K
l
I
と
O
K
i
H
が
、
時
期
を
違
え
る
同
一
単
位
工
人
の
作
で
あ
る
な
ら
ば
、

二
つ
の
道
具
を
一
度
に
心
し
い
も
の
に
替
え
る
と
い
う
意
識
的
な
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
瓦
製
作
上

必
要
な
行
為
と
は
一
甘
え
ず
、
別
の
単
位
工
人
の
作
と
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
O
K
I
工
の
み
が
山
面
の
補
足
叩
き
を
持
つ
こ
と
も
、
こ
れ
を
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表2　周山窯　平瓦型式分類（報告書より作成）

凸面叩き 凸面調整 凹面布綴目 凹面調整 側面形状 端面形状

OK－1型式 正格子1 ナデ調整 A～E 刷毛目・叩き が中心 1十叩き

OK－H型式 縄1 ナデ調整 F・G 叩き 2が中心 1が中心

OK一皿型式 正格子1 不調整 不明 縦ナデ 4が中心 3が中心

OK－IV型式 斜格子 不調整 H 不調整 4が中心 3が中心

OK－V型式 縄H 不調整 1 不調整 ③が中心 ③が中心

表3　周山窯　平瓦側面・端面形状（報告書より作成。数値は点数）

側面形状 形状① 形状② 形状③ 形状4

OK－1型式 89 793 39 425

OK一皿型式 200 1094 69 439

OK一皿型式 2 4 6 15

OK－W型式 3 11 5 65

OK－V型式 7 1 63 38

端面形状 形状① 形状② 形状③ 形状4

OK－1型式 257 108 15 34

OK一皿型式 641 247 66 151

OK一皿型式 180 50 25 21

OK－IV型式 10 3 32 24

OK－V型式 14 0 70 2

4号窯2次（1257点）

4号窯3次（211点）

3号窯2次（256点）

3号窯3次（154点）

3号窯4次（106点）

3号窯5次（48点）

2号窯1次（34点）

2号窯2次（3698点）

1号窯1次（35点）

1号窯2次（43点）

1号窯3次（618点）

囲OK－1

ZOK一　ll

口OK一皿

国OK一】V

MOK－V

　O％　10％　20％　30X　40X　50％　60X　70X　80％　90X　100％

図1　周山窯　平瓦出土割合（報告書より作成。点数による）
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補
強
す
る
。

　
O
K
l
H
と
O
K
I
皿
は
、
叩
き
目
・
凹
面
調
整
・
側
面
形
状
・
端
面
形
状
と
、
多
く
の
属
性
に
お
い
て
違
い
が
見
ら
れ
、
明
ら
か
に
別
の

単
位
工
人
の
作
で
あ
る
。

　
O
K
一
頂
と
O
K
I
W
は
、
叩
き
目
と
凹
面
調
整
と
い
う
、
道
具
と
細
部
調
整
の
双
方
が
共
通
し
て
異
な
っ
て
い
る
。
O
K
l
恥
の
凹
面
ナ

デ
調
整
は
、
他
の
型
式
と
比
し
て
か
な
り
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
両
者
も
別
の
単
位
工
人
の
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
最
後
に
O
K
I
W
と
O
K
－
V
は
、
叩
き
板
・
布
綴
目
・
叩
き
方
・
側
面
形
状
が
異
な
り
、
別
の
単
位
工
人
の
作
と
し
て
よ
い
。

　
以
上
の
結
果
か
ら
、
型
式
間
の
差
異
の
大
小
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
五
型
式
は
、
周
山
窯
に
お
け
る
五
つ
の
単
位
工
人
の
活
動
を
表
し
て
い

る
も
の
と
考
え
る
。

　
こ
の
五
つ
の
単
位
工
人
の
周
山
窯
操
業
へ
の
関
与
を
、
図
1
に
見
ら
れ
る
、
窯
ご
と
・
操
業
ご
と
の
各
型
式
の
出
土
割
合
を
も
と
に
考
え
る
。

　
最
初
に
こ
の
地
に
現
れ
た
工
人
は
、
4
号
窯
を
築
恕
し
、
O
K
I
工
を
製
作
し
た
。
彼
ら
は
、
4
号
窯
が
老
朽
化
す
る
と
こ
れ
を
捨
て
、
新

た
に
3
号
窯
を
築
き
、
同
じ
型
式
の
瓦
を
製
作
し
た
。
4
・
3
号
窯
で
O
K
…
1
が
出
土
割
合
の
一
〇
〇
％
を
占
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
段
階

で
は
一
つ
の
単
位
工
人
の
み
で
操
業
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
次
に
2
号
窯
に
お
い
て
は
、
O
K
一
工
と
O
K
I
豆
双
方
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
割
合
の
差
は
か
な
り
大
き
い
。

　
【
木
立
一
九
八
七
】
に
は
、
五
十
川
氏
の
教
示
と
し
て
、
瓦
の
色
調
・
焼
成
に
つ
い
て
、
窯
ご
と
と
い
う
よ
り
よ
り
む
し
ろ
、
型
式
ご
と
の

ま
と
ま
り
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
木
立
氏
は
そ
の
事
実
か
ら
、
焼
成
に
携
わ
っ
た
工
人
も
含
む
工
人
集
団
の
違
い
を
想
定
し
て
い

る
。
し
か
し
、
瓦
の
焼
成
や
発
色
は
、
焼
工
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
窯
が
違
え
ば
幾
分
か
の
差
異
が
出
て
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
、

前
述
の
割
合
差
と
相
侯
っ
て
、
2
号
窯
の
O
K
…
1
は
混
入
で
あ
る
と
し
た
方
が
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
想
定
す
る
と
、
2
号
窯
の
操
業
時
に
は
、
す
で
に
O
K
I
工
を
製
作
し
た
単
位
工
人
は
そ
の
姿
を
消
し
、
O
K
－
H
を
製
作
し

た
単
位
工
人
の
み
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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同
様
に
1
平
気
で
も
、
2
号
窯
で
主
体
を
占
め
た
O
K
－
H
型
式
は
、
そ
の
出
土
割
合
を
極
端
に
減
ら
す
。
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
、

O
K
－
皿
↓
O
K
l
W
↓
O
K
l
V
と
、
操
業
順
を
追
う
ご
と
に
新
型
式
が
加
わ
り
、
1
号
窯
の
第
三
次
操
業
で
、
上
記
の
3
型
式
の
出
土
割

合
が
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
1
号
窯
で
は
、
新
た
に
招
聰
さ
れ
た
工
人
に
よ
っ
て
ま
ず
O
K
一
阻
が
製
作
さ
れ
、
そ
の
後
、

徐
々
に
単
位
工
人
を
増
や
し
て
（
新
し
く
単
位
工
人
を
招
聴
し
た
か
、
単
位
工
人
の
分
割
を
行
っ
た
か
、
在
地
の
陶
工
を
組
織
し
て
薪
た
な
単
位
工
人
を
作

っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
）
操
業
を
続
け
た
と
想
定
で
き
る
。

　
以
上
ま
と
め
る
と
、
周
山
窯
の
操
業
に
お
い
て
は
、
従
来
雷
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
少
な
く
と
も
一
系
統
の
工
人
が
常
駐
し
、
か
つ
瓦
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
ピ
ー
ク
時
に
新
工
人
を
増
や
す
操
業
形
態
（
以
下
こ
の
形
態
を
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
と
表
す
）
は
1
号
窯
の
み
で
あ
り
、
操
業
期
間
の
大
部

分
は
、
瓦
生
産
の
ピ
ー
ク
の
た
び
に
工
人
を
窯
場
に
招
聰
し
、
在
地
の
陶
工
を
組
織
し
て
造
瓦
を
行
う
操
業
形
態
（
以
下
こ
れ
を
「
工
房
断
続

⑤型
」
と
表
す
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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②
三
ツ
塚
天
神
窯

　
三
ツ
塚
天
神
窯
は
、
兵
庫
県
氷
上
郡
市
島
町
に
所
在
す
る
。
七
世
紀
後
葉
の
瓦
陶
兼
業
窯
で
、
西
北
方
立
四
〇
〇
m
に
あ
る
三
ツ
塚
廃
寺
に

瓦
を
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
、
丹
波
三
ツ
塚
遺
跡
発
掘
調
査
団
が
発
掘
調
査
を
行
い
、
四
基
の
窯
（
－
・
2
号

窯
は
有
段
式
奮
窯
、
4
号
窯
は
無
漏
式
二
曲
、
3
号
窯
は
不
明
）
を
確
認
し
た
【
丹
波
三
ツ
塚
遺
跡
発
掘
調
査
団
一
九
九
七
】
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
の
窯
群
で
の
出
土
瓦
は
、
叩
き
板
な
ど
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
、
そ
の
す
べ
て
が
、
三
ツ
塚
廃
寺
で
も
出
土
し
て
い
る
。
な

お
こ
の
窯
に
お
い
て
は
、
灰
原
が
す
で
に
削
平
さ
れ
て
お
り
、
窯
体
内
出
土
瓦
の
み
の
分
析
と
な
る
。

　
　
1
型
式
　
　
叩
き
板
王
を
使
用
。
叩
き
方
は
粗
く
、
叩
き
締
め
の
円
弧
が
明
確
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
叩
き
は
ナ
デ
の
上
か
ら
施
さ
れ
て
お
り
、
　
旦
粘
土

　
　
　
　
　
円
筒
を
叩
き
締
め
た
後
そ
れ
を
ナ
デ
消
し
、
そ
の
上
か
ら
再
び
叩
い
た
、
仕
上
げ
叩
き
と
も
呼
ぶ
べ
き
叩
き
の
跡
と
思
わ
れ
る
。
厚
さ
は
広
端

　
　
　
　
　
二
・
五
㎝
前
後
、
前
端
一
・
五
㎝
前
後
と
厚
め
。
凹
面
の
布
目
は
粗
い
も
の
と
中
程
度
の
も
の
が
あ
り
、
前
者
が
多
い
。
完
形
に
近
い
資
料
か
ら
、
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側
面
長
三
八
㎝
、
広
酋
長
二
八
㎝
、
狭
端
長
二
〇
㎝
程
度
に
復
原
で
き
る
。
焼
成
は
や
や
軟
質
で
、
茶
自
色
を
塁
す
る
が
、
稀
に
須
恵
質
に
焼
け

　
　
　
た
個
体
も
あ
る
。
側
面
形
状
は
ほ
と
ん
ど
が
③
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
広
く
浅
く
面
取
り
し
た
も
の
が
多
い
。
分
割
の
際
に
は
、
分
割
裁
線
を
粘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
土
円
筒
の
外
側
か
ら
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
そ
れ
と
は
別
に
、
端
野
や
側
面
付
近
の
凸
面
側
に
、
混
線
を
施
し
た
瓦
が
あ
る
。
1
・
3

　
　
　
号
窯
で
出
土
。

∬
型
式
　
　
叩
き
板
H
を
使
用
。
全
体
を
か
な
り
密
に
叩
い
て
い
る
。
厚
さ
は
広
端
一
・
五
～
二
㎝
、
狭
端
～
～
一
・
五
㎝
と
薄
め
。
凹
面
の
布
目
は
細

　
　
　
か
く
、
布
綴
目
付
近
で
わ
ず
か
に
、
中
程
度
の
粗
さ
の
布
を
継
い
で
い
る
。
H
型
式
で
布
綴
目
の
見
ら
れ
る
個
体
で
は
、
平
瓦
だ
け
で
な
く
丸
瓦

　
　
　
も
す
べ
て
、
二
種
の
布
を
継
い
で
い
る
。
焼
成
は
比
較
的
堅
緻
で
、
赤
褐
色
～
黒
褐
色
を
呈
す
る
。
側
面
形
状
は
1
型
式
と
同
様
。
分
割
に
際
し

　
　
　
て
は
、
分
割
界
線
を
指
標
と
し
て
、
お
そ
ら
く
粘
土
円
筒
の
外
側
か
ら
分
割
素
線
を
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
1
型
式
と
同
様
、
心
線
を
施
し
た
瓦

　
　
　
が
あ
る
。
4
号
窯
床
面
の
～
点
を
除
い
た
す
べ
て
が
2
号
窯
で
の
出
土
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

皿
型
式
　
　
即
き
板
1
・
皿
・
W
・
V
を
使
用
。
H
と
W
、
W
と
V
、
V
と
皿
は
そ
れ
ぞ
れ
重
複
叩
き
が
見
ら
れ
る
（
図
6
）
。
叩
き
方
は
密
で
あ
る
。

　
　
　
厚
さ
は
広
端
と
狭
端
で
あ
ま
り
差
が
な
く
、
一
・
五
㎝
前
後
と
薄
め
。
凹
面
の
布
目
は
中
程
度
の
粗
さ
。
焼
成
は
堅
緻
で
、
半
数
以
上
が
須
恵
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
　
に
焼
き
上
が
る
。
側
面
形
状
は
1
型
式
と
同
様
。
分
割
手
法
は
、
側
面
・
側
端
を
き
ち
ん
と
調
整
し
て
い
る
た
め
不
明
。
4
号
窯
で
出
土
。
ま
た
、

　
　
　
窯
資
料
に
は
な
か
っ
た
が
、
三
ツ
塚
廃
寺
で
は
、
1
・
∬
型
式
と
同
様
に
沈
線
を
施
し
た
平
瓦
が
、
す
べ
て
の
叩
き
目
の
瓦
に
見
ら
れ
た
。

　
こ
の
結
果
か
ら
、
1
・
3
号
窯
、
2
号
窯
、
4
号
窯
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
出
土
瓦
の
様
相
が
単
｝
で
、
し
か
も
他
と
共
通
し
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
各
窯
の
出
土
瓦
は
そ
れ
以
上
に
細
分
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
単
位
工
人
の
製
品
と
し
て
よ
い
。

　
1
・
3
号
窯
の
瓦
は
、
厚
さ
や
焼
成
な
ど
に
加
え
、
仕
上
げ
叩
き
を
施
す
と
い
う
面
で
2
・
4
号
窯
と
大
き
く
異
な
り
、
同
一
単
位
工
人
の

時
間
的
差
異
で
は
な
く
、
単
位
工
入
自
体
の
差
異
を
考
え
た
方
が
よ
い
。

　
2
号
窯
と
4
号
窯
の
瓦
は
、
同
一
と
思
わ
れ
る
叩
き
板
1
を
共
通
し
て
使
用
し
て
い
る
。
焼
成
と
布
は
異
な
る
が
、
焼
成
は
窯
構
造
の
違
い

に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
布
の
違
い
は
操
業
の
時
期
差
と
し
て
も
よ
い
。
従
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
窯
に
つ
い
て
は
、
単
位
工
人
の
差
と
い

13 （859）
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う
よ
り
も
む
し
ろ
、
同
一
単
位
工
人
が
時
期
を
違
え
て
順
次
築
窯
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
築
窯
の
順
序
は
、
断
定
は
危
険
で
あ
る
が
、
4

号
窯
の
床
面
で
2
号
窯
製
品
が
一
点
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
2
号
窯
↓
4
号
窯
の
順
と
想
定
し
て
お
く
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
ツ
塚
天
神
窯
で
は
、
二
つ
の
単
位
工
人
が
、
窯
を
違
え
て
操
業
し
て
い
た
と
想
定
す
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
単
位
工
人
の
操
業
が
同
時
期
か
、
時
期
差
が
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
ま
ず
、
単
位
工
人
間
に
共
通
の
細
部
調
整

が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
粘
土
円
筒
の
外
側
か
ら
分
割
革
綴
を
入
れ
る
こ
と
、
側
面
・
端
面
付
近
の
凸
面
側
に
下
線
を
持
つ
こ
と
、

凹
面
側
を
広
く
面
取
す
る
側
面
調
整
と
い
う
三
つ
の
点
が
、
1
～
皿
型
式
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
特
に
前
二
者
に
つ
い
て
は
、
｝
般
的

な
細
部
調
整
法
と
は
言
い
難
く
、
全
く
別
の
単
位
工
人
が
偶
然
に
所
有
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
点
か
ら
は
、
操
業
は
同
時
期
で
あ

り
、
同
時
に
二
つ
の
単
位
工
人
が
存
在
し
た
結
果
、
単
位
工
人
間
で
細
部
調
整
法
が
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
1
・
3
号
窯
と
2
・
4
号
窯
の
出
土
瓦
は
、
燃
焼
部
や
埋
土
を
含
め
て
も
、
全
く
混
じ
り
が
な
く
、
完
全
に
単
　

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
複
数
の
窯
が
近
接
し
て
同
時
操
業
し
て
い
た
と
考
え
る
に
は
極
め
て
不
自
然
な
状
況
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
点
か
ら
は
、
二

つ
の
単
位
工
人
は
同
時
に
は
存
在
せ
ず
、
ど
ち
ら
か
の
窯
が
廃
絶
し
埋
ま
っ
た
後
、
も
う
　
方
が
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
瓦
の
出
土
状
況
を
優
先
し
て
後
者
の
立
場
を
と
り
、
共
存
し
な
い
二
つ
の
単
位
工
人
間
で
細
部
調
整
が
共
通
す
る
理
由
と
し
て
、

在
地
の
陶
工
を
介
し
た
と
い
う
可
能
性
を
提
示
し
て
お
く
。

　
三
ツ
塚
廃
寺
や
三
ツ
塚
天
神
窯
か
ら
南
東
へ
尾
根
ひ
と
つ
隔
て
た
鴨
庄
地
区
で
は
、
六
世
紀
末
か
ら
約
二
百
年
に
わ
た
っ
て
須
恵
器
生
産
が

行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
三
ツ
塚
廃
寺
が
造
営
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
の
須
恵
器
の
み
、
鴨
庄
地
域
で
出
土
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
鴨
庄
の
陶
工
が
、
三
ツ
塚
廃
寺
造
営
に
伴
い
、
寺
に
近
接
す
る
三
ツ
塚
天
神
窯
に
移
動
し
、
瓦
製
作
を
助
け
な
が
ら
須
恵
器
を
生
産

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
三
ツ
塚
天
神
窯
が
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
り
、
飛
鳥
W
期
の
須
恵
器
が
出
土
し
た
と
い
う
発
掘
成
果
か
ら
、

よ
り
確
実
に
な
っ
た
。

　
こ
の
結
果
よ
り
、
三
ツ
塚
天
神
窯
に
は
二
つ
の
単
位
工
人
が
入
れ
替
わ
り
で
や
っ
て
来
た
が
、
そ
れ
を
ア
シ
ス
ト
し
た
の
は
同
一
系
統
の
陶
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工
で
あ
り
（
と
い
う
よ
り
、
三
ツ
塚
天
神
窯
で
は
、
在
地
陶
工
が
継
続
的
に
須
恵
器
を
生
産
し
て
お
り
、
瓦
需
要
の
ピ
ー
ク
時
の
み
瓦
工
が
他
地
域
よ
り
招
聰

さ
れ
、
窯
場
と
労
働
力
を
借
り
て
瓦
を
生
産
し
た
と
言
う
べ
き
か
）
、
1
型
式
と
互
・
無
型
式
で
の
間
の
細
部
調
整
の
共
通
性
は
、
在
地
陶
工
を
通
じ

て
百
工
に
伝
わ
っ
た
か
、
ま
た
は
、
そ
の
細
部
調
整
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
作
業
工
程
（
粘
土
円
筒
分
割
・
側
面
調
整
）
は
在
地
陶
工
が
行
っ
た

と
い
う
、
・
瓦
工
と
陶
工
の
間
の
作
業
分
割
を
表
す
と
、
こ
こ
で
は
想
定
し
て
お
く
。

16 （862）

③
天
狗
沢
瓦
窯

　
天
狗
沢
瓦
窯
は
、
山
梨
県
中
巨
摩
郡
敷
島
町
に
所
在
す
る
瓦
毛
兼
業
窯
で
あ
る
。
～
九
八
六
年
～
一
九
八
九
年
に
か
け
て
、
天
狗
沢
瓦
窯
跡

調
査
団
が
発
掘
調
査
を
行
い
、
三
基
の
窯
（
－
号
窯
は
有
段
讐
窯
、
2
・
3
号
窯
は
無
段
讐
窯
）
を
検
出
し
た
。
操
業
順
は
、
窯
や
灰
原
の
切
り
合

い
な
ど
か
ら
、
1
号
窯
↓
3
号
窯
↓
2
号
窯
（
時
間
的
な
一
部
重
複
も
考
え
ら
れ
る
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
操
業
年
代
は
、
出
土
須
恵
器
か
ら
、

七
世
紀
後
葉
～
八
世
紀
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
を
、
報
告
書
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
再
検
討
す
る
。

　
報
告
書
の
記
述
に
従
う
と
、
出
土
瓦
は
叩
き
板
に
よ
っ
て
三
型
式
に
分
類
で
き
る
（
表
4
）
。

　
　
　
　
⑩

　
　
A
型
式
　
　
平
行
叩
き
を
施
す
。
叩
き
板
の
数
は
七
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
　
B
型
式
　
　
格
子
叩
き
を
施
す
。
叩
き
板
の
数
は
六
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
　
C
型
式
　
　
叩
き
目
を
も
た
な
い
も
の
。

　
A
型
式
と
B
型
式
は
、
ま
ず
平
行
叩
き
と
格
子
叩
き
と
い
う
叩
き
目
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
図
6
よ
り
、
両
型
式
は
別
の
布

を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
わ
か
る
。
ま
た
、
図
7
よ
り
、
A
型
式
の
方
が
全
体
的
に
薄
く
作
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
表
5
を
見
る
と
、
A
型
式

は
①
、
B
型
式
は
③
の
側
面
形
状
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
叩
き
板
と
布
と
い
う
二
つ
の
道
具
お
よ
び
側
面
形
状
・
厚
さ
が
共
通
し
て
他
と
異

な
る
こ
と
か
ら
、
A
型
式
と
B
型
式
は
明
ら
か
に
別
の
単
位
工
人
の
作
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
A
・
B
型
式
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
の
細
分
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
な
細
部
調
整
法
の
差
異
が
見
ら
れ
ず
、
と
り
あ
え
ず
A
型
式
・
B
型
式
を
各
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以
上
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
窯
三
ヶ
所
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
操
業
形
態
に
つ
い
て
論
じ
て

き
た
が
、
そ
の
大
部
分
の
傾
向
と
し
て
、

　
①
一
つ
の
窯
は
、
基
本
的
に
　
つ
の
単
位
工
人
に
よ
っ
て
操
業
さ
れ
て
い
る
。

　
②
あ
る
一
つ
の
単
位
工
人
が
、
（
寺
院
の
造
営
開
始
か
ら
終
了
ま
で
）
継
続
し
て
～
つ
の
窯

一
つ
の
単
位
工
人
と
し
て
お
く
。

　
C
型
式
に
つ
い
て
は
、
布
目
密
度
の
ば
ら
つ
き
や
、
窯
や
灰
原
で
の
出
土
が
少
な
く
、
摩

滅
を
受
け
や
す
い
溝
で
の
出
土
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
A
型
式
や
B
型
式
の
瓦
が
摩

滅
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
断
言
を
避
け
る
。
と
り
あ
え
ず
本
稿

で
は
分
析
の
対
象
外
と
す
る
。

　
図
8
は
、
各
型
式
の
瓦
の
窯
斗
出
土
量
で
あ
る
。
1
号
窯
で
主
体
を
占
め
て
い
た
A
型
式

が
、
3
・
2
号
窯
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
状
況
が
明
白
に
表
れ
て
い
る
。
ま

た
、
A
型
式
の
瓦
が
、
3
号
窯
↓
2
号
窯
の
順
（
操
業
開
始
順
）
で
少
な
く
な
る
こ
と
も
、

両
窯
に
お
け
る
A
型
式
の
瓦
が
混
入
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
先
行
し
て
操
業
さ
れ
た
1

号
窯
に
お
い
て
B
型
式
の
瓦
が
少
量
見
ら
れ
る
の
は
、
1
号
窯
と
3
・
2
号
窯
の
時
間
的
な

重
複
を
表
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
の
結
果
よ
り
、
天
狗
沢
瓦
窯
で
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
単
位
工
人
が
、
短
期
間
の

時
間
的
重
複
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
別
の
時
期
に
、
別
の
窯
を
使
用
し
て
、

個
別
に
操
業
し
て
い
た
と
推
測
す
る
。

表4　天狗沢瓦窯　平瓦型式分類（報告書より作成）

叩き板 側面形状 布目密度 厚さ 分割戴線 その他

A型式 平行叩き 1が中心 縦糸が密 薄い 外側から 広端部ナデ

B型式 格子叩き 3が中心 縦横同程度 厚い 外側から

C型式 叩きなし？ ①が中心 ばらつき有 薄い

表5　天狗沢瓦窯　平瓦側面・端面形状（報告書より作成。数値は点数）

端面 端面 側面

形状① 形状③ 形状① 形状③ 形状① 形状③

A型式 12 25 39 2 78 10

B型式 4 18 37 2 6 86

C型式 1 0 11 0 16 0
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場
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
な
い
。

　
③
一
つ
の
芸
者
で
は
、
い
く
つ
か
の
単
位
工
人
が
入
れ
替
わ
り
で
窯
場
を
訪
れ
、
独
自
に
窯
を
築
い
て
瓦
生
産
を
行
っ
た
。

④
そ
の
際
に
徴
用
さ
れ
る
在
地
の
陶
工
は
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
窯
の
操
業
形
態
は
、
基
本
的
に
、
寺
院
造
営
の
ピ
ー
ク
時
に
の
み
参
詣
を
招
聰

す
る
、
工
房
断
続
型
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
当
時
の
至
言
は
、
各
寺
院
ご
と
に
掌
握
し
保
有
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

造
瓦
の
需
要
が
あ
る
地
域
を
廻
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
七
世
紀
後
葉
の
事
例
に
つ
い
て
は
こ
の
あ
た
り
で
止
め
て
お
い
て
、
次
項
で
は
、
隼
上
り
窯
出
土
の
平
瓦
の
分
析
か
ら
、
七
世
紀
前
葉
の
瓦

陶
兼
業
窯
の
様
相
を
見
て
い
く
。
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2

七
世
紀
前
葉
に
お
け
る
瓦
陶
兼
業
窯
の
様
相
－
隼
上
り
窯
を
中
心
に
一

　
隼
上
り
窯
は
、
京
都
府
宇
治
市
に
所
在
す
る
七
世
紀
前
葉
の
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
、
宇
治
市
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
行

い
、
三
田
の
有
段
式
奮
窯
と
灰
原
・
工
房
を
検
出
し
た
門
宇
治
市
教
育
委
員
会
一
九
△
一
蘭
。
（
－
・
2
号
窯
と
3
号
窯
の
間
に
4
号
窯
も
検
出
さ
れ
た
が
、

保
存
の
た
め
そ
の
ま
ま
埋
め
戻
さ
れ
た
。
）

　
報
告
書
で
は
、
平
瓦
を
凹
面
調
整
に
よ
っ
て
四
種
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
！
・
2
号
窯
の
宮
原
を
、
水
平
方
向
に
二
m
方
眼
の
グ
リ

ッ
ド
、
垂
直
方
向
に
三
層
の
地
区
分
け
を
し
、
各
種
平
瓦
の
出
土
割
合
を
地
区
ご
と
に
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
1
・
2
号
窯
の
三
原
は
窯

ご
と
に
分
け
る
の
が
困
難
な
状
況
で
、
各
地
区
が
ど
ち
ら
の
窯
に
属
す
る
灰
原
か
を
決
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
出
土
資
料
の
窯
ご
と
の
比

較
が
必
要
と
な
る
本
稿
で
は
、
こ
の
分
析
は
使
用
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
灰
原
を
含
む
一
・
2
号
窯
と
3
号
窯
の
比
較
か
ら
、
隼
上
り
窯
の
操
業
形
態
に
せ
ま
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
型
式
分
類
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表6　隼上り窯平瓦型式分類

凹面三正 興言 1面形 口 その

1型式 不調整 縦ナデ ③が中心 精良

H型式 模骨接点部削り 縦ナデ 1が中心 精良

皿型式 全面縦削り 縦ナデ 4が中心 精良

w型式 全面縦削り 不定方向ナデ ④が中心 長石を多く含む 焼けひずみ

潅．卵ﾋ、四二

．．t．．二即’1型式

図9　隼上り窯 平瓦凹面調整（報告書より転載。一部改変）

2％
　　　13％

　　　　65％
1・2号窯　1型式

3％　10％

　　　　69％

3号窯　1型式

％
21％

9％

o％

1・2号窯皿型式

26％

11％K

o％

61％

48％

4％　13％

66％

1・2号窯 皿型式

8％

60％

2％
14％

2X

Y22％

7％　4Xl％

　　　　14％

　　15％　74％
　3号翌翌型式　　　3号窯皿型式

図10　隼上り窯　平瓦側面形状（側面長による）

1・2号窯W型式

囲側面形状①

va側面形状②

口側面形状③

9側面形状④

国形状不明

1・2号窯（650点）

3号窯（250点）

圏1型式

ロ皿型式

ロ皿型式

田IV型式

O％　10％　20％　30％　40％　50％　60％　70％　80％　90％　100％

　　図U　隼上り窯　平瓦出土割合（側面長による）
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の
際
は
、
す
べ
て
の
個
体
に
お
い
て
凸
面
に
調
整
を
施
し
て
い
て
、
叩
き
板
の
痕
跡
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
報
告
書
と
同
様
に
凹

面
調
整
を
主
体
と
し
（
図
9
）
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
属
性
も
加
味
し
つ
つ
分
類
す
る
。

　
ま
ず
一
・
2
号
窯
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
1
・
2
号
窯
出
土
の
平
瓦
を
無
作
為
に
六
五
〇
点
抽
出
し
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
四
型
式
に
分
類
で
き
た
（
表
6
）
。

　
　
工
型
式
（
報
告
書
の
1
類
）
　
凹
面
を
調
整
せ
ず
、
布
目
が
そ
の
ま
ま
残
る
も
の
。

　
　
H
型
式
（
報
告
書
の
H
類
）
　
凹
面
の
模
骨
接
点
部
の
凹
凸
を
縦
に
削
り
取
る
も
の
。

　
　
綴
型
式
（
報
告
書
の
斑
類
）
　
凹
面
す
べ
て
に
縦
方
向
の
削
り
を
施
す
も
の
。

　
　
W
型
式
　
凹
礪
調
整
は
頂
型
式
と
同
じ
。
報
告
書
で
は
盟
類
に
分
類
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
1
～
皿
型
式
が
凸
面
を
縦
ナ
デ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
W
型

　
　
　
　
　
式
は
不
定
方
向
の
ナ
デ
を
加
え
て
い
る
点
、
盛
土
に
長
石
を
多
く
含
む
点
、
焼
成
は
暗
灰
色
を
呈
し
、
焼
け
ひ
ず
ん
だ
個
体
の
多
い
点
な
ど
か
ら
、

　
　
　
　
　
穣
型
式
と
は
別
と
し
て
認
定
し
た
。

　
な
お
、
無
作
為
抽
出
し
た
六
五
〇
点
の
中
に
は
、
凹
面
に
ハ
ケ
状
工
具
痕
が
残
る
個
体
（
報
告
書
の
W
類
）
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
W
類
は

報
告
書
で
も
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
分
析
か
ら
除
外
す
る
。

　
こ
の
四
つ
の
型
式
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
単
位
工
人
を
表
す
か
を
検
討
す
る
。

　
ま
ず
W
型
式
は
複
数
の
属
性
に
お
い
て
排
他
的
で
あ
り
、
他
と
は
異
な
る
単
位
工
人
と
し
て
よ
い
。

　
1
～
皿
型
式
は
、
凹
面
調
整
の
み
か
ら
の
分
類
で
あ
り
、
他
の
属
性
に
よ
る
追
証
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
各
型
式
の
側
面
調
整
の
形
状
を

調
べ
た
と
こ
ろ
、
王
型
式
は
③
、
∬
型
式
は
①
、
皿
型
式
は
④
が
そ
れ
ぞ
れ
六
割
以
上
を
占
め
、
型
式
ご
と
に
明
確
な
差
が
出
た
（
図
－
o
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
の
こ
と
か
ら
、
1
～
皿
型
式
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
単
位
工
人
の
作
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
各
型
式
の
出
土
割
合
を
調
べ
た
（
図
1
1
）
。
穣
型
式
が
最
も
多
く
、
全
体
の
四
割
近
く
を
占
め
る
が
、
工
型
式
・
H
型
式
も
三
割
近
く

あ
り
、
混
入
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
三
つ
の
型
式
は
、
い
ず
れ
も
一
・
2
号
窯
で
焼
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
1
・
2
21 （867）



号
窯
双
方
の
窯
体
内
や
床
面
で
、
十
分
な
量
の
各
型
式
の
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
各
窯
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
型
式
を
焼
成
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
1
・
2
号
窯
で
は
、
三
つ
の
単
位
工
人
が
窯
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
想
定
が
成
り
立
つ
。

　
な
お
、
W
型
式
に
つ
い
て
は
、
出
土
量
は
八
％
と
少
な
い
が
、
灰
原
の
特
定
の
場
所
（
報
告
書
の
地
区
名
で
5
A
・
5
B
・
6
A
・
6
B
の
中

層
・
下
層
周
辺
）
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
出
土
し
、
ま
た
、
同
じ
地
区
か
ら
五
〇
個
体
近
く
も
出
土
し
て
い
る
隼
上
り
D
型
式
と
呼
ば
れ
る
素
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

八
葉
軒
丸
瓦
と
胎
土
や
焼
け
ひ
ず
み
が
酷
似
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
製
作
・
焼
成
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
こ
と
か
ら
、
あ
る
特
定
の

時
期
の
み
、
1
・
2
号
窯
で
焼
成
し
た
瓦
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
か
ら
、
W
型
式
の
瓦
を
製
作
し
た
単
位
工
人
は
、
お
そ
ら

く
陶
工
か
そ
れ
に
近
い
立
場
の
人
々
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
1
・
2
号
窯
で
は
、
三
つ
の
単
位
工
人
が
継
続
的
に
存
在
し
、
瓦
生
産
の
ピ
ー
ク
時
（
軒
丸
瓦
D
型
式
の
み
豊
浦
寺
で

の
出
土
が
な
い
こ
と
か
ら
、
豊
浦
寺
へ
の
恒
常
的
な
瓦
供
給
に
加
え
て
、
別
の
寺
の
瓦
製
作
を
請
け
負
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
に
、
緊
急
に
一
つ
単
位
工

人
を
増
や
し
、
計
四
つ
の
単
位
工
人
で
瓦
を
製
作
し
た
と
い
う
操
業
形
態
が
復
原
で
き
る
。

　
さ
ら
に
3
号
窯
に
つ
い
て
、
無
作
為
抽
出
し
た
平
瓦
二
五
〇
点
を
用
い
て
分
析
・
検
討
し
た
。

　
出
土
瓦
は
一
・
2
号
窯
同
様
、
凹
面
調
整
を
基
準
に
、
W
型
式
を
除
い
た
三
つ
の
型
式
に
分
類
で
き
た
。
ま
た
、
各
型
式
の
側
面
調
整
も
、

い
ず
れ
も
も
一
・
2
号
窯
と
同
様
の
調
整
が
主
と
な
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
（
図
1
0
）
。
複
数
の
細
部
調
整
が
共
逓
す
る
こ
と
か
ら
、
3

号
窯
で
の
一
～
皿
型
式
は
、
！
・
2
号
窯
の
一
～
皿
型
式
に
合
致
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
単
位
工
人
が
製
作
し
た
瓦
と
判
断
で
き
る
。
3
号
窯

で
の
各
型
式
の
出
土
割
合
（
図
1
1
）
だ
が
、
！
・
2
号
窯
に
比
べ
、
1
型
式
が
や
や
多
く
な
り
、
逆
に
皿
型
式
が
減
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
ど

の
型
式
も
全
体
の
三
割
程
度
は
占
め
て
お
り
、
混
入
と
は
考
え
に
く
い
。

　
1
・
2
号
窯
と
3
号
窯
の
操
業
順
序
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
菱
田
哲
郎
氏
は
、
最
終
床
面
に
残
る
須
恵
器
の
年
代
か
ら
、

三
管
の
終
焉
は
ほ
ぼ
同
じ
と
し
て
い
る
【
菱
田
～
九
八
六
】
。
ま
た
、
杉
本
宏
氏
は
、
同
じ
く
最
終
床
面
の
資
料
か
ら
、
2
号
窯
が
一
・
3
号
窯

よ
り
早
く
操
業
を
終
え
た
と
し
て
お
り
【
杉
本
～
九
八
七
】
、
木
立
雅
朗
氏
は
、
窯
の
位
置
関
係
か
ら
2
↓
1
↓
3
号
窯
へ
の
順
次
築
窯
で
あ
っ
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⑭

た
と
す
る
【
木
立
一
九
八
七
】
。
瓦
か
ら
見
る
限
り
、
D
型
式
の
軒
丸
瓦
の
箔
の
傷
み
具
合
か
ら
、
お
お
ま
か
に
見
て
一
・
2
号
窯
↓
3
号
窯
へ

の
動
き
が
考
え
ら
れ
、
両
者
の
間
に
、
重
な
り
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
若
干
の
時
期
差
を
想
定
で
き
る
。
時
期
の
異
な
る
窯
で
三
つ
の
型

式
が
同
様
に
出
土
す
る
こ
と
は
、
こ
の
三
つ
の
型
式
が
、
時
期
差
に
よ
る
細
部
調
整
法
の
変
化
で
は
な
く
、
工
人
差
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
補

強
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
単
位
工
人
が
窯
を
共
有
し
た
と
い
う
事
実
は
、
3
号
窯
も
含
め
る
こ
と
で
、
よ
り
確
か
な
事
実
ど
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
複
数
の
単
位
工
人
が
同
時
に
操
業
し
た
場
合
、
各
型
式
の
瓦
の
出
土
割
合
が
図
1
1
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
周

山
窯
の
よ
う
な
偏
っ
た
出
土
割
合
を
示
す
場
合
、
複
数
型
式
の
出
土
を
そ
の
ま
ま
複
数
の
単
位
工
人
の
同
時
操
業
と
は
し
に
く
い
こ
と
の
証
明

と
も
な
る
。

　
以
上
、
七
世
紀
前
葉
の
瓦
陶
兼
業
窯
に
つ
い
て
、
隼
上
り
窯
を
用
い
て
分
析
・
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
窯
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

異
な
り
、
複
数
の
単
位
工
人
が
共
通
の
窯
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
、
「
工
房
継
続
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
し
か
し
、
七
世
紀
前
葉
の
中
央
の
需
要
に
直
接
応
じ
た
窯
と
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
の
窯
と
い
う
、
時
代
も
異
な
れ
ば
そ
の
意
味
合
い
も
異

な
る
も
の
を
直
接
比
較
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
項
で
は
、
大
阪
府
高
槻
市
の
梶
原
瓦
窯
出
土
瓦
の
分
析
か
ら
、
さ
ら
に
異
な

る
例
を
提
示
し
、
先
述
の
二
つ
の
モ
デ
ル
（
工
房
断
続
型
と
工
房
継
続
型
）
の
違
い
に
意
味
を
持
た
せ
て
み
る
。

3

そ
の
他
の
操
業
形
態
i
梶
原
瓦
窯
の
例
か
ら
一

　
梶
原
瓦
窯
は
、
大
阪
府
高
槻
市
に
所
在
す
る
七
世
紀
中
葉
～
八
世
紀
の
瓦
専
業
窯
で
あ
る
。
名
神
高
速
道
路
内
遺
跡
調
査
会
が
、
｝
九
九
一

年
～
一
九
九
五
年
に
か
け
て
発
掘
調
査
を
行
い
、
五
基
の
窯
（
－
・
2
・
5
号
窯
は
有
段
式
讐
窯
、
4
号
窯
は
ロ
ス
ト
ル
式
平
虫
、
3
号
窯
は
煙
道
の

み
の
調
査
の
た
め
不
明
）
と
工
房
を
検
出
し
た
。
操
業
順
序
は
、
重
複
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
2
↓
5
↓
1
↓
3
号
窯
の
順
で
操
業
し
、
や
や

時
期
を
隔
て
て
4
号
窯
が
操
業
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
門
名
神
高
速
道
路
内
遺
跡
調
査
会
一
九
九
八
】
。
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表7　梶原瓦窯平瓦型式分類

凸面調整1 凸面調整2 凹面調整 焼成 色調 その他

1型式 格子叩き 具回転ナ 不調整 やや軟 黄灰色

皿型式 細かなカキ目 縦ナデ やや堅 赤褐色

皿型式 粗い横ナデ 不調整 堅 灰色

四型式 粗い横ナデ 縦ナデ 堅 灰色

V型式 粗い横ナデ 全面縦削り 堅 灰色

v【型式 格子叩き 粗いナデ 不調整 やや軟 黄灰色

刷1型式 格子叩き 粗いカキ目 全面縦削り 堅 青灰色 焼けひずみ

皿型式 縄叩き 不調整 縦削り 堅 灰茶色 やや焼けひずみ

D【型式 縄叩き 不調整 不調整 やや堅 灰茶色 一枚作り

2号窯（325点）

5号窯（244点）

　工房（189点）

1号窯（9809点）

　3号窯（41点）

4号窯（157点）

O％　10％　20％　30X　40X　50SC　60VS　70％　80％

　　　図12梶原瓦窯　平瓦出土割合（重量による）

90％　100％

囲1型式

口ll型式

□皿型式

国N型式

NV型式

田VI型式

目w型式

■田型式

国IX型式

2号窯 5号窯
1111111111111

献灘蟹鷺懸：繋玉璽

　　：≒：i弱桑＝：考瞬繭
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　　　　　　　　　　　　　　　⊆論一・一
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工房継続・拡充三

図13梶原瓦窯　操業形態模式図
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出
土
平
瓦
は
、
特
に
1
号
窯
の
も
の
に
つ
い
て
、
報
告
書
で
詳
細
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
窯
や
工
房
出
土
の
平
瓦
に

つ
い
て
も
、
報
告
書
に
は
未
記
載
な
が
ら
、
記
録
デ
ー
タ
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
名
神
高
速
道
内
遺
跡
調
査
会
の
鎌
田
博
子
氏
の
ご
厚
意

に
よ
り
、
そ
の
デ
ー
タ
を
借
り
受
け
、
単
位
人
工
復
原
と
い
う
目
的
に
浴
っ
て
型
式
分
類
を
や
り
直
し
、
各
窯
ご
と
の
各
型
式
の
平
瓦
の
出
土

割
合
を
算
出
し
た
。
分
析
に
使
用
し
た
の
は
、
2
～
5
号
窯
は
床
面
お
よ
び
焚
口
部
の
資
料
、
！
号
窯
は
そ
れ
に
加
え
て
灰
占
資
料
も
分
析
対

　
　
　
⑯

象
と
し
た
。

　
ま
ず
型
式
分
類
で
あ
る
が
、
凸
面
調
整
・
凹
面
調
整
な
ど
か
ら
九
型
式
に
分
類
で
き
た
（
表
7
）
。

七世紀における造瓦総織の発展（梶原）

工
型
式
　
凸
颪
は
小
さ
な
斜
格
子
も
し
く
は
正
格
子
叩
き
（
こ
の
一
…
者
が
重
複
し
て
叩
か
れ
た
個
体
も
あ
る
）
を
、
工
具
を
用
い
た
回
転
ナ
デ
で
撫
で
消

　
　
　
す
。
凹
面
は
布
目
を
残
す
。
焼
成
は
や
や
軟
質
で
、
黄
灰
色
を
呈
す
る
。

亘
型
式
（
報
告
書
の
。
類
）
　
凸
面
に
横
方
向
の
細
か
な
カ
キ
目
を
持
つ
。
凹
面
は
全
面
縦
ナ
デ
。
焼
成
は
や
や
堅
く
、
赤
褐
色
を
呈
す
る
。

畷
型
式
（
報
告
書
の
a
1
類
）
　
凸
面
は
指
な
ど
に
よ
る
横
方
向
の
粗
い
ナ
デ
。
凹
面
は
布
目
を
残
す
。
焼
成
は
堅
緻
で
、
灰
色
を
呈
す
る
。

W
型
式
（
報
告
書
の
a
2
類
）
　
凸
面
は
指
な
ど
に
よ
る
横
方
向
の
糧
い
ナ
デ
。
凹
面
は
縦
ナ
デ
。
焼
成
は
堅
緻
で
、
灰
色
を
呈
す
る
。

V
型
式
（
報
告
書
の
a
3
類
）
　
凸
面
は
指
な
ど
に
よ
る
横
方
向
の
粗
い
ナ
デ
。
凹
慷
は
縦
方
向
の
削
り
。
焼
成
は
堅
緻
で
、
灰
色
を
呈
す
る
。

W
型
式
（
報
告
書
の
9
・
e
類
）
　
凸
面
は
細
か
い
斜
格
子
も
し
く
は
正
格
子
叩
き
（
1
型
式
の
叩
き
と
は
異
な
る
）
を
指
な
ど
に
よ
っ
て
粗
く
撫
で
消

　
　
　
す
。
焼
成
は
や
や
軟
質
で
、
黄
灰
色
を
呈
す
る
。

四
型
式
（
報
告
書
の
b
1
～
b
3
・
f
類
）
　
凸
面
は
横
方
向
の
カ
キ
目
。
カ
キ
目
の
下
に
、
大
き
な
斜
格
子
叩
き
が
残
る
個
体
も
あ
る
。
凹
面
は
縦
方

　
　
　
向
の
劇
り
。
焼
成
は
堅
緻
で
須
恵
質
に
焼
け
た
も
の
が
多
い
。
焼
け
ひ
ず
ん
だ
個
体
も
か
な
り
あ
る
。

粗
型
式
（
報
告
書
の
d
1
・
d
2
類
）
　
凸
藤
は
縄
ヨ
叩
き
を
そ
の
ま
ま
残
す
。
凹
面
は
縦
方
向
の
削
り
。
焼
成
は
堅
緻
。
や
や
焼
け
ひ
ず
ん
だ
個
体
が

　
　
　
多
い
。

灰
型
式
　
凸
面
は
縄
目
叩
き
を
そ
の
ま
ま
残
す
。
凹
面
調
整
は
な
く
、
布
目
を
そ
の
ま
ま
残
す
。
布
目
は
畷
型
式
に
比
べ
て
粗
い
。
｝
枚
作
り
。
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梶
原
瓦
窯
の
平
瓦
は
、
凸
面
調
整
を
施
し
た
瓦
が
多
く
、
叩
き
板
つ
ま
り
道
具
の
痕
跡
が
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
細
部
調
整
に
よ
る

分
類
が
主
に
な
る
。
そ
の
細
部
調
整
も
、
側
面
形
状
に
差
異
が
見
ら
れ
ず
（
ど
の
型
式
も
③
が
罵
倒
で
、
①
が
や
や
多
い
型
式
と
少
な
い
型
式
と
い
う

程
度
の
差
し
か
な
い
）
、
少
な
い
属
性
で
の
分
類
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
墨
～
V
型
式
な
ど
は
、
凹
面
調
整
の
違
い
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
型
式
差

が
そ
の
ま
ま
単
位
工
人
の
差
に
な
る
か
は
や
や
疑
わ
し
く
、
型
式
数
1
1
単
位
工
人
数
と
な
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
の
分
析
に

お
い
て
、
皿
～
皿
型
式
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
い
く
つ
の
単
位
工
人
を
表
す
か
と
い
う
数
自
体
は
さ
し
て
重
要
で
は
な
く
、
と
り
あ
え
ず
こ
の

九
型
式
の
分
類
で
論
を
進
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
こ
の
九
型
式
の
瓦
の
各
窯
に
お
け
る
出
土
割
合
を
示
し
た
の
が
図
1
2
で
あ
る
。

　
2
号
窯
で
は
、
王
型
式
の
平
瓦
が
九
七
％
を
占
め
、
1
型
式
の
瓦
の
み
を
焼
成
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
5
号
窯
で
は
、
H
型
式
の
瓦
が
最
も
多
い
が
、
全
体
の
三
割
に
過
ぎ
な
い
。
皿
・
W
・
V
・
鴨
・
四
型
式
も
そ
れ
ぞ
れ
一
割
～
二
割
程
度
出

土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
混
入
と
し
て
考
え
る
よ
り
も
、
数
型
式
の
瓦
を
焼
成
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
。

　
1
号
窯
で
は
、
皿
型
式
が
四
謝
を
占
め
る
が
、
W
・
V
・
W
・
W
型
式
も
そ
れ
ぞ
れ
～
割
前
後
出
土
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
数
型
式
の
瓦
の

焼
成
が
考
え
ら
れ
る
。

　
工
房
地
区
で
は
、
皿
型
式
の
瓦
が
七
割
以
上
出
土
し
、
皿
型
式
の
み
を
製
作
し
た
工
房
と
考
え
て
も
よ
い
。

　
3
号
窯
は
、
出
土
点
数
が
少
な
い
の
で
明
確
に
は
言
え
な
い
が
、
1
号
窯
と
ほ
ぼ
同
様
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
4
号
窯
は
、
～
枚
作
り
の
灰
型
式
が
七
割
近
く
を
占
め
、
他
と
の
時
期
差
、
詩
巻
作
り
と
一
枚
作
り
と
い
う
技
法
差
か
ら
も
、
双
型
式
の
み

を
焼
成
し
て
い
た
と
考
え
る
。

　
こ
の
結
果
か
ら
、
梶
原
瓦
窯
に
お
け
る
単
位
工
人
の
動
き
を
復
原
す
る
（
図
1
3
）
。

　
最
初
に
、
一
つ
の
単
位
工
人
が
2
号
窯
を
築
き
、
工
型
式
の
瓦
を
製
作
す
る
。
こ
の
単
位
工
人
を
工
人
1
と
す
る
。
以
下
、
各
型
式
を
製
作

し
た
単
位
工
人
を
、
工
人
H
・
工
人
蟹
の
よ
う
に
記
す
。
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七世紀における造瓦組織の発展（梶原）

　
次
に
5
号
窯
が
築
か
れ
る
が
、
5
号
窯
で
は
1
型
式
の
瓦
の
出
土
は
な
く
、
工
人
1
は
関
与
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
で
に
工
人
1
は
他

の
瓦
窯
に
移
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
5
号
窯
は
、
2
号
窯
の
操
業
終
了
後
し
ば
ら
く
し
て
、
工
人
H
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
。

　
続
い
て
1
号
窯
・
3
号
窯
で
あ
る
が
、
1
号
窯
の
築
窯
に
伴
い
、
1
号
窯
の
す
ぐ
隣
に
工
房
が
作
ら
れ
る
。
工
房
出
土
の
瓦
は
皿
型
式
主
体

で
あ
り
、
こ
の
工
房
で
瓦
を
製
作
し
た
単
位
工
人
は
工
入
試
の
み
と
し
て
よ
い
。
1
号
窯
で
も
皿
型
式
が
主
体
を
占
め
て
お
り
、
工
人
皿
が
！

号
窯
を
築
い
た
と
考
え
る
。

　
5
号
窯
で
も
1
号
窯
と
同
様
、
皿
型
式
以
降
の
瓦
を
焼
成
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
工
人
阻
に
よ
る
1
号
窯
の
築
窯
時
に
は
、
ま
だ
5
号
窯
が

操
業
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
5
号
窯
を
築
饗
し
主
体
的
に
瓦
を
製
作
し
て
い
た
工
人
H
は
、
1
号
窯
の
操
業
に
は
関
与
せ
ず
、

あ
る
時
期
に
は
他
に
移
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
1
・
3
号
窯
の
築
窯
出
、
5
・
1
・
3
号
窯
の
三
つ
の
窯
を
用
い
て
瓦
が
生
産
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
工
人
蟹
が
分
か
れ
た
か
、
他

か
ら
招
聰
し
た
か
明
確
で
は
な
い
が
、
複
数
の
単
位
工
人
が
存
在
し
、
皿
型
式
～
皿
型
式
ま
で
六
つ
の
型
式
の
瓦
を
製
作
し
た
。

　
そ
の
後
、
工
人
蛋
が
4
号
窯
を
築
く
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
梶
原
瓦
窯
に
お
け
る
工
人
の
動
き
を
見
て
き
た
。
工
人
1
・
工
人
E
は
、
1
つ
の
窯
の
築
窯
・
操
業
に
し
か
関
与
せ
ず
、
継
続
的
に

こ
の
地
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
初
の
時
期
、
つ
ま
り
2
号
窯
の
築
窯
か
ら
5
号
窯
の
操
業
途
中
ま
で
は
、
「
工
房
断
続
型
」
で
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
工
人
皿
が
梶
原
瓦
窯
に
薬
量
さ
れ
、
1
号
窯
が
築
か
れ
る
頃
に
な
る
と
、
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
。
工
人
皿

は
、
5
・
1
・
3
号
窯
の
3
つ
の
窯
を
用
い
て
瓦
を
生
産
し
、
ま
た
、
工
人
皿
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
単
位
工
人
が
同
時
に
存
在
す
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
段
階
で
、
梶
原
瓦
窯
は
、
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
へ
転
換
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
梶
原
瓦
窯
は
、
そ
の
操
業
期
間
を
通
し
て
、
「
工
房
断
続
型
」
か
ら
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
へ
と
そ
の
操
業
形
態
が
変
化

し
た
窯
で
あ
る
と
雷
え
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
先
述
の
二
つ
の
モ
デ
ル
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。

．
窯
資
料
の
具
体
的
な
分
析
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
、
次
項
で
は
、
こ
れ
ま
で
頻
出
し
て
き
た
「
単
位
工
人
」
の
旦
口
紅
像
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

27 （873）



4

「
単
位
工
人
」
の
具
体
像
に
つ
い
て
一
分
析
の
成
果
か
ら
一

　
皿
章
に
お
い
て
、
単
位
工
人
と
い
う
も
の
は
、
他
と
の
入
の
行
き
来
が
な
い
工
人
の
ま
と
ま
り
と
定
義
し
た
が
、
そ
の
規
模
に
つ
い
て
は
、

論
を
保
留
し
て
き
た
。
そ
れ
を
、
本
章
で
具
体
的
な
資
料
操
作
を
行
っ
た
結
果
か
ら
考
え
て
い
く
。

　
三
ツ
塚
天
神
窯
の
一
・
2
暑
垂
範
に
お
い
て
、
一
つ
の
窯
で
使
用
さ
れ
た
叩
き
板
は
、
お
そ
ら
く
一
枚
で
あ
る
。
周
山
窯
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
窯
で
焼
成
さ
れ
た
瓦
の
叩
き
目
が
、
明
ら
か
に
複
数
種
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三
ツ
塚
天
神
窯
4
号
窯
例
の
よ
う
に
、
複
数
の
叩
き

板
を
使
用
し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
複
し
て
叩
か
れ
、
ま
た
三
種
以
上
の
叩
き
板
が
相
互
に
重
複
せ
ず
、
整
然
と
し
た
様
相
を
呈

す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
多
数
の
叩
き
板
の
同
時
共
存
は
考
え
に
く
い
（
図
5
）
。
叩
き
板
が
同
時
に
多
数
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

粘
土
円
筒
を
叩
き
締
め
る
過
程
に
携
わ
る
工
人
が
、
へ
人
も
し
く
は
二
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
見
る
限
り
、
粘
土
円

筒
－
桶
型
と
い
う
も
の
を
　
つ
の
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
一
単
位
工
人
内
で
複
数
の
桶
型
を
同
時
に
使
用
し
操
業
し
て
い
た
こ
と
を
積
極
的
に

支
持
で
き
る
要
素
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
の
様
相
が
想
定
で
き
る
。
天
狗
沢
瓦
窯
の
瓦
に
つ
い
て
、
報
告
書
で
は
、
そ
の
多
く
が
二
～
三
種
ご
と

に
重
複
叩
き
で
結
ば
れ
、
重
複
叩
き
を
持
た
な
い
も
の
も
合
わ
せ
る
と
、
A
・
B
型
式
各
三
つ
の
組
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
々
三
つ
の

桶
型
に
よ
る
操
業
を
推
測
し
て
い
る
が
、
重
複
叩
き
を
持
つ
瓦
の
出
土
量
自
体
が
少
な
く
、
他
の
窯
の
例
を
見
る
限
り
、
あ
ま
り
妥
当
と
は
言

え
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
単
位
工
人
の
具
体
像
と
し
て
、
少
な
く
と
も
本
章
一
項
で
扱
っ
た
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
窯
で
は
、
基
本
的
に
一
つ
の
桶
型
を

用
い
て
造
瓦
を
行
っ
た
一
群
の
工
人
と
い
う
推
定
を
し
て
お
く
。

　
そ
れ
に
関
連
し
て
、
花
谷
浩
氏
は
、
山
田
寺
の
金
堂
と
中
門
・
圓
廊
に
使
用
さ
れ
て
い
た
軒
平
瓦
が
そ
れ
ぞ
れ
～
つ
の
桶
型
か
ら
作
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
、
桶
枠
板
起
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
【
花
谷
一
九
九
六
M
。
山
田
寺
の
よ
う
な
中
央
の
大
寺
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
状

況
な
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
地
方
寺
院
に
お
い
て
、
～
つ
の
寺
院
・
堂
塔
を
建
て
る
に
あ
た
っ
て
～
度
に
使
用
さ
れ
た
桶
型
、
ひ
い
て
は
瓦
製
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作
に
従
事
し
た
瓦
工
人
の
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
例
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
大
阪
府
柏
原
市
鳥
坂
寺
（
高
井
田
廃
寺
）
の
よ
う
に
、
二
十
数
種
の
叩
き
板
の
重
複
が
互
い
に
混
然
と
し
て
い

る
例
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
は
後
述
す
る
。

①
側
面
形
状
・
三
面
形
状
の
種
類
（
①
～
④
）
は
表
1
に
準
じ
る
。
ま
た
、
周
山

　
窯
に
お
け
る
星
型
当
別
の
形
状
は
表
3
に
示
す
。

②
布
綴
目
の
各
形
状
は
、
報
告
書
に
図
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
型
式
間
で

　
使
用
さ
れ
た
布
が
異
な
る
こ
と
を
示
せ
ば
よ
い
の
で
、
図
は
省
略
す
る
。

③
こ
こ
で
い
う
工
房
の
門
継
続
」
と
は
、
一
つ
の
単
位
工
人
が
窯
群
の
操
業
期
間

　
の
す
べ
て
（
ま
た
は
か
な
り
の
期
聞
）
に
わ
た
っ
て
引
き
続
き
存
在
し
た
こ
と
を

　
指
す
。
資
料
か
ら
見
る
な
ら
、
「
あ
る
特
定
型
式
の
瓦
が
、
そ
の
窯
群
の
す
べ
て

　
（
ま
た
は
大
部
分
）
の
窯
か
ら
、
あ
る
一
定
の
割
合
出
土
す
る
」
こ
と
を
も
っ
て

　
「
継
続
」
と
す
る
。
ま
た
「
拡
充
」
と
は
、
窯
群
の
操
業
期
聞
中
に
、
徐
々
に
単

　
位
工
人
を
増
や
し
た
こ
と
を
指
し
、
門
時
期
差
の
あ
る
複
数
の
窯
に
お
い
て
、
時

　
期
が
下
る
に
従
い
型
式
数
が
増
加
す
る
」
こ
と
を
も
っ
て
「
拡
充
」
と
す
る
。

④
1
号
窯
の
一
・
2
次
操
業
は
点
数
が
少
な
く
、
こ
れ
の
み
で
「
拡
充
」
と
雷
い

　
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
三
つ
の
単
位
工
人
が
一
度
に
来
た
可
能
牲
も
捨
て
さ
れ

　
な
い
）
。
し
か
し
、
2
号
窯
と
断
絶
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑤
こ
こ
で
の
「
工
房
」
は
瓦
工
房
の
こ
と
で
あ
り
、
瓦
陶
兼
業
窯
に
お
い
て
は
、

　
瓦
工
が
窯
場
を
去
っ
た
後
も
、
残
っ
た
在
地
陶
工
が
引
き
続
き
須
恵
器
生
産
を
行

　
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

⑥
逆
に
三
ツ
塚
廃
寺
で
出
土
し
た
平
瓦
の
叩
き
板
痕
の
中
に
は
、
三
ツ
塚
天
神
窯

　
で
は
出
土
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

⑦
図
4
参
照
（
こ
れ
は
2
号
窯
の
も
の
で
あ
る
が
）
。
こ
の
沈
線
に
つ
い
て
は
、

　
ど
の
よ
う
な
目
的
で
入
れ
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
粘
土
円
筒

　
分
割
後
、
瓦
を
｝
定
の
大
き
さ
に
整
え
る
た
め
に
、
型
ま
た
は
完
成
し
た
生
瓦
自

　
体
を
幽
て
て
線
を
引
き
、
そ
の
線
ま
で
削
っ
て
大
き
さ
を
調
整
し
た
も
の
と
考
え

　
て
い
る
。
同
様
の
瓦
が
天
狗
沢
瓦
窯
で
も
出
土
し
て
お
り
、
報
告
書
で
は
、
外
側

　
か
ら
分
舗
裁
線
を
入
れ
る
際
の
基
準
線
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
報
告
書
の
図

　
を
見
る
と
、
三
ツ
塚
天
神
窯
例
同
様
、
分
割
と
は
関
係
な
い
横
方
向
に
も
沈
線
が

　
入
っ
て
お
り
、
こ
の
解
釈
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

⑧
叩
き
板
葺
は
、
韮
・
皿
型
式
双
方
に
存
在
す
る
が
、
叩
き
板
の
完
全
な
同
定
は

　
困
難
で
あ
り
、
厳
密
に
は
、
H
型
式
の
叩
き
板
丑
と
皿
型
式
の
叩
き
板
H
は
お
そ

　
ら
く
同
じ
叩
き
板
で
あ
る
と
し
か
言
え
な
い
。

⑨
4
号
窯
最
終
操
業
弼
で
は
鵡
尾
を
焼
成
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
瓦
は
焼
成
瓦
で

　
は
な
く
、
鴉
尾
を
焼
く
際
の
焼
台
に
使
用
さ
れ
た
瓦
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

　
か
し
こ
れ
ら
の
瓦
は
一
・
2
号
窯
の
製
品
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
1
・
2
号
窯

　
以
外
の
窯
で
焼
成
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
と
言
え
る
た
め
、
分
析
に
支
障
は
来
さ
な

　
い
。

⑳
報
告
書
で
は
A
類
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
他
の
窯
と
の
用
語
の
統
一
上
、

　
A
型
式
と
し
た
。
以
下
、
B
・
C
に
つ
い
て
も
同
じ
。

⑪
報
告
書
で
は
、
叩
き
恩
ご
と
に
布
目
・
厚
さ
を
調
べ
て
グ
ラ
フ
化
し
て
い
る
が
、

　
各
型
式
内
で
の
布
目
・
厚
さ
は
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
唯
一
B
1
5
の
叩
き
板

　
を
持
つ
も
の
だ
け
が
、
他
の
B
型
式
の
瓦
と
は
厚
さ
の
面
で
や
や
異
な
っ
た
分
布

　
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
別
の
単
位
工
人
と
は
言
い
に
く
く
、
こ
こ
で

　
は
B
型
式
と
し
て
ま
と
め
て
お
く
。

⑫
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
凹
面
調
整
に
つ
い
て
は
、
三
型
式
が
完
全
に
排
他
的
で

　
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
属
性
で
あ
る
側
面
形
状
に
つ
い
て
は
、
あ
る
種
の
形
状
の
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割
合
が
高
い
と
い
う
だ
け
で
、
完
金
に
排
他
的
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
厳

　
密
に
言
う
な
ら
、
こ
の
三
型
式
が
同
一
工
人
の
時
期
差
を
表
す
可
能
性
も
完
全
に

　
は
否
定
で
き
な
い
（
二
つ
の
細
部
調
整
法
が
隠
語
差
を
持
っ
て
変
化
し
て
い
っ
た

　
の
だ
と
し
て
も
、
同
じ
様
相
は
表
れ
得
る
の
で
）
。
し
か
し
、
そ
の
可
能
性
は
低

　
い
と
見
て
よ
い
。

⑬
3
号
窯
に
お
い
て
も
、
D
型
式
の
軒
丸
瓦
は
繊
土
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
、

　
焼
け
ひ
ず
ん
だ
個
体
は
全
く
な
く
、
浄
土
も
一
・
2
暑
窯
の
N
型
式
の
平
瓦
と
は

　
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
箔
で
は
あ
る
が
、
別
の
単
位
工
人
の
作
で
あ
る
と

　
考
え
る
。

⑭
畑
申
英
二
氏
は
、
順
次
築
窯
で
あ
り
、
さ
ら
に
操
業
開
始
年
代
は
六
王
○
年
代

　
を
下
る
と
し
て
い
る
が
【
畑
中
～
九
九
七
】
、
こ
の
年
代
観
は
首
肯
で
き
な
い
。

⑮
こ
の
「
工
房
継
続
型
」
と
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
の
区
別
は
難
し
い
。
例
え

　
ば
「
工
房
継
続
音
」
で
あ
る
隼
上
り
窯
に
お
い
て
、
最
初
は
　
つ
の
単
位
工
人
し

　
か
存
在
せ
ず
、
先
行
す
る
一
・
2
号
窯
の
操
業
期
間
中
に
新
工
人
を
招
聰
し
て
い

　
た
と
し
て
も
、
資
料
か
ら
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
（
特
に
灰
原
資

　
料
の
場
合
）
。
従
っ
て
実
際
に
は
、
「
工
房
継
続
型
」
は
、
門
工
房
継
続
・
拡
充
型
」

　
を
含
む
意
味
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

⑯
梶
原
瓦
窯
の
立
地
上
、
2
～
5
号
窯
の
灰
原
は
、
他
の
窯
の
焼
成
瓦
が
多
く
混

　
畏
し
て
い
る
可
能
盤
が
高
い
が
、
ユ
号
窯
は
単
独
で
異
な
る
尾
根
筋
に
位
遣
し
、

　
轡
型
資
料
も
混
入
の
可
能
性
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
1
号
窯
の
み
は
、

　
灰
原
出
土
瓦
も
分
析
の
対
象
と
し
た
。

⑰
名
神
高
速
道
路
内
遺
跡
調
査
会
か
ら
頂
い
た
デ
ー
タ
で
は
、
工
型
式
と
田
型
式
、

　
皿
型
式
と
眠
型
式
は
分
け
ら
れ
ず
に
、
同
じ
分
類
と
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
は
実
際

　
各
窯
の
上
土
遺
物
を
相
当
数
実
見
し
、

　
・
2
号
窯
に
お
い
て
は
皿
型
式
の
瓦
の
混
入
は
な
く
、
す
べ
て
1
型
式
で
あ
る
こ

　
　
と

　
・
5
・
1
・
3
号
窯
に
お
い
て
は
、
1
型
式
の
瓦
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
わ
ず
か
に

　
　
含
ま
れ
る
工
型
式
の
瓦
が
m
型
式
に
分
類
さ
れ
て
い
て
も
分
析
に
支
障
は
来
さ

　
　
な
い
こ
と
。
ま
た
そ
れ
は
医
型
式
の
瓦
に
つ
い
て
も
雷
え
る
こ
と

　
・
4
号
窯
に
お
い
て
は
、
㎜
型
式
の
瓦
の
混
入
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
田
型
式
の
瓦

　
　
が
眠
型
式
に
分
類
さ
れ
て
い
て
も
分
析
に
支
障
は
来
さ
な
い
こ
と

　
を
確
認
し
た
。
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V
　
考
察
i
七
世
紀
に
お
け
る
造
瓦
体
制
の
復
原
1

　
以
上
、
七
世
紀
に
お
け
る
造
瓦
組
織
の
諸
様
相
と
そ
の
変
遷
を
復
原
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
製
作
上
の
特
徴
が
残
る
瓦
、
主
に
平
瓦
を

中
心
に
分
析
・
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
以
下
に
改
め
て
そ
の
成
果
を
ま
と
め
、
考
察
を
加
え
る
。

　
ま
ず
、
七
世
紀
後
葉
の
地
方
造
瓦
組
織
に
つ
い
て
、
従
来
述
べ
ら
れ
て
い
た
、
一
系
統
の
「
長
」
的
工
人
集
団
が
窯
場
に
常
駐
し
、
新
旧
の

築
上
ご
と
に
工
人
を
増
や
し
て
瓦
生
産
を
行
う
、
本
稿
で
雷
う
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
否
定
し
、
造
瓦
の
ピ
ー
ク
時

の
み
窯
場
に
工
人
を
招
聰
し
瓦
生
産
を
行
う
「
工
房
断
続
型
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
結
果
を
導
き
出
す
た
め
に
、
平
瓦
の
出
土
割
合
か
ら
焼
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成
瓦
を
判
断
す
る
と
い
う
、
従
来
と
は
異
な
る
資
料
解
釈
を
用
い
た
。
こ
の
解
釈
自
体
の
正
当
性
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
窯
で
は
、
あ
る
特
定
型

式
が
八
割
以
上
を
占
め
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
複
数
の
単
位
工
人
が
同
時
に
作
業
し
て
い
た
隼
上
り
窯
の
瓦
の
型
式
別
出
土
割

合
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
特
に
、
純
粋
に
窯
体
内
の
み
の
資
料
で
あ
り
、
よ
り
一
括
性
が
高
い
三
ツ
塚
天
神
窯
の
資
料
に
お
い

て
、
窯
ご
と
の
出
土
瓦
が
完
全
に
単
一
の
様
相
を
示
す
こ
と
か
ら
確
認
で
き
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
七
世
紀
前
葉
の
窯
で
は
、
複
数
の
単
位
工
人
に
よ
る
「
工
房
継
続
型
」
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
一
つ
の
窯
群
に
は
、

い
く
つ
か
の
単
位
工
人
が
存
在
し
、
瓦
を
製
作
し
て
い
た
が
、
単
位
工
人
間
で
の
人
の
移
動
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
保
持

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
隼
上
り
窯
で
、
工
人
の
手
癖
的
な
細
部
調
整
法
で
あ
る
凹
面
調
整
と
側
面
調
整
が
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
収
齢
せ

ず
に
、
揃
っ
て
排
他
的
で
あ
り
続
け
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
軒
丸
瓦
の
接
合
技
法
な
ど
、
製
品
の
品
質
（
こ
の
場
合
、

瓦
当
部
と
丸
瓦
部
の
は
が
れ
に
く
さ
）
に
関
わ
る
技
法
は
、
他
の
廿
里
か
ら
よ
り
有
効
な
技
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
七
世
紀
前
葉
に
は
、
寺
院
か
ら
遠
く
離
れ
た
窯
で
所
用
瓦
を
焼
成
す
る
遠
隔
地
生
産
が
と
ら
れ
て
い
て
、
ま
た
、
瓦
と
須
恵
器
を
｝
つ
の
窯

（
群
）
で
焼
成
す
る
、
瓦
陶
兼
業
窯
が
主
流
で
あ
っ
た
。
遠
隔
地
生
産
は
、
瓦
の
運
搬
と
い
う
面
で
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、

や
は
り
瓦
工
の
絶
対
数
の
少
な
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
七
世
紀
中
葉
に
な
る
と
、
大
和
以
外
の
地
域
で
も
寺
院
造
営
が
盛
ん
に
な
り
、
特
に
畿
内
で
は
、
在
地
氏
族
の
氏
寺
的
な
寺
院
が
増
え
る
。

こ
の
頃
に
は
そ
れ
に
対
応
で
き
る
程
度
に
は
瓦
工
の
数
も
増
加
し
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
瓦
工
数
の
増
加
が
、
多
く
の
寺
院
造
営
を

可
能
に
し
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
頃
に
は
、
遠
隔
地
操
業
は
あ
ま
り
行
わ
れ
ず
、
特
に
畿
内
周
辺
の
私
寺
で
は
、
寺

院
近
郊
に
「
工
房
断
続
型
」
の
窯
を
設
け
て
造
瓦
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
本
稿
に
お
け
る
梶
原
瓦
窯
の
分
析
成
果
か
ら
推
察
で
き
る
。

　
ま
た
、
同
じ
梶
原
瓦
窯
が
、
時
期
が
下
る
と
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
工
房
へ
と
変
貌
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
七
世
紀
後
葉
の
造
瓦
組
…
織
モ

デ
ル
に
つ
い
て
、
前
章
一
項
で
と
り
あ
げ
た
窯
で
は
「
工
房
断
続
型
」
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
有
効
な
解
釈
を

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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本
稿
で
は
、
「
拠
点
窯
」
か
ら
周
辺
寺
院
に
瓦
工
が
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
形
で
地
方
の
造
瓦
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
説
を
提
示
す
る
。
特

に
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
部
で
は
、
ま
ず
、
多
く
は
そ
の
地
域
で
最
初
に
造
営
さ
れ
た
寺
院
に
付
属
す
る
工
房
に
工
人
が
定
着
す
る
。
そ
の
工

人
は
在
地
の
陶
工
を
組
織
し
た
り
、
、
他
地
域
か
ら
工
人
を
新
た
に
招
揺
す
る
こ
と
で
、
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
近
隣
に
他
の

寺
院
が
造
営
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
ピ
ー
ク
時
に
、
工
人
を
派
遣
し
て
瓦
を
作
ら
せ
る
。
先
述
の
梶
原
瓦
窯
に
お
け
る
出
土
平
瓦
の
状
況
は
、

こ
の
窯
が
あ
る
時
期
以
降
、
「
工
房
継
続
・
拡
充
型
」
の
拠
点
窯
と
し
て
、
工
人
数
を
含
む
操
業
規
模
の
拡
充
を
行
っ
て
い
た
様
相
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
他
方
、
派
遣
さ
れ
た
先
の
窯
は
、
「
工
房
断
続
型
」
の
操
業
形
態
と
な
る
。

　
拠
点
窯
と
そ
の
周
辺
の
窪
…
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
は
、
菱
田
哲
郎
氏
に
よ
っ
て
、
南
山
背
地
域
を
用
い
た
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
四
菱
田
～

九
八
八
】
。
菱
田
氏
は
、
文
様
を
含
む
箔
の
要
素
と
、
枷
型
の
使
用
と
い
う
製
作
技
術
の
対
応
関
係
か
ら
、
高
麗
寺
に
お
け
る
川
原
寺
式
の
軒

丸
瓦
が
、
同
一
系
譜
の
工
人
集
団
（
菱
田
氏
は
「
高
麗
寺
系
工
入
」
と
呼
ん
で
い
る
）
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
の

高
麗
寺
系
工
人
が
、
南
山
背
地
域
を
中
心
に
移
動
し
、
瓦
を
生
産
・
供
給
し
て
い
た
状
況
を
想
定
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
工
人
の
移
動
は
、
七
世
紀
後
葉
に
お
い
て
は
あ
る
程
度
普
遍
的
な
様
相
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
こ
の
事
実
は
、

各
地
に
お
い
て
、
拠
点
窯
（
ま
た
は
そ
の
供
給
管
）
出
土
瓦
の
技
法
的
要
素
が
、
周
辺
他
寺
院
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
証
明
で
き
る
が
、
そ

の
作
業
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
た
、
前
章
末
尾
に
お
い
て
、
鳥
坂
寺
の
平
瓦
の
重
複
叩
き
が
、
混
然
と
し
た
重
複
を
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
軒
瓦
の
文
様
や
製
作
技
法

な
ど
を
見
る
と
、
鳥
宝
寺
に
瓦
を
供
給
し
た
窯
は
お
そ
ら
く
拠
点
窯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
拠
点
窯
と
そ
の
他
の
窯
で
は
、
工

人
の
把
握
の
さ
れ
方
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
よ
り
た
く
さ
ん
の
工
人
を
ひ
と
ま
と
ま
り
（
単
位
工
人
）
と
し

て
管
理
し
て
い
た
、
も
し
く
は
道
具
の
工
房
一
括
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
状
況
が
推
測
さ
れ
る
。
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以
上
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
七
世
紀
の
蝶
理
組
織
は
、
前
葉
に
は
、
隼
上
り
窯
な
ど
窯
業
地
帯
に
の
み
瓦
工
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
遠
隔
地
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へ
製
品
が
送
ら
れ
て
い
た
の
が
、
後
葉
に
は
、
地
域
ご
と
に
拠
点
窯
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
の
工
人
派
遣
に
よ
っ
て
地
方
寺
院
の
造
営
が
賄

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
地
方
寺
院
の
爆
発
的
増
加
（
こ
の
現
象
が
国
家
の
政
策
で
あ
っ
た
の
か
地
方
氏
族
の
要
求
で
あ
っ
た
の
か
は
と
も
か

く
と
し
て
）
に
伴
う
瓦
需
要
の
激
増
に
、
宇
瓦
組
織
の
地
方
分
散
と
い
う
形
で
対
応
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
八
世
紀
の
国
分
寺

造
営
の
際
に
、
中
央
か
ら
地
方
へ
と
工
人
を
派
遣
し
て
地
方
造
畢
組
織
を
積
極
的
に
再
編
し
た
り
、
国
分
寺
を
拠
点
と
し
て
、
そ
の
国
全
体
に

わ
た
る
瓦
供
給
体
制
を
確
立
し
た
状
況
と
類
似
す
る
。

　
そ
の
～
方
で
、
六
九
四
年
に
は
、
初
め
て
の
瓦
葺
宮
殿
を
持
つ
藤
原
宮
の
造
営
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
藤
原
宮
造
営
の
初
期
段
階
に
お
い
て

は
、
ま
だ
中
央
の
造
瓦
工
人
だ
け
で
は
宮
廻
の
大
量
の
瓦
需
要
に
追
い
つ
か
な
か
っ
た
の
か
、
近
江
・
淡
路
・
讃
岐
な
ど
か
ら
瓦
を
搬
入
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
【
大
脇
　
九
七
八
】
門
花
谷
｝
九
九
三
】
四
山
崎
一
九
九
五
】
な
ど
）
。
し
か
し
、
宮
殿
に
瓦
を
葺
く
と
い
う
発
想
は
、

藤
原
宮
が
初
め
て
で
は
な
く
、
『
日
本
書
紀
』
土
古
天
皇
条
に
、
士
爵
元
（
六
五
五
）
年
十
月
、
小
墾
田
の
地
に
瓦
葺
宮
殿
を
建
て
よ
う
と
し

て
失
敗
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
花
谷
浩
氏
は
そ
の
原
因
と
し
て
、
瓦
生
産
体
制
の
未
成
熟
さ
を
挙
げ
て
い
る
【
花
谷
一
九
九
三
M
。
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
、
宮
都
の
瓦
を
葺
く
た
め
の
造
瓦
組
織
の
拡
大
が
急
務
で
あ
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
七
世
紀
中
葉
～
後

葉
段
階
、
つ
ま
り
地
方
に
造
瓦
工
人
が
波
及
し
始
め
る
時
期
に
は
す
で
に
、
宮
都
所
用
瓦
を
賄
う
た
め
に
、
そ
れ
ら
地
方
造
瓦
組
織
を
利
用
す

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
。

　
地
方
寺
院
の
増
加
か
ら
来
る
瓦
需
要
の
増
大
か
ら
、
中
央
政
権
は
地
方
へ
の
造
瓦
工
人
の
派
遣
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
瓦
葺
宮
都
造
営
に

伴
う
地
方
造
瓦
組
織
の
中
央
に
よ
る
利
用
を
見
越
し
、
拠
点
窯
に
工
人
を
所
属
さ
せ
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
、
地
方
型
瓦
工
人
の
把
握
・

統
括
を
容
易
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
成
果
は
、
窯
や
寺
院
の
発
掘
の
際
に
膨
大
な
量
が
出
土
す
る
平
瓦
の
分
析
に
よ
っ
て
為
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
平
瓦
の
数
量
分
析
は
、

そ
の
手
間
の
大
き
さ
か
ら
忌
避
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
稿
で
も
非
常
に
限
ら
れ
た
遺
跡
数
で
し
か
議
論
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
、
よ
り
多
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く
の
窯
・
寺
院
に
お
い
て
平
瓦
の
詳
細
か
つ
正
し
い
方
法
で
の
分
析
が
行
わ
れ
、
本
稿
の
成
果
を
検
証
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
筆

を
置
く
こ
と
に
す
る
。
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門
付
記
扁
　
本
稿
は
、
一
九
九
八
年
度
修
士
論
文
「
七
世
紀
に
お
け
る
造
瓦
組
織
の
諸

様
相
」
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
修
士
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
　
上
原
真
人
教
授
・
出
中
…
郎
教
授
・
清
水
芳
裕
助
教
授

に
御
腹
尊
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
森
下
章
司
助
手
を
は
じ
め
、
京
都
大
学
考
古
学

研
究
室
の
砦
様
に
は
、
数
多
く
の
有
益
な
ご
助
言
を
頂
い
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

資
料
調
査
に
際
し
ま
し
て
は
、
市
島
町
・
宇
治
市
教
育
委
員
会
・
名
神
高
速
道
路
内

遺
跡
発
掘
調
査
団
を
は
じ
め
、
各
機
関
の
方
々
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
特

に
、
五
十
川
伸
矢
氏
・
鎌
畷
博
子
氏
・
浜
中
邦
弘
氏
に
は
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ご
協
力

を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
主
要
参
考
文
献

五
十
川
伸
矢
　
㎜
九
八

上
原
真
人
　
一
九
八
四

上
原
真
人
　
一
九
八
七

上
原
真
人
　
一
九
九
八

大
脇
　
　
潔
　
一
九
七
八

木
立
雅
朗
　
一
九
八
七

　
門
古
代
瓦
生
産
の
復
原
」
『
考
古
学
メ
モ
ワ
ー
ル
蜘

京
都
大
学
「
考
古
学
メ
モ
ワ
…
ル
」
編
集
委
員
会

噸
恭
仁
白
煙
発
掘
調
査
報
告
　
瓦
編
』
　
京
都
府
教
育

委
員
会

「
宮
窯
の
条
件
」
　
　
糊
北
陸
の
古
代
寺
院
隔
　
北
陸
古

駅
研
究
会

「
瓦
の
紋
様
の
系
譜
論
に
つ
い
て
の
問
題
点
」
　
　
『
高

麗
寺
　
渡
来
文
化
の
謎
に
せ
ま
る
！
臨
　
山
城
町

「
屋
瓦
と
製
作
地
扁
　
　
噸
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概

報
n
』
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
「
造
瓦
組
織
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
の
覚
書
」

佐
原
　
　
真
　
～
九
七
二

杉
本
　
　
宏
　
「
九
八
七

畑
中
英
二
　
一
九
九
七

八
賀
　
晋
　
一
九
七
～
二

花
谷
　
　
浩
　
一
九
九
三

花
谷
　
　
浩
　
　
一
九
・
帰
山
ハ

菱
繊
哲
郎
　
一
九
八
六

菱
田
哲
郎
　
一
九
八
八

福
山
敏
男
　
～
九
四
八

閾
壁
葭
子
　
一
九
七
〇

噸
北
陸
の
古
代
寺
院
㎞
　
北
陸
古
瓦
研
究
会

「
平
瓦
話
手
作
り
」
　
欄
考
古
学
雑
誌
㎞
五
八
…
二

日
本
考
古
学
会

瞥
隼
上
り
瓦
窯
跡
を
中
心
と
し
て
」
　
　
噸
歴
史
考
古
学

を
考
え
る
I
l
古
代
瓦
の
生
産
と
流
通
隔
　
帝
塚
山
考

古
学
研
究
所

「
隼
上
り
窯
跡
と
豊
浦
寺
」
　
　
『
京
都
考
古
㎞
八
五

京
都
考
古
刊
行
会

「
地
方
寺
院
の
成
立
と
歴
史
的
背
景
扁
　
　
噸
考
古
学
研

究
』
二
〇
1
～
　
考
古
学
研
究
会

「
寺
の
瓦
作
り
と
宮
の
瓦
作
り
」
　
　
『
考
古
学
研
究
輪

四
〇
三
一
考
古
学
研
究
会

「
山
睡
寺
創
建
軒
平
瓦
の
製
作
技
法
－
桶
は
一
つ
軒

平
瓦
は
皆
兄
弟
一
」
　
　
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

年
報
輪
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

「
畿
内
の
初
期
瓦
生
産
と
工
人
の
動
向
」
　
　
噸
史
林
』

⊥
ハ
・
九
－
一
一
一
　
史
冊
†
研
究
ム
筑

「
瓦
の
簿
と
製
作
技
術
l
l
高
麗
寺
系
軒
丸
瓦
の
検
討

i
扁
　
　
噸
京
都
大
学
構
内
遺
跡
調
査
研
究
年
報
昭

和
6
0
年
度
歴
　
京
都
大
学
埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー

『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
　
綜
芸
社

「
官
寺
と
私
寺
」
　
『
古
代
の
日
本
第
四
巻
中
国
・



灘
崎
信
二
　
一
九
九
五

四
國
痛
　
角
川
書
店

「
藤
原
宮
造
瓦
と
藤
原
宮
の
時
期
の
各
地
の
造
瓦
」

噸
文
化
財
論
叢
撫
H
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
　
報
告
書
類

宇
治
市
教
育
委
員
会
　
一
九
八
三
　
　
隅
隼
上
り
瓦
窯
発
掘
調
査
悪
報
㎞

鎌
倉
市
教
育
委
員
会
　
一
九
八
五
　
　
『
鶴
閥
八
幡
宮
境
内
発
掘
調
査
報
告
書
㎞

京
都
大
学
考
古
学
研
究
会
　
～
九
八
○
　
懲
三
ツ
塚
遺
跡
第
五
次
発
掘
調
査
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胃
お
ロ
9
』
認

京
都
大
学
考
古
学
研
究
会
　
～
九
八
四
　
　
「
丹
波
三
ツ
塚
天
神
窯
の
調
査
」
　
　
『
と
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付表　薪繊資料データ

縛面長（cm） 重量（g）三ツ塚天神寵

i1・2号窯） 側画形状藍℃ 側薗彫状② 創面形妖③ 　　　　「繪ｿ形状④ 不明 　　　　ゴ､面彫状唱η 側西形状② 劇面形状唱¢ 　　　　ゴ粕汳､蜘4： 不明

1碧窯（：型式） 309 o 10】i 0 138 8590 0 30485 0 15150

2号黛（H型式） 23 0 822 19 o 460 0 18505 510 樋365

弼面長（om）　　　　　　璽畳（9）三ツ塚天神寵

@（4号窯） 儲あ彫状① 側薗形状② 儲面競え③ 側函彫状④ 不明

周］き板皿 o o 36 o 0 870

叩き酒狂・w 0 0 30 o G 110G

叩き叛輝 34．5 0 95．5 o G 4920

叩き板51・V 8．5 G 0 0 G 400

叩き板V 14 0 81 G G 3475

叩き極V・狙 5．5 0 45．5 o 0 】870

叩き板皿 12 0 56 0 0 1475

側至愛（cm） 難盈（ε）隼上り窯

i1・2号黛） 側函彫状L㌃ 儒西諦状② 同朋彫状③ 斜薗口状④ 不明 翻面静状軋鷹．； 捌颪形状② 翻蘭彫犠③ 　　　　rP価彫状回； 不明

1型式 240 2B 1229 355 35 12謬】O ヨ980 708フ0 21110 20650

n型式 1065 掲6 157 362 3 60230 】0550 10930 19190 10220

ロ型式 34ア 192 221 1704 9曙 21080 】3580 12480 101660 36730

筆記致 フ8 14 127 338 Io 5軍30 1640 8藍go 20360 7280

鋼面長（crn） 鍾量（9）焦上り窯

i3号窯） 側西耳3脚1， 側面形状② 倒函彫状③ 飼颪彫状④ 不明 儲葡欝ξ状① 臼価形状む 創薗酵状1養： 側函形状④ 不明

1型式 101 15 685 161 26 7050 970 36800 7B30 10940

H型式 349 1曜2 85 196 2 20370 5370 4650 10600 9220

皿型式 29 lo 97 519 50 242G 460 5470 27340 塵7840

梶原瓦窯 蟹員ω
：型式 ∬型式 瓜型式 w型式 v型式 w型式 町型式 鴨型式 1X型式 不萌

2弩窯 12206G 70 0 0 o 0 790 2270 0 8110

5号窯 o 20580 7η0 8390 9740 1660 14180 5990 0 11400

工房 240 580 28300 τ700 20フO 1330 4．50 嬬60 0 3290

1号窯 o 2000 790720 3003フ0 276」80 爾9170 28フ480 8δ140 o o

3号窯 G o 2180 6730 2270 1110 400 400 0 4080

4号窯 960 800 5890 1330 2160 2490 690 o 27800 8450

梶原瓦窟 点数（点）

1型式 ∬型式 皿型式 w型式 V型式 磁型式 w型式 微型式 P【型試 不萌

2号窯 313 1 o o G 0 2 9 0 32

5号窯 0 76 36 19 38 5 47 23 o 64

工虜 1 巳 ll7 11 12 6 30 4 0 64

1母窟 0 19 5フ32 1116 644 776 1039 283 0 0

3弩窯 0 0 8 16 8 4 2 3 0 21

4号窟 6 5 1B 4 5 13 2 0 104 68
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The　Development　of　Roof－Tile　Craftsmen　Organizations

　　　　　　　　　　　　　　in　the　Seventh　Century

by

KAJIWARA　Yoshimitsu

　　In　this　paper　we　will　reconstruct　conditions　of　Roof－tile　workshops　duimg

seventh　century　using　many　fiat　tiles．　For　this　purpose，　we　will　need　to　jttdge

the　tiles鉦ed　at　a　kin　from　the　percentage　of創es．　And　we　w皿caR　a　sma且est

group　of　craftsmen　classdied　by　the　type　of　tiles　“A　Unk　of　Craftsmen”．

　　We　have　analyzed　five　kilns．　ln　three　prowhcial　kiln－zones　from　late　seventh

century，　we　found　that　they　didn’t　have　specdic　units　of　craftsmen　in　many　kiln－

zones　and　invited　craftsmen　when　tiles　were　needed．　We　call　this　condition　a

“Continual　Type　of　Workshop”．　And　in　kiln－zoRe　duririg　the　early　seventh

century，　many　craftsmen　stayed　in　a　kilR－zone．　We　call　this　a　“Continuous　Type

of　Workshop”．　And　we　think　kiln－zone　around　the　Kinai　（the　five　home

provinces）　釦nctioned　long　terrn　丘orn　the　翻ddle　of　seventh　to　eighth　century．

We　found　that　this　kiln－zone　first　adopted　“CoRtinual　Type　of　Workshop”，　and　then

grew　into　what　is　called　a　“Continuous　and　Expansive　Type　of　Workshop”　（a

condition　that　craftsmen　stayed　in　a　ldln－zoRe　and　exteRded　tkeir　scale）．

　　As　a　resulted　in，　we　discovered　the　three　conditions　of　craftsmens’　organiza一

£ions．　At　first，　many　craftsmen　work㎞一zones血the　Kinai　and　transpo枕ed

their　products　to　distant　consumers．　Secoltdiy，　dming　the　middle　of　seventh

century，　they　started　to　make　their　“CoRtinual　Type　of　Workshop”　kiln－zones　Rear

temples，　mainly　around　the　Kinai．　ln　late　seveRth　century　（many　temples　were

bugt　especially　in　provinces），　craftsmen　made　their　“Continuous　Type　of　Work－

shop”　kiln－zones　in　provinces（which　was　called　“Franchise　Kiln－zone”），　and　when

the　new　tile　roof　buildings　were　constructed　around　there，　they　went　from

franchise　to　making　their　“Continual　Type　of　Workshop”　kilns．

（ユ016）




