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奥
海
印
寺
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
概
報

桑吉戸江

本村山

尭徹正

進俊也

1
　
位
置
と
そ
の
周
辺

　
奥
海
印
寿
瓦
窯
跡
は
、
京
阪
神
急
行
電
鉄
長
岡
天
神
駅
の
西
北
西
約
二
㎞

の
狭
小
な
谷
に
臨
む
丘
陵
の
西
斜
面
の
孟
宗
畑
中
、
京
都
府
乙
訓
郡
長
岡
町

字
奥
海
印
寺
小
宇
奥
ノ
院
に
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の
存
在
す
る
乙
訓
郡
に
は
、

弥
生
式
時
代
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
後
の
各
時
代
の
遺
跡
が
数
多
く
存
在
し
て

い
る
が
、
特
に
古
墳
の
群
在
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
こ
の
瓦
窯
跡
の
北
に
接
す

る
丘
陵
上
、
直
線
距
離
に
し
て
約
四
百
瓢
の
山
頂
に
は
長
法
寺
南
原
古
墳
が

あ
り
、
ま
た
南
に
接
す
る
丘
陵
上
の
走
田
神
社
に
至
る
聞
に
も
後
期
の
古
墳

群
が
存
在
す
る
。
な
お
蒔
田
神
社
裏
山
よ
り
、
濁
…
年
夏
、
陶
棺
が
採
集
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
時
代
が
く
だ
っ
て
は
、
旧
乙
離
寺
・
樫
漂
廃
寺
・
宝
菩

堤
院
・
海
印
専
な
ど
が
建
立
さ
れ
、
長
岡
京
の
造
営
が
行
な
わ
れ
た
の
も
、

ま
た
こ
の
地
で
あ
る
。

　
奥
海
印
寺
小
字
奥
ノ
院
は
、
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
勅
許
を
得
て
木
上
山

の
小
丘
上
に
創
建
さ
れ
た
海
印
寺
の
寺
域
内
に
あ
り
、
小
字
爽
ノ
院
は
寺
撰

に
云
う
「
奥
の
毒
し
の
あ
っ
た
あ
た
り
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
海
印
寿
も
応

仁
の
飢
で
焼
失
し
、
現
在
は
寂
照
院
一
丁
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
寂
照
院
の

背
後
に
式
内
社
と
い
わ
れ
る
温
田
神
社
が
あ
る
が
、
当
縛
の
式
内
社
妙
見
宮

が
こ
れ
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
は
異
論
が
あ
る
。
窯
跡
付
近
の
田
畑
は
小
字

中
ノ
坊
な
ど
の
地
名
を
残
し
て
お
り
、
窯
跡
を
含
む
一
帯
の
地
が
海
印
寺
の
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寺
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

■

調
査
に
至
る
ま
で
の
経
過

こ
の
あ
た
り
に
瓦
窯
跡
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
以
前
よ
り
知
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
四
一
年
五
月
に
長
岡
中
学
校
生
徒
が
こ
の
地
か
ら
採
集
し
た

軒
瓦
片
を
、
同
校
広
瀬
滋
教
諭
を
経
て
、
旧
乙
訓
寺
跡
発
掘
中
の
中
山
修
一

氏
に
示
し
、
同
氏
が
現
地
に
同
行
し
て
、
採
集
地
点
を
瓦
窯
跡
と
推
定
し
た
。

八
月
初
め
、
旧
乙
訓
寺
跡
の
発
掘
調
査
の
終
了
を
ま
っ
て
京
都
大
学
大
学
院

生
吉
本
密
議
・
桑
山
正
進
ら
は
現
地
に
お
も
む
き
、
散
乱
し
て
い
た
瓦
片
を

採
集
。
さ
ら
に
清
掃
し
た
結
果
、
瓦
窯
は
燃
焼
室
の
大
部
分
を
失
な
っ
て
い

た
が
、
隔
壁
の
通
熔
孔
が
確
認
さ
れ
、
焼
成
室
が
残
存
し
て
い
る
平
窯
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
再
び
土
砂
で
被
覆
保
護
し
、
そ
の
後
の
対
策

を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
際
採
集
し
た
瓦
片
は
燃
焼
室
と
思

わ
れ
る
付
近
に
ほ
ぼ
か
た
ま
り
、

中
に
は
軒
平
瓦
片
・
軒
丸
瓦
片

も
混
っ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
文
部
省
文
化
財
保

護
委
員
会
の
指
示
を
仰
ぎ
、
府

教
育
委
員
会
と
共
に
土
地
所
有

者
と
遺
跡
保
存
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
結
果
、
こ
の
遺
跡
が
前

述
の
ご
と
く
孟
宗
畑
の
中
央
に

位
置
し
、
四
二
年
度
の
た
け
の

こ
収
穫
の
た
め
四
一
年
中
に
も

鋤
き

　
セ
　
　

F
　
　
　
　
－
　
　
、
　
．

；欝

欝

藩
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…
雛
職
…
臨

　　　　　　図2　遣跡発
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遺
跡
の
範
囲
を
含
む
区
懸
の
「
土
も
ち
」
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ず
こ
の
部
分

の
み
の
現
状
保
存
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
結
論
と
な
っ
た
。
そ
こ
で

京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
が
調
査
に
あ
た
る
こ
と
と
な
り
、
四
一
年

九
月
二
八
日
よ
り
発
掘
調
査
に
と
り
か
か
夢
、
十
月
三
一
日
に
発
掘
を
終
了

し
た
。調

査
主
体

調
査
主
任

調
査
担
当
春

調
査
協
力
者皿

京
都
大
学
文
学
鶴
考
古
学
研
究
室

京
都
大
学
教
授
　
有
光
　
教
一

吉
本
発
着
・
桑
山
肥
進
・
中
村
徹
也
二
て
の
他
研
究
蜜
学
生

土
地
所
有
者
　
安
井
　
専
次

タ
キ
イ
河
心
農
場
主
任
　
梅
原
　
文
雄

西
京
商
業
高
校
教
諭
　
　
中
山
　
修
一

乙
訓
文
化
を
守
る
会
　
　
小
林
　
　
清

長
岡
中
学
校
教
諭
　
　
広
瀬
　
　
滋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

構

造

　
平
窯
の
発
掘
調
査
が
近
年
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
完
全
な
形

で
残
存
し
て
い
る
も
の
が
き
わ
め
て
少
く
、
平
服
全
体
の
構
造
が
明
ら
か
に

な
っ
た
例
は
過
宏
の
調
査
に
お
い
て
も
ま
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
瓦
窯
も
燃
焼
室
を
失
い
焼
成
室
と
隔
壁
と
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
の
調
査
に
お
け
る
爵
標
と
し
て
、
残
存
蔀
の
構
造
だ
け
で

も
詳
細
に
調
査
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
ま
ず
焼
成
室
が
残
存
し
て
い
る
側
に
東
西
約
二
・
六
m
、
南
北
約
三
・
五

m
の
ト
レ
ン
チ
区
画
を
定
め
発
掘
を
開
始
。
地
表
下
約
八
○
㎝
で
残
存
し
て

い
る
焼
成
室
遺
構
に
到
達
。
こ
の
間
に
は
焼
成
室
上
都
遺
構
の
断
汁
と
み
ら

れ
る
焼
土
や
石
塊
や
ス
サ
篭
り
の
焼
け
た
粘
土
塊
が
挽
乱
さ
れ
た
状
態
で
幽

土
。
さ
ら
に
焼
成
室
内
を
掘
り
下
げ
た
結
果
、
予
想
し
て
い
た
よ
り
は
る
か

に
少
量
の
瓦
片
が
無
秩
序
に
出
土
、
そ
の
下
に
五
条
の
ロ
ス
ト
ル
が
現
わ
れ

た
が
、
そ
の
上
面
に
は
窯
詰
め
状
態
に
醗
列
さ
れ
た
瓦
は
な
か
っ
た
。
胤
糊

す
る
瓦
片
の
中
に
は
襲
瓦
が
み
ら
れ
る
。
ロ
ス
ト
ル
上
醐
に
は
土
師
器
（
完

形
の
も
の
二
個
を
含
む
壼
、
霊
な
っ
た
状
態
の
慣
六
枚
以
上
）
が
鵠
土
し
て

い
る
。

　
燃
焼
室
を
掘
り
進
め
て
い
く
と
、
ロ
ス
ト
ル
・
煩
道
溝
・
通
嬬
孔
及
び
隔

壁
の
各
部
分
の
残
存
状
態
が
良
妊
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
残
存

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

し
て
い
る
部
分
で
は
煙
出
し
に
枳
当
す
る
施
設
は
免
当
ら
な
か
っ
た
。

　
次
に
、
構
築
過
程
を
追
い
な
が
ら
各
部
分
の
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
擁
霊
室
は
、
表
土
下
に
あ
る
二
願
の
地
山
の
う
ち
の
上
暦
の
黄
褐
色

粘
質
土
綴
を
切
り
込
ん
で
、
下
層
の
堅
く
し
ま
っ
た
灰
鳶
色
砂
礫
瀬
に
及
び
、
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さ
ら
に
こ
れ
を
掘
り
込
ん
で
底
面
を
畝
状
に
つ
く
り
ロ
ス
ト
ル
の
基
底
部
に

あ
て
て
い
る
。
焼
成
室
奥
歯
及
び
両
側
壁
は
切
り
こ
ん
だ
地
山
を
そ
の
ま
ま

あ
て
て
お
り
、
奥
壁
の
残
っ
て
い
る
部
分
の
高
さ
は
婚
道
溝
の
底
よ
り
八
○

酒
手
強
澱
瀕

蹴
灘
辮

　
．
「
目
「

　
　
　
　
　
．
、
成

　　

@
選
鉱

　　

ｿ
警

……c…?
…

　
　
　
　
　
．
陶

㎝
、
両
側
壁
の
残
っ
て
い
る
部
分
の
高
さ
は
九
〇
α
皿
あ
ハ
、
た
。
ロ
ス
ト
ル
が

奥
印
に
接
す
る
と
こ
ろ
で
は
地
山
を
掘
り
残
し
て
奥
壁
よ
り
小
突
起
を
作

り
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
基
底
無
上
に
、
粘
土
と
瓦
と
を
交
互
に
重
ね
て

ロ
ス
ト
ル
を
築
く
た
め
、
そ
の
高
さ
を
規
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（
口
絵
一
）
。
ロ
ス
ト
ル
の
構
造
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
二
二
㎝
の
地
山
を

掘
り
残
し
た
鱗
状
の
基
底
部
の
上
に
、
粘
土
と
瓦
と
を
交
互
に
積
み
重
ね
て

作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
間
の
瓦
は
四
重
で
あ
り
、
大
部
分
は
長
辺
を
連
ね
て

並
ら
べ
ら
れ
た
平
瓦
片
で
あ
る
。
ロ
ス
ト
ル
の
上
面
と
両
側
面
は
粘
土
で
被

覆
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ス
ト
ル
上
面
は
ほ
ぼ
水
平
で
あ
る
が
、
燭
道
溝
が
奥
壁

に
向
っ
て
約
一
〇
度
の
傾
斜
を
も
っ
て
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
ロ
ス
ト
ル

の
高
さ
は
奥
壁
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
低
く
な
り
、
奥
壁
に
接
す
る
部
分
で
一

五
㎝
、
隔
壁
に
接
す
る
部
分
で
は
二
五
㎝
を
測
る
。
し
か
し
幅
は
｛
毒
し
て

お
り
、
ほ
ぼ
二
〇
㎝
で
あ
る
。
六
条
の
熔
道
溝
の
幅
も
ほ
ぼ
二
〇
㎝
で
あ
り
、

両
者
は
ほ
と
ん
ど
均
等
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
（
口
絵
二
）
。

　
U
三
型
の
無
難
孔
も
ま
た
地
山
を
掘
り
込
ん
で
作
ら
れ
、
約
二
〇
度
の
急

傾
繕
で
焼
成
室
へ
向
い
、
熔
が
勢
い
よ
く
熔
道
溝
に
す
い
込
ま
れ
る
よ
う
に

作
ら
れ
て
い
る
。
熔
通
孔
上
に
は
二
列
な
い
し
三
列
の
平
瓦
を
三
重
に
横
方

向
に
架
し
、
そ
の
上
に
隔
壁
が
築
か
れ
て
い
る
（
口
絵
三
）
。

　
隔
壁
の
構
造
は
内
部
に
瓦
片
と
拳
大
の
石
塊
と
土
と
を
詰
め
て
芯
と
し
て
、

こ
れ
を
両
側
か
ら
は
さ
む
よ
う
に
厚
さ
一
〇
㎝
の
ス
サ
翻
り
の
粘
土
を
塗
っ
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図4　焔鼻孔上平瓦構築状態

灘鞭1・1、i

内文様瓦出土状態

て
築
い
て
い
る
。

　
芯
と
し
て
用
い
ら
れ
た
石
塊
は
こ
の
窯
付
近
の
山
石
で
あ
る
。
ま
た
瓦
片

は
主
に
平
瓦
の
破
片
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
破
損
し
た
軒
平
瓦
・
軒
丸
瓦
も

み
ら
れ
、
特
に
そ
れ
ら
は
隔
壁
上
端
部
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、

隔
壁
の
部
分
補
修
の
際
、
補
強
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
構
造
か
ら
み
て
、
か
な
り
堅
固
に
隔
壁
が
築
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

高
さ
は
焼
成
室
側
で
は
、
四
二
㎝
、
燃
焼
室
側
で
は
隔
壁
面
が
燃
焼
室
の
奥

壁
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
燃
焼
室
の
床
面
よ
り
燈
通
孔
の
底
ま
で
二
五
㎝
、

焔
通
孔
の
縦
幅
三
二
㎝
、
隔
壁
の
残
存
し
て
い
る
部
分
の
高
さ
四
三
㎝
で
あ

る
。
隔
壁
の
厚
さ
は
上
部
で
四
五
㎝
、
下
部
に
ゆ
く
に
つ
れ
厚
み
を
増
し
て
、

下
部
の
厚
さ
は
五
〇
㎝
と
な
る
。
隔
壁
の
構
造
が
細
部
ま
で
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
調
査
の
一
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
（
口
絵
四
）
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
焼
成
室
上
方
の
撹
乱
土
中
か
ら
焼
け
た
石
塊
や
ス
サ

混
り
の
粘
土
が
出
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
は
焼
成
室
上
半
部
及
び
天
井
部
の
断

片
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
断
片
と
、
残
存
す
る
奥
壁
に
認
め
ら
れ
る
僅
か
な
内

琶
状
態
よ
り
考
え
、
お
そ
ら
く
瓦
を
焼
成
す
る
際
、
そ
の
た
び
ご
と
に
ス
サ

混
り
の
粘
土
を
も
っ
て
ド
ー
ム
状
の
天
井
を
架
し
、
中
央
部
に
穴
を
残
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
こ
を
石
塊
で
も
っ
て
覆
い
、
煙
出
し
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
燃
焼
室
は
殆
ん
ど
削
り
取
ら
れ
て
残
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
僅
か
に
隔

壁
に
直
角
の
両
側
壁
が
み
と
め
ら
れ
た
。
床
面
も
隔
壁
の
下
の
部
分
に
お
い
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て
薄
く
黒
い
灰
層
が
残
4
、
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
蔀
分
よ
り
、
燃
焼
室
も
地
山

を
穿
ち
段
を
設
け
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
土
地
所
有
者
に
よ
る
と
、
灰
原
あ
た
り
か
ら
嬢
零
し
た
か
な
り
多
く
の
瓦

．．t一@x・x一x
x
x
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x
x
x
x

x
ss．

x

を
、
農
道
の
下
を
園
あ
る
際
に
埋
め
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
灰
凍

は
消
滅
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
こ
の
平
素
は
丘
陵
斜
面
の
地
山
を
掘
り
込
み
、
そ
の
堅
い
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地
山
を
巧
み
に
利
用
し
て
窯
の
下
半
翻

を
築
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
日
絵
五
）
。

W
　
遺

物

　
こ
の
窯
よ
り
鐵
土
し
た
遺
物
と
し
て

は
、
．
瓦
と
土
師
器
が
あ
る
。

　
瓦
に
関
し
て
は
、
発
掘
調
査
前
に
長

岡
中
学
生
が
採
集
し
た
も
の
、
発
掘
前

の
遺
跡
確
認
の
際
採
集
し
た
も
の
、
今

麟
の
発
掘
調
査
で
焼
成
室
内
か
ら
出
土

し
た
も
の
と
が
あ
る
。
燃
焼
室
側
で
採

．
集
し
た
瓦
の
量
は
雰
常
に
多
か
っ
た
が
、

こ
れ
は
こ
の
窯
を
放
棄
す
る
際
に
燃
焼

室
．
を
瓦
の
遺
棄
す
る
場
所
と
し
た
か
、

あ
る
い
は
後
世
「
土
も
ち
」
の
際
、
こ

こ
に
集
め
ら
れ
た
も
の
か
い
ず
れ
の
場

合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
看
の
方
が
可

能
性
は
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
ほ
か
に
、
瓦
無
の
構
築
素
材
と
し

て
随
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
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し
か
し
、
特
に
こ
こ
で
は
、
整
理
の
済
ん
だ
軒
平
瓦
・
軒
丸
瓦
に
つ
い
て

ふ
れ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
土
師
擬
に
関
し
て
は
、
蔚
に
も
述
べ
た
よ
う
に
窟
ス
ト
ル
減
上
に
散
乱
し

て
い
た
も
の
以
外
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

鋤
瓦
類

　
（

　
文
様
瓦
と
し
て
は
、
韓
丸
瓦
と
軒
平
瓦
の
二
種
が
繊
下
し
た
が
、
共
に
燃

擁
室
・
焼
成
室
・
隔
壁
内
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
共
に
粘
土
は
良
質

の
も
の
と
は
い
い
難
く
、
こ
の
窯
付
近
で
調
達
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
砂
粒

を
わ
ず
か
に
混
じ
て
お
り
、
焼
成
は
か
な
り
悪
く
、
色
調
は
淡
黄
楊
色
で
あ

る
。

　
　
㈹
　
軒
丸
瓦
（
五
片
）

　
い
ず
れ
も
藻
花
文
で
、
澗
箔
で
作
ら
れ
て
い
る
。
直
径
一
六
こ
口
外
区
は

周
縁
傭
一
・
三
㎝
で
素
文
。
珠
文
帯
の
輻
は
一
・
五
c
m
で
珠
文
の
数
は
十
工

個
。
内
需
の
直
径
一
〇
・
五
㎝
。
複
弁
四
叉
で
双
講
の
も
り
あ
が
り
が
郷
分

的
に
い
び
つ
に
な
っ
て
い
る
の
が
顕
著
な
特
撒
で
あ
り
、
他
に
属
土
し
た
も

の
と
岡
箔
で
あ
る
こ
と
の
手
懸
り
と
な
っ
た
。
間
弁
は
三
味
線
擬
形
で
稜
線

は
鋭
く
Y
字
型
を
呈
す
る
。
界
線
は
花
弁
に
接
し
て
い
な
い
。
中
房
の
径
三

・
七
㎝
。
蓮
子
数
五
個
。
文
様
は
平
安
時
代
初
期
の
も
の
に
比
定
出
来
る
。

　
　
㈲
　
軒
平
瓦
（
九
片
）

　
こ
れ
に
は
二
種
あ
る
。

　
①
隔
壁
内
に
補
強
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
一
婦
だ
け
で
、
約
三
分
の
…
を

残
す
均
正
鷹
草
文
の
破
片
で
あ
る
。
幅
、
厚
さ
と
も
次
の
②
の
も
の
よ
り
小

さ
く
、
厚
さ
は
六
㎜
で
あ
る
。
外
向
の
周
縁
は
八
㎜
の
素
文
。
珠
携
帯
の
蠣

一
㎝
で
珠
文
は
小
さ
く
数
も
多
い
。
界
線
は
外
区
の
周
縁
下
を
め
ぐ
る
も
の

と
内
外
区
を
分
つ
も
の
と
の
二
線
が
あ
り
、
そ
の
各
四
頂
点
を
線
で
む
す
ん

で
珠
文
帯
を
四
分
し
て
い
る
。
内
区
の
輻
は
二
・
二
㎝
で
、
唐
草
文
は
②
に

比
し
て
繊
細
な
感
が
強
く
、
顎
の
張
り
は
弱
く
、
奈
良
時
代
末
の
も
の
に
近

い
。　

②
①
の
他
は
み
な
同
箔
で
、
復
漂
出
来
る
も
の
も
あ
る
。
幡
二
九
・
五

㎝
。
厚
さ
八
・
五
㎝
。
周
縁
の
煽
一
・
二
㎝
で
素
文
。
珠
文
帯
の
幅
一
・
三

働
で
珠
文
数
二
四
鯉
。
珠
文
は
や
や
大
き
く
径
六
蹴
、
高
さ
五
醗
で
長
辺
に

一
一
個
、
短
辺
1
7
幅
は
長
辺
端
の
も
の
を
含
め
て
三
個
、
そ
の
間
隔
は
二
・
六

㎝
。
内
外
区
を
分
つ
界
線
は
、
外
区
へ
突
き
抜
け
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
こ

の
特
徴
に
よ
っ
て
同
箔
を
確
認
し
た
。
唐
草
文
は
、
C
字
型
が
相
対
す
る
中

央
花
の
左
右
が
細
都
で
少
々
異
な
り
均
正
に
は
な
ら
ず
、
唐
草
の
先
端
は
分

岐
し
て
い
る
。
全
体
に
線
は
や
や
太
く
繁
い
趣
を
呈
す
る
。
顎
の
張
り
は
強

い
。
平
安
密
男
臓
土
の
瓦
に
類
似
し
、
平
安
時
代
初
期
の
も
の
で
あ
る
。

勘
土
師
器

　
（

　
土
師
器
の
器
形
は
、
壷
と
皿
の
二
種
で
、
壷
に
は
丸
廠
と
關
台
付
の
も
の

と
が
あ
る
。
す
べ
て
薄
手
の
も
の
で
淡
い
黄
褐
色
を
託
し
て
い
る
。
土
師
器

135 （765）



①

②

③
気
翻
〆賜瀕

越～坐≒挿
禽編毒蛇

④

⑤

図9　①②③奥海印寺：尾窯出土

　　　④⑤深草中学校校庭繊土

136 （766＞

が
こ
の
窯
で
焼
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
土
師
器
と
ロ
ス
ト
ル
上
面
と
の
闘
に
五
～
一
〇
㎝
の
土
を
か
ん
で

お
り
、
熔
道
溝
内
に
は
こ
の
種
の
土
器
片
が
一
片
も
見
当
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
考
え
余
わ
せ
る
と
、
こ
の
窯
を
放
棄
す
る
際
、
あ
る
い
は
放
棄
し
て
あ
ま

り
時
の
へ
だ
た
ら
諏
う
ち
に
焼
成
室
内
に
遺
楽
さ
れ
た
も
の
で
、
ロ
ス
ト
ル

上
面
に
位
漏
し
、
あ
た
か
も
こ
の
窯
で
焼
い
た
も
の
の
ご
と
き
観
を
呈
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
“
丈
六
）
。

　
㈲
壼

　
完
形
の
も
の
二
個
。
日
縁
部
径
二
〇
㎝
。
短
い
口
縁
部
は
強
く
外
反
す
る
。

腹
都
は
半
球
形
で
、
径
一
八
㎝
、
縦
に
た
た
き
臨
の
跡
が
残
る
。
丸
底
で
器

高
は
一
四
㎝
。
全
体
に
淡
い
黄
褐
色
で
、
蟻
壁
の
厚
さ
約
○
・
六
㎝
で
あ
る
。

　
隅
台
付
鷹
は
壷
都
が
細
か
く
破
損
し
て
お
り
詳
ら
か
で
な
い
が
、
間
台
の
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聖
王
㌶
毒
…
…
…

鹸
雛
鰹

四
球
　

図10土師器出土状態

径
は
九
c
皿
で
、
色
調
は
先
き
の
壷
に
同
じ
。

　
㈲
　
皿

　
径
二
二
㎝
の
も
の
か
ら
一
七
㎝
の
も
の
ま
で
三
種
類
の
大
き
さ
が
あ
る
。

こ
れ
ら
が
ニ
ケ
所
に
そ
れ
ぞ
れ
重
な
り
合
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も

壷
と
同
様
淡
い
黄
褐
色
で
薄
手
の
も
の
で
あ
る
。
高
さ
は
大
体
二
c
m
で
、
台

は
つ
い
て
い
な
い
。

V
　
む
　
す
　
び

　
む
す
び
と
し
て
、
こ
の
瓦
窯
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
得
た
注
目
す
べ
き

点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
瓦
窯
跡
の
あ
る
地
は
海
印
寺
の
寺
域
内

と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
調
査
前
よ
り
こ
の
窯
で
焼
か
れ
た
瓦
は
海
印

寺
へ
供
給
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
今
度
の
調
査
の
結
果
、

こ
の
窯
出
土
の
瓦
が
平
安
時
代
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
海
印
寺
の
創
建
と
時

を
同
じ
く
し
て
い
る
点
か
ら
、
海
印
寺
の
瓦
を
焼
い
た
可
能
性
は
強
い
。
し

か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
未
だ
海
印
寺
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
付
近
よ
り
瓦
が
採
集
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
将
来
海
印
寺
出
土

の
瓦
と
の
照
合
を
も
っ
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
ま
た
地
元
の
人
に
よ
る

と
、
か
つ
て
は
付
近
で
瓦
窯
跡
ら
し
い
も
の
が
二
、
三
破
壊
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
付
近
に
数
基
の
瓦
窯
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も

強
い
。

　
次
に
、
こ
の
窯
の
構
造
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
層
の
地
山
を
穿
っ
て
全
体

の
構
築
プ
ラ
ン
を
定
め
、
各
部
分
、
特
に
焼
成
室
内
の
各
部
分
は
三
園
な
下
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底
面
を
あ
ら
か
じ
め
畝
状
に
掘
り
、
難
壁
に
接
す
る
ロ
ス
ト
ル
端
に
お
い
て

は
小
突
起

2
掘
り
残
し
て
ロ
ス
ト
ル
の
高
さ
を
規
定
し
て
い
る
。
燃
焼
室
は

残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
失
な
わ
れ
て
い
た
が
、
焼
成
室
同
様
地
山
を
鐸
っ
て

両
剛
壁
に
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
、
地
山
の
土
質
や
警
棒
を

良
く
知
り
、
周
到
に
輩
傭
さ
れ
た
設
計
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
た
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
両
室
間
の
強
い
焔
を
う
け
る
隔
壁
は
、
地
山
を
利
用
し
た
三
方

の
堅
い
壁
に
匹
敵
す
る
翼
翼
さ
が
要
求
さ
れ
入
念
な
構
築
過
程
を
た
ど
っ
た

こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
ら
の
製
造
を
岡
年
春
京
都
府
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
し
た
乙
調
郡

長
岡
町
の
温
乙
訓
等
の
二
二
の
平
窯
（
瓦
窯
）
の
構
造
と
比
較
し
て
み
る
と
、

境
内
の
論
叢
は
、
焼
成
室
・
燃
焼
室
及
び
隔
壁
を
共
に
整
い
地
山
を
穿
っ
て

そ
の
ま
ま
利
用
し
て
構
築
し
て
お
り
、
ロ
ス
ト
ル
を
構
成
す
る
瓦
の
最
下
段

は
完
形
の
丸
瓦
を
使
用
し
、
ま
た
奥
．
壁
に
接
す
る
と
こ
ろ
に
は
横
方
向
に
通

じ
る
焔
孔
を
設
け
て
い
る
。

　
も
う
一
膳
の
平
窯
は
燃
焼
室
は
失
な
わ
れ
て
い
る
が
、
焼
成
算
置
側
壁
は
、

平
瓦
を
平
積
み
に
し
粘
土
を
塗
付
し
て
壁
緬
を
構
築
し
て
い
る
。
両
窯
と
も

奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
蒋
代
初
期
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
奥
海
印
寺
瓦
窯
と

時
．
期
的
に
も
近
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
窯
構
造
は
部
分
的
に
か
な
り
災

な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
蒔
期
的
、
距
離
的
に
か
な
り
接
近
し
た
平
窯
に
お
い
て
も
、

仔
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
瓦
蕪
聞
に
い
く
つ
か
の
構
造
上
の
稲
違
が

あ
る
こ
と
を
知
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
遺
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
出
土
し
た
文
様
瓦
に
つ
い
て
は
、
こ
の
窯

の
年
代
決
定
の
基
準
と
な
っ
た
鰐
丸
瓦
・
軒
平
瓦
が
あ
っ
た
が
、
軒
平
瓦
の

う
ち
隔
壁
中
よ
り
繊
資
し
た
均
正
配
浮
文
の
一
片
が
燃
焼
室
出
土
の
も
の
よ

り
わ
っ
か
に
古
い
趣
き
を
呈
す
る
と
い
う
興
味
深
い
事
実
を
示
し
た
。

　
さ
ら
に
瓦
に
つ
い
て
最
も
興
味
深
い
点
は
、
こ
の
窯
よ
り
出
土
し
た
軽
瓦

に
酷
似
し
た
瓦
が
、
京
都
市
伏
見
区
俸
達
町
の
深
草
中
学
校
校
慮
よ
り
出
土

し
て
い
る
こ
と
を
木
村
捷
三
郎
・
宇
詩
碑
旦
両
氏
よ
り
教
示
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
後
に
こ
の
蕪
海
燕
の
瓦
と
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
深
草
中
学
校
校

麩
出
土
の
瓦
は
、
こ
の
窯
の
瓦
と
ま
っ
た
く
同
箔
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
深
草
中
学
の
辺
た
り
は
、
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
に
壮
大
な
堂
宇
を
建

立
し
た
爽
観
寺
の
存
在
し
た
地
に
あ
た
り
、
こ
の
窯
で
使
用
さ
れ
た
瓦
箔
で

つ
く
ら
れ
た
瓦
が
頁
観
寺
に
も
胴
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
深
草
中
学
校
繊
土
の
瓦
は
、
そ
の
質
及
び
焼
威
の
度
合
が
奥
海
印
寺

瓦
窯
出
土
の
も
の
と
か
な
り
異
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
焼
い
た
窯

を
異
に
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
出
土
晶
で
ま
っ
た
く
予
期
し
な
か
っ
た
も
の
に
土
師
器
が
あ
る
。
こ
の
土

師
器
類
に
こ
の
窯
と
さ
し
た
る
差
の
な
い
年
代
を
与
え
る
こ
と
が
訂
能
で
あ

る
な
ら
ば
、
壷
と
皿
と
の
セ
ッ
ト
を
擬
す
る
平
安
時
代
初
期
の
土
器
と
文
様
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瓦
と
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

　
奈
良
賭
代
よ
り
平
安
時
代
に
か
け
て
済
内
外
に
数
多
く
の
寺
院
が
建
立
さ

れ
た
が
、
竃
殿
造
営
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
に
と
も
な
い
京
の
周
辺
の
地
に
瓦

窯
も
多
く
営
ま
れ
、
こ
の
酒
山
地
区
に
は
奥
海
印
寺
を
は
じ
め
乙
案
出
ず
・
物

隠
女
の
瓦
窯
跡
が
、
ま
た
茨
山
地
区
に
は
大
宅
廃
寺
・
小
栗
樋
・
法
琳
寺
の

諸
陵
塞
｛
跡
、
北
に
は
頭
賀
茂
・
幡
枝
・
北
白
川
の
諸
瓦
窯
跡
が
、
そ
れ
ぞ
れ

数
基
の
グ
ル
…
プ
を
な
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
・

調
査
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
ら
の
数
に
比
し
て
少
な
く
、
多
く
は
破
壊
消
減
し
、

又
現
在
も
瓜
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
、
奥
海
印
寺
瓦
窯
の
発
掘
調
査
は
こ

の
点
に
お
い
て
も
液
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
今
回
の
発
掘
調
査
に
際
し
て
多
大
な
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
土

地
所
有
者
安
井
専
次
氏
、
種
々
の
優
宣
及
び
助
言
を
い
た
だ
い
た
中
山
修
㎝

氏
、
小
林
渚
氏
、
木
村
捷
三
郎
氏
、
挙
佐
晋
一
矯
、
小
山
喜
平
氏
、
発
掘
期

間
養
い
ろ
い
ろ
御
厄
介
を
お
か
け
し
た
タ
キ
イ
遊
事
農
場
梅
圃
文
雄
氏
は
じ

め
職
員
の
方
々
、
伴
野
正
和
氏
、
そ
れ
に
京
都
欝
文
化
財
保
護
課
大
石
良
材
．

氏
、
発
掘
の
端
緒
を
提
供
さ
れ
た
広
瀬
滋
氏
に
対
し
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

①
京
都
市
立
美
術
大
学
陶
芸
科
小
山
喜
平
氏
の
御
教
承
に
よ
る
。

②
　
自
暴
癬
帥
府
教
育
費
贋
鼓
ム
潔
『
弔
客
都
府
文
化
旧
財
一
調
塩
食
稲
二
心
環
馳
　
　
九
六
七
年

巾・桑吉

村山本

徹il三重

袋
薩
東
郡
大
学
研
鯵
員

進
翻
京
都
大
学
大
学
院
学
徽

財
1
1
東
郷
大
学
聴
講
坐
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