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］

中
世
に
お
け
る
都
市
遺
跡
研
究
の
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
は
、
遺
構
と
遺
物
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る

遺
跡
の
空
間
構
造
か
ら
、
各
時
代
に
お
け
る
社
会
の
仕
組
み
と
そ
の
変
化
過
程
を
説
明
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
京
都
の
考
古
学
資
料
は
、
そ
の
量
が
あ
ま
り
に
膨
大
で
あ
っ
た
た
め
に
、
筆
者

を
含
め
て
、
ヴ

7
1
チ
ャ
ル
な
総
体
と
し
て
の
京
都
の
検
討
は
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
遺
跡

の
空
間
構
造
を
復
原
す
る
た
め
に
必
要
な
、
調
査
地
点
個
々
の
特
徴
は
、
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
る
機

会
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
小
論
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
中
世
の
京
都
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
遺

構
や
遺
物
が
、
い
つ
の
時
代
に
、
ど
の
場
所
か
ら
検
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
京
都
全
体
の
中
で
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
を
問
題
の
所
在
と
し
、

一
般
に
京
都
系
「
か
わ
ら
け
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
京
都
型
の
土
師
器
皿
に
注
目
し
、
そ
の
伝
播
の
背
景
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
世
都
市

京
都
が
持
っ
て
い
た
強
い
影
響
力
の

一
端
の
復
原
を
第
＠
章
と
し
、
第
＠
章
で
中
世
の
京
都
の
中
で

も
、
お
お
む
ね
三
条
以
南
に
焦
点
を
あ
て
、
都
市
の
様
々
な
場
が
果
た
し
た
役
割
の
意
味
を
、
空
間

構
造
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
。

そ
の
結
果
第
＠
掌
で
は
、
土
師
器
皿
の

一
方
で
西
日
本
に
伝
播
し
た
瓦
器
碗
の
背
景
が
石
清
水
八

幡
宮
と
宇
佐
官
弥
勅
寺
の
関
係
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
可
能
性
を
踏
ま
え
、
中
世
前
期
の
東
日
本
に

伝
播
し
た
京
都
型
土
師
器
胆
の
背
景
を
日
吉
山
王
宮
と
白
山
社
の
中
で
考
え
、
第
＠
章
で
は
京
都
駅

周
辺
地
域
の
詳
細
な
調
査
地
点
分
析
に
よ
っ
て
、
当
時
の
政
治
の
中
心
で
あ
っ
た
武
家
と
八
条
女
院

お
よ
び
東
寺
を
背
景
と
し
た
七
条
町
の
再
評
価
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
下
京
に
多
く
見
ら
れ
る
石
鍋

の
分
布
か
ら
東
福
寺
の
影
響
力
の
強
さ
に
つ
い
て
も
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

中
世
の
京
都
が
も
っ
て
い
た
多
様
な
側
面
を
、
下
京
を
対
象
に
京
都
以
外
の
地
域
と
の
関
係
の
中

か
ら
逆
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
都
市
京
都
の
特
質
の

一
端
と
し
て
の
京
都
と
京

都
以
外
の
地
域
を
結
び
つ
け
て
い
た
宗
教
的
側
面
ま
た
は
寺
社
の
果
た
し
て
い
た
役
割
の
大
き
さ
を

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
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は
じ
め
に

中
世
に
お
け
る
都
市
遺
跡
研
究
の
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
は
、
遺
構
と
遺
物
に
よ
っ
て

再
構
成
さ
れ
る
遺
跡
の
空
間
構
造
か
ら
、
各
時
代
に
お
け
る
社
会
の
仕
組
み
と
そ
の

変
化
過
程
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
考
古
学
の
資
料
に

よ
っ
て
描
き
出
し
う
る
都
市
の
構
造
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
都
市
の
文
化
と
い
う
も
の
が
、
都
市
民
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
帰
属
関
係
や
習
慣
な
ど
の
集
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
鎌
倉
で
の
都
市
研

究
を
前
提
に
か
つ
て
そ
の
モ
デ
ル
的
な
研
究
を
、
大
坂
城
下
町
に
お
け
る
都
市
の
中

心
と
周
縁
に
注
目
す
る
形
で
提
示
し
た
こ
と
が
あ
足
。
考
古
学
は
、
極
端
な
例
を
あ

げ
れ
ば
家
毎
に
異
な
っ
た
出
土
状
況
を
示
す
様
々
な
資
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
分
野
に
対
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
そ
れ
で
は
京
都
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
都
市
の
文
化
の
一
端
は
、
『
海
東

諸
国
紀
』
に
み
ら
れ
る
外
食
な
ど
の
よ
う
に
、
消
費
の
文
化
で
あ
る
と
も
言
い
換
え

る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
。
そ
こ
で
中
世
の
京
都
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
消
費
者

（
商
人
も
含
め
て
）

で
あ
る
都
市
民
た
ち
は
、
近
世
の
京
都
と
最
も
大
き
な
違
い
と

し
て
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寺
社
・
公
家
・
武
家
を
は
じ
め
と
す
る
重
層
的

な
権
利
関
係
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
か
れ
ら
の
手

に
し
た
様
々
な
消
費
財
も
、
当
然
そ
の
流
通
の
経
路
は
重
層
的
な
権
利
関
係
の
下
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
京
都
の
考
古
学
資
料
は
、
そ
の
量
が
あ
ま
り
に
膨
大
で
あ
っ
た
た
め
に
、

筆
者
を
含
め
て
、
調
査
地
点
個
々
の
特
徴
よ
り
も
、
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
な
総
体
と
し
て

の
京
都
の
検
討
が
主
に
進
め
ら
れ
て
き
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
あ
る
特
定
の
遺
物
や

遺
構
が
京
都
の
ど
こ
か
で
発
見
さ
れ
て
い
る
情
報
は
整
理
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
同

種
の
遺
構
や
遺
物
が
京
都
の
ど
こ
で
も
み
つ
か
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
に
偏
る

の
か
と
い
っ
た
点
な
ど
は
、
検
討
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
も
た
れ
な
か
っ
足
。

し
か
し
京
都
の
中
で
、
た
と
え
ば
あ
る
調
査
地
点
の
任
意
の
遺
構
か
ら
様
々
な
遺

物
が
出
土
し
た
場
合
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
流
通
の
担
い
手
は
、
本
来
そ
の
帰
属
関

係
も
含
め
て
多
様
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
調
査
地
点
を
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、

さ
ら
に
複
雑
さ
を
増
す
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
や
大
坂
で
の
検
討
と
同
様
に
、
や
は

り
中
世
都
市
京
都
の
特
質
を
復
原
す
る
た
め
に
は
、
最
終
景
観
と
し
て
の
発
掘
成
果

の
裏
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
相
対
的
な
社
会
力
学
の
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
説

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
そ
の
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
と
し
て
、
中
世
の
京
都
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
遺
構
や
遺
物
が
、
い
つ
の
時
代
に
、
ど
の
場
所
か
ら
検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
は
京
都
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、

一
九
九
五
年
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
平
安
京
・
京
都
研
究
集
会
の
成
果
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
発
掘
調
査
が
進
む
京
都
駅
周
辺
地
区
を
中
心
と
し
た
下
京
の
中
世
に
注
目

し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
都
市
史
の
中
か
ら
京
都
を
見
た
と
き
、
山
田
邦
和
氏
に
よ
る
「
巨
大
都

市
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
視
点
が
現
在
最
も
注
目
さ
れ
て
い
長
（
図
1
）O

従
来

よ
り
あ
る
平
安
京
と
の
地
割
の
関
係
や
、
洛
中
洛
外
と
い
う
捉
え
か
た
を
含
み
つ
つ

も
、
京
都
へ
の
強
い
収
数
性
に
よ
っ
て
京
都
の
中
核
部
分
と
そ
の
周
辺
世
界
を
関
連

づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
京
都
の
中
世
の
都
市
の
姿
を
示
し
た
表
現
で
あ
る
。

一
方
都
市
・
町
・
村
な
ど
を
あ
わ
せ
た
中
世
の
地
域
社
会
を
研
究
の
対
象
と
し
て

い
る
筆
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
共
同
体
は
、
す
べ
て
相
対
的
な
社
会
力
学
で
説
明

さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
て
、
た
と
え
京
都
で
あ
っ
て
も
、
卓
越
は
と
も
か
く
超
越
は
し

な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
地
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
・
町
・
村
な
ど
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
必
要
な
役
割
を
果
た
す
事
に
よ
っ
て
、
常
に
あ
る
一
定
時
間
均

衡
状
態
が
維
持
さ
れ
、
そ
の
関
係
が
、
内
的
あ
る
い
は
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
破
綻

を
き
た
し
た
と
き
、
ま
た
新
た
な
秩
序
を
求
め
て
動
き
が
生
じ
、
そ
れ
が
景
観
と
し

て
の
都
市
・
町
－
村
に
も
表
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
説
。
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そ
れ
故
、
京
都
盆
地
を
対
象
と
し
た
山
田
氏
の
説
明
に
従
え
ば
、
そ
こ
に
京
都
を

中
心
と
し
た
「
巨
大
都
市
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
こ
の
種
の
関
係
は
中
世
の
日
本
列
島
の
す
べ
て
の
地
域
を

お
お
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
原
理
的
に
、
そ
の
相
対
的
な
力
学
関
係

は
、
こ
の
範
囲
の
中
だ
け
で
お
さ
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
「
巨
大
都
市
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
も
の
は
、
実
態
と
し
て
は
そ
の

一
部
の
現
象
を
表
現
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
言
い
方
に
な
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
京
都
の
「
巨
大
都
市
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
が
無
限
に
拡
大
す
る
の
で
は
、

と
い
っ
た
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
は
、
考
古
学
の
立
場
で
は
比
較
的
そ
の
境
界
を
設

定
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
く
、
た
と
え
ば
京
都
に
特
徴
的
な
土
器
を
基
準
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
で
京
都
の
あ
る
意
味
で
の
範
囲
を
規
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
も

っ
と
も
そ
の
場
合
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
石
清
水
は
京
都
で
は
な
い

（

5
）
 

こ
と
に
も
な
る
が
。

「巨大都市複合体jとしての
中世京都 （山田邦和、註 3)

図1

も
と
よ
り
筆
者
も
京
都
の
持
つ
強
い
求
心
力
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
根
底

に
あ
る
視
点
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
都
市
・
町
・
村
な
ど
を
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に

分
解
し
て
、
例
え
ば
現
象
面
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
分
類
に
あ
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、

相
互
の
関
係
の
中
で
と
ら
え
直
す
と
い
う
考
え
方
は
山
田
氏
と
全
く

一
致
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
巨
大
都
市
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
よ
り
派
生
す
る
で
あ
ろ
う
今

後
の
研
究
の
展
開
は
、
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
京
都
が

果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
世
京
都
の

特
質
を
説
明
す
る
契
機
を
つ
く
り
だ
す
も
の
と
な
っ
た
「
巨
大
都
市
コ
ン
ブ
レ
ッ
ク

ス
」
は
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
重
要
な
表
現
と
号一
守
え
る
。

中
世
の
京
都
は
、
中
世
社
会
の
中
で
卓
越
的
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
は

周
辺
の
町
や
村
ば
か
り
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
日
本
列
島
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
で
あ
り
、
な

に
が
そ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
部

分
は
、
と
く
に
考
古
学
の
分
野
で
は
多
く
な
い
。

そ
の
点
で
先
に
少
し
触
れ
た
、
京
都
で
特
徴
的
な
土
器
の
皿
は
、
ま
さ
に
京
都
を

起
点
と
し
て
広
く
中
世
の
日
本
列
島
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
考
古
資
料
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
「
巨
大
都
市
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
ど
の
よ
う
に
対
置
し
う
る
の
か
は
わ
か
ら

な
い
が
、
中
世
社
会
に
卓
越
し
た
役
割
を
果
た
し
た
京
都
の
意
味
と
そ
の
原
動
力
の

一
端
は
、
こ
の
皿
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

小
論
は
こ
れ
ら
の
問
題
提
起
に
よ
り
、
第
＠
章
で
は

一
般
に
京
都
系
「
か
わ
ら

け
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
京
都
型
の
土
師
器
皿
に
注
目
し
、
そ
の
伝
播
の
背
景
を
考
え

る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
世
都
市
京
都
が
持
っ
て
い
た
強
い
影
響
力
の

一
端
を
復
原
し
、

そ
れ
を
前
提
と
し
て
第
＠
章
で
は
中
世
の
京
都
の
中
で
も
、
お
お
む
ね
三
条
以
南
に

焦
点
を
あ
て
、
都
市
の
様
々
な
場
が
果
た
し
た
役
割
の
意
味
を
、
空
間
構
造
の
視
点

か
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
土
器
に
よ
っ
て
京
都
の
範
囲
を
規
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
最
も
代
表
的
な
資
料
が
京
都
市
内
か
ら
出
土
す
る
土
師
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中世都市京都と瓦器碗の関係図2

器
皿
で
あ
る
が
、
八
幡
市
が
そ
の
範
障
に
含
ま
れ
な
い
と
言
っ
た
よ
う
に
、
京
都
市

内
か
ら
出
土
す
る
土
師
器
皿
と
異
な
っ
た
土
器
が
そ
の
遺
跡
の
中
心
を
担
っ
て
い
る

地
域
が
実
は
京
都
の
西
方
の
隣
接
地
に
あ
る
。
お
お
む
ね
男
山
丘
陵
を
境
と
し
て
西

お
よ
び
南
の
地
域
で
は
、
京
都
に
似
た
土
師
器
皿
も
み
ら
れ
る
が
、
出
土
す
る
土
器

の
主
体
は
瓦
質
に
焼
か
れ
た
土
器
の
碗
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
逆
に
京
都
市
内
で
は

あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
資
料
な
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
土
器
の
碗
は
中
世
前
半
に

お
い
て
中
国
・
四
国
か
ら
九
州
で
は
土
師
器
皿
よ
り
も
通
有
な
考
古
資
料
と
み
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
京
都
型
土
師
器
皿
の
一
方
で
西
日
本
に

広
く
普
及
し
た
土
器
碗
が
、
な
ぜ
京
都
で
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
も
京

都
の
文
化
を
復
原
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
図
2
）。

そ
こ
で
第
＠
章
で
は
、
直
接
京
都
の
特
徴
を
示
す
土
師
器
皿
の
検
討
を
お
こ
な
う

前
に
、
逆
に
こ
の
京
都
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
土
器
碗
の
意
味
に
つ
い
て
考
え

る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
と
思
う
。

＠
都
市
の
風
景

石
清
水
八
幡
宮
｜
｜
瓦
器
碗

l
｜

（1
）
薪
遺
跡
の
調
査

一
九
九
九
年
十
一
月
、
京
都
府
京
田
辺
市
に
所
在
す
る
薪
遺
跡
で
発
掘
調
査
の
現

地
説
明
会
が
お
こ
な
わ
れ
お
。
発
見
さ
れ
た
主
要
な
遺
構
と
遺
物
は
、
方
形
の
池
と

井
戸
お
よ
び
礎
石
建
物
な
ど
で
あ
り
、
と
く
に
池
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
未
使
用
と
思
わ

れ
る
大
量
の
完
形
の
土
師
器
皿
が
、
一
括
で
廃
棄
さ
れ
た
状
況
で
出
土
し
た
。
中
世

前
期
の
お
そ
ら
く
一
般
の
在
地
の
館
と
思
わ
れ
る
遺
跡
で
、
方
形
の
池
を
も
っ
た
例

は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
池
か
ら
ま
さ
に
儀
式
の
痕
跡
を
一
不
す
形
で
土
器

類
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
中
世
の
考
古
学
は
土
器
に
代
表
さ
れ
る
遺

物
の
編
年
研
究
が
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
そ
の
用
途
と
機
能
に
遡
っ
た

意
味
論
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
点
で
今
回
の
調
査
成
果
は
、
そ
の
一
端
を

説
明
す
る
具
体
例
に
な
る
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、

こ
の
遺
跡
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
淀
川
を
経
由
し
て
ひ
ろ
く
中
世
の
西
日
本
全

体
に
関
わ
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
に
つ
い
て
説
明
を
可
能
と
す
る
か
も
し
れ
な
い

要
素
も
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
遺
跡
の
所
在
す
る
薪
地
区
は
、
中
世
に
お
い
て
、
石
清
水
八
幡
宮
領
の

荘
園
で
薪
固
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
で
あ
っ
た
。
範
囲
は
近
世
の
薪
村
か
ら
推
定
し

て
東
が
天
津
神
川
、
南
が
河
内
街
道
、
北
西
を
輿
福
寺
領
の
大
住
と
接
す
る
と
さ
れ

て
い
る
。
地
形
的
に
み
る
と
、
西
南
は
甘
南
備
山
を
中
心
と
す
る
山
地
で
あ
り
、
対

す
る
北
東
部
は
甘
南
備
山
を
源
流
と
す
る
手
原
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地
形

の
平
野
を
呈
し
、
あ
る
い
は
そ
の
旧
流
路
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
、
こ
の
河
川
と
並
行
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［都郡のあいなかl・・鋤柄俊夫

（図
3
）。

す
る
か
ま
た
は
放
射
状
に
は
し
る
道
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

し
た
が
っ
て
こ
の
地
区
は
、
地
形
的
に
み
て
甘
南
備
山
へ
の
玄
関
口
に
あ
た
り
、

さ
ら
に
そ
の
山
地
に
は
堀
切
古
墳
群
を
は
じ
め
と
す
る
南
山
城
で
も
有
数
の
古
墳
群

が
集
中
す
る
な
ど
、
古
代
よ
り
重
要
な
地
区
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

方
そ
れ
を
見
お
ろ
す
平
野
部
に
は
、
奈
良
街
道
と
木
津
川
が
接
近
し
て
は
し
っ
て
い

る
た
め
、
当
時
の
景
観
と
の
厳
密
な
検
証
は
で
き
て
い
な
い
が
、
交
通
の
要
衝
で
あ

っ
た
こ
と
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
現
在
の
集
落
は
、
こ
の
扇
頂
部
の
周
辺
と
天
理
山
古
墳
群
な
ど
の
立
地
す
る

平
野
部
の
南
縁
に
沿
っ
て
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
立
地
が
ど
の
く
ら
い
遡
る
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
水
源
地
に
近
い
高
台
を
居
住
域
と
し
て
そ
の
前
面
に
生
産
の
場
を
も

っ
た
そ
の
配
置
は
、
あ
た
か
も
和
泉
国
日
根
荘
の
絵
図
に
描
か
れ
た
中
世
的
と
も
言

え
る
景
観
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
現
在
は
一
見
南
山
城
の
片
田
舎
に
み
え
る
薪
地
区
で
あ
る
が
、

薪遺跡の位置（1: 50,000) 図3

中
世
に
お
い
て
は
朝
廷
と
幕
府
を
巻
き
込
ん
だ
境
・
用
水
相
論
な
ど
の
大
き
な
事
件

の
舞
台
と
し
て
記
録
に
有
名
な
地
で
あ
っ
た
。
以
下
そ
の
あ
ら
す
じ
を
黒
田
俊
雄
氏

の
研
究
か
ら
辿
っ
て
み
た
い
。

大
住
荘
の
立
荘
は
大
治
四
年
（
一
一
一
一
九
）
ま
で
、
薪
荘
の
立
荘
は
保
元
三
年

（
一
一
五
八
）
ま
で
遡
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
石
清
水
所
司
等
の
解
状
に
よ

れ
ば
、
薪
荘
は
神
楽
僚
料
を
備
進
す
る
薗
と
し
て
設
定
さ
れ
、
住
民
の
内
の
若
干
の

者
は
神
人
身
分
を
与
え
ら
れ
、
薪
を
苅
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
大
治
四
年
（
一
二
一
九
）
に
輿
福
寺
領
大
住
荘
内
に
あ
っ
た
石
清
水

八
幡
宮
領
の
橘
薗
の
神
人
と
大
住
荘
の
代
官
と
の
衝
突
が
あ
り
、
文
治
元
年
（
一
一

八
五
）
に
は
大
住
の
住
人
が
石
清
水
神
人
に
刃
傷
を
お
よ
ほ
し
、
正
治
年
間
（
一
一

九
九

1
一二

O
こ
に
は
荘
境
の
実
検
帳
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
最
も
大
き
な
事
件

は
嘉
禎
元
年
（
一
二
二
五
）
か
ら
ほ
ぼ
一
年
半
に
わ
た
っ
て
断
続
し
て
お
こ
っ
た
。

き
っ
か
け
は
そ
の
年
の
五
月
以
前
に
薪
荘
住
民
が
大
住
の
荘
民
を
用
水
相
論
で
う
ち

こ
ろ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
受
け
て
翌
六
月
に
は
興
福
寺
衆
徒
が
薪

を
攻
め
、
在
家
六

O
余
宇
を
焼
き
、
神
人
二
人
を
殺
害
し
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
と
き
薪
に
は
す
で
に
六
O
以
上
の
在
家
が
あ
り
、
そ
の
代
表
と
し
て
神
人
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
弘
安
四
年
三
一
一
八
こ
ま
で
断
続
的
に

続
く
こ
れ
ら
の
薪
と
大
住
の
境
相
論
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
が
か
な
ら
ず

し
も
用
水
の
問
題
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
住
の
住
人
で
あ
る
宗
知
と
い
う
人
物
の

存
在
そ
の
も
の
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
共

に
重
要
な
前
提
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
薪
荘
が
石
清
水
八
幡
宮
と

き
わ
め
て
強
い
利
害
関
係
の
あ
っ
た
地
で
あ
り
、
そ
の
代
表
が
神
人
で
あ
っ
た
と
い

う
点
で
あ
る
。

な
お
そ
の
後
こ
の
地
に
は
、
正
応
年
間
（
一
二
八
八

l
九
一
二
）
に
大
応
国
師
南
浦

紹
明
が
訪
れ
妙
勝
寺
を
建
立
し
、
元
弘
の
乱
（
一
三
三
二
で
兵
火
に
遭
っ
て
荒
廃

一
休
宗
純
が
永
享
頃
に
（
一
四
二
九

1
四
こ
復
興
を
志
し
て
自
ら

す
る
も
の
の
、

の
退
隠
所
と
し
て
酬
恩
庵
（
一
休
寺
）
と
な
し
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
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さ
て
、
文
献
資
料
が
示
す
薪
遺
跡
の
こ
の
よ
う
な
変
遷
に
対
し
て
、
今
回
の
発
掘

調
査
の
成
果
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
詳
細
な
分
析
は
今
後

も
続
け
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
現
時
点
で
の
私
見
を
述
べ
る
に
す
ぎ

一
般
の
屋
敷
で
は
み
ら
れ
ず
、
絵
図

に
は
寺
社
に
と
も
な
う
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
場
合
が
多
ぺ。

し
か
し
こ
の
遺
跡
で

な
い
が
、
ま
ず
方
形
の
池
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

は
こ
の
池
と
関
わ
る
形
で
の
瓦
の
出
土
が
な
い
た
め
、
そ
の
ま
ま
こ
の
遺
跡
を
寺
院

と
す
る
こ
と
は
難
し
い

（図
4
）。

一
方
そ
の
点
で
あ
ら
た
め
て
先
の
文
献
史
研
究
の
成
果
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
こ
の

地
が
石
清
水
八
幡
宮
の
荘
園
で
あ
り
、
そ
の
代
表
は
神
人
で
あ
っ
た
と
指
摘
が
あ
っ

た
。
荘
園
村
落
に
お
け
る
神
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
名
主
ク
ラ
ス
と
い
っ
た

薪遺跡遺構配置図 （京田辺市教育委員会 2000r新遺跡発掘調査概報』）

見
方
以
外
に
も
議
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
網
野
善
彦
氏
は
、

神
人
の
実
態
と
し
て
大
住
の
八
幡
神
人
の
「
沙
汰
者
」
と
呼
ば
れ
た

交
野
右
馬
允
宗
成
に
つ
い
て
在
地
領
主
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
み
て

い
足。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
集
落
内
で
は
み
だ
れ
て
確
認
で
き

な
い
が
、

一
休
寺
の
北
を
東
西
に
は
し
る
道
は
、
こ
の
遺
跡
周
辺
だ

け
南
へ
拡
張
し
て
条
里
地
割
と
対
応
し
、
さ
ら
に
こ
の
地
区
は
ま
わ

り
の
集
落
か
ら

一
段
高
い
位
置
に
立
地
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
遺
跡
は
、
地
域
内
で
最
も
高
い
階
層
の
館
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
結
果
こ
の
遺
跡
（
屋
敷
）
の
住
人
は
、
薪
荘
を
代
表
す
る

石
清
水
神
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る

神
人
の
存
在
を
宗
教
性
と
？
な
げ
て
考
え
る
必
要
は
な
い
と
も
さ
れ

る
が
、

一
方
で
土
器
の

一
括
廃
棄
は
必
ず
し
も
池
に
限
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
く
、
そ
ん
な
中
、
本
遺
跡
の
場
合
は
あ
え
て
方
形
の
池
を
選

ん
で
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
遺
跡
の
状
況
は
、
後
に

図 4

述
べ
る
よ
う
な
寺
院
主
導
で
あ
っ
た
石
清
水
八
幡
宮
の
な
ん
ら
か
の

宗
教
儀
礼
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
て
み
る
こ

に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
清
水
八
幡
宮
と
そ
の
遺
跡

幡石
神清
勧水
請翌八

警

石
清
水
八
幡
宮
は
、
南
山
城
を
流
れ
る
桂
川

・
｛
子
治
川
・
木
津
川
の
合
流
点
を
北

に
見
お
ろ
す
、
京
都
府
八
幡
市
の
男
山
丘
陵
北
端
の
峰
に
鎮
座
す
る
。
こ
の
地
は
京

る
が
、
現
在
、

都
と
難
波
に
加
え
、
大
和
と
丹
波
を
む
す
ぶ
山
陰
道
も
通
る
水
陸
交
通
の
要
衝
で
あ

一
の
鳥
居
は
東
麓
の
御
幸
道
に
あ
っ
て
、
そ
の
脇
に
下
院
と
呼
ば
れ

る
頓
宮
殿
・
極
楽
寺
跡
・
高
良
神
社
が
お
か
れ
、

二
の
鳥
居
か
ら
三
の
鳥
居
ま
で
の

聞
に
護
国
寺
跡
や
泉
坊
な
ど
の
多
数
の
坊
舎
の
跡
が
存
在
し
て
い
る
。
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さ
て
『
護
国
寺
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
創
建
は
大
安
寺
の
僧
で
あ
っ
た
行
教
が

貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
大
分
の
宇
佐
官
へ
参
拝
し
た
際
、
八
幡
大
菩
薩
か
ら
の
託

宣
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
が
、
宇
佐
宮
大
宮
司
で
あ
っ
た
大
神
氏
お
よ
び

和
気
氏
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
る
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
に

宇
佐
官
に
勅
使
派
遣
の
清
和
天
皇
の
宣
旨
が
だ
さ
れ
、
そ
の
勅
使
と
し
て
行
教
が
選

ば
れ
、
同
時
に
宇
佐
の
弥
勅
寺
で
一
切
経
の
書
写
も
開
始
さ
れ
て
お
り
、
実
際
は
幼

帝
清
和
天
皇
の
即
位
を
期
に
、
国
家
鎮
護
の
た
め
に
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
摂
政

と
な
っ
た
藤
原
良
房
ら
に
よ
っ
て
八
幡
神
を
都
に
勧
請
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
、
平

安
京
造
営
に
際
し
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
紀
氏
一
族
の
行
教
は
そ
の
実
行
者

と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
八
幡
宮
が
勧
請
さ
れ
る
以
前
に
こ
の
地
に
は
石
清
水
寺
と
称
さ
れ
る
寺
が
あ

り
、
こ
れ
が
護
国
寺
に
改
称
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
宮
寺
（
み
や
て
ら
）

と
呼
ば
れ
る
本
宮
は
、
い
わ
ゆ
る
神
宮
寺
で
あ
る
が
、
神
社
に
寺
が
付
属
す
る
の
で

は
な
く
、
行
教
が
神
を
勧
請
し
た
よ
う
に
、
そ
の
主
導
権
は
神
宮
寺
で
あ
る
護
国
寺

お
よ
び
そ
の
僧
に
あ
っ
て
、
そ
の
下
で
鎮
護
国
家
の
神
と
し
て
天
慶
二
年
（
九
三

九
）
に
は
伊
勢
に
次
ぐ
第
二
の
格
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
長
和
三
年
（
一

O
一
四
）
に
は
宇
佐
八
幡
宮
寺
の
弥
勅
寺
講
師
元
命
が
石

清
水
の
別
当
に
就
き
、
そ
の
権
勢
を
九
州
ま
で
の
ば
す
一
方
、
源
頼
信
が
永
承
元
年

（一

O
四
六
）
に
誉
田
八
幡
に
祭
文
を
捧
げ
て
家
門
の
繁
栄
を
祈
っ
て
以
来
、
八
幡

神
は
源
氏
の
氏
神
と
も
さ
れ
、
康
平
六
年
（
一

O
六
三
）
に
は
東
国
の
相
模
国
由
比

郷
に
勧
請
さ
れ
る
。

［都部のあい芯か］ 鋤柄俊夫

さ
ら
に
白
河
天
皇
は
仏
教
に
熱
心
で
毎
年
三
月
に
は
石
清
水
へ
行
幸
を
お
こ
な
い
、

天
永
三
年
（
一
一
一
一
一
）
に
は
大
塔
が
、
大
治
三
年
（
一
二
一
八
）
に
は
経
蔵
が
建

て
ら
れ
、
鳥
羽
天
皇
の
外
戚
と
な
り
、
天
承
元
年
（
一
一
一
一
一
一
）
に
権
大
僧
都
に
補

さ
れ
た
検
校
光
清
と
そ
の
孫
の
慶
清
の
時
代
に
は
、
九
州
の
弥
勤
寺
・
竃
門
神
社
・

大
隅
正
八
幡
宮
も
管
掌
下
に
お
き
、
さ
ら
に
宮
寺
領
は
一
一
一
三
国
一

O
O個
所
、
極
楽

寺
領
が
一
五
国
三
七
個
所
を
数
え
る
な
ど
全
盛
期
を
迎
え
て
い
る
。
な
お
鎌
倉
時
代

以
降
も
時
の
権
力
者
と
密
接
な
関
係
を
維
持
す
る
が
、
こ
の
時
期
以
降
は
、
山
崎
の

離
宮
八
幡
に
拠
点
を
お
い
た
大
山
崎
の
油
神
人
に
代
表
さ
れ
る
神
入
の
活
躍
も
こ
の

宮
寺
を
語
る
上
で
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

一
O
世
紀
中
頃
か
ら
中
央
政
界
で
の
影
響
力
を
確
立
し
、
と
く
に
十
一
世
紀
以
降

は
神
人
の
活
躍
と
あ
わ
せ
て
、
ひ
ろ
く
西
日
本
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
一
大

勢
力
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
石
清
水
八

幡
宮
の
周
辺
で
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
考
古
資
料
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

、っか。H

八
幡
市
の
遺
跡
と
遺
物
（
図
5
）

八
幡
市
の
男
山
丘
陵
周
辺
の
遺
跡
は
、
こ
れ
ま
で
史
跡
松
花
堂
お
よ
び
そ
の
跡
整

備
委
員
会
と
八
幡
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
以
下
そ

図5 男山丘陵周辺の遺跡 (1: 50,000) 

1.史跡松花堂 2.平野山瓦窯跡 3.西山廃寺跡

4.奥野町遺跡 5.今里遺跡 6 山本町遺跡

7.志水廃寺跡 8.石清水八幡宮
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の
主
な
調
査
成
果
を
紹
介
す
討
（
図
6
）。

1
1
H
は
石
清
水
境
内
の
史
跡
松
花
堂
地
点
出
土
の
資
料
で
あ
る
。
調

査
位
置
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
社
殿
か
ら
真
東
の
正
陵
中
腹
に
あ
た
り
、

一
部
岩
盤
を
削
り
だ
す
形
で
形
成
さ
れ
た
幅
一
一

0
1三
O
m
ほ
ど
の
五
つ

の
平
坦
面
か
ら
、
近
世
の
泉
坊
松
花
堂
に
か
か
わ
る
露
地
遺
構
や
井
戸
な

ど
が
発
見
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
調
査
は
、
松
花
堂
の
近
世
遺
構
の
検
出
を

目
的
と
し
た
た
め
、
中
世
以
前
の
状
況
を
示
す
資
料
は
遺
物
に
の
み
限
ら

れ
る
。

八幡市内遺跡の出土遺物

1
1
9
は
士
郎
器
皿
、
叩
は
瓦
器
碗
、
日
は
中
国
製
の
青
磁
蓮
弁
文
碗

で
あ
る
。
時
期
的
に
は
、

1
・
4
・
叩
・
日
が
十
三
世
紀
代
あ
る
い
は
十

四
世
紀
前
半
、

6
・
8
が
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
は
じ
め
頃
に
比

定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

お
l
却
は
平
野
山
瓦
窯
跡
出
土
資
料
で
あ
封
。
当
遺
跡
は
、
男
山
丘
陵

の
西
縁
部
に
位
置
す
る
七
世
紀
代
を
中
心
と
し
た
瓦
窯
で
あ
る
が
、
こ
の

う
ち
の
四
号
窯
内
の
、
床
面
か
ら
遊
離
す
る
形
で
九
世
紀
後
半
か
ら
一

O

世
紀
は
じ
め
の
土
師
器
類
が
出
土
し
て
い
る
。

図6

ロ
1
nは
西
山
廃
寺
跡
出
土
資
料
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
道
鏡
に
よ
っ

て
流
刑
と
な
っ
た
和
気
清
麿
が
、
八
幡
神
の
加
護
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ

た
と
い
う
伝
説
を
持
つ
足
立
寺
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
の
包
含
層

か
ら
十
三
世
紀
代
を
中
心
と
す
る
瓦
器
碗
・
土
師
器
皿
お
よ
び
土
釜
・
鍋

類
が
出
土
し
て
い
る
。
な
お
詑
は
大
和
で
十
五
世
紀
代
に
出
土
す
る
資
料

に
類
似
し
て
い
る
。

幻
J
お
は
奥
ノ
町
遺
跡
出
土
資
料
で
あ
封
。
当
遺
跡
は
淀
川
に
面
し
た

男
山
丘
陵
の
北
側
に
位
置
し
、
「
行
基
年
譜
」
・
「
天
平
十
三
記
」
に
み
え
、

延
暦
十
三
年
（
七
八
四
）
の
記
事
で
知
ら
れ
る
山
崎
橋
の
推
定
地
に
も
近

く
、
こ
の
遺
跡
周
辺
が
中
世
に
お
い
て
も
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
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出
土
し
た
遺
物
は
、
十
四
l
十
六
世
紀
代
を
中
心
と
し
て
お
り
、
多
量
の
備
前
窯

播
鉢
と
土
師
器
皿
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
土
師
器
皿
は
、
口
縁
端
部
に
つ
ま
み
あ

げ
を
持
っ
た
丸
底
の
小
皿
を
指
標
と
し
て
十
六
世
紀
前
半
代
の
資
料
も
多
い
が
、
体

部
下
半
に
丸
み
を
も
ち
、
口
縁
部
が
外
反
す
る
形
態
の
特
徴
を
も
つ
も
の
お
よ
び
、

底
部
を
上
方
に
押
し
上
げ
た
い
わ
ゆ
る
へ
そ
皿
も
目
立
つ
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
京
都

市
内
の
土
師
器
皿
と
対
比
す
る
と
、
十
五
世
紀
代
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
遺
跡
の
資
料
は
、
皿
の
内
面
に
刷
毛
調
整
を
施
す
こ
と
で
異
な
っ
た
特
徴
を
も

っ
。
な
お
こ
れ
ら
の
特
徴
は
堺
環
濠
都
市
・
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
で
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
へ
そ
皿
に
つ
い
て
も
、
口
縁
部
の
つ
ま
み
上
げ
が
京
都
市
内
の
出
土
資
料
よ

［都郡のあいなか］ーー鋤柄俊夫

り
著
し
く
厚
く
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
強
い
地
域
色
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

却

1
日
と
問
、
l
m
は
今
里
遺
跡
出
土
資
料
で
あ
討
。
遺
跡
は
男
山

E
陵
の
東
方
約

二
回
に
位
置
し
、
木
津
川
氾
濫
原
に
形
成
さ
れ
た
微
高
地
上
に
立
地
す
る
集
落
遺
跡

で
あ
ろ
う
。
溝
状
の

S
X
回
な
ど
か
ら
十
三
・
十
四
世
紀
代
を
中
心
と
し
た
遺
物
が

出
土
し
て
い
る
。
内
容
は
魚
住
窯
担
鉢
、
瓦
器
火
鉢
、
瓦
器
釜
、
瓦
器
足
釜
、
瓦
器

碗
、
土
師
器
小
皿
、
青
磁
碗
、
石
鍋
お
よ
び
瓦
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
畿
内
村

落
で
み
ら
れ
る
通
有
な
器
種
構
成
を
満
た
し
て
い
る
上
に
瓦
が
出
土
し
て
い
る
点
か

ら
、
溝
で
囲
ま
れ
た
寺
院
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

日
は
志
水
廃
寺
出
土
の
瓦
器
碗
で
あ
る
。
昭
和
一

0
年
代
の
採
集
で
時
期
は
十
三

世
紀
代
に
比
定
さ
れ
針
。

日
1
日
は
石
清
水
八
幡
宮
出
土
の
資
料
で
あ
針
。
昭
和
九
年
の
室
戸
大
風
水
害
の

直
後
に
、
八
幡
宮
の
本
殿
付
近
か
ら
土
師
器
・
瓦
お
よ
び
陶
磁
器
類
が
採
集
さ
れ
た

中
の
一
部
で
あ
る
。
日
は
糸
切
り
成
形
で
、
日
は
瓦
質
に
近
い
焼
成
と
言
う
。
時
期

の
比
定
は
で
き
な
い
。

な
お
遺
跡
番
号
の
6
は
山
本
町
遺
跡
で
あ
針
。
南
北
朝
期
に
後
村
上
天
皇
が
障
を

は
っ
た
男
山
城
の
推
定
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
調
査
面
積
の
関
係
な
ど
か
ら
、
近
世

の
遺
構
・
遺
物
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
石
清
水
八
幡
宮
ま
た
は
そ
の
時
代
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
遺
跡
の
調
査
成

果
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
な
か
で
も
最
も
重
要
な
中

世
前
半
期
の
状
況
を
整
理
す
る
段
階
に
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
ひ
と
つ
に
は
、
中
世

後
半
の
土
師
器
皿
の
特
徴
（
へ
そ
皿
の
口
縁
部
形
態
・
十
五
世
紀
代
に
比
定
さ
れ
る

器
高
の
高
い
皿
の
体
部
の
傾
き
が
急
な
こ
と
・
内
面
に
刷
毛
調
整
を
施
す
こ
と
）
か

ら
、
京
都
と
き
わ
め
て
近
接
し
た
地
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
地
が
独
特
の
文
化
を
も

っ
て
い
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
す
で
に
藤
原
良
章
氏
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
の
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
そ
の
宗
教
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ

て
い
る
料
、
京
都
に
近
い
こ
の
地
で
、
京
都
と
印
象
の
異
な
っ
た
土
師
器
皿
が
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
点
で
見
逃
す
わ
け
に
い
か
な
い
の
が
、
こ
の
男
山
丘
陵
と
瓦
器
碗
と
の
関
係

で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
瓦
器
碗
と
石
清
水
八
幡
宮
と
の
関
係
を
示
す

直
接
的
な
事
例
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
本
来
瓦
器
碗
が
普

及
し
て
い
る
平
安
時
代
後
期
か
ら
中
世
前
半
期
の
資
料
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

最
も
大
き
な
原
因
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
石
清
水
八
幡
宮
と
瓦
器

碗
と
の
関
係
を
消
極
的
に
み
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
瓦
器
碗
の
分
布
を
マ
ク
ロ
的

に
み
た
場
合
、
少
な
く
と
も
、
石
清
水
八
幡
宮
の
鎮
座
す
る
男
山

E
陵
の
西
側
で
多

く
み
ら
れ
る
の
は
瓦
器
碗
で
あ
り
、
一
方
そ
の
東
で
多
く
み
ら
れ
る
の
は
土
師
器
皿

な
の
で
あ
る
。

瓦
器
碗
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
十
一
世
紀
の
あ
る
段
階
に
出
現
し
、
畿

内
で
は
摂
津
・
大
和
・
河
内
・
和
泉
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
辺
地
域
で
あ
る
丹
波

．
伊
賀
・
紀
伊
さ
ら
に
近
年
で
は
阿
波
の
一
部
で
も
生
産
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
中
世
前
半
を
代
表
す
る
土
製
の
小
型
容
器
で
あ
る
。
既
に
指

摘
し
て
い
る
よ
う
同
、
中
世
前
半
の
西
日
本
の
地
域
性
は
、
と
く
に
こ
の
土
器
碗
で

語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
、
北
陸
・
中
部
・
遠
江
東
部
以
東
の
各
地
で
は
平
安

時
代
後
期
以
降
土
製
の
碗
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
に
対
し
て
、
山
茶
碗
の
流
通
す
る

東
海
以
西
の
各
地
で
は
お
お
む
ね
十
四
世
紀
代
ま
で
は
土
師
器
・
瓦
器
・
須
恵
器
な

ど
の
焼
成
が
異
な
り
、
ま
た
高
台
の
有
無
な
ど
の
器
形
の
異
な
り
も
あ
る
も
の
の
、
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北部九州の瓦器碗 （森、註27)

北部九州の経塚分布 （註34)

図8

図10

12世紀における土器碗の地域性

（鋤柄、註19)

図9 宇佐宮と弥勤寺領荘園の分布

（大分県立歴史博物館 1998『常設展示

豊の国・おおいたの歴史と文化j)

図 7

土
製
の
碗
が
み
ら
れ
、
そ
の
中
心
的
な
存
在
が
瓦
器
碗
と
言
わ

れ
て
い
る

（図
7
）
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
瓦
器
碗
の
生
産
と
流
通
に
つ
い
て
は
、

「
楠
葉
」
御
牧
と
の
関
係
で
、
橋
本
久
氏
な
ど
に
よ
る
摂
関
家

の
先
導
に
よ
る
貢
納
生
産
を
軸
に
考
え
ら
れ
て
き
討。

し
か
し

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
吉
岡
康
暢
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

本
来
摂
関
家
が
本
拠
と
し
た
は
ず
の
平
安
時
代
末
期
の
京
都
に

お
い
て
そ
れ
が
な
ぜ
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
重
要
な

問
題
の

一
点
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
瓦
器
碗
の
東
へ
の
分
布

域
で
あ
る
伊
賀
や
近
江
南
部
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
共
に
淀

川
の
上
流
で
あ
る
木
津
川
や
宇
治
川
の
流
域
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
同
じ
説
明
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
日
本
で
み
ら
れ
る
土
器
碗
の
う
ち
で
、
畿
内

以
外
に
も
う

一
個
所
だ
け
、
土
器
を
瓦
質
に
焼
い
て
い
る
地
域

が
あ
る
。
そ
れ
が
北
部
九
州
で
あ
る
。
次
項
で
そ
の
背
景
を
検

討
し
て
み
た
い
。

（

3
）
宇
佐
八
幡
宮

1

北
部
九
州
の
瓦
器
碗

北
部
九
州
の
土
器
碗
に
つ
い
て
は
、
森
田
勉
氏
の
先
駆
的
な

研
究
を
緒
（旬
、
森
田
勉

・
柴
尾
俊
介
・
村
上
久
和
・
小
倉
正
五

の
各
氏
に
よ
り
北
部
九
州
全
体
の
概
観
が
一尽
さ
料
、
佐
藤
浩
司

同
・

中
島
恒
次
郎
時
な
ど
の
成
果
を
ま
と
め
た
森
隆
氏
に
よ
る

精
微
な
分
布
分
析
に
よ
（旬
、
そ
れ
ら
の
出
現
時
期
は
お
よ
そ
十

一
世
紀
後
半
ま
た
は
末
頃
で
あ
り
、
十
二
世
紀
後
半
に
飛
躍
的

に
増
加
し
、
十
三
世
紀
中
頃
ま
で
わ
ず
か
な
が
ら
続
い
て
い
た

176 



［都部のあいなか］…・鋤柄俊夫

も
の
と
考
え
ら
れ
、
お
お
き
く
「
筑
紫
型
」
「
豊
前
型
」
「
肥
後
型
」
「
肥
前
南
部
型
」

に
分
類
さ
れ
る
そ
の
分
布
範
囲
が
、
図
の
よ
う
な
北
部
九
州
一
帯
で
示
さ
れ
た
（
園

町）。と
こ
ろ
で
土
器
碗
を
含
め
て
、
瓦
器
碗
が
用
い
ら
れ
た
の
は
そ
れ
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
安
価
な
日
常
品
と
し
て
入
手

で
き
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
は
、
西
日
本
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
見
つ
か
っ
て
い
な

一
方
そ
の
点
に
お
い
て
、
既

い
地
域
と
の
関
係
で
、
十
分
な
説
明
に
は
な
ら
な
い
。

に
別
稿
で
ま
と
め
た
よ
う
（
旬
、
基
本
的
に
土
器
製
品
が
別
に
存
在
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
代
替
製
品
で
あ
る
こ
と
は
、
西
日
本
の
各
地
で
み
ら
れ
る
土
器
碗
や
、
東
日
本
で

英彦山出土の土器図11

も
見
ら
れ
る
足
高
高
台
皿
や
疑
似
高
台
皿
が
、
素
材
や
焼
成
さ
ら
に
は
高
台
や
底
部

の
構
造
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
最
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら

れ
る
。し

た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
言
え
ば
瓦
器
碗
の
出
現
は
、
焼
成
技
法
の
変
革
期
に
は

な
り
え
て
も
時
代
区
分
の
指
標
と
す
る
に
は
ま
た
別
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
点
は
、
土
器
碗
の
も
っ
て
い
る
こ
の
よ
う

な
前
提
を
ふ
ま
え
た
時
、
土
器
碗
の
使
用
さ
れ
た
目
的
の
ひ
と
つ
を
示
す
資
料
が
、

瓦
器
碗
の
源
流
で
あ
る
と
大
方
の
認
め
る
黒
色
土
器
B
類
碗
に
、
し
か
も
性
格
の
特

定
で
き
る
遺
跡
で
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

遺
跡
は
福
岡
県
添
田
町
に
所
在
す
る
英
彦
山
修
験
道
遺
跡
で
あ
説
。
英
彦
山
は
、

継
体
天
皇
二
五
年
に
中
国
の
北
規
の
善
正
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ

山
岳
宗
教
の
山
で
あ
り
、
寛
治
八
年
（
一

O
九
四
）
の
英
彦
山
衆
徒
蜂
起
事
件
な
ど

に
よ
り
、
大
規
模
な
信
仰
集
団
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
英
彦

三
山
の
中
心
で
あ
る
中
岳
の
調
査
で
、
上
宮
社
殿
の
建
つ
平
盟
地
お
よ
び
そ
の
南
側

急
斜
面
か
ら
、
投
げ
捨
て
ら
れ
た
遺
物
が
散
乱
し
て
発
見
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
図
日

で
示
し
た
土
師
器
お
よ
び
黒
色
土
器
が
検
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
1
1
8
が
南

側
急
斜
面
か
ら
み
つ
か
っ
た
資
料
で
、

9
1
ロ
が
上
宮
の
平
坦
地
で
あ
り
、
日
が
黒

色
土
器
で
そ
の
内
面
に
は
さ
ら
に
漆
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
時
期
は
十
一
世
紀
に
比
定

さ
れ
て
い
る
。

問
題
は
9
1
U
の
碗
に
み
ら
れ
る
底
部
と
高
台
際
の
凸
帯
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、

こ
れ
ま
で
も
い
わ
ゆ
る
凸
帯
付
き
の
碗
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
態
と
し

て
は
、
托
付
き
の
碗
を
模
倣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
土
器
類
は
言
う
ま
で
も
な
く
儀
器
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ば
か

り
で
な
く
、
こ
の
遺
跡
の
場
合
は
と
く
に
山
岳
宗
教
に
か
か
わ
る
儀
式
に
使
用
さ
れ

る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

日
本
列
島
で
唯
一
瓦
器
碗
の
分
布
を
示
す
の
は
畿
内
と
北
部
九
州
で
あ
る
が
、
そ

の
北
部
九
州
の
修
験
道
の
遺
跡
か
ら
瓦
器
碗
の
源
流
で
あ
る
黒
色
土
器
B
類
碗
が
、
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宗
教
儀
器
と
し
て
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
こ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
次
に
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
的
な
分

布
に
注
目
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

H

宇
佐
と
石
清
水
の
結
合

さ
き
に
石
清
水
八
幡
宮
の
変
遷
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
時
に
九
州
と
の
関
係
に
少

し
触
れ
た
。
飯
沼
賢
司
氏
の
論
孜
を
も
と
に
、
こ
こ
で
そ
れ
を
少
し
詳
し
く
整
理
し

て
み
た
い
。

宇
佐
八
幡
宮
よ
り
勧
請
さ
れ
た
石
清
水
八
幡
宮
と
最
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
の

は
宇
佐
八
幡
宮
の
神
宮
寺
で
あ
る
弥
勅
寺
で
あ
っ
た
。
弥
勅
寺
は
「
八
幡
宇
佐
宮
御

託
宣
集
」
な
ど
に
よ
る
と
、
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
に
宇
佐
八
幡
の
託
宣
に
よ
っ
て

宇
佐
盆
地
の
東
端
に
あ
た
る
菱
形
宮
の
東
の
日
足
林
に
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ

の
後
天
平
一

O
年
（
七
三
人
）
に
前
年
の
宣
託
に
よ
り
宇
佐
神
宮
境
内
に
移
し
て
講

堂
お
よ
び
金
堂
を
建
て
、
宝
亀
一

O
年
（
七
七
九
）
の
党
鐘
鋳
造
に
よ
っ
て
完
成
と

さ
れ
て
い
る
。
鎮
護
国
家
を
奉
じ
て
神
仏
習
合
を
代
表
し
た
寺
院
で
あ
り
、
そ
の
後

の
宇
佐
官
の
発
展
と
と
も
に
勢
力
を
の
ば
す
が
、
と
く
に
平
将
門
と
藤
原
純
友
に
よ

っ
て
お
こ
さ
れ
た
承
平
・
天
慶
の
乱
を
契
機
と
し
て
、
宇
佐
の
宮
司
家
出
身
の
義
海

が
天
台
座
主
の
宣
命
を
受
け
、
ま
た
石
清
水
八
幡
宮
の
第
二
検
校
も
兼
ね
る
中
、
石

清
水
以
下
の
十
二
社
に
追
討
依
頼
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
宇
佐
と
石
清
水
を
統
合
す
る

環
境
が
整
い
、
そ
の
流
れ
の
中
で
、
豊
前
の
国
府
周
辺
に
い
た
在
地
豪
族
出
身
の
弥

勤
寺
講
師
元
命
宇
佐
が
最
初
に
両
者
の
結
合
を
確
立
す
る
。
元
命
は
藤
原
道
長
の
援

助
を
受
け
、
長
和
三
年
（
一

O
一
四
）
五
月
五
日
に
石
清
水
八
幡
宮
の
少
別
当
よ
り

は
じ
め
て
、
同
年
七
月
に
は
権
別
当
に
の
ぼ
り
、
治
安
三
年
（
一

O
二
三
）
に
は
つ

い
に
石
清
水
に
八
幡
を
勧
請
し
た
紀
氏
一
族
の
子
孫
で
あ
る
定
清
を
廃
し
て
、
石
清

水
八
幡
宮
別
当
に
就
い
て
い
る
。
宇
佐
八
幡
の
弥
勤
寺
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
北
部
九

州
と
さ
ら
に
石
清
水
八
幡
宮
を
掌
握
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
石
清
水
の
主
導
権
は

再
び
紀
一
族
の
系
列
に
も
ど
る
の
で
あ
る
が
、
石
清
水
と
弥
勅
寺
と
の
関
係
が
弱
ま

る
こ
と
は
な
く
、
大
治
三
年
（
一
一
二
八
）
、
石
清
水
別
当
の
光
清
は
四
度
目
の
宇

佐
弥
勤
寺
と
の
統
合
を
は
か
り
、
寛
賢
と
宇
佐
大
宮
司
が
相
論
を
し
た
の
を
契
機
に
、

弥
勤
寺
検
校
と
し
て
実
質
的
に
弥
勅
寺
の
支
配
権
を
掌
握
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
宇

佐
官
弥
勅
寺
と
そ
の
末
宮
や
そ
の
荘
園
は
、
こ
の
段
階
で
完
全
に
石
清
水
八
幡
の
支

配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
」
、
そ
の
結
果
「
石
清
水
八
幡
宮
は
、
日
本
の
寺
社
最
大
の

権
門
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
権
力
支
配
の
点
で
十
一
世
紀
前
半
に
さ
か
の
ぼ
る
石
清
水
と
弥
勤
寺
と

の
関
係
は
、
十
一
世
紀
後
半
の
相
互
に
よ
る
権
力
移
動
の
時
期
を
経
て
十
二
世
紀
は

じ
め
に
は
石
清
水
側
の
掌
握
の
形
で
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
そ
ん
な
石
清
水
と
関
係
の
深
か
っ
た
弥
勅
寺
領
の
荘

園
分
布
が
や
は
り
北
部
九
州
に
広
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
先
に
述
べ
た
北
部
九
州
の

瓦
器
碗
の
分
布
と
重
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
（
図
9
・
ロ
）
。
弥
勅
寺
領
荘
園
の
動

向
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
宮
領
小
野
荘
・
岩
崎
荘
を
対
象
と
し
た
中
山
重
記
氏
の
研
究
、
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弥
勤
寺
領
八
坂
荘
を
対
象
と
し
た
河
野
泰
彦
氏
の
研
究
、
弥
勅
寺
喜
多
院
領
の
都
甲

荘
と
香
々
地
荘
を
対
象
と
し
た
飯
沼
賢
司
・
桜
井
成
昭
両
氏
の
研
究
が
詳
し
い
が
、

こ
れ
ら
の
荘
園
は
十
一
世
紀
段
階
の
弥
勅
寺
に
お
け
る
堂
舎
の
建
立
と
維
持
の
た
め

に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
実
質
的
な
支
配
は
石
清
水
八
幡
宮
の

善
法
寺
家
な
ど
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
両
者
の
分
布
に
な
ん
ら
か

の
関
係
の
あ
っ
た
可
能
性
を
傍
証
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

各地の脚付き土製煮炊具（上）と弥動寺出土土器（下）

加
え
て
弥
勅
寺
跡
の
発
掘
調
査
か
ら
も
こ
の
凸
帯
付
き
の
土
器
碗
お
よ
び
脚
付
き

土
製
煮
炊
具
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
口
）
。
遺
物
の
出
土
し
た

G
2
区
は
、

弥
勅
寺
の
食
堂
ま
た
は
政
所
の
推
定
地
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
地
区
で
あ
る
が
、

S

K
3
は
幅
二

・
三

m
で
長
さ
五

m
以
上
の
溝
状
を
呈
し
、
そ
の
中
・
下
層
か
ら
炭
化

物
に
混
じ
っ
て
多
量
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
出
土
し
た
遺
物
の
半
数
以
上
が
完

形
品
で
、
構
成
は
土
師
器
の
坪
・
皿
を
中
心
に
碗
・
鉢
・
鍋
・
鼎
・
黒
色
土
器
・
土

製
妻
子
な
ど
に
お
よ
び
、
な
ん
ら
か
の
祭
杷
に
使
用
さ
れ
た
土
器
類
が
終
了
後
に

一

括
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
時
期
は
十

一
世
紀
前
半
に
比
定
さ
れ
て

い
る
。

ま
た

S
K
5
は
直
径

一
・
三

m
の
円
形
で
断
面
は
浅
い
皿
状
を
呈
す
る
土
坑
で
あ

り
、
遺
物
は
南
半
部
に
集
中
し
て
一
括
廃
棄
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
時
期
は

一
O

世
紀
末
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
共
に
一
括
廃
棄
の
状
況
を
示
す
遺
構
か
ら
の
出
土
で

あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
な
お
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
（問
、
脚
付
き
の
土
製

図13

煮
炊
具
は
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
代
を
中
心
と
し
て
西
日
本
の
瀬
戸
内
海

沿
岸
を
中
心
と
し
た
地
域
に
分
布
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
儀
器
で
あ
る
可
能
性
が
非

常
に
高
い
製
品
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
図
日
）
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
注
意
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
分
布
と
経
塚
の
分
布
の
関
係
で
あ

る
（
図
叩
）
。
九
州
に
お
け
る
経
塚
の
分
布
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
既
に
千
々
和
実

氏
に
よ
っ
て
修
験
道
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
で
八
幡
信
仰
と

の
関
係
も
述
べ
ら
れ
て
き
て
い
説
。
先
に
英
彦
山
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
黒
色
土

器
の
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
わ
せ
て
説
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石清水八幡宮の荘園・別宮分布図

町田和也作成（網野善彦、註43)

図14

明
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
。

以
上
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
西
日
本
に
流
行
す
る
土
器
碗
の

中
で
、
瓦
質
に
焼
成
す
る
碗
が
畿
内
と
北
部
九
州
に
の
み
限
ら
れ
る
そ
の
背
景
を
、

そ
れ
が
儀
器
で
あ
る
視
点
を
前
提
と
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
と
宇
佐
宮
弥
勅
寺
の
関

係
と
対
比
し
て
考
え
て
み
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
仮
説
が
中
世
都
市
京
都
の
特
質
と
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

，－、．
J

ム
し

（図
H
）。

2 

日
吉
山
王
社
｜
！
土
師
器
皿
｜
｜

中
世
史
を
考
古
学
の
方
法
で
考
え
る
最
初
の
方
法
と
し
て
遺
物
研
究
が
お
こ
な
わ

れ
、
中
で
も
土
器
の
年
代
研
究
が
大
い
に
進
ん
だ
。
そ
れ
は
土
器
が
中
世
社
会
で
通

有
に
み
ら
れ
る
日
常
容
器
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
変
遷
は
中
世
社
会
全
体
の

変
化
を
説
明
す
る
際
に
も
有
効
で
あ
る
と
い
っ
た
見
方
を
大
き
な
前
提
と
し
て
い
た
。

こ
う
い
っ
た
見
方
は
、
中
世
考
古
学
研
究
の
諸
段
階
の
中
で
必
ず
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
多
く
の
成
果
が
そ
こ
か
ら
う
ま
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
研
究
の
深
化
に
よ
り
、
普
遍
的
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
土
器
碗
が
西
日
本
に
み

ら
れ
る
現
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
も
中
世
全
体
を
通
じ
て
存
在
し
て
い

た
訳
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に
お
よ
び
、
遺
物
の
と
く
に
土
器
を
中
心
と

し
た
研
究
は
、
そ
れ
が
中
世
社
会
に
と
っ
て
通
有
に
み
ら
れ
た
日
常
容
器
で
あ
る
と

い
っ
た
前
提
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
結
果
そ
れ
に

よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
土
器
か
ら
み
た
様
々
な
現
象
説
明
に
対
し
て
も
、

そ
れ
が
け
っ
し
て
中
世
社
会
の
全
体
を
説
明
す
る
手
が
か
り
に
は
な
り
え
な
い
こ
と

も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
土
器
研
究
は
意
味
論
へ

の
展
開
が
今
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
そ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
そ
の
最
も
端
的
な
例
の
ひ
と
つ
が
、

い
わ
ゆ

る
京
都
系
の
か
わ
ら
け
と
呼
ば
れ
る
土
器
の
皿
で
あ
る
。
そ
の
問
題
提
起
は
主
に
東

日
本
の
平
泉
や
鎌
倉
で
生
ま
れ
、
藤
原
良
章
氏
に
代
表
さ
れ
る
文
献
史
研
究
か
ら
の

指
摘
も
受
（
階
、
筆
者
は
そ
れ
に
対
す
る
京
都
に
お
け
る
回
答
と
し
て
、
①
京
都
型

土
師
器
皿
の
拡
散
の
背
景
を
中
世
の
前
期
と
後
期
で
別
に
考
え
る
こ
と
（
後
期
は
式

三
献
が
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
）
、
②
こ
れ
ま
で
漠
然
と
京
文
化
と
し
て
い
た
実

態
を
再
検
討
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
平
泉
と
京
都
の
関
係
を
例
え
れ
ば
、
京
文

化
と
平
泉
で
は
な
く
、
平
等
院
と
平
泉
ま
た
は
鳥
羽
離
宮
と
平
泉
と
い
っ
た
関
係
に

直
す
こ
と
、
③
東
日
本
で
大
量
に
一
括
廃
棄
さ
れ
て
い
る
の
も
け
っ
し
て
通
有
で
は

な
く
、
平
泉
や
鎌
倉
・
韮
山
な
ど
の
一
部
の
遺
跡
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
④
東
日
本
で
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［都都のあい砿か］ ー鋤柄俊夫

は
京
都
系
ま
た
は
京
都
型
の
在
地
系
士
師
器
皿
以
外
に
、
（
手
控
ね
で
は
あ
っ
て
も

京
都
の
同
時
期
の
様
式
を
意
識
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
意
味
で
の
）
京

都
型
で
は
な
い
在
地
系
で
特
定
の
地
域
の
型
に
分
類
さ
れ
る
土
師
器
皿
の
あ
り
方
も

視
野
に
入
れ
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
⑤
そ
の
流
行
が
十
二
世
紀
後

半
を
初
現
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一

O
世
紀
後
半
以
来
の
文
化
の
流
れ
の

中
で
最
後
に
や
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
藤
原
良
章
氏
が
そ
の
意

味
と
し
て
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
あ
り
方
の
中
で
、
長
野
県
旧
御
射
山
遺
跡
で
の
事
例

を
も
と
に
、
特
殊
遺
跡
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
中
世
前
期
に
お
け
る
そ
の
拡

散
の
背
景
に
、
儀
礼
の
な
か
で
も
、
特
定
は
で
き
な
い
が
宗
教
的
な
側
面
が
そ
こ
に

強
く
介
在
し
て
い
た
可
能
性
を
述
べ
問
。

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
浅
野
晴
樹
氏
や
荒
川
正
夫
氏
が
、
東
日
本
に
お

け
る
京
都
型
土
師
器
皿
の
分
布
と
変
遷
を
整
理
し
た
中
で
、
分
布
の
特
徴
が
、
平
泉

は
言
う
に
及
ば
す
宮
城
県
で
は
多
賀
城
周
辺
、
福
島
県
で
は
田
村
氏
ま
た
は
新
宮
氏

の
勢
力
域
、
北
関
東
で
は
香
取
社
と
の
関
係
お
よ
び
日
光
男
体
山
、
武
蔵
で
は
多
摩

東日本における手担ね土師器皿の分布
（浅野晴樹、註37)

図15

ニュ
l
タ
ウ
ン
内
の
遺
跡
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
以
来
寺
院
の
形
成
や
館
の
存
在
の

指
摘
さ
れ
て
い
る
地
域
な
ど
で
、
従
来
の
政
治
権
力
の
場
以
外
に
有
力
な
寺
社
勢
力

と
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
（
図
日
て
そ
れ
に
通
じ
る
見
方
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

し
か
し
一
方
で
こ
の
よ
う
な
東
日
本
に
お
け
る
、
か
わ
ら
け
と
宗
教
性
と
の
関
係

の
可
能
性
に
対
し
て
、
宴
会
儀
礼
を
意
識
し
た
研
究
も
す
す
め
ら
れ
、
飯
村
均
氏
は
、

生
活
史
研
究
所
に
よ
る
研
究
会
に
お
い
て
、
そ
の
的
確
な
整
理
を
お
こ
な
っ
て
い

（
的
。
氏
は
土
師
器
血
を
手
控
ね
成
形
と
聴
瞳
成
形
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
中
で
、

十
一
世
紀
の
様
相
が
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
東
日
本
に
お
け
る
土
器
の
一
括
廃
棄
の

源
流
は
、
す
で
に
一

O
世
紀
に
各
地
の
支
配
拠
点
で
成
立
し
た
宴
会
型
式
の
痕
跡
に

あ
り
、
平
泉
や
鎌
倉
で
み
ら
れ
る
手
担
ね
成
形
の
「
か
わ
ら
け
」
の
一
括
廃
棄
は
、

そ
の
王
朝
国
家
期
か
ら
の
宴
会
形
式
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
価
値
観
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
は
当
初
は
ま
さ
に
工
人
の
移
動
を
も
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
「
京
都
型

か
わ
ら
け
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
型
式
変
化
や
法
量
変
化
は
、
「
京
都
系
平
泉

型
か
わ
ら
け
」
と
呼
ぶ
べ
き
在
地
の
独
自
性
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
出
土

状
況
と
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
、
結
果
的
に
東
日
本
的
な
宴
会
儀
礼
の
確
立
は
、
（
そ

れ
ら
が
在
地
に
定
着
し
た
一
筆
者
注
）
十
三
世
紀
中
葉
に
迎
え
る
こ
と
に
な
る
と
し

た。
吉
岡
康
暢
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
以
来
の
政
治
社
会
に
お
い
て
、
供

宴
は
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
も
っ
た
行
為
で
あ
り
、
研
究
会
の
趣
旨
に
よ
り
、
か
わ
ら
け

（
土
師
器
皿
）
の
も
つ
意
味
の
前
提
は
宴
会
に
限
定
さ
れ
た
が
、
東
日
本
の
一
括
廃

棄
が
京
都
型
ま
た
は
手
提
ね
か
わ
ら
け
と
直
接
の
因
果
関
係
に
無
い
と
い
う
事
実
と
、

そ
れ
が
大
勢
は
一

O
世
紀
を
起
源
と
し
て
十
三
世
紀
中
葉
ま
た
は
お
お
む
ね
十
四
世

紀
ま
で
の
状
況
で
あ
る
点
を
確
認
し
た
点
で
、
大
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
吉
岡
康
暢
氏
も
東
西
日
本
の
土
製
小
型
容
器
の
出
土
状
況
の
差
異
に
注
目
し
、

藤
原
良
章
氏
の
か
わ
ら
け
に
対
す
る
説
明
が
西
日
本
の
状
況
を
説
明
し
え
て
い
な
い

こ
と
を
指
摘
し
、
分
析
の
条
件
と
し
て
中
世
前
期
と
後
期
を
分
け
る
こ
と
、
後
期
に
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つ
い
て
は
儀
式
の
用
具
で
あ
り
、
前
期
に
つ
い
て
は
公
家
に
お
け
る
儀
式
の
後
段
で

組
ま
れ
る
穏
座
で
の
使
用
が
土
師
器
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
そ
れ
が
一

O
世
紀

後
半
に
は
じ
ま
る
こ
と
と
一

O
世
紀
後
葉
に
変
化
を
す
る
京
都
の
土
師
器
皿
と
を
関

連
づ
け
、
土
師
器
皿
は
、
院
政
の
饗
宴
空
間
が
そ
の
使
用
を
増
幅
さ
せ
た
「
簡
便
化

を
志
向
す
る
民
需
用
食
器
の
極
限
」
で
あ
り
、
そ
の
拡
散
は
「
饗
宴
セ
ッ
ト
」
と
し

て
十
二
世
紀
中
葉
に
列
島
規
模
で
出
現
す
る
が
、
西
国
は
独
自
に
食
器
圏
の
形
成
を

終
え
て
い
た
た
め
に
普
及
せ
ず
、
逆
に
古
代
の
土
器
生
産
体
制
が
ほ
ぼ
解
体
し
て
い

た
東
国
で
は
、
使
い
捨
て
の
食
器
に
な
じ
ま
な
い
村
落
部
と
、
渋
下
地
塗
り
の
粗
製

漆
器
が
ひ
ろ
く
使
わ
れ
て
い
た
東
北
を
除
き
急
速
に
普
及
し
た
、
と
説
明
し
説
。

か
わ
ら
け
の
も
つ
意
味
を
宴
会
儀
礼
に
絞
っ
た
こ
れ
ら
の
説
明
は
、
確
か
に
多
く

の
点
で
、
考
古
学
の
研
究
成
果
と
一
致
す
る
状
況
を
み
せ
、
そ
の
点
で
説
得
力
の
高

い
仮
説
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
平
泉
以
外
の
大
量
廃
棄
で
な
い
遺
跡
の
場
合

で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
に
供
宴
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
性
格
を

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
各
々
そ
の
場
所
に
応
じ
た
供
宴
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

一
応
そ
の
説
明
は
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ぜ
東
日
本
に
の
み
分
布
す
る
の
か

に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
は
十
分
説
明
で
き
た
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
西
日
本
の

各
地
で
は
古
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
供
宴
に
軸
を
お
い
た
京
都
型
の
政
治
形
態
は
と
ら

れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
吉
岡
氏
が
説

明
す
る
よ
う
に
、
西
日
本
で
は
地
域
毎
で
独
自
の
土
器
の
生
産
体
制
が
確
立
し
た
た

め
、
京
都
型
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
京
都
系
の
か
わ
ら
け
も
そ
こ
に
入
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
強
い
地
域
性
の
枠
を
越
え
て
、

西
日
本
の
全
域
で
流
行
し
た
土
器
碗
の
存
在
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
、
古
代
以
来
の
供
宴
の
実
態
を
跡
づ
け
た
脇
田
晴
子
氏
は
、
結
論

と
し
て
天
皇
家
と
皇
族
が
正
式
の
「
食
器
」
と
し
た
文
化
の
中
に
土
器
は
見
あ
た
ら

ず
、
問
題
は
寺
社
の
神
事
や
八
幡
宮
放
生
会
な
ど
に
お
け
る
土
器
の
使
用
と
も
し
て

い
る
の
で
あ
れ
舵
。

し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
「
供
宴
」
H
「
公
家
政
治
」
と
い
っ
た
視
点
だ
け

で
は
な
く
、
土
師
器
皿
に
よ
る
一
般
論
と
し
て
の
「
供
宴
」
の
習
慣
を
も
っ
て
い
た

の
が
東
日
本
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
そ
の
「
供
宴
」
の
習
慣
と
は
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
章
は
、
こ
の
疑
問
を
前
提
と
し
て
、
西
日
本
に
ひ
ろ
が
る
瓦
器
碗
の
分
布
と
石

清
水
八
幡
宮
の
動
向
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
予
測
の
中
で
、

西
日
本
の
土
器
碗
の
中
で
そ
れ
を
瓦
質
に
焼
成
し
て
い
る
の
が
畿
内
と
北
部
九
州
だ

け
で
あ
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
宇
佐
宮
寺
で
あ
る
弥
勅
寺
領
の
分
布
と
北
部
九
州

の
瓦
器
碗
の
分
布
と
の
類
似
と
、
石
清
水
八
幡
宮
と
字
佐
弥
勅
寺
の
密
接
な
関
係
に

注
目
し
、
前
項
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
仮
説
を
組
み
立
て
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
石
清
水
八
幡
宮
が
主
導
し
て
瓦
器
碗
を
生
産
し
て
お
り
、
瓦

器
碗
の
使
用
法
が
八
幡
宮
の
、
例
え
ば
放
生
会
な
ど
の
儀
式
と
直
接
結
び
つ
く
も
の

で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
寺
院
の
構
成
員
の
中
に
非
常
に
多

く
の
種
類
の
職
人
の
い
る
こ
と
、
寺
院
が
そ
の
存
立
基
盤
を
職
人
や
商
人
な
ど
の
経

済
利
益
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
石
清
水
八
幡
宮

が
そ
の
一
部
で
瓦
器
碗
を
生
産
し
、
そ
の
儀
式
の
中
で
そ
れ
を
用
い
て
も
構
わ
な
い

と
は
考
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
検
証
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
か
っ
そ
れ
に
関
わ
る
生

産
と
流
通
と
使
用
法
と
そ
れ
ぞ
れ
が
全
く
別
の
論
理
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
可

能
性
も
指
摘
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
西
日
本
で
の
土
器
碗
の
存
在
が
、
例
え
ば
瓦
器
碗

に
つ
い
て
石
清
水
八
幡
宮
と
宇
佐
弥
勅
寺
の
関
係
の
中
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
れ
ば
、
東
日
本
で
み
ら
れ
る
土
師
器
皿

（
か
わ
ら
け
）

の
分
布
の
背
景
も
、

や
は
り
そ
う
い
っ
た
寺
社
勢
力
と
の
関
係
で
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

点
な
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
話
を
先
の
か
わ
ら
け
に
戻
せ
ば
、
土
器
で
は
な
い
が
、
同
じ
窯
業
生
産

の
製
品
で
あ
る
陶
器
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
産
主
導
者
を
白
山
社
と
む
す
び
つ
け
た

吉
岡
康
暢
氏
の
著
名
な
研
究
が
あ
れ
。
氏
は
、
加
賀
最
大
の
宗
教
的
権
門
と
し
て
、
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地
域
の
経
済
権
益
に
も
関
与
し
た
比
叡
山
末
の
白
山
宮
の
範
囲
が
、
十
二
世
紀
中
葉

に
は
西
は
普
正
寺
遺
跡
の
所
在
す
る
佐
那
武
白
山
社
か
ら
、
東
は
越
後
南
部
の
能
生

白
山
社
に
及
ん
で
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
法
住
寺
白
山
社
を
核
と
し
て
展
開
し
た
珠

洲
窯
の
製
品
が
、
白
山
宮
神
人
の
身
分
を
お
び
る
万
禰
級
在
地
領
主
支
配
下
の
廻
船

に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
こ
と
を
予
測
し
、
ま
た
珠
洲
焼
の
も
つ
特
殊
性
の
中
で
も
、
そ

の
技
術
系
譜
が
古
代
の
須
恵
器
工
人
を
源
流
と
し
て
い
る
一
方
で
、
と
く
に
特
徴
的

な
造
形
と
加
飾
法
に
お
い
て
は
、
東
西
日
本
の
焼
き
物
文
化
を
合
成
し
つ
つ
朝
鮮
半

島
や
中
国
の
情
報
も
と
り
こ
ん
で
い
る
背
景
に
、
修
験
者
が
介
在
し
た
可
能
性
も
指

摘
し
た
の
で
あ
討
。

ま
た
同
様
な
視
点
は
伊
勢
神
宮
と
常
滑
窯
製
品
の
関
係
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て

い
（
泊
。
し
か
し
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
土
師
器
皿
に
置
き
換
え
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

［都郵のあいなか］……鋤柄俊夫

京
都
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
と
の
つ
な
が
り
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
つ
な
ぐ
存
在
が
、
網
野
善
彦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
説
。

そ
れ
が
延
暦
寺
山
門
と
日
吉
杜
で
あ
る
。
日
吉
大
社
は
、
古
事
記
の
大
国
主
神
の
条

に
み
え
る
大
山
咋
神
の
鎮
座
す
る
午
尾
山
の
祭
記
を
起
源
と
す
る
東
本
宮
と
、
天
智

天
皇
が
六
六
七
年
に
三
輪
明
神
を
勧
請
し
た
と
伝
え
る
西
宮
を
中
心
と
し
て
比
叡
山

東
麓
の
坂
本
に
所
在
し
て
い
る
。
こ
の
午
尾
山
は
、
比
叡
山
の
大
比
叡
に
対
し
て
小

比
叡
と
呼
ば
れ
、
山
頂
に
巨
大
な
磐
を
配
す
る
円
錐
形
の
整
っ
た
神
奈
備
山
で
あ
る

が
、
日
吉
神
の
起
源
は
、
本
来
こ
の
牛
尾
山
を
中
心
と
し
た
古
代
の
神
体
山
信
仰
に

あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
西
本
宮
が
比
叡
山
延
暦
寺
の
守
護
神
と
な
っ
て
以
降

は
、
延
暦
寺
の
発
展
に
し
た
が
い
、
神
仏
習
合
の
も
と
、
中
世
の
日
吉
社
の
中
心
的

な
役
割
を
担
っ
て
い
く
。
な
お
天
皇
家
と
の
関
係
は
、
延
久
三
年
（
一

O
七

二

の

後
三
条
天
皇
の
行
幸
が
そ
の
古
い
例
と
し
て
知
ら
れ
、
元
徳
二
年
（
一
三
三

O
）
の

後
醍
醐
天
皇
ま
で
数
多
く
の
参
詣
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
針
。

そ
ん
な
中
、
網
野
善
彦
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一

O
世
紀
後
葉
ま
で
に
山
門

が
若
狭
に
荘
園
を
形
成
し
て
以
降
、
北
陸
道
の
諸
国
に
は
多
く
の
山
門
と
日
吉
社
領

の
荘
園
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
加
賀
の
白
山
社
、
越
前
の
気
比
社
を
そ
の
末
社
と
し
、

出
羽
以
北
に
つ
い
て
も
そ
の
末
社
や
末
寺
が
分
布
す
る
こ
と
か
ら
も
、
山
門
と
日
吉

社
は
、
北
東
日
本
海
域
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
実
際
の
運
営
を
担
っ
た
の
が
近
江
国
愛
知
郡
司
も
兼
ね
た
中
原
成

行
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
日
吉
神
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
大
津
を
中
心
に
右
方
と
左

方
に
分
か
れ
て
十
二
世
紀
前
半
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
「
北
陸
道
神
人
」
と
呼
ば
れ
た
巨

大
な
組
織
を
形
成
し
て
北
陸
道
諸
国
に
分
布
し
、
出
挙
・
借
上
の
活
動
に
従
事
し
て
、

ひ
ろ
く
日
本
海
の
廻
船
人
と
し
て
活
躍
し
、
あ
る
い
は
日
吉
神
人
で
あ
る
と
同
時
に

気
比
の
神
人
で
も
あ
っ
た
中
原
政
康
の
よ
う
に
、
敦
賀
に
居
住
し
て
和
布
・
丸
抱
・

鮭
な
ど
を
貢
納
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
京
都
の
か
わ
ら
け
も
、
日
吉
社
ま
た
は
日
吉
神
人
を
介
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
白
山
社
と
共
に
日
本
海
ル

l
ト
に
の
っ
て
広
く
東
日
本
に
そ
の
分
布
を

伸
ば
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
来
平
泉
・
韮
山
・
鎌
倉
に
注
目
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
東
日
本
の
京
都
型
お
よ
び
京
都
系
か
わ
ら
け
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の

分
布
が
日
本
海
側
に
も
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
、
飯
村
均
氏
の
整
理
に
よ
っ
て
示

さ
れ
て
お
り
（
図
（
附
）
、
今
後
そ
れ
ら
の
詳
細
な
遺
跡
の
分
析
は
必
要
で
は
あ
る
が
、

こ
の
見
方
を
傍
証
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
か
わ
ら
け
の
も
つ
宗
教
性
に
つ
い
て
、
明
確
な
そ
の
関
係
が
や
は
り

日
本
海
側
に
位
置
す
る
大
楯
遺
跡
で
発
見
さ
れ
説
。

大
楯
遺
跡
は
山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町
に
所
在
す
る
十
三
世
紀
代
の
集
落
遺
跡
で
あ

り
、
鳥
海
山
を
源
流
と
す
る
月
光
川
と
日
向
川
で
挟
ま
れ
た
自
然
堤
防
の
微
高
地
上

に
立
地
し
て
い
る
。
一
九
八
六
年
以
降
の
調
査
に
よ
り
、
木
柵
で
囲
ま
れ
た
地
区
と

そ
の
中
か
ら
礎
石
建
物
を
中
心
と
し
た
規
則
的
に
設
け
ら
れ
た
井
戸
と
建
物
群
が
発

見
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
礎
石
建
物
の

S
B
舶
は
、
三
間
四
方
で
東
に
庇
を
も
ち
、
さ

ら
に
東
に
一
聞
の
張
り
出
し
部
を
も
っ
と
さ
れ
る
（
図
口
）
。
出
土
し
た
遺
物
は
、

手
担
ね
成
形
と
聴
瞳
成
形
に
よ
る
か
わ
ら
け
が
八
三
・
五
%
で
、
こ
れ
に
珠
洲
窯
系

陶
器
・
越
前
窯
陶
器
な
ど
の
国
産
製
品
と
、
青
磁
・
白
磁
な
ど
の
中
国
製
品
も
多
数

み
ら
れ
る
。
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図16 東日本における12・13世紀のかわらけの分布（飯村均、註38)

図17 山形県大楯遺跡の 58401と出土土器（註47)
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さ
て
こ
の
遺
跡
の
評
価
で
あ
る
が
、

S
B
岨
に
代
表
さ
れ
る
建
物
は
、
栃
木
県
の

下
古
館
遺
跡
で
も
注
目
さ
れ
た
、

一
般
の
居
住
用
建
物
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
も
っ

も
の
で
あ
り
、
木
製
の
五
輪
塔
形
の
碑
伝
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
河

野
異
知
郎
・
飯
村
均
・
八
重
樫
忠
郎
氏
ら
に
よ
っ
て
、
中
世
の
神
仏
習
合
下
に
お
け

る
神
社
を
中
心
と
し
た
遺
跡
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
討
。

さ
ら
に
八
重
樫
忠
郎
氏
に
よ
っ
て
平
泉
に
お
い
て
も
古
代
末
期
の
か
わ
ら
け
の
使

用
形
態
は
宗
教
性
を
お
び
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
り
、
ま
た
飯
村
均
氏
も
先
の
宴
会

儀
礼
の
整
理
の
中
で
、
宮
城
県
山
王
遺
跡
の
中
で
宗
教
儀
式
で
使
用
さ
れ
た
大
量
の

か
わ
ら
け
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

現
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
か
わ
ら
け
の
意
味
論
と
し
て
の
宗
教

性
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
い
く
つ
か
あ
る
う
ち
の
選
択
肢
で
あ
る
か
も
し
れ

ず
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
も
石
清
水
と
瓦
器
碗
と
の
関
係
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
は
け
っ

し
て
少
な
く
な
い
も
の
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
主
役
を
任
っ
た
神
人
に
つ
い
て
は
、
『
小
右
記
』
の
永
酢
元
年

（
九
八
九
）
の
条
や
『
百
錬
抄
』
に
み
る
永
延
元
年
（
九
八
七
）
の
強
訴
で
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
記
録
に
は
一

O
世
紀
後
葉
に
そ
の
姿
を
現
し
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
宇

佐
を
は
じ
め
と
し
た
大
寺
杜
に
属
す
る
神
人
や
悪
僧
は
、
神
の
権
威
を
背
景
に
し
て

強
訴
な
ど
に
お
よ
び
、
「
王
法
」
を
越
え
ん
と
す
る
ま
で
の
政
治
的
な
問
題
に
も
な

り
、
つ
い
に
王
朝
側
で
は
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
に
新
制
を
発
し
、
寄
人
を
制
度

［都都のあいなか］・・ー・鋤柄俊夫

化
し
て
、
神
人
・
悪
僧
等
を
統
制
し
よ
う
と
し
、
お
お
む
ね
十
三
世
紀
前
半
ま
で
に

は
彼
ら
を
国
制
の
中
の
正
式
な
身
分
と
し
て
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
中
世
後
期
の
新
加
の
神
人
・
供
御
人
に

つ
い
て
は
商
工
業
者
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
つ
つ
、
中
世
前
期
の
存
在
形
態
に
つ
い
て

は
、
農
民
的
性
格
を
も
っ
た
名
主
層
な
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

石
清
水
八
幡
神
人
は
、
綱
引
神
人
で
あ
っ
た
も
の
の
、
山
崎
神
人
は
油
売
、
淀
神
人

は
塩
、
大
住
神
人
は
薪
、
和
泉
・
摂
津
の
春
日
神
人
は
魚
貝
の
売
買
を
お
こ
な
っ
て

い
た
と
さ
れ
る
多
様
な
職
能
民
で
も
あ
り
、
立
場
と
し
て
は
実
力
を
も
っ
た
名
主
層

で
、
し
か
も
一
般
の
人
々
と
は
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
る
に
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
幕
府
は
、
寺
社
の
造
営
・
修
理
の
た
め
の
勧
進
を

認
め
る
一
方
で
と
く
に
そ
れ
以
外
の
収
益
行
為
を
禁
圧
し
よ
う
と
し
、
そ
の
結
果
そ

れ
を
活
動
の
大
き
な
一
端
と
し
て
い
た
神
人
は
力
を
失
い
、
ま
た
山
門
に
属
し
て
日

吉
神
人
で
も
あ
っ
た
土
蔵
法
師
が
俗
体
と
な
っ
て
高
利
貸
し
を
始
め
る
な
ど
、
商
工

業
者
が
杜
寺
の
保
護
を
必
要
と
し
な
く
な
る
ほ
ど
に
成
長
す
る
に
お
よ
び
、
零
落
し
、

そ
こ
に
南
北
朝
の
大
き
な
動
乱
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
中
世
前
期
に
お
け
る
神
人
・

供
御
人
制
に
崩
壊
が
訪
れ
る
と
さ
れ
て
い
説
。

な
お
、
中
世
の
神
人
の
活
躍
と
併
行
し
て
、
や
は
り
様
々
な
職
能
民
を
そ
の
構
成

員
と
し
て
も
っ
て
い
た
供
御
人
の
代
表
で
あ
る
蔵
人
所
燈
龍
供
御
人
の
河
内
鋳
物
師

に
つ
い
て
も
、
十
四
世
紀
前
半
で
姿
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

一
方
こ
れ
に
対
し
て
瓦
器
碗
と
土
師
器
皿
の
動
向
を
マ
ク
ロ
的
に
見
れ
ば
、
そ
の

終
罵
は
、
東
日
本
の
京
都
型
土
師
器
皿
が
お
よ
そ
十
三
世
紀
に
あ
り
、
西
日
本
の
瓦

器
碗
や
土
器
碗
も
や
は
り
十
三
世
紀
代
に
そ
の
全
盛
期
を
終
え
る
。
ま
た
そ
の
初
現

に
つ
い
て
も
西
日
本
の
場
合
は
内
外
面
を
黒
色
処
理
し
た
い
わ
ゆ
る
黒
色
土
器
B
類

の
出
現
に
対
応
し
て
一

O
世
紀
後
半
に
遡
る
起
源
が
あ
り
、
東
日
本
で
も
、
先
に
紹

介
し
た
よ
う
な
か
わ
ら
け
の
一
括
廃
棄
が
一

O
世
紀
代
を
源
流
と
す
る
飯
村
均
氏
の

指
摘
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
口
縁
部
を
「
て
」

の
字
に
成
形
し
た
土
師
器
皿
と
疑
似
高
台
を
も
っ
た
土
師
器
皿
が
列
島
の
東
西
を
越

え
て
広
く
分
布
す
る
時
期
に
も
対
応
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
東
は
土
器
の
皿
で
あ
り
西
は
土
器
の
碗
と
い
っ
た
異
な
る
資
料
で
は

あ
る
が
、
実
は
そ
れ
ら
を
用
い
た
行
為
は
共
に
平
安
時
代
後
半
を
起
源
と
し
、
ま
た

そ
の
終
罵
に
つ
い
て
も
南
北
朝
期
に
一
致
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
背
景
に
共
通
す
る
要
素
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

点
で
も
、
先
に
見
て
き
た
中
世
前
期
の
神
人
の
動
向
は
、
そ
れ
に
深
く
関
係
す
る
可

能
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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西
日
本
の
中
世
前
期
の
土
器
を
代
表
す
る
と
い
わ
れ
る
碗
が
な
ぜ
京
都
に
入
ら
な

い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
中
世
前
期
の
土
器
の
も
つ
意
味
と
機
能
に
つ
い
て
ひ
と
つ

の
見
通
し
を
示
し
、
ま
た
そ
の
裏
返
し
に
京
都
が
果
た
し
て
い
た
役
割
に
つ
い
て
も

特
質
の

一
端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
考
え
る
。

＠
都
市
の
風
貌

七
条
町
と
八
条
院
町
｜
｜
鋳
造
遺
跡
｜
｜

（

1
）
京
都
駅
周
辺
地
区
の
発
掘
調
査

一
九
八

0
年
代
以
降
、
現
在
の
塩
小
路
通
り
に
面
す
る
地
区

で
比
較
的
広
面
積
の
発
掘
調
査
が
進
み
、
さ
ら
に
一
九
九
三
年
か
ら
は
京
都
駅
ビ
ル

京
都
駅
周
辺
で
は
、

の
新
築
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
平
安
時
代
l
現
代
ま
で
の
室
町
小

路
と
そ
の
周
辺
地
区
の
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
遺
構
と
遺
物
の
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
て
い
説
。
そ
ん
な
中
、
野
口
実
氏
は
考
古
学
の
調
査
成
果
と
、
す
で
に
文
献
で

著
名
な
七
条
町
と
八
条
院
町
の
研
究
成
果
を
積
極
的
に
協
業
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
史
的
性
格
に
つ
い
て
復
原
を
試
み
た
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
氏
の
結
論
的
な
問
題

提
起
は
、
こ
の
地
区
が
網
野
善
彦
氏
の
言
う
「
無
縁
の
地
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
を
ひ
と
つ
の
ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ
！
と
し
て
、
中
世
都
市
を

中
心
と
周
縁
と
い
っ
た
面
か
ら
考
え
る
視
点
が
意
識
さ
れ
て
き
て
い
る
中
、
氏
の
問

題
提
起
は
、
中
世
の
京
都
の
構
造
を
説
明
し
う
る

一
つ
の
可
能
性
を
示
し
た
も
の
と

し
て
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
足
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
野
口
氏
の
研
究
に
学
び

な
が
ら
、
そ
の
仮
説
が
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
、
国
国
と
表
ー
に
よ
り
主
要
な
調
査

地
点
の
成
果
を
整
理
し
て
、
こ
の
地
域
の
特
質
を
ふ
ま
え
た
京
都
の
構
造
に
つ
い
て

あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
る

（
図
日

l
幻）。

な
お
平
安
京
・
中
世
京
都
の
条
坊
制
に
従
え
ば
、
室
町
小
路
は
調
査
地
山
の
東
に
、

町
尻
小
路
は
調
査
地
加
の
東
に
あ
り
、
本
来
の
塩
小
路
は
調
査
地
酬
の
南
辺
に
、
七
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条
と
八
条
の
中
間
に
位
置
す
る
八
条
坊
門
小
路
は
調
査
地
価
と
必
の
聞
を
東
西
に
は

し
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
こ
の
地
区
で
初
め
て
現
れ
る
平
安
時
代
以
降
の
生
活
の
痕
跡
は
、
主
に
自
然

河
川
で
あ
る
。
た
だ
し
調
査
地
価
か
ら
は
奈
良
時
代
の
井
戸
が
検
出
さ
れ
、
や
は
り

調
査
地
邸
・
加
－

M
か
ら
は
平
安
時
代
前
期
か
ら
中
期
と
推
定
さ
れ
る
井
戸
が
、
調

査
地
姐
か
ら
池
状
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
遺
物
も
土
師
器
・
須
恵
器
・
黒
色
土
器
以
外

に
、
緑
軸
陶
器
・
灰
紬
陶
器
・
銭
貨
が
出
土
す
る
な
ど
、
東
市
の
設
置
と
前
代
と
の

関
わ
り
の
中
で
、
こ
の
地
が
平
安
京
に
と
っ
て
の
全
く
の
縁
辺
で
あ
っ
た
訳
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
他
の
調
査
地
で
検
出
さ
れ
て
い
る
の
は
全
て

河
川
で
あ
り
、
調
査
地
岨
で
は
室
町
小
路
の
下
層
と
左
京
八
条
三
坊
六
町
の
中
央
部

京都駅周辺の遺構と遺物（1)

か
ら
は
、
幅
十
八

m
の
河
川
が
検
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
河
川
は
十
二
世
紀
に
埋
め
ら

れ
、
整
地
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
野
口
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
東
市
の
存
在
を
背
景

と
し
た
土
馬
の
出
土
が
目
立
つ
の
も
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
。

十
一
世
紀
代
に
入
り
、
調
査
地
の
大
半
か
ら
は
河
川
が
消
え
、
整
地
層
の
残
存
状

況
も
良
好
に
な
り
、
検
出
さ
れ
る
遺
構
も
増
加
す
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況
の
延
長
上

に
あ
っ
て
、
こ
の
地
区
の
特
徴
を
示
す
鋳
造
工
人
の
最
初
の
痕
跡
が
、
次
の
十
二
世

紀
代
に
現
れ
る
。
調
査
地
加
の

G
一一一

P
一
一
は
、
深
さ
六
O
畑
で
一
辺
が
コ
一

m
程

の
土
坑
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
土
器
お
よ
び
白
磁
碗
と
青
白
磁
四

耳
壷
と
共
に
、
万
装
具
鋳
型
・
柑
桶
・
翰
羽
口
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
調
査
地
瑚

か
ら
は
青
白
磁
の
合
子
が
五
点
、
他
に
白
磁
碗
・
四
耳
査
が
出
土
、
調
査
地
加
の
遺

構
数
が
ピ

l
ク
に
な
る
な
ど
七
条
大
路
1
塩
小
路
周
辺
で
、
一
般
の
集
落
と
明
ら
か

図19

に
異
な
る
遺
物
の
組
成
が
出
現
す
る
。

十
三
世
紀
前
葉
l
中
葉
は
基
本
的
に
前
代
の
延
長
上
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
特
徴

が
拡
大
し
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。
調
査
地
闘
で
は
井
戸
数
が
ピ

l
ク
を
示
し
、
調

査
地
加
で
は
と
く
に
こ
の
時
期
に
井
戸
数
と
ピ
ッ
ト
数
が
十
一
世
紀
代
の
四

1
九
倍

に
増
加
し
、
一
方
で
十
三
世
紀
後
葉
に
は
再
び
急
激
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況
を
さ
ら
に
多
彩
に
し
て
い
る
の
が
、
や
は
り

前
代
同
様
の
鋳
造
関
連
遺
物
と
中
国
製
陶
磁
器
で
あ
る
。
調
査
地
加
で
は
土
坑
五
五

か
ら
大
量
の
中
国
製
陶
磁
器
、
土
坑
四
四
か
ら
は
埋
納
銭
が
、
調
査
地
瑚
の
井
戸
一
一

四
か
ら
は
兜
金
の
鋳
型
、
井
戸
九
か
ら
中
国
製
黄
軸
盤
が
出
土
、
調
査
地
加
か
ら
は

青
磁
水
注
、
白
磁
壷
ま
た
は
水
注
お
よ
び
陶
器
壷
が
出
土
し
、
同
様
な
出
土
状
況
が

調
査
地
却
の

S
D
二
四
で
も
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
調
査
地

m
－

mか
ら
は
、
万

装
具
鋳
型
と
花
瓶
・
燭
台
、
な
ど
の
仏
具
鋳
型
お
よ
び
銭
鋳
型
な
ど
が
一

O
O点
以
上

出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
三
世
紀
中
頃
か
ら
後
葉
以
降
、
こ
の
状
況
は
大
き
く
変
化
す
る
。
少
な
く
と
も

調
査
地
の
瑚
・
加
・
制
・
瑚
で
は
遺
構
数
が
減
少
し
、
ま
た
墓
と
思
わ
れ
る
遺
構
が

目
立
ち
始
め
る
。
最
も
一
般
的
な
墓
の
形
態
は
集
石
墓
で
あ
り
、
主
に
磯
を
埋
土
し
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て
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
黄
褐
色
の
泥
砂
土
を
盛
り
上
げ
て
マ
ウ
ン
ド
に
し
た
も
の
も

み
ら
れ
る
。
調
査
地
加
の
土
壌
二
七
は
そ
の
古
い
段
階
の
遺
構
で
あ
る
。
ま
た
調
査

地
瑚
か
ら
は
常
滑
窯
お
よ
び
東
播
磨
系
の
埋
聾
が
七
基
検
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
聾
棺

墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
調
査
地
か
ら
南
西
に
あ
た
る
調
査
地
価
で
は
、
室
町
時
代
に
入

っ
て
集
石
あ
る
い
は
溝
状
で
土
師
器
皿
と
東
播
磨
系
担
鉢
を
伴
っ
た
も
の
が
確
認
さ

れ
、
調
査
地
岨
か
ら
は

V
期
の
木
棺
墓
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
墓
は
先
に

述
べ
た
一
群
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
東
本
願
寺
周
辺
と
認
識
さ
れ
て
い
た
墓
域
が

さ
ら
に
西
方
へ
広
が
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
と
く
に
調
査
地
岨
の
場
合
は
、

こ
の
時
期
に
お
い
て
、
通
り
を
離
れ
た
奥
に
墓
が
築
か
れ
る
可
能
性
に
対
し
、
再
考

を
求
め
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
調
査
地

m
－

m
・
岨
・
加
・
倒
な
ど
の
南
東
地
区
で
は
、
集
落
を
構
成
す
る

遺
構
が
増
え
始
め
る
。
こ
の
う
ち
こ
の
地
区
の
特
質
を
代
表
す
る
調
査
地
岨
で
は
室

町
小
路
に
面
し
て
建
物
が
並
び
、
そ
の
奥
か
ら
倉
・
鋳
造
士
坑
・
溶
解
炉
基
底
部
お

よ
び
大
量
の
鏡
鋳
型
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
調
査
地
仰
で
は
、
十
四
世
紀
前

半
頃
の
遺
構
面
か
ら
、
八
条
坊
門
小
路
に
面
し
て
炉
が
一
一
カ
所
と
洗
い
場
と
思
わ
れ

る
溝
状
の
土
坑
お
よ
び
磯
敷
遺
構
、
そ
し
て
そ
の
奥
か
ら
井
戸
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

井
戸
は
小
路
の
端
か
ら
約
十
五

m
の
位
置
に
あ
り
、
建
物
を
含
め
た
そ
の
規
模
と
配

置
は
調
査
地
岨
と
類
似
し
て
い
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
遺
構
の
内
、
井
戸
と
溝
状
の
土

坑
の
構
成
は
、
製
品
に
な
ら
な
か
っ
た
銅
を
再
利
用
す
る
た
め
「
ゆ
り
も
の
」
作
業

の
お
こ
な
わ
れ
た
場
所
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
区
で
の
鋳
型
は
不
明
で
あ

る
が
、
東
に
接
す
る
調
査
地
姐
か
ら
は
、
鏡
や
仏
具
の
鋳
型
が
出
土
し
て
お
り
、
や

は
り
先
に
述
べ
た
調
査
地
岨
に
代
表
さ
れ
る
状
況
と
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
調
査
地
。
で
は

V
期
に
銭
鋳
型
と
鏡
・
万
装
具
・
仏
像
な
ど
の
鋳
型
が
出
土
、

調
査
地
却
で
は
鎌
倉
時
代
の
鋳
型
と
し
て
鏡
と
万
装
具
？
が
出
土
、
室
町
時
代
の
鋳

型
と
し
て
銭
と
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。

さ
ら
に
調
査
地
瑚
か
ら
は
東
洞
院
大
路
に
近
い
部
分
で
、
大
量
の
箸
と
二

O
O点

に
の
ぼ
る
漆
器
が
、
一
部
は
整
然
と
埋
納
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
中
国
製

京都駅周辺の遺構と遺物（2)図20
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陶
磁
器
に
は
特
殊
な
製
品
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
漆
器
の
出
土
状
況
は
、

一
般
の
集
落
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
調
査
地
掛
か
ら
は
、

三
万
枚
を
越
え
る
銭
が
曲
物
に
入
れ
ら
れ
た
状
態
で
出

土
し
て
い
る
が
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
経
済
的
な
要
因
に
よ
る
も
の

か
、
あ
る
い
は
呪
術
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
解
釈
が
調
査
地
点
に

お
よ
ぼ
す
影
響
が
微
妙
で
あ
り
、
即
断
は
で
き
な
い
。

な
お
こ
れ
ら
以
外
に
特
筆
す
べ
き
遺
構
と
し
て
、
調
査
地
岨
か
ら
磯
敷
の
蔵
基
礎
、

調
査
地
位
か
ら
磯
敷
で
周
囲
に
幅
一

m
の
溝
を
巡
ら
せ
た

V
－
U
期
の
蔵
基
礎
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。

京都駅周辺の遺構と遺物（3)（網・山本）※

※網伸一 1996「和鏡鋳型の復元的考察」

※※山本雅和 1990「平安京左京八条三坊出土の銭鋳型」

共に京都市埋蔵文化財研究所 1996 r研究紀要第3号j

図21

こ
の
時
期
、
こ
の
地
区

一
帯
は
墓
地
と
集
落
の
二
つ
の
風
貌
を
み
せ
て
い
た
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
十
五
世
紀
中
頃
以
降
、
こ
の
地
区
は
再
び
違
っ
た
様
相
を
み
せ
る
。
東
本

願
寺
前
か
ら
ひ
ろ
が
っ
た
墓
地
は
、
そ
の
後
調
査
地
刷
・
山
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
は
な

く
、
調
査
地
瑚
・
加

・
棚
・

m
－

m
・
捌
－

m
－

mに
お
い
て
も
こ
の
時
期
以
降
は

墓
が
築
か
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
に
代
わ
っ
て
出
現
す
る
の
が
濠
で
あ

る
。
調
査
地
加
の
濠
（
溝
状
遺
構
こ

は
東
西
を
軸
と
し
て
幅
は
三

m
以
上
、
調
査

地
別
の
濠
（
M
二

・
六
・
七
）

は
東
西
お
よ
び
南
北
に
つ
な
が
り
、
幅
は
二
・
五

l

三

m
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
構
」
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
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戦
国
期
に
全
国
の
諸
地
域
で
み
ら
れ
る
館
の
区
画
溝
に
あ
て
る
こ
と
も
可
能
と
考
え

る。
な
お
調
査
地
価
で
は
室
町
時
代
後
期
（
彊
期
？
）
に
比
定
さ
れ
る
面
か
ら
、
瓦
質

有
孔
樽
を
使
っ
た
火
床
が
検
出
さ
れ
、
金
属
加
工
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
調
査
成
果
の
検
討

最
初
の
問
題
は
鋳
造
遺
構
と
遺
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う

に
、
現
象
的
に
は
こ
の
地
区
全
体
で
金
属
加
工
に
関
わ
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る

が
、
実
際
に
は
時
期
と
調
査
地
点
で
内
容
に
異
な
り
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

た
と
え
ば
調
査
地

m
－

m
－
却
な
ど
で
見
ら
れ
る
鋳
型
は
中
心
が
万
装
鋳
型
で
あ
り
、

時
期
は

E
－

w期
に
比
定
さ
れ
る
。
一
方
調
査
地
必
・
岨
・
姐
な
ど
で
み
ら
れ
る
鋳

型
は
中
心
が
鏡
で
あ
り
、
時
期
は

V
－

w期
に
比
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
ふ
た

つ
に
わ
け
た
調
査
地
群
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
調
査
地
却
で
は
、

E
－

w期

と
V
－

w期
で
そ
れ
ぞ
れ
前
者
が
鏡
と
万
装
具
、
後
者
が
銭
と
鏡
の
鋳
型
を
出
土
し

［都郡のあいなか1 －鋤柄俊夫

て
い
る
。
こ
こ
で
は
時
期
を
異
に
し
て
両
方
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
状
況
を
整
理
す
れ
ば
、
基
本
的
に
現
在
の
塩
小
路
通
り
よ
り

北
に
あ
た
る
本
来
の
塩
小
路
周
辺
で
は
、

E
－

w期
以
前
に
お
い
て
万
装
鋳
型
と
銭

鋳
型
を
用
い
た
鋳
造
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
現
在
の
塩
小
路
通
り
よ
り
南
に

あ
た
る
八
条
坊
門
周
辺
で
は

V
・
W
H
期
に
お
い
て
鏡
鋳
型
と
仏
具
鋳
型
を
用
い
た
鋳

造
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
京
都
駅
周
辺
で
発
見
さ
れ
た
鋳
造
関
係

資
料
は
、
実
は
地
区
と
時
期
の
二
点
で
異
な
っ
た
内
容
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
中
国
陶
磁
器
に
つ
い
て
み
る
。
調
査
地
瑚
－

m
－
m
・
加
な
ど
の
調
査
成
果

で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
区
か
ら
出
土
し
た
中
国
製
品
は
、
一
般
に
み
ら
れ
る
碗

・
皿
類
以
外
に
、
白
磁
ま
た
は
青
磁
の
四
耳
査
・
水
注
・
合
子
お
よ
び
黄
軸
・
褐
軸

な
ど
の
陶
器
盤
・
壷
を
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
調
査
地
姐
か
ら
も
青
磁
合
子
・

香
炉
、
白
磁
壷
・
合
子
、
褐
軸
壷
が
出
土
し
、
調
査
地
価
か
ら
は
褐
軸
壷
が
出
土
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
製
品
は
い
ず
れ
も
一
般
の
集
落
で
は
出
土
し
な
い
器
種
で
あ
る

が
、
分
布
は
調
査
地
仰
を
除
き
お
お
む
ね
現
在
の
塩
小
路
通
り
以
北
と
言
え
、
し
か

も
調
査
地
捌
以
外
は
室
町
小
路
周
辺
と
言
っ
て
良
い
も
の
と
考
え
る
。

な
お
こ
の
地
区
で
目
立
つ
遺
物
と
し
て
滑
石
製
の
石
鍋
を
指
摘
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
次
項
で
お
こ
な
っ
て
み
た
い
が
、
お
お
む
ね
W
期
ま

た
は

V
期
の
六
条
以
南
で
こ
の
資
料
の
集
中
す
る
傾
向
が
み
て
と
れ
る
。
こ
れ
ら
は

中
国
陶
磁
器
と
あ
わ
せ
て
、
強
い
西
方
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

最
後
に
墓
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。
京
都
の
墓
地
に
つ
い
て
は
、
現

在
山
田
邦
和
氏
が
最
も
体
系
的
な
整
理
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
こ
の
地
区
に
つ
い
て

は
「
七
条
町
型
」
と
し
て
都
市
の
内
部
に
取
り
込
ま
れ
た
墓
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
堀
内
明
博
氏
も
そ
の
著
書
の
中
で
同
様
な
景
観
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に

V
期
に
お
け
る
調
査
地
加
・
捌
－

mの
状
況
は
、
山
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
墓
地

と
都
市
の
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
網
野
善
彦

氏
の
視
点
に
よ
る
野
口
氏
の
指
摘
ど
お
り
に
、
埋
納
銭
の
持
つ
経
済
的
以
外
の
要
素

を
ふ
ま
え
て
そ
れ
以
外
の
調
査
地
点
を
総
括
的
に
み
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
地
区
に
墓
が
広
が
る
の
は
時
期
的
に
は
V
・
羽
期
で
あ
り
、
位
置
的
に
は
東
本

願
寺
周
辺
の
調
査
地
瑚
・
捌
か
ら
南
西
に
位
置
す
る
調
査
地
岨
へ
か
け
て
の
一
帯
で

あ
る
た
め
、
一
方
で
同
じ
時
期
に
そ
の
南
東
に
位
置
す
る
調
査
地
岨
周
辺
で
は
鋳
造

工
人
を
は
じ
め
と
す
る
集
落
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
に

お
け
る
基
本
的
な
墓
地
と
町
の
関
係
は
共
存
よ
り
分
離
で
あ
り
、
八
条
院
町
に
比
定

さ
れ
る
調
査
地
舶
を
中
心
と
し
た
集
落
は
、
七
条
坊
門
小
路
あ
た
り
か
ら
南
に
広
が

る
墓
地
群
で
一

E
京
都
の
中
心
と
は
隔
絶
さ
れ
た
、
京
都
の
衛
星
村
落
的
な
景
観
を

呈
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
こ
の
地
区
の
調
査
成
果
を
ま
と
め
て
み
る
。
最
も
大
き
な
問
題
は
、
考

古
資
料
の
内
容
が
お
お
む
ね
現
在
の
塩
小
路
通
り
（
お
そ
ら
く
実
際
は
調
査
地
価
と

却
の
聞
に
位
置
す
る
八
条
坊
門
小
路
）
を
境
界
に
、
時
期
的
に
も
質
的
に
も
北
側
地

区
と
南
側
地
区
の
二
つ
に
分
か
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
繰
り
返
せ
ば
、
北
側

地
区
は
一
部
で
E
期
に
遡
る
時
期
か
ら
集
落
（
町
）
が
形
成
さ
れ
、

E
・
即
日
期
を
集
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一
般
の
集
落
で
は
み
ら
れ
な
い
種
類
の
中
国
陶
磁
器
を
も
ち
、

刀
装
鋳
型
を
中
心
と
す
る
鋳
造
作
業
を
お
こ
な
う
工
人
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ほ
ぽ
同
じ
地
区
の
V
－

wn
期
は
一
面
が
墓
と
な
り
、
ま
た

四
期
以
降
に
は
町
ま
た
は
館
の
周
囲
を
め
ぐ
る
と
思
わ
れ
る
濠
が
築
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。
一
方
南
側
地
区
は
、
北
側
地
区
の
集
落
（
町
）
が
終
罵
を
む
か
え
た
後
の

V

－

w期
を
中
心
と
し
て
、
主
に
鏡
と
仏
具
を
鋳
造
し
た
工
房
と
漆
器
を
大
量
に
保
有

し
て
い
た
家
、
そ
し
て
蔵
な
ど
の
建
ち
並
ぶ
集
落
（
町
）
が
営
ま
れ
、
四
期
以
降
は

耕
作
地
と
な
る
。
京
都
駅
周
辺
地
域
の
中
世
的
景
観
は
、
こ
の
よ
う
に
全
く
異
な
っ

た
様
相
を
示
す
二
つ
の
地
区
が
中
世
の
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
ひ
ろ
が
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

落
の
ピ

l
ク
と
し
て
、

と
こ
ろ
で
文
献
史
研
究
の
成
果
で
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
地
区
は
平
安
時

代
後
期
に
東
市
の
東
に
発
展
し
た
市
町
と
、
そ
れ
に
続
く
七
条
町
お
よ
び
そ
の
後
の

八
条
院
町
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
七
条
の
市
と
町
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
七
条

仏
所
の
存
在
と
併
せ
て
こ
の
地
に
商
人
と
職
人
が
集
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
宇
津

保
物
語
』
『
新
猿
楽
記
』
『
堤
中
納
言
物
語
』
『
今
昔
物
語
』
な
ど
か
ら
知
ら
れ
て
お

り
、
と
く
に
土
倉
な
ど
の
金
融
業
者
を
例
に
し
た
そ
の
繁
栄
ぶ
り
は
、
『
病
草
紙
』

の
『
明
月
記
』
の
記
事
で
も
有
名
で
あ
（
針
。

や
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）

一
方
八
条
院
町
は
鳥
羽
天
皇
と
美
福
門
院
の
聞
に
産
ま
れ
た
八
条
院
障
子
が
、
そ

の
父
母
よ
り
伝
領
し
た
二
三

O
カ
所
に
の
ぼ
る
所
領
の
う
ち
の
、
京
都
に
所
在
す
る

一
部
で
あ
り
、
女
院
の
死
後
、
「
八
条
院
町
十
三
カ
所
」
と
し
て
、
後
宇
多
天
皇
に

よ
り
、
正
和
二
年
（
一
三
二
二
）
東
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
仲
村
研
氏
と

川
嶋
将
生
氏
に
よ
瞬
、
「
八
条
院
町
所
在
注
文
」
（
一
一
一
二
三
）
と
元
応
元
年
（
一

三
一
九
）
の
「
八
条
院
町
年
貢
帳
」
、
「
八
条
院
町
地
子
並
荒
不
作
注
進
状
」
（
一
一
一
一

六
二
）
か
ら
町
の
分
布
図
が
作
成
さ
れ
、
東
寺
領
と
し
て
、
番
匠
・
箔
屋
・
椀
屋
・

塗
師
・
金
屋
な
ど
が
、
恒
常
的
な
年
貢
地
子
と
段
銭
な
ど
の
臨
時
税
を
納
め
、
町
人

と
し
て
居
住
し
、
ま
た
調
査
地
仰
の
北
端
は
、
元
応
元
年
の
年
貢
帳
に
み
る
左
京
八

条
三
坊
十
四
町
の
北
面
で
「
散
所
物
共
也
」
と
さ
れ
、
そ
こ
が
か
つ
て
八
条
女
院
御

倉
敷
の
北
辺
に
あ
た
っ
て
い
た
た
め
、
御
倉
の
管
理
と
運
搬
に
従
事
し
た
人
々
も
住

ん
で
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
の
八
条
院

地
子
帳
に
よ
れ
ば
、
調
査
地
岨
に
関
係
す
る
八
条
坊
門
と
梅
小
路
の
聞
の
室
町
小
路

東
側
に
は
、
番
匠
・
丹
屋
・
箔
屋
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
鋳
造
工
人
以
外
の

様
々
な
職
種
の
人
々
も
住
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
前
項
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
考
古
資
料
か
ら
こ
の
地
区
を
特
徴
付
け

る
鋳
造
関
連
の
遺
構
と
遺
物
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
文
献
史
研
究
で
示
さ
れ
て

い
る
中
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
北
側
地
区

の
状
況
は
七
条
町
に
、
南
側
地
区
の
状
況
は
八
条
院
町
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
区
に
対

応
し
、
そ
れ
は
北
側
地
区
の
中
心
時
期
が
E
－

w期
で
あ
り
、
南
側
地
区
の
中
心
時

期
が
V
－
w
H
期
に
な
っ
て
く
る
こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
。
そ
れ
故
北
側
地
区
の
主
要

な
鋳
型
が
万
装
具
で
あ
り
、
南
側
地
区
の
主
要
な
鋳
型
が
鏡
で
あ
る
の
も
、
そ
れ
を

前
提
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
七
条
町
繁
栄
の
最
大
の
要
因
が
、
野
口
氏
の
指

摘
す
る
様
に
そ
の
東
に
あ
っ
た
八
条
院
御
所
と
、
西
に
位
置
し
た
西
八
条
第
に
あ
っ

て
、
万
装
具
鋳
型
の
存
在
が
そ
れ
と
深
い
関
係
に
あ
る
の
で
あ
れ
眠
、
南
側
地
区

で
出
土
し
た
鋳
型
の
ほ
と
ん
ど
が
鏡
で
あ
る
こ
と
は
当
然
東
寺
と
の
関
係
の
中
で
見

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
両
者
は
同
じ
鋳
造
関
連
の
遺

跡
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
人
の
社
会
的
存
在
形
態
は
全
く
異
な
っ
て

い
た
可
能
性
が
生
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
都
市
・
京
都
に
対
し
て
の
役
割
や
性
格
に

つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
異
な
っ
た
構
造
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
検
討
す
べ
き
点
と
し

て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
七
条
町
と
八
条
院
町
を
見
た
場
合
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
野
口
氏
の
結
論
的

な
問
題
提
起
は
、
網
野
氏
の
言
う
「
無
縁
の
地
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
七
条
町
の
場
合
は
、
同
時
期
に
存
在
し
た
八
条
院
殿
と
西
八
条

第
の
存
在
に
お
い
て
、
そ
の
環
境
は
少
な
く
と
も
直
接
鎌
倉
の
前
浜
地
区
と
は
つ
な

が
り
に
く
く
、
八
条
院
町
に
お
い
て
も
、
現
状
で
は
あ
く
ま
で
東
寺
と
の
関
係
で
位

置
付
け
ら
れ
る
た
め
に
、
や
は
り
鎌
倉
の
前
浜
地
区
と
は
性
格
の
異
な
る
可
能
性
が
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鋤柄俊夫［都郡のあいなか］

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

（
図
幻
）
。

平
安
時
代
後
期
以
降
の
六
条
以
南
は
、
院
政
を
支
え
た
受
領
な
ど
の
中
小
貴
族
の

屋
敷
が
な
ら
び
、
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
、
平
氏
の
西
八
条
第
や
源
為
義
の
六
条
堀

川
館
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
平
氏
政
権
を
核
と
し
た
武
家
に
よ
る
新
し
い
都

市
の
中
心
と
も
言
え
る
状
態
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
先
に
七
条
町
周
辺

の
調
査
結
果
で
中
国
製
の
陶
磁
器
が
大
量
に
出
土
す
る
こ
と
も
こ
の
地
域
の
特
徴
で

あ
り
、
な
か
で
も
壷
類
の
目
立
つ
点
を
述
べ
た
が
、
先
の
よ
う
な
六
条
以
南
の
住
民

構
成
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
の
出
土
も
単
に
商
業
ゾ

l
ン
だ
か
ら
と
い

っ
た
以
上
に
、

東
国
の
武
士
と
の
関
係
で
説
明
で
き
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。

そ
の
点
で
鎌
倉
の
化
粧
坂
な
ど
と
同
様
に
、
中
世
都
市
・
京
都
の
周
縁
部
に
当
然

形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
、

い
く
つ
か
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
無
縁
の
地
」
の
諸
条
件
か

ら
、
墓
・
職
人
に
よ
っ
て
そ
の
対
比
を
可
能
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
八
条
院
町
周
辺

で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
景
観
は
、

や
は
り
脇
田
晴
子
氏
の

描
く
よ
う
な
、
都
市
の
中
心
と
は
一
旦
切
り
放
さ
れ
た
「
同
業
村
落
的
手
工
業
者
集

団
」
の
地
区
と
し
て
整
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
材
、
そ
れ
以
外
の
形
で
都
市
に

お
け
る
構
造
の

一
端
を
説
明
す
る
た
め
の
言
葉
を
見
い
だ
し
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
商
工
業
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
三
条
ま
た
は
四
条
以
南
の
地

い
わ
ゆ
る
公
家
文
化
で
代
表
さ
れ
て
き
た
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
り
な
が

ら
、
実
質
的
に
は
中
世
後
期
の
祇
園
祭
り
や
町
衆
と
い
っ
た
様
々
な
面
で
「
京
文

域
は
、

化
」
を
代
表
す
る
ひ
と
つ
の
貌
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

中
世
都
市
京
都
の
特
質
は
、
あ
る
意
味
で
こ
の
下
京
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
可
能
性

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
項
で
は
七
条
町
・
八
条
院
町
か
ら
地
域
を
拡
大

し
て
、
お
よ
そ
四
条
以
南
に
あ
た
る
中
世
の
下
京
を
対
象
に
、
そ
の
検
討
を
お
こ
な

っ
て
み
た
い
と
思
、
っ
。
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下
京
｜
｜
石
鍋
｜
｜

京
都
が
平
安
京
の
条
坊
空
聞
か
ら
左
京
を
中
心
と
し
た
都
市
へ
変
貌
し
て
い
っ
た

こ
と
は
、
慶
滋
保
胤
が
著
し
た

『池
亭
記
』
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
後
建
治
元
年
（

一二
七
五
）
に
は
、

『思
円
上
人

一
期
形
象
記
』
で
「
上
下
町
中
」

と
し
て
記
さ
れ
た
よ
う
な
、

二
条
以
北
の
「
上
の
町
」
と
、
四
条
か
ら
六
条
を
中
心

京都市内の寺社勢力 （京都市 1971『京都の歴史J2)

と
し
た
「
下
の
町
」
の
、

二
つ
の
大
き
な
集
落
か
ら
構
成
さ
れ
る
景
観
を
呈
す
る
よ

（時
）

う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
般
に
下
京
は
室
町
時
代
以
降
の
四
条
大
路
以

南
に
ひ
ろ
が
っ
た
商
工
業
の
街
を
指
す
料
、
そ
の
前
身
は
す
で
に
鎌
倉
時
代
後
半

に
み
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
世
前
期
に
お
け
る
「
下
の
町
」
あ
る

い
は
下
京
を
考
え
る
際
に
無
視
で
き
な
い
の
が
、
祇
園
杜
お
よ
び
法
華
宗
と
の
関
係

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
伊
藤
正
敏
氏
は
前
者
に
注
目
し
て
、
鴨
東
は
日
吉
社
の
末
社
で
あ
る
祇

園
社
感
神
院
に
と
っ
て
そ
の
境
内
地
で
あ
り
、
さ
ら
に
京
中
は
そ
の
延
長
と
し
て
の

旅
所
が
検
非
違
使
の
検
断
を
排
除
し
て
散
在
し
、
ま
た
十
四
世
紀
初
め
の
頃
の
京
中

土
倉
約
三

O
O軒
の
う
ち
二
四
O
軒
ほ
ど
が
山
門
の
支
配
下
に
あ
っ
た
点
お
よ
び
、

京
を
代
表
す
る
商
工
業
の
座
が
祇
園
会
の
お
こ
な
わ
れ
る
範
囲
に
お
か
れ
、
さ
ら
に

五
味
文
彦
氏
の
指
摘
し
た

『一

遍
聖
絵
』
の
説
明
な
ど
に
よ
り
、
京
都
が
比
叡
山
の

門
前
都
市
で
あ
り
、
と
く
に
一
遍
の
活
動
し
た
鴨
東
か
ら
下
京
の
地
域
が
、
そ
の
中

図23

核
的
空
間
で
あ
っ
た
と
し
た
。
第
＠
章
で
京
都
型
お
よ
び
京
都
系
の
か
わ
ら
け
が
日

本
海
ル

l
ト
か
ら
東
日
本
へ
展
開
す
る
背
景
と
し
て
日
吉
神
人
の
役
割
を
推
定
し
た

が
、
氏
の
指
摘
は
そ
れ
を
洛
中
へ
関
連
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
少
な
く
と
も
中
世
前

期
に
お
い
て
は
協
調
で
き
る
も
の
が
あ
初
。

し
か
し
周
知
の
よ
う
に
、
洛
中
に
お
け
る
宗
教
勢
力
の
存
在
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
詳
細
に
み
れ
ば
、
八
条
坊
門
猪
熊
と
七
条
油
小
路
に
御
旅
所
を
も
っ
て
い
た
稲

荷
社
は
五
条
以
南
を
氏
子
地
域
と
し
て
い
た
と
さ
れ
、
七
条
辺
り
で
生
ま
れ
た
も
の

は
稲
荷
を
産
神
と
し
た
例
を

『今
昔
物
語
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
節
で
京
都
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駅
周
辺
地
域
の
鋳
造
関
連
遺
跡
に
注
目
し
た
が
、
深
草
は
土
器
作
り
の
伝
承
を
も
っ

地
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
狭
山
と
丹
南
の
鋳
物
師
に
対
比
さ
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は

鋳
物
製
作
に
重
要
な
鋳
型
土
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
祇
園
社
の
氏
子
区
域
は
、
京
中
で
最
も
富
裕
層
の
集
ま
っ
て
い
る
五
条
か
ら
三

条
の
間
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
北
に
は
上
下
の
御
霊
社
・
今
宮
社
・
北
野
社
と
い
っ

た
神
社
と
氏
子
の
区
域
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
図
脱
）
。

さ
ら
に
寺
院
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
鎌
倉
新
仏
教
を
代
表
す
る
時
宗
は
、

一
遍
が
文

永
十
一
年
（

一
二
七
四
）
・
弘
安
二
年
（
一

二
七
九
）
・
弘
安
七
年
に
京
都
へ
入
り
、

烏
丸
五
条
・
四
条
京
極
・
市
屋
道
場
な
ど
に
滞
在
し
て
布
教
活
動
を
お
こ
な
い
、
そ

の
跡
を
継
い
だ
他
阿
真
教
は
正
安
三
年
（

二
二

O
こ

に
藤
沢
四
郎
太
郎
の
援
助
に

よ
り
七
条
道
場
金
光
寺
を
聞
き
、
さ
ら
に
一
遍
の
甥
の
弥
阿
弥
陀
仏
聖
戒
も
六
条
河

原
近
く
に
歓
喜
光
寺
（

一
二
九
九
）
を
聞
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

範
囲
で
丸
山
位
。

い
ず
れ
も
下
京
の

一
方
法
華
宗
の
活
動
は
、
永
仁
二
年
（

一
二
九
四
）
に
日
像
が
入
京
し
た
こ
と
に

京都市内調査地点位置図

(C) ZENRIN CO .. LTD. 1998 

図24

よ
り
は
じ
ま
り
、
「
現
世
利
益
」
の
思
想
が
商
工
業
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
中
、
南

北
朝
末
期
に
は
妙
顕
寺
が
四
条
櫛
笥
（
一

三
二

一
頃
）
に
、
本
門
寺
が
二
条
西
洞
院

に
、
上
行
寺
が
六
角
油
小
路
に
、
本
国
寺
が
六
条
堀
川
二

三
四
五
）
、
妙
満
寺
が

六
条
坊
門
室
町
（

一
三
八
三
）
、
本
能
寺
が
六
角
大
宮
（
一
四
三
三
）
に
聞
か
れ
、

幕
府
と
の
対
立
も
あ
っ
た
が
、
洛
中
の
豪
商
ゃ
、
妙
顕
寺
は
足
利
義
満
の
支
援
も
受

の
山
門
か
ら
の
攻
撃
の
危
機
に
際
し

け
て
発
展
を
続
け
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）

て
は
、
「
京
都
の
半
分
は
法
華
宗
た
る
」
と
し
て
迎
え
討
つ
ほ
ど
の
勢
力
を
も
ち
、

応
仁
・
文
明
の
乱
後
に
は
、
京
都
の
主
人
公
と
な
っ
て
い
っ
た
土
倉
・
酒
屋
・
富
裕

商
人
な
ど
の
町
衆
を
中
心
的
な
信
徒
と
し
て
も
つ
ま
で
に
な
る
。

そ
の
な
か
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
日
隆
の
動
向
で
あ
る
。
彼
は
永
享
元
年

（
一

寺田

を 九
開）

くに
がムノ、

そ 2
~ ~ 
苛豪
ド 商

望小
伴袖

河警
叶τ 刀＝

Z空
巡どこ
り、長
尼を
崎得

長キ
商応
の守

宮後
での
本本
興 能

寺
を
建
て
、
さ
ら
に
郷
里
の
北
陸
お
よ
び
瀬
戸
内

一
帯
で
伝
道
を
お
こ
な
い
、
堺
・

備
前
・
讃
岐
・
備
中
・
備
後
に
そ
れ
ぞ
れ
富
商
・
土
豪
の
援
助
で
寺
を
聞
き
、
さ
ら

に
は
そ
の
弟
子
の
日
典
・
日
良
は
海
外
交
易
の
中
継
地
で
あ
る
種
子
島
か
ら
屋
久
島

ま
で
を
そ
の
影
響
下
に
お
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
華
宗
の
活
動
は
、
宗
教
だ

け
で
は
な
く
、
有
力
な
洛
中
と
堺
の
商
人
を
軸
と
し
て
、
尼
崎
か
ら
瀬
戸
内
海
を
経

由
し
て
遠
く
海
外
ま
で
の
び
る
経
済
ル

l
ト
も
お
さ
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
こ
れ
以
外
に
、

一
般
庶
民
と
は
懸
隔
の
あ
る
存
在
の
臨
済
宗
諸
寺
が

一
条
以

北
と
洛
外
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
諸
社
寺
と
対
照
的
な
位
置
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
海
外
と
の
交
易
に
つ
い
て
は
、
東
福
寺

が
十
四
世
紀
前
半
に
新
安
沖
の
沈
船
を
派
遣
し
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
洛
中
へ
持

ち
込
ま
れ
た
物
資
の
供
給
源
と
し
て
、
同
船
か
ら
発
見
さ
れ
た
二
八
ト
ン
に
の
ぼ
る

銭
の
意
味
も
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
も
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

、
叶
ノ
。そ

れ
で
は
考
古
資
料
は
、
こ
の
よ
う
な
文
献
史
研
究
の
評
価
に
ど
の
よ
う
に
対
時

し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
調
査
地
点
毎
に
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
デ
l
タ
の
整
理
か
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ら
す
す
め
て
い
き
た
い

平
安
時
代
は
九
世
紀
、

九
世
紀
の
ド
ッ
ト
は
平
安
京
の
全
域
に
お
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
地
点
か
ら
当
該

一
0
・
十

一
世
紀
、
十
二
世
紀
の
三
時
期
に
区
分
し
た
。

京都市内中心部の調査地点位置

(C) ZENRIN CO .. LTD. 1998 

図25

（図
M
・
お
）。

期
の
遺
物
ま
た
は
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
右
京
の
七
カ
所
で
流
路
が
確
認

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
わ
ず
か
に
北
北
東
か
ら
南
南
西
へ
向
い
た
軸
に
よ
っ
て

一

一
0
・
十

一
世
紀
は
、
右
京
で
も
調
査

連
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

地
点
デ
l
タ
の
分
布
を
残
し
て
は
い
る
が
、
九
世
紀
と
異
な
り
、
調
査
地
却
で
墓
が
、

四
カ
所
で
耕
作
地
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
右
京
か
ら
調
査
地
点
デ
l
タ
が

撤
退
す
る
の
は
十
二
世
紀
代
で
あ
る
。
ド
ッ
ト
の
一
部
は
嵯
峨
野
へ
続
く
右
京
の
北

西
部
に
残
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
右
京
の
地
域
に
は
耕
作
地
が
ひ
ろ
が
り
、

で
左
京
を
東
へ
越
え
た
地
域
に
も
ド

ッ
ト
の
ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
左
京

内
で
の
デ
l
タ
の
分
布
に
偏
り
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る

（図
部
）
。

十
三
世
紀
は
そ
の
前
半
と
後
半
で
二
時
期
に
分
け
た
。
十
三
世
紀
以
降
、
右
京
か

ら
の
ド
ッ
ト
の
撤
退
は
決
定
的
で
、
逆
に
分
布
は
鴨
東
へ
も
広
が
る
。
ま
た
左
京
内

の
分
布
は
南
部
へ
の
偏
り
が
わ
ず
か
に
み
え
る
。
十
三
世
紀
後
半
の
分
布
は
基
本
的

に
前
代
と
同
様
で
あ
る
が
、
遺
構
の
性
格
を
分
け
れ
ば
、

三
条
以
南
の
分
布
に
墓
が

散
在
し
、
そ
れ
は
ま
た
鴨
東
地
区
で
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た

一
条
以
北
の
ド
ッ
ト
が

前
代
よ
り
増
加
し
て
い
る
点
も
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
。

十
四
世
紀
は
分
布
が
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
り
に
分
か
れ
る
。

一
条
以
北
は
ド

ッ
ト

の
集
中
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。

一
条
1
一一一
条
で
は
ド
ッ
ト
が
減
少
し
、
そ
の
中
に

墓
が
み
ら
れ
る
。
三
条
以
南
で
は
お
お
む
ね
六
条
ま
で
の
ま
と
ま
り
と
八
条
周
辺
の

ま
と
ま
り
に
分
け
ら
れ
、
墓
は
七
条
お
よ
び
四
条
で
も
み
ら
れ
る

図
訂
）。

十
五
世
紀
は
分
布
の
南
限
が
六
条
に
あ
り
、

一
方
三
条
か
ら
四
条
と

一
条
周
辺
に

ド
ッ
ト
の
集
中
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
六
世
紀
は
七
条
か
ら

一
条
以
北
ま
で
ド

ッ
ト
の
分
布
が
つ
な
が
り
、
特
殊
な
遺
構
と
し
て
は
、

三
条
を
中
心
と
し
た
地
区
で

堀
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
す
で
に
山
本
雅
和
氏
が
整
理
し
て

い
る

（国
側
－

m）
。

以
上
、
京
都
市
内
の
調
査
地
点
デ
l
タ
を
基
に
、
そ
の
分
布
の
大
略
の
変
選
を
み

て
き
た
。
周
知
の
よ
う
に
遺
跡
を
構
成
す
る
要
素
は
遺
構
・
遺
物
お
よ
び
そ
の
出
土

状
況
で
あ
る
た
め
、
調
査
地
点
の
本
来
的
な
評
価
は
、
遺
物
の
出
土
状
況
を
考
慮
し

た
上
で
の
遺
構
の
説
明
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
現

在
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
プ
上
に
調
査
地
点
を
お
と
し
、
将
来
そ
れ
ら
を
多
変
量
解
析
的
に

分
析
す
べ
く
、
検
討
が
可
能
と
思
わ
れ
る
情
報
に
つ
い
て
、

H
T
M
L
で
そ
れ
ぞ
れ 方
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図26 調査地点分布の変遷（1) (C) ZENRIN CO .. LTD. 1998 
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図27 嗣査地点分布の変遷（2) (C) ZENRIN CO,. LTD. 1998 
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0・・－耕作地

口・・・掘
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下京中心部と堀の分布 （山本、註65)図28

鋤柄俊夫

下京中心部の鯛査地点
(C) ZENRIN CO .. LTD. 1998 

［都齢のあいなか1・

図29

の
デ
l
タ
を
関
連
付
け
、
蓄
積
を
す
す
め
て
い
る
。

都
市
遺
跡
と
し
て
の
京
都
の
、
と
く
に
遺
構
に
注
目
し
た
定
量
分
析
は
、
山
田
邦

和
氏
に
よ
る
精
綴
な
研
究
を
代
表
と
す
る
料
、
こ
の
方
法
は
、
座
標
レ
ベ
ル
で
の

調
査
地
点
情
報
に
各
々
の
遺
構
と
遺
物
の
情
報
を
統
合
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
文
献

史
研
究
の
描
い
て
き
た
中
世
京
都
と
自
由
な
ス
ケ
ー
ル
で
比
較
検
討
で
き
る
点
で
、

従
来
よ
り
そ
の
実
態
を
意
識
し
た
議
論
が
す
す
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
今
回
の
成
果
は
そ
の
作
業
過
程
の

一
部
で
あ
り
、

今
後
さ
ら
に
デ
l
タ
の
精

度
を
増
し
て
い
き
た
い
。

さ
て
そ
の
な
か
で
問
題
は
考
古
学
か
ら
み
た
下
京
の
特
質
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

一
般
に
石
鍋
と
呼
ば
れ
て
い
る
滑
石
製
の
煮
炊
具
に
注
目
し
て
み
た
い
。

石
鍋
は
長
崎
県
の
西
彼
杵
郡
を
そ
の
主
要
な
産
地
と
し
て
鎌
倉
時
代
を
中
心
に
流

通
し
た
煮
炊
具
で
あ
説
。
大
瀬
戸
町
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
町
内
に
は
日
の
製
作
跡

が
存
在
し
、
発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ
た
焚
き
火
跡
の

C
H
年
代
は
十
一
世
紀
前
後
の

数
値
を
示
し
、
記
録
で
は
弘
長
元
年
・
天
承
元
年
・
久
安
二
年
の
文
書
に
見
え
る
な

ど
、
そ
の
登
場
は
遅
く
と
も
十
二
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
加
。

し
か
し
消
費
地
の
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
デ
I
タ
を
見
る
と
、
北
部
九
州
で

は
十

一
世
紀
に
遡
る
事
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
料
、
京
都
市
内
で
十
二
世
紀
か
ら

十
三
世
紀
前
半
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
主
体
は
十
三
世
紀
後
葉
か
ら
十
四
世

（
図
初
）
。

紀
代
と
理
解
さ
れ
る

以
下
出
土
分
布
を
み
て
い
く

（図
担
）
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
時
期
的
に
は
十

三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
代
に
集
中
し
、
洛
中
の
南
部
に
比
較
的
多
く
分
布
す
る

状
況
が
み
て
と
れ
る
。
し
か
し
調
査
地
点
全
体
の
分
布
を
み
る
と
、
と
く
に
十
四
世

一
方
で

一
条
以
北
と
鴨
東
地
区
は
、

調
査
地
点
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
石
鍋
が
出
土
し
て
い
る
た
め
、

紀
代
は
三
条
以
北
の
デ
l
タ
が
散
漫
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
必
ず
し
も
分
布
が
三
条
以
南
に
集
中
す
る
訳
で
は
な
い
可
能
性
も
指
摘

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
の

一
方
で
、
六
条
以
南
の
分
布
の
集
中
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
多
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く
は
墓
か
ら
の
出
土
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
墓
と
思
わ
れ
る
遺
構
に

土
釜
が
伴
う
例
も
あ
り
、
ま
た
東
日
本
で
墓
に
土
鍋
や
鉄
鍋
を
埋
め
る
事
例
も
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
凶
、
こ
れ
は
石
鍋
と
い
う
よ
り
も
、
鍋
・
釜
あ
る
い
は
鉢
一
般

の
も
っ
て
い
た
呪
術
性
に
関
わ
る
問
題
が
大
き
い
可
能
性
も
あ
説
。
し
か
し
そ
う

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
土
釜
も
土
鍋
も
普
及
し
て
い
る
洛
中
に
お
い
て
、
と
く
に
こ

こ
で
は
石
鍋
が
目
立
つ
と
も
言
え
、
そ
の
点
に
お
い
て
や
は
り
洛
中
南
部
地
域
の

人
々
は
、
北
部
地
域
よ
り
石
鍋
を
用
い
る
機
会
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

し、。
と
こ
ろ
で
右
鍋
は
、
外
面
に
煤
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
火
に
か
け
て
使
用
さ

れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
実
際
に
そ
れ
で
何
を
お
こ
な
っ
て
い
た

200 

時期別にみた石鍋の出土地点

石鍋の分布
(C) ZENRIN CO .. LTD. 1998 

図31

図30

の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
分
布
は
西
日
本
を
中
心
と
し
て
一
部
は
鎌

倉
と
十
三
湊
な
ど
の
日
本
海
側
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
埼
玉
県
の
川
越
城
跡
、
阿

保
遺
跡
・
行
司
免
遺
跡
な
ど
の
内
陸
部
で
も
出
土
し
て
お
幌
、
単
に
西
日
本
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
い
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
る
。

一
方
煮
炊
具
と
し
て
最
も
有
用
な
鉄
製
品
に
対
し
て
、
中
世
前
期
の
東
日
本
で
は

土
製
の
煮
炊
具
が
み
ら
れ
ず
、
西
日
本
で
は
ひ
ろ
く
土
製
の
煮
炊
具
が
普
及
し
て
い

た
。
こ
れ
ま
で
そ
の
理
由
と
し
て
、
東
日
本
は
鉄
製
品
が
普
及
し
て
い
た
た
め
に
土

製
品
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
調
理
法
と
し
て
土
製
煮
炊
具
は

湯
沸
か
し
具
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
使
い
方
を
中
世
の
東
日
本
で
は
多
用
し
な
か
っ

た
可
能
性
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
料
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
資
料
も
ま



た
、
鉄
鍋
の
補
完
と
い
っ
た
消
極
的
な
意
味
以
外
に
、
そ
の
形
と
関
わ
る
特
殊
な
用

途
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

石
鍋
の
出
土
に
つ
い
て
も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
の
は
、
京
都
以
上
に
鎌
倉
で
の
出

土
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
光
明
寺
裏
遺
跡
で
約
八

O
民
、
今
小
路
西
遺
跡
で
四
五

点
以
語
、
千
葉
地
遺
跡
で
は
約
二
八
個
体
に
滑
石
製
ス
タ
ン
プ
お
よ
び
そ
の
未
製

品
が
加
わ
針
。
諏
訪
東
遺
跡
で
は
十
四
個
体
の
石
鍋
に
滑
石
製
の
ス
タ
ン
プ
が
十

三
点
と
温
石
十
一
点
が
加
わ
針
。
調
査
面
積
と
の
関
係
で
は
、
石
鍋
を
大
量
に
出

土
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
草
戸
千
軒
町
遺
跡
が
六
六

o
o
o
dの
調
査
面

積
に
対
し
て
約
三

0
0
0点
の
出
土
で
あ
る
た
郎
、
一

2m
あ
た
り
の
出
土
率
は

0

・
0
一
二
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
概
数
で
は
あ
る
も
の
の
、
光
明
寺
裏
遺
跡
が
0
・一

六
、
今
小
路
西
遺
跡
で

0
・
0
三
、
千
葉
地
遺
跡
・
諏
訪
東
遺
跡
で

0
・
0
五
と
高

い
数
値
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
今
小
路
西
遺
跡
・
千
葉
地
遺
跡
・
蔵
屋
敷
逸
駒
・
諏
訪
東
遺
跡
は
、
い

ず
れ
も
鎌
倉
駅
に
近
い
山
手
に
立
地
す
る
が
、
一
方
で
前
浜
の
由
比
ヶ
浜
4
1
6

9
地
点
で
問
、
方
形
竪
穴
の
遺
構
1
A
、
遺
構
別
、
遺
構

m
・
問
、
遺
構

m、
遺

構
却
な
ど
か
ら
石
鍋
が
出
土
し
て
お
り
、
な
か
で
も
遺
構

m
－

mか
ら
は
鍋
弦
が
出

土
し
、
遺
構
組
出
土
の
石
鍋
に
は
口
縁
部
に
穿
孔
が
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
弦
を
か
け
、

鍋
と
同
様
に
使
用
し
て
い
た
可
能
性
も
う
か
が
わ
せ
る
。
方
形
竪
穴
の
性
格
は
未
だ

確
定
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
あ
る
い
は
石
鍋
は
各
々
に
伴
う
生

活
財
だ
っ
た
状
況
も
推
定
で
き
る
こ
と
に
は
な
る
。

し
か
し
佐
助
ケ
谷
遺
跡
の
建
物
日
に
み
ら
れ
る
よ
、
久
間
、
九
室
も
も
っ
て
い
た

［都郡のあいなか］ーー－鋤柄俊夫

と
思
わ
れ
る
建
物
に
お
い
て
石
鍋
は
口
径
二

O
佃
ほ
ど
の
製
品
が
一
点
、
三
室
か
ら

構
成
さ
れ
る
建
物
げ
で
も
同
様
な
石
鍋
が
一
点
の
出
土
で
あ
り
、
鉄
鍋
と
比
べ
て
極

一
般
的
な
日
常
品
と
す
る
に
は
、
ほ
か
の
多
彩
な

端
に
少
な
い
容
量
と
あ
わ
せ
て
、

遺
物
の
量
に
対
し
て
そ
の
懸
隔
は
あ
ま
り
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
前
浜
地
区
の
場
合
は
、
そ
れ
を
用
い
て
い
た
住
民
た
ち
が
、
都
市
の
周
縁
に

お
い
て
極
楽
寺
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
う
馬
淵
和
雄
氏
の
指
摘
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
開
。

中
世
前
期
の
東
日
本
で
土
製
煮
炊
具
の
み
ら
れ
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
が
、
鉄
鍋
の

普
及
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
重
量
が
あ
っ
て
し
か
し
容
量
の
少
な
い
石
鍋
を

わ
ざ
わ
ざ
日
常
品
と
し
て
取
り
寄
せ
る
必
要
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
鉄
鍋

で
は
果
た
せ
な
い
役
割
が
石
鍋
に
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
な
に
か
。
そ
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
石
鍋
の
産
地
を
代
表
す
る
長

崎
県
西
彼
杵
郡
大
瀬
戸
町
の
中
世
に
つ
い
て
通
観
し
て
み
た
開
。

肥
前
回
の
守
護
は
、
武
蔵
国
を
本
貫
地
と
す
る
武
藤
資
頼
が
嘉
禄
三
年
（
二
一
一
一

七
）
以
前
に
補
任
さ
れ
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
来
襲
後
の
弘
安
四
年
（
一
二
八
ご
ま
で

に
は
、
そ
の
職
が
執
権
で
あ
っ
た
北
条
時
頼
の
弟
の
時
定
に
移
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
、

金
沢
氏
・
北
条
氏
を
経
て
鎮
西
探
題
の
滅
亡
す
る
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
に
は
北

条
久
時
の
子
で
あ
る
赤
橋
英
時
が
勤
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
彼
杵
荘
に
つ
い
て
は
、

氏
名
・
出
自
と
も
に
不
明
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
東
国
御
家
人
が
惣
地
頭
職

と
し
て
補
任
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
な
る
と
、
そ
の
下
の
小
地
頭
職
に
も
東
国
御

家
人
が
補
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
杵
荘
で
は
武
藤
氏
の
系
譜
に
の
る
少
弐
貞
経

が
対
馬
固
と
あ
わ
せ
て
小
地
頭
を
給
付
さ
れ
て
お
り
、
建
武
三
年
（
二
三
三
ハ
）
の

後
醍
醐
天
皇
の
論
旨
案
に
は
、
九
条
道
教
に
給
付
さ
れ
た
彼
杵
本
荘
地
頭
職
が
、
以

前
は
少
弐
貞
経
（
妙
恵
）
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
記
載
が
あ
る
。

な
お
少
弐
氏
は
武
藤
資
頼
が
大
宰
少
弐
を
勤
め
た
こ
と
に
よ
り
称
さ
れ
た
一
族
で
、

モ
ン
ゴ
ル
来
襲
ま
で
は
鎮
西
に
お
け
る
中
核
に
あ
っ
た
が
そ
の
直
後
衰
退
し
、
貞
経

は
新
編
成
と
な
っ
た
得
宗
に
よ
る
鎮
西
探
題
の
下
で
二
番
引
付
頭
人
に
な
り
、
そ
の

不
満
が
大
友
氏
・
島
津
氏
と
共
に
お
こ
な
っ
た
元
弘
三
年
の
鎮
西
探
題
攻
撃
の
原
動

力
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
貞
経
の
子
の
頼
尚
は
北
朝
方
に
つ
き
筑
前

・
豊
前
・
肥
後
・
対
馬
の
守
護
と
な
る
が
、
博
多
の
九
州
探
題
と
競
合
す
る
中
で
天

授
元
年
（
一
三
七
五
）
に
今
川
了
俊
に
殺
さ
れ
て
勢
力
を
失
っ
て
い
っ
た
。

南
北
朝
期
に
入
る
と
、
彼
杵
で
は
、
鎮
西
探
題
の
滅
亡
す
る
正
慶
二
年
（
一
三
三

一
二
）
に
、
彼
杵
荘
江
串
浦
を
本
拠
と
す
る
江
串
三
郎
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
一
宮
尊
良
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親
王
を
た
て
て
謀
叛
を
お
こ
し
、
鎮
西
探
題
が
討
手
を
さ
し
む
け
る
な
ど
の
緊
張
状

態
が
発
生
し
、
そ
の
後
も
足
利
尊
氏
と
後
醍
醐
天
皇
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
た
ち
、
抗

争
が
続
く
。
そ
の
中
、
博
多
を
拠
点
と
す
る
足
利
方
の
九
州
管
領
一
色
道
猷
は
、
彼

杵
郡
か
ら
兵
根
米
を
調
達
す
べ
く
計
画
を
た
て
、
後
醍
醐
天
皇
皇
子
の
懐
良
親
王
を

た
て
た
菊
池
氏
と
の
聞
で
合
戦
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
正
平
四
年
（
一
三
四
九
）
に

は
足
利
直
冬
が
肥
後
へ
や
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
尊
氏
側
の
一
色
道
猷
と
菊
池
氏

と
、
少
弐
頼
尚
と
阿
蘇
大
宮
司
を
味
方
に
引
き
入
れ
た
直
冬
の
三
者
鼎
立
の
状
態
に

な
り
、
彼
杵
荘
も
そ
の
中
で
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
彼
杵
郡
を
め
ぐ
る
錯
綜
し
た

政
治
的
環
境
の
中
で
、
し
か
し
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
規
模
に
石
鍋
を
製
作
し
、
大
量

に
瀬
戸
内
を
通
過
し
て
、
連
続
し
て
鎌
倉
へ
搬
入
す
る
こ
と
の
で
き
た
、
一
貫
し
た

権
利
関
係
を
こ
の
中
に
み
い
だ
し
う
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
東
福
寺
と
彼
杵
荘
と
の
関
係
で
あ
る
。
彼
杵
荘
は
、

鎌
倉
時
代
の
お
わ
り
に
東
福
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
「
東
福
寺
文

書
」
の
「
肥
前
回
彼
杵
庄
文
書
目
録
案
」
や
東
福
寺
の
良
覚
が
正
慶
二
年
（
一
三
三

一
二
）
の
千
早
城
攻
撃
な
ど
の
見
聞
を
記
し
た
「
正
慶
乱
離
志
」
の
裏
面
に
書
か
れ
た

嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
）
銘
の
「
肥
前
回
彼
杵
庄
文
書
目
録
」
な
ど
に
、
そ
の
多
く

の
在
地
地
武
士
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
石
鍋
を
産
し
た
大
瀬
戸
町
に

関
係
す
る
地
名
も
含
ま
れ
て
お
り
、
元
応
二
年
（
一
三
二

O
）
の
肥
前
回
彼
杵
庄
雑

掌
所
給
鎮
西
御
下
知
事
の
中
で
雪
浦
口
口
三
嶋
一
方
領
主
と
し
て
田
河
彦
太
郎
と
い

う
人
物
が
見
え
、
ま
た
東
福
寺
領
肥
前
回
彼
杵
庄
御
下
知
御
教
書
訴
陳
以
下
目
録
の

中
の
遠
州
（
肥
前
国
守
護
北
条
随
時
）
御
下
知
分
に
雪
浦
井
馬
手
嶋
領
主
と
し
て
田

河
彦
太
郎
宛
の
奉
書
が
二
通
（
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
四
月
一
一
一
一
日
と
五
月
十
九

日
）
み
え
る
。
雪
浦
は
現
在
の
大
瀬
戸
町
南
部
に
あ
っ
て
、
万
助
山
・
飯
盛
山
・
駄

馬
・
目
一
ツ
ボ
第
一
・
目
一
ツ
ボ
第
二
な
ど
の
石
鍋
製
作
所
跡
が
発
見
さ
れ
て
い

（制）る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
を
そ
の
ま
ま
整
理
す
れ
ば
、
十
四
世
紀
前
半
に
石
鍋

が
製
作
さ
れ
て
い
た
と
き
、
お
そ
ら
く
下
司
と
し
て
そ
れ
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
在

地
領
主
の
一
人
は
田
河
氏
で
あ
り
、
東
福
寺
は
そ
の
本
家
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
東
福
寺
は
、
九
条
兼
実
の
孫
で
源
頼
朝
の
姪
を
母
と
す
る
九
条
道
家
を
根
本

壇
越
と
し
て
、
東
大
寺
で
受
戒
し
、
宋
で
学
ん
だ
臨
済
僧
の
円
爾
弁
円
を
開
基
と
し

て
建
長
七
年
に
開
堂
し
た
寺
で
あ
る
。
九
条
道
家
は
、
氏
の
長
者
と
し
て
公
家
政
治

を
代
表
す
る
と
共
に
、
摂
家
将
軍
で
あ
る
四
男
の
頼
経
を
通
じ
て
幕
府
と
の
密
接
な

関
係
を
も
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
円
爾
は
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
こ
に
帰
国
し
、

北
部
九
州
を
拠
点
と
し
て
大
宰
府
の
崇
福
寺
や
博
多
の
承
天
寺
な
ど
を
開
い
た
人
物

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
北
部
九
州
と
京
都
と
鎌
倉
を
つ
な
ぐ
要
素
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
承
天
寺
建
立
に
際
し
て
は
、
大
宰
小
弐
藤
原
資
頼
が
大
檀
那
と
な
っ
て
お

り
、
少
弐
と
彼
杵
荘
の
関
係
も
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
建
武

三
年
（
一
三
三
六
）
、
少
弐
貞
経
の
後
に
彼
杵
荘
の
小
地
頭
を
給
付
さ
れ
た
九
条
道

教
が
九
条
家
に
つ
な
が
る
人
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
彼
杵
と
東
福
寺
の

関
係
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

西
彼
杵
郡
の
石
鍋
の
流
通
は
、
こ
の
よ
う
な
東
福
寺
ま
た
は
鎌
倉
と
の
関
係
に
お

い
て
、
鎌
倉
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
下
で
東
福
寺
が
主
体
と
な
っ
て
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
中
世
の
石
工
人
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
が
寺
院
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ

て
い
た
こ
と
は
そ
の
製
品
か
ら
も
推
測
で
き
る
が
、
大
和
を
中
心
に
東
大
寺
法
華
堂

石
燈
龍
な
ど
を
つ
く
っ
て
活
躍
し
て
い
た
伊
行
末
に
代
表
さ
れ
る
伊
派
の
一
流
が
、

「
大
蔵
派
」
と
し
て
極
楽
寺
の
忍
性
に
率
い
ら
れ
、
元
箱
根
の
石
仏
群
製
作
に
あ
っ

た
こ
と
が
村
野
浩
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
瞬
、
ま
た
そ
の
移
動
に
つ
い
て
も
、

弘
安
六
年
に
（
一
二
八
三
）
長
野
県
飯
田
市
の
文
永
寺
石
室
内
五
輪
塔
を
つ
く
っ
た

菅
原
行
長
が
南
都
石
工
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
て
い
説
。

そ
の
点
で
寺
院
は
実
際
に
工
人
を
支
配
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
供
給
す
る

こ
と
は
可
能
な
立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
東
福
寺
に
は
、
円
爾
が
宋

か
ら
持
ち
帰
っ
た
「
大
宋
諸
山
図
」
が
あ
り
、
そ
の
中
に
水
力
に
よ
る
幌
躍
を
用
い
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た
麺
と
茶
の
製
造
工
房
の
図
が
あ
か
）
。

な
お
千
々
和
実
氏
は
荒
川
流
域
の
板
碑
の
祖
型
を
導
入
し
、
そ
の
製
作
に
関
わ
っ

た
の
が
、
荒
川
上
中
流
域
の
土
豪
で
あ
っ
た
丹
治
氏
で
あ
っ
た
可
能
性
を
述
べ
て
い

（
加
。
周
知
の
よ
う
に
、
丹
治
姓
の
工
人
は
現
在
の
大
阪
府
南
河
内
郡
を
中
心
に
古

代
よ
り
活
躍
し
て
い
た
河
内
鋳
物
師
が
有
名
で
あ
る
。
鋳
造
遺
跡
で
も
あ
る
真
福
寺

遺
跡
と
河
内
の
律
宗
寺
院
で
あ
っ
た
真
福
寺
は
別
な
た
め
、
河
内
鋳
物
師
が
西
大
寺

流
律
宗
に
帰
依
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
柄
、
鋳
造
製
品
の
最
も
大
き

な
注
文
主
と
し
て
寺
院
と
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

以
上
、
下
京
に
お
け
る
中
世
の
特
質
を
考
古
学
か
ら
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、

石
鍋
の
分
布
の
背
景
を
み
て
き
た
。
京
都
市
内
に
お
け
る
出
土
分
布
が
南
に
多
い
こ

と
、
京
都
以
上
に
鎌
倉
で
み
ら
れ
る
こ
と
、
石
鍋
に
関
わ
る
記
録
と
製
作
地
遺
跡
で

の
自
然
科
学
的
な
年
代
調
査
に
対
し
て
、
京
都
や
鎌
倉
で
の
出
土
が
十
三
世
紀
後
半

か
ら
十
四
世
紀
に
偏
る
こ
と
、
な
ど
の
考
古
学
的
な
状
況
に
対
し
て
、
そ
の
最
も
大

き
な
製
作
地
で
あ
っ
た
西
彼
杵
郡
大
瀬
戸
町
の
中
世
が
、
鎌
倉
と
と
く
に
東
福
寺
に

深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
東
福
寺
が

ど
の
よ
う
に
こ
の
石
鍋
を
扱
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論

を
す
す
め
る
準
備
を
今
は
ま
だ
持
ち
得
な
い
。
た
だ
、
破
損
し
に
く
い
と
い
う
点
を

除
き
、
ほ
か
の
煮
炊
具
に
比
べ
て
有
利
な
点
が
多
く
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
石
鍋

を
、
単
に
荘
園
か
ら
あ
が
る
一
般
的
な
商
品
で
あ
っ
た
と
す
る
だ
け
で
は
十
分
な
説

明
に
は
な
ら
ず
、
や
は
り
東
福
寺
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
そ
こ
に
な
ん
ら

［都郡のあいなか］ ・鋤柄俊夫

か
の
宗
教
的
な
付
加
価
値
の
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
点
で
あ
ら
た
め
て
京
都
と
鎌
倉
で
ど
の
程
度
石
鍋
の
使
用
量
に
差
が
あ
っ
た

の
か
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
鎌
倉
の
石
鍋
は
東
福
寺
が
介
在
す
る

も
の
の
、
京
都
を
超
え
て
瀬
戸
内
か
ら
西
日
本
の
状
況
と
共
通
す
る
状
況
も
み
せ
て

お
り
、
そ
の
た
め
文
化
と
し
て
の
京
都
の
石
鍋
は
、
あ
る
い
は
鎌
倉
か
ら
移
入
さ
れ

た
可
能
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
視
点
で
も
、
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に

も
考
え
る
。
期
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

下
京
の
中
世
は
、
そ
れ
を
あ
え
て
編
年
的
に
み
る
な
ら
ば
、
平
安
時
代
末
期
か
ら

鎌
倉
時
代
は
主
に
祇
園
社
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
時
宗
が
、
南
北
朝
以
降
は
法
華

宗
が
、
そ
し
て
天
文
二
年
（
一
五
一
一
一
一
一
一
）
に
は
、
祇
園
会
の
執
行
に
際
し
て
幕
府
と

駆
け
引
き
を
お
こ
な
内
、
ま
た
山
門
よ
り
独
立
し
た
存
在
と
し
て
の
町
衆
が
そ
れ

ぞ
れ
中
心
的
な
役
割
を
も
っ
て
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
南
北
朝
期
の
下
京
を
中

心
と
す
る
石
鍋
は
、
こ
の
時
期
に
臨
済
宗
も
含
め
た
様
々
な
宗
教
勢
力
が
と
く
に
集

中
し
て
錯
綜
し
、
結
果
的
に
日
本
列
島
全
体
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
盛
ん
な
経

済
活
動
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
、
そ
の
実
態
を
示
す
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

一
九
九
九
年
十
二
月
十
一
日
に
、
小
論
に
関
わ
る
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
遺
跡
の

現
地
説
明
会
が
、
滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀
町
の
敏
満
寺
遺
跡
で
お
こ
な
わ
れ
説
。
遺

跡
名
に
あ
る
敏
満
寺
は
、
青
竜
山
の
西
麓
に
位
置
す
る
現
在
の
胡
宮
神
社
を
中
心
と

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
聖
徳
太
子
・
慈
証
上
人
・
敏
達
天
皇
・
伊
吹
山
三
修
上
人

の
ひ
と
り
で
あ
る
敏
満
童
子
な
ど
を
開
基
と
し
て
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
天
治
二
年

（
一
一
一
一
五
）
に
平
等
院
を
介
し
て
圏
域
寺
の
支
配
下
に
入
り
、
建
久
九
年
（
一
一

九
八
）
に
は
重
源
が
仏
舎
利
を
入
れ
た
銅
製
の
三
角
五
輪
塔
を
当
寺
へ
寄
進
し
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
敏
満
寺
遺
跡
の
周
辺
は
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
二
の

「
近
江
国
水
沼
村
墾
団
地
図
」
（
東
大
寺
文
書
）
に
み
え
る
水
沼
荘
に
比
定
さ
れ
る
な

ど
古
代
か
ら
開
発
の
進
ん
だ
地
域
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
お
い
て
も
、
湖
東
の
交
通

の
要
衝
と
し
て
、
重
源
の
諸
国
勧
進
の
中
で
と
く
に
北
陸
方
面
へ
対
す
る
拠
点
で
あ

っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
延
慶
二
年
（
一
三

O
九
）
の
太
政
官
牒
に
よ
れ
ば
、
同
寺
は
堂
舎
四
0
・

宝
塔
数
カ
所
を
有
す
る
と
さ
れ
、
元
徳
二
年
（
一
三
一
二

O
）
の
記
録
に
は
新
熊
野
十

二
所
と
並
び
白
山
権
現
天
満
天
神
な
ど
の
社
名
も
並
ぶ
。
室
町
時
代
以
降
は
幕
府
と
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の
つ
な
が
り
が
強
く
な
り
、
尊
氏
・
直
義
・
義
持
・
管
領
な
ど
の
書
状
を
も
ち
、
文

和
二
年
（
一
三
五
三）

に
は
後
光
厳
天
皇
の
宿
所
に
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
永
禄

三
年

（
一
五
六

O
）
に
浅
井
長
政
に
攻
め
ら
れ
学
頭
以
下
八

O
O人
が
戦
死
、
ま
た

織
田
信
長
と
も
戦
い
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二）

に
は
廃
寺
と
な
り
、
現
在
に
い
た

っ
て
い
る
。

敏
満
寺
遺
跡
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
環
境
を
前
提
と
し
て
、
胡
宮
神
社
の
背
後

一
九
八
六
年
か
ら
お
こ
な
わ

に
た
つ
青
竜
山
か
ら
北
へ
の
び
る
丘
陵
上
に
立
地
し
、

れ
た
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
、
火
を
受
け
た
痕
跡
の
あ
る
礎
石
や
土
塁
と
中
世
の
土
器

・
陶
磁
器
類
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
宗
教
施
設
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
城
塞
的
な
機

能
も
も

っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

（図
詑
）
。
今
回
の
調
査
は
、
こ
の
丘

陵
の
東
側
部
分
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
連
続
す
る
埋
斐
土
坑
や
溝
で
区

画
さ
れ
た
建
物
群
な
ど
が
検
出
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
城
塞
的
な
性
格
に
加
え
て
、
生

産
の
要
素
と
方
格
の
町
割
り
も
推
定
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
丘
陵
全
体
が
都
市
的
な
風

貌
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

敏満寺字国 滋賀県教育委員会・滋賀県文化

財保護協会 1988r敏満寺遺跡発掘調査報告書j
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中世後期の根来寺坊院

菅原正明 1991「板来寺出土の備前焼大裂と

流通ルートJr海と列島文化j第 9巻

図33

マ
ク
ロ
的
に
み
れ
ば
、
犬
上
川
を
水
源
と
す
る
大
門
池
の
瀧
概
シ
ス
テ
ム
か
ら
、

こ
の
地
域
の
農
耕
的
な
再
生
産
原
理
の
中
心
が
琵
琶
湖
に
面
し
た

一
帯
で
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し

一
方
で
丘
陵
の
稜
線
を
北
へ
下
っ
た
先
は
多
賀
大
社

の
門
前
へ
つ
な
が
る
多
賀
道
と
交
差
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
重
源
が
「
結
縁
浅
か
ら

ぬ
所
」
と
呼
び
、
ま
た
室
町
幕
府
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
た
こ
の
寺
の
重
要
性
に
注

目
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
中
世
の
こ
の
遺
跡
の
正
面
は
こ
の
丘
陵
の
北
で
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
稜
線
沿
い
に
道
を
登
る
と
、
左
右
に
坊
舎
な
ど
の
家
々
が
な
ら
び
、
そ
の
最

も
奥
に
敏
満
寺
の
本
拠
が
お
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
は
精
神
的
な
紐
帯
で
あ
り

ラ
ン
ド
マ

l
ク
と
と
も
な

っ
た
青
竜
山
が
配
さ
れ
て
い
た
と
い
う
景
観
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。



［都郡のあいなか］ ・鋤柄俊夫

こ
の
景
観
は
、
あ
る
い
は
勝
山
館
や
根
城
と
対
比
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
柄
、

中
世
の
寺
院
が
も
っ
て
い
た
多
彩
な
側
面
と
し
て
は
、
や
は
り
南
北
朝
期
以
降
、
大

伝
法
院
座
主
が
醍
醐
寺
三
宝
院
門
跡
の
相
伝
と
な
り
、
幕
府
と
緊
密
な
関
係
を
結
ぶ

中
で
、
戦
国
期
に
は
八
千
か
ら
一
万
と
い
う
行
人
方
と
呼
ば
れ
る
僧
兵
集
団
に
よ
っ

て
独
自
の
立
場
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
根
来
寺
と
も
対
比
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
（
図
お
）
、
と
く
に
こ
の
寺
の
特
異
な
再
生
産
構
造
に
つ
い
て
は
、
聾
倉
の
発
見

を
軸
に
検
討
を
加
え
た
菅
原
正
明
氏
の
論
考
に
見
る
こ
と
が
で
き
説
。
ま
た
同
様

な
事
例
と
し
て
福
井
県
の
白
山
と
平
泉
寺
（
図
担
）
に
つ
い
て
の
宝
珍
伸
一
郎
氏
の

整
理
も
重
要
で
あ
る
。

中
世
社
会
に
対
し
て
寺
社
勢
力
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
既
に

豊
田
武
氏
や
網
野
善
彦
氏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
神
人
の
活
躍
に
注
目
し
た
研
究
が

あ
っ
た
料
、
近
年
は
馬
淵
和
雄
氏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
特
定
の
宗
派
に
そ
の

役
割
を
求
め
、
そ
れ
と
考
古
学
的
な
現
象
と
の
関
連
に
つ
い
て
解
釈
を
進
め
よ
う
と

す
る
研
究
も
発
表
さ
材
、
ま
た
松
山
宏
氏
の
先
駆
的
な
研
究
を
ふ
ま
が
、
山
村
信

条
氏
の
復
原
す
る
中
世
の
太
宰
庇
村
仁
木
宏
氏
に
よ
っ
て
大
山
崎
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に

平泉寺｜日境内概要因（宝珍伸一郎、註94)図34

お
こ
な
わ
れ
た
宝
積
寺
の
分
析
な
ど
、
寺
院
と
都
市
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
た
研
究

も
す
す
め
ら
れ
て
き
て
い
説
。

そ
ん
な
中
、
伊
藤
正
敏
氏
は
中
世
に
お
け
る
権
門
諸
勢
力
の
中
で
、
寺
院
に
お
け

る
宗
教
的
な
側
面
と
は
別
に
寺
社
が
も
っ
て
い
た
様
々
な
影
響
力
を
、
そ
の
境
内
都

市
を
中
心
と
す
る
社
会
の
中
か
ら
見
い
だ
そ
う
と
す
る
方
向
を
提
示
し
、
中
世
の
京

（瑚）

都
は
比
叡
山
の
境
内
都
市
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
見
方
は
、
先
に
述
べ
て
き
た
瓦

器
碗
と
石
清
水
と
の
関
係
に
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
、
京
都
型
土
師
器
皿
（
か

わ
ら
け
）
の
分
布
の
説
明
と
現
象
的
に
は
整
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
般
論

と
し
て
の
都
市
と
寺
社
勢
力
の
関
係
を
考
え
る
際
の
す
べ
て
に
つ
い
て
も
有
効
か
ど

う
か
、
近
年
の
中
世
考
古
学
の
研
究
成
果
は
、
敏
満
寺
・
根
来
寺
・
平
泉
寺
な
ど
、

か
な
り
の
部
分
で
そ
の
議
論
の
た
め
の
検
討
材
料
を
提
供
し
て
き
で
お
り
、
今
後
は

こ
の
視
点
で
の
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
る
に
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
中
世
の
寺
社
勢
力
が
、
氏

の
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
「
多
元
的
全
体
社
会
」
を
、
多
変
量
解
析
的
に
説
明
す
る
際

の
最
も
大
き
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
様
な
価
値
観
の
集
合

体
で
あ
る
都
市
の
研
究
に
と
っ
て
も
最
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

小
論
は
、
中
世
の
京
都
が
も
っ
て
い
た
多
様
な
側
面
を
考
古
学
の
立
場
か
ら
考
え

て
い
く
た
め
に
、
京
都
の
特
質
を
京
都
以
外
の
地
域
と
の
関
係
の
中
か
ら
逆
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
方
法
を
と
っ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
京
都
と
京
都
以
外
の
地
域
を

結
び
つ
け
て
い
た
宗
教
的
側
面
ま
た
は
寺
社
の
果
た
し
て
い
た
役
割
の
大
き
さ
を
あ

ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
ま
だ
多
く
は
現
象
説
明
に
と
ど
ま

っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
中
世
都
市
京
都
の
特
質
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
の
問
題
を
進
め
る
た
め
に
は
、
小
論
で
お
こ
な
っ
た
下
京
だ
け
の
分
析

で
は
不
十
分
で
あ
り
、
上
京
の
中
世
に
つ
い
て
も
考
古
学
的
な
検
討
を
加
え
る
必
要

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
園
出
で
示
し
た
よ
う
に
、
上
京
地
区
で
の
調
査
は
ほ
と
ん
ど
お

こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
唯
一
最
も
そ
の
地
域
に
近
い
の
が
同
志
社
大
学
の
今
出
川
キ

20ラ
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ヤ
ン
パ
ス
関
連
の
資
料
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
同
志
社
大
学
で
は
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
調
査
地
点
毎

に
報
告
書
を
刊
行
し
、
資
料
の
公
開
を
進
め
て
き
た
料
、
今
後
は
そ
れ
ら
を
統
合

し
た
デ
l
タ
の
整
理
を
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
考
古
学
的
な
調
査
成
果
を
活

か
し
た
中
世
都
市
京
都
の
総
合
的
な
検
討
を
お
こ
な
う
た
め
に
、

G
I
S
に
よ
る
調

査
地
点
デ
l
タ
の
精
度
を
高
め
る
と
同
時
に
、
現
在
そ
れ
が
急
務
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
。本

稿
の
作
成
に
際
し
て
、
浅
野
晴
樹
・
飯
村
均
・
上
野
武
・
大
道
和
人
・
小
島
孝

修
・
棲
井
成
昭
・
高
橋
照
彦
・
鷹
野
一
太
郎
・
五
百
磐
顕
一
・
中
村
智
孝
・
原
田
昭

一
・
水
ノ
江
和
同
・
馬
淵
和
雄
・
八
十
島
豊
成
・
山
田
邦
和
・
山
口
博
之
・
山
村
信

築
・
吉
岡
康
暢
の
各
氏
よ
り
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
深
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

註（1
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
四
「
大
坂
城
下
町
に
み
る
都
市
の
中
心
と
周
縁
」
『
都
市
空
間
』
（
中
世

都
市
研
究
1
）
新
人
物
往
来
社
。
鎌
倉
で
の
研
究
成
果
は
、
鎌
倉
考
古
学
研
究
所
『
中
世
都
市

鎌
倉
を
掘
る
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
l
ス
ク
ー
ル
出
版
部
一
九
九
四
ほ
か
。

（2
）
申
叔
舟
著
・
田
中
健
夫
訳
注
一
九
九
一
『
海
東
諸
国
紀
』
（
岩
波
文
庫
）
。
京
都
市
内
の
遺

物
か
ら
み
た
ヴ

7
1
チ
ヤ
ル
な
都
市
京
都
全
体
の
研
究
は
、
拙
著
『
中
世
村
落
と
地
域
性
の
考

古
学
的
研
究
」
（
大
巧
社
一
九
九
九
）
で
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
か
つ
て
拙
稿
（
「
平
安
京
土
師

器
皿
の
諸
問
題
」
『
平
安
京
出
土
土
器
の
研
究
』
古
代
学
研
究
所
一
九
九
四
）
の
中
で
、
土
師

器
皿
の
出
土
状
況
の
分
析
か
ら
こ
の
視
点
の
重
要
性
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（3
）
山
田
邦
和
一
九
九
八
「
中
世
都
市
京
都
の
変
容
」
『
都
市
を
つ
く
る
』
（
中
世
都
市
研
究
5
）

新
人
物
往
来
社

（4
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
九
「
狭
山
池
と
中
世
村
落
の
変
容
」
『
狭
山
池
』
（
論
考
編
）
狭
山
池
調

査
事
務
所
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
た
か
も
ブ
ロ
l
デ
ル
の
『
地
中
海
』
を
想
起
さ
せ
る
。

（5
）
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
巨
椋
池
北
岸
ま
で
を
視
野
に
入
れ
、
鳥
羽
・
醍
醐
・
伏
見
が
時

代
毎
に
「
京
の
前
浜
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
別
稿
で
詳
述
し

た
し
。

（6
）
京
田
辺
市
教
育
委
員
会
一
九
九
九
『
薪
遺
跡
現
地
説
明
会
資
料
」

（7
）
黒
田
俊
雄
一
九
七
五
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
」
岩
波
書
店

（8
）
『
一
遍
聖
絵
」
に
み
え
る
関
寺
・
備
後
一
の
宮
な
ど

（9
）
網
野
善
彦
一
九
八
八
「
中
世
前
期
に
お
け
る
職
能
民
の
存
在
形
態
」
「
日
本
中
世
史
研
究
の

軌
跡
』
東
京
大
学
出
版
会

（
日
）
八
幡
市
一
九
八
六
『
八
幡
市
史
』
第
1
巻
。
平
凡
社
一
九
八
一
「
京
都
府
の
地
名
」
（
日

本
歴
史
地
名
大
系
お
）
。
伊
藤
清
郎
一
九
七
六
「
中
世
前
期
に
お
け
る
石
清
水
八
幡
宮
の
権
力

と
機
構
」
『
文
化
』
第

ω巻
第
1
・
2
号
東
北
大
学
文
学
会
。

（
日
）
石
清
水
八
幡
宮
一
九
八
四
『
史
跡
松
花
堂
お
よ
び
そ
の
跡
発
掘
調
査
概
報
』

（
ロ
）
八
幡
市
教
育
委
員
会
一
九
八
五
『
平
野
山
瓦
窯
跡
発
掘
調
査
概
報
』

（
日
）
八
幡
市
教
育
委
員
会
一
九
九
八
『
八
幡
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
』
第
お
集

（U
）
八
幡
市
教
育
委
員
会
一
九
九
六
『
八
幡
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
」
第
凶
集

（
日
）
粟
野
諜
一
九
五
六
「
志
水
廃
寺
出
土
の
瓦
器
」
『
古
代
学
研
究
』
日
・
凶
号

（
日
）
星
野
猷
一
一
一
九
五
六
「
石
清
水
八
幡
宮
出
土
の
須
恵
質
皿
」
『
古
代
学
研
究
』
日
－

m号

（
げ
）
八
幡
市
教
育
委
員
会
一
九
九
八
『
八
幡
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
』
第
M
集

（
時
）
藤
原
良
章
一
九
八
八
「
中
世
の
食
器
・
考
」
『
列
島
の
文
化
史
』

5

日
本
エ
デ
ィ
タ
l
ス

ク
ー
ル
出
版
部

（
印
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
五
「
用
途
に
み
る
土
器
文
化
の
地
域
性
」
『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究

所
報
」
第
お
号

（
初
）
橋
本
久
和
一
九
九
二
『
中
世
土
器
研
究
序
論
」
真
陽
社
。
な
お
氏
は
「
中
世
男
山
今
麓
の

流
通
拠
点
」
（
一
九
九
九
『
研
究
紀
要
」
第
2
号
大
阪
市
文
化
財
協
会
）
の
な
か
で
、
従
来
よ

り
の
資
料
整
理
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
地
が
北
部
九
州
か
ら
京
都
へ
入
っ
て
く
る
に
際

し
て
の
大
き
な
流
通
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
背
景

に
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
期
待
さ
れ
る
。

（
幻
）
吉
岡
康
暢
一
九
九
七
「
新
し
い
交
易
体
系
の
成
立
」
「
交
易
と
交
通
」
（
考
古
学
に
よ
る
日

本
歴
史
9
）
雄
山
閑

（
沼
）
森
田
勉
一
九
七
三
「
九
州
地
方
の
瓦
器
椀
に
つ
い
て
」
「
考
古
学
雑
誌
」
（
第
五
九
巻
第
2

回す）

（
お
）
九
州
古
文
化
研
究
会
一
九
八
四
『
古
文
化
談
叢
』
第
M
集

（M
）
佐
藤
浩
司
一
九
九
一
「
旧
豊
前
国
に
お
け
る
古
代
末
か
ら
中
世
前
期
の
土
器
様
相
」
『
中
近

世
土
器
の
基
礎
研
究
」
刊

（
お
）
中
島
恒
次
郎
一
九
九
三
「
大
宰
府
に
お
け
る
椀
形
態
の
変
遷
」
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研

究
」
咽

（
お
）
森
隆
一
九
九
二
「
中
世
土
器
の
生
産
に
み
る
地
域
型
の
提
唱
と
工
人
集
団
の
系
譜
に
つ
い

て
」
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
』
咽

（
幻
）
森
隆
一
九
九
三
「
土
器
椀
の
生
産
と
流
通
」
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
」
医

（
お
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
九
『
中
世
村
落
と
地
域
性
の
考
古
学
的
研
究
』
大
巧
社

（
却
）
添
田
町
教
育
委
員
会
一
九
八
五
『
英
彦
山
修
験
道
遺
跡
」

（
ω）
飯
沼
賢
司
一
九
九
三
「
権
門
と
し
て
の
八
幡
宮
寺
の
成
立
」
「
中
世
成
立
期
の
歴
史
像
」
東
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京
堂
出
版
。
西
岡
虎
之
助
一
九
三
八
「
中
古
に
お
け
る
宇
佐
神
人
の
活
動
」
『
史
林
』
第
日
巻

第
1
1
4
号
。
中
野
幡
能
一
九
六
七
『
八
幡
信
仰
史
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
。
大
場
磐
雄
編

一
九
七
二
「
弥
勅
寺
跡
」
『
祭
記
遺
跡
特
説
』
（
神
道
考
古
学
講
座
第
5
巻
）
雄
山
閣
。
飯
沼

賢
司
一
九
五
五
「
「
鍛
冶
の
翁
」
と
「
炭
焼
小
五
郎
」
伝
説
の
実
像
」
『
東
シ
ナ
海
を
囲
む
中

世
世
界
」
新
人
物
往
来
社

（
担
）
中
山
重
記
一
九
八
一
「
宇
佐
宮
領
に
お
け
る
均
等
名
庄
園
に
つ
い
て
」
・
河
野
泰
彦
一

九
八
一
「
弥
勅
寺
領
豊
後
国
八
坂
荘
に
つ
い
て
」
「
九
州
中
世
社
会
の
研
究
会
」
渡
辺
澄
夫
先
生

古
希
記
念
事
業
会
。
楼
井
成
昭
一
九
九
九
「
古
代
・
中
世
の
香
身
地
」
『
豊
後
国
香
キ
地
荘
の

調
査
』
大
分
県
立
歴
史
博
物
館

（M
M
）
大
分
県
宇
佐
風
土
記
の
丘
歴
史
民
俗
資
料
館
一
九
八
九
『
弥
勤
寺
」
。
神
事
に
使
わ
れ
た
土

器
に
つ
い
て
は
、
小
柳
和
宏
一
九
九
五
「
｛
子
佐
の
神
に
捧
げ
た
土
器
」
「
東
シ
ナ
海
を
囲
む
中

世
世
界
』
新
人
物
往
来
社
、
も
参
考
に
な
る
。

（
お
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
九
『
中
世
村
落
と
地
域
性
の
考
古
学
的
研
究
」
大
巧
社

（
泊
）
千
々
和
実
一
九
八
七
「
八
幡
信
仰
と
経
塚
の
発
生
」
『
墳
墓
と
経
塚
』
（
日
本
考
古
学
論
集

6
）
吉
川
弘
文
館
。
す
で
に
石
田
茂
作
氏
は
そ
の
造
営
背
景
を
修
験
者
に
よ
る
勧
進
活
動
と
関

連
づ
け
て
い
る
が
（
石
田
茂
作
一
九
五
七
「
越
中
日
石
寺
裏
山
経
塚
」
「
考
古
学
雑
誌
』
位

4
）
、
最
近
村
木
二
郎
氏
は
観
世
音
寺
と
の
関
係
お
よ
び
鋳
物
師
集
団
と
の
関
係
に
も
注
目
し
て

い
る
（
村
木
二
郎
一
九
九
八
「
九
州
の
経
塚
造
営
体
制
」
『
古
文
化
談
叢
」
第

ω集
九
州
古

文
化
研
究
会
）

（
お
）
藤
原
良
章
一
九
八
八
「
中
世
の
食
器
・
考
」
『
列
島
の
文
化
史
」

5

日
本
エ
デ
ィ
タ
l
ス

ク
ー
ル
出
版
部

（
お
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
九
『
中
世
村
落
と
地
域
性
の
考
古
学
的
研
究
』
大
巧
社

（
幻
）
浅
野
晴
樹
一
九
九
一
「
東
国
に
お
け
る
中
世
在
地
系
土
器
に
つ
い
て
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
」
第
泊
集

荒
川
正
夫
一
九
九
八
「
中
世
前
期
の
「
か
わ
ら
け
」
の
意
味
」
『
大
久
保
山
』
羽
早
稲
田

大
学

（
お
）
飯
村
均
一
九
九
七
「
平
泉
か
ら
鎌
倉
へ
」
『
宴
を
め
ぐ
る
日
本
文
化
の
歴
史
的
総
合
研
究
」

（
財
団
法
人
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
一
九
九
六
年
度
研
究
助
成
報
告
）
生
活
史
研
究
所

（
ぬ
）
吉
岡
康
暢
一
九
九
七
「
総
括
」
『
中
世
食
文
化
の
基
礎
的
研
究
』
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

研
究
報
告
』
第
九
集
）

（
ω）
脇
田
晴
子
一
九
九
七
「
文
献
か
ら
み
た
中
世
の
土
器
と
食
事
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
」
第
九
集

（M
U

）
吉
岡
康
暢
一
九
八
七
「
中
世
陶
器
の
生
産
経
営
形
態
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

止
口
」
第
ロ
集

（
位
）
吉
岡
康
暢

（
刊
日
）
網
野
善
彦

［都郡のあいなか1・ 鋤柄俊夫

一
九
九
O
「
珠
洲
焼
か
ら
越
前
焼
へ
」
『
海
と
列
島
文
化
」
第
1
巻
小
学
館

一
九
九
二
「
太
平
洋
の
海
上
交
通
と
紀
伊
半
島
」
『
伊
勢
と
熊
野
の
海
』
（
海
と

列
島
文
化
8
）
小
学
館

（
必
）
網
野
善
彦
一
九
八
八
「
中
世
前
期
に
お
け
る
職
能
民
の
存
在
形
態
」
『
日
本
中
世
史
研
究
の

軌
跡
」
東
京
大
学
出
版
会

網
野
善
彦
一
九
九
四
「
日
本
社
会
再
考
』
小
学
館

（
何
日
）
平
凡
社
一
九
九
一
『
滋
賀
県
の
地
名
』
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
お
）

（
必
）
飯
村
均
一
九
九
七
「
平
泉
か
ら
鎌
倉
へ
」
「
宴
を
め
ぐ
る
日
本
文
化
の
歴
史
的
総
合
研
究
』

（
財
団
法
人
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
一
九
九
六
年
度
研
究
助
成
報
告
）
生
活
史
研
究
所
。
ま
た
平

泉
が
日
本
海
側
の
文
化
と
関
係
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
白
山
社
を
介
在
し
た
事
例
が
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
上
野
武
氏
よ
り
ご
教
一
不
い
た
だ
い
た
（
井
上
正
一
九
八
六
「
美
渡
・
石
徹

白
虚
空
蔵
菩
薩
坐
像
と
秀
衡
伝
説
」
『
仏
教
芸
術
」
）
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
あ
ら
た
め
て
詳

述
し
た
い
。

（
幻
）
遊
佐
町
教
育
委
員
会
一
九
九
一
『
大
楯
遺
跡
第
3
・
4
次
発
掘
調
査
報
告
書
』

伊
藤
邦
弘
一
九
九
六
「
遊
佐
荘
大
楯
遺
跡
に
つ
い
て
」
「
月
刊
歴
史
子
帖
」
第
M
巻
刊
号

（
必
）
河
野
巽
知
郎
一
九
九
六
「
遊
佐
荘
大
楯
遺
跡
と
鎌
倉
」
、
飯
村
均
・
八
重
樫
忠
郎
一
九
九

六
「
大
楯
遺
跡
再
考
」
「
月
刊
歴
史
手
帖
」
第
M
巻
目
号

（
ω）
豊
田
武
一
九
五
一
「
中
世
に
お
け
る
神
人
の
活
動
」
「
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」
第
1

号
。
網
野
善
彦
一
九
八
八
「
中
世
前
期
に
お
け
る
職
能
民
の
存
在
形
態
」
『
日
本
中
世
史
研
究

の
軌
跡
』
東
京
大
学
出
版
会
。
大
山
喬
平
一
九
八
八
「
供
御
人
・
神
人
・
寄
人
」
『
社
会
的
諸

集
団
』
（
日
本
の
社
会
史
第
6
巻
）
岩
波
書
店
。

（
日
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
九
『
中
世
村
落
と
地
域
性
の
考
古
学
的
研
究
』
大
巧
社

（
日
）
平
安
京
か
ら
中
世
京
都
を
考
古
学
資
料
を
軸
に
総
括
的
に
ま
と
め
た
研
究
は
堀
内
明
博
氏
の

著
作
に
代
表
さ
れ
る
。
（
「
ミ
ヤ
コ
を
掘
る
』
淡
交
社
一
九
九
五
）
ま
た
平
安
京
・
京
都
研
究

集
会
で
は
一
九
九
五
年
よ
り
、
墓
・
路
・
空
間
構
造
な
ど
都
市
京
都
を
総
括
し
た
研
究
報
告
が

な
さ
れ
て
い
る
。
（
山
田
邦
和
氏
の
「
京
都
の
都
市
空
間
と
墓
地
」
『
日
本
史
研
究
』
陥
四
O
九

一
九
九
六
、
山
本
雅
和
氏
の
「
中
世
京
都
の
堀
に
つ
い
て
」
『
研
究
紀
要
』
第
二
号
京
都
市
埋

蔵
文
化
財
研
究
所
一
九
九
五
・
「
平
安
京
の
路
に
つ
い
て
」
「
立
命
館
大
学
考
古
学
論
集
』

I

一
九
九
七
）
な
ど
も
そ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
京
都
駅
周
辺
地
区
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
網

伸
也
・
山
本
雅
和
「
平
安
京
左
京
八
条
三
坊
の
発
掘
調
査
」
『
日
本
史
研
究
」
恥
四
O
九

一

九

九
六
o

朝
日
新
聞
社
「
京
都
を
掘
る
」
（
シ
リ
ー
ズ
二

O

都
市
の
考
古
学
）
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」

通
巻
三
九
四
四
号
一
九
九
七

（
臼
）
野
口
実
「
京
都
七
条
町
の
中
世
的
展
開
」
『
京
都
文
化
博
物
館
（
仮
称
）
研
究
紀
要
』
第
1
集

一
九
八
八

（
日
）
川
嶋
将
生
・
横
井
清
「
一
二
京
と
そ
の
周
辺
」
『
京
都
の
歴
史
」

2

京
都
市
一
九
七
一

（
日
）
仲
村
研
「
八
条
院
町
の
成
立
と
展
開
」
『
京
都
「
町
」
の
研
究
」
（
秋
山
圏
三
共
著
）
法
政
大

学
出
版
局
一
九
七
五
。
川
嶋
将
生
「
東
寺
領
八
条
院
町
の
構
造
と
生
活
」
『
中
世
京
都
文
化
の

周
縁
』
恩
文
閤
出
版
一
九
九
二
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（
日
）
平
家
に
よ
る
日
宋
貿
易
を
前
提
と
し
て
、
中
国
陶
磁
器
な
ど
、
と
く
に
西
方
と
の
強
い
つ
な

が
り
を
示
唆
す
る
遺
物
が
出
土
す
る
点
も
こ
れ
と
矛
盾
し
・
な
い
。

（
日
）
京
都
市
一
九
八
一
「
史
料
京
都
の
歴
史
』
ロ
（
下
京
区
）

（
幻
）
脇
田
晴
子
一
九
八
一
『
日
本
中
世
都
市
論
』
東
京
大
学
出
版
会

（
関
）
川
嶋
将
生
・
横
井
清
「
三
京
と
そ
の
周
辺
」
『
京
都
の
歴
史
』

2

京
都
市
一
九
七
一

（
印
）
京
都
市
一
九
人
一
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
ロ
（
下
京
区
）

（
伺
）
伊
藤
正
敏
一
九
九
九
『
中
世
の
寺
社
勢
力
と
境
内
都
市
」
吉
川
弘
文
館
。
伊
藤
正
敏
二

0
0
0
『
日
本
の
中
世
寺
院
』
吉
川
弘
文
館

（
日
）
柴
田
実
一
九
七
一
「
神
社
と
民
間
信
仰
」
「
京
都
の
歴
史
」

2

京
都
市
。
な
お
祇
園
と
神

人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
脇
田
晴
子
氏
の
近
著
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
脇
田
晴
子

一
九
九
九
『
中
世
京
都
と
祇
園
祭
』
中
公
新
書
）
。

（
位
）
石
田
善
人
一
九
七
一
「
浄
土
と
禅
」
『
京
都
の
歴
史
』

2

京
都
市

（
臼
）
藤
井
学
一
九
六
八
「
新
旧
仏
教
の
教
線
」
『
京
都
の
歴
史
」

3

京
都
市

（
倒
）
文
化
公
報
部
・
文
化
財
管
理
局
一
九
八
八
『
新
安
海
底
遺
物
』
（
総
合
篇
）

（
的
）
山
本
雅
和
一
九
九
五
「
中
世
京
都
の
堀
に
つ
い
て
」
『
研
究
紀
要
」
第
2
号
京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所

（叫
W

）
山
田
邦
和
一
九
九
八
「
中
世
都
市
京
都
の
変
容
」
『
都
市
を
つ
く
る
』
（
中
世
都
市
研
究
5
）

新
人
物
往
来
社

（
釘
）
大
瀬
戸
町
教
育
委
員
会
一
九
八
O
『
大
瀬
戸
町
石
鍋
製
作
所
遺
跡
』

（m
開
）
角
川
書
店
一
九
八
七
『
長
崎
県
地
名
大
辞
典
」
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
必

（
印
）
山
本
信
夫
・
山
村
信
栄
一
九
九
七
「
九
州
・
南
西
諸
島
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

止
口
」
第

η
集

（m
川
）
工
藤
清
泰
一
九
九
五
「
北
日
本
の
鉄
製
品
」
『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
報
』
第
お
号

（
九
）
桐
原
健
一
九
七
四
「
鍋
を
被
せ
る
葬
風
」
『
信
濃
』
第
お
巻
8
号

（
η
）
浅
野
晴
樹
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
刀
）
鋤
柄
俊
夫
一
九
九
九
『
中
世
村
落
と
地
域
性
の
考
古
学
的
研
究
』
大
巧
社
。
吉
岡
康
暢

「
食
の
文
化
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
」
第
8
巻

中

世

2

（
九
）
北
区
鎌
倉
学
圏
内
遺
跡
発
掘
調
査
団
一
九
八
O
『
光
明
寺
裏
遺
跡
」

（
お
）
今
小
路
西
遺
跡
発
掘
調
査
団
一
九
九
三
一
『
今
小
路
西
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

（
初
）
千
葉
地
遺
跡
発
掘
調
査
団
一
九
八
二
『
千
葉
地
遺
跡
』

（
打
）
諏
訪
東
遺
跡
調
査
会
一
九
八
五
『
諏
訪
東
遺
跡
」

（
花
）
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
一
九
九
三

1
一
九
九
五
「
草
一
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調
査
報

止口」

I
1
w

（
乃
）
鎌
倉
駅
舎
改
築
に
か
か
る
遺
跡
調
査
会
一
九
八
四
『
蔵
屋
敷
遺
跡
』

（
紛
）
由
比
ケ
浜
中
世
集
団
墓
地
遺
跡
発
掘
調
査
団
一
九
九
四
『
由
比
ケ
浜
4
1
6
1
9
地
点
発
掘

調
査
報
告
書
』

（
剖
）
佐
助
ケ
谷
遺
跡
発
掘
調
査
団

査
報
告
書
』

（
位
）
馬
淵
和
雄
一
九
九
八
『
鎌
倉
大
仏
の
中
世
史
」
新
人
物
往
来
社

（
お
）
瀬
野
精
一
郎
一
九
八
O
「
中
世
一
編
一
お
よ
び
二
の
第
一

1
一
一
一
節
」
『
長
崎
県
史
』
（
古
代
・

中
世
編
）
長
崎
県
史
編
集
委
員
会

（
悩
）
大
瀬
戸
町
教
育
委
員
会
一
九
八
O
『
大
瀬
戸
町
石
鍋
製
作
所
遺
跡
』
。
下
川
逮
捕
一
九
九

五
「
生
活
を
変
え
た
職
人
た
ち
石
鍋
」
『
東
シ
ナ
海
を
囲
む
中
世
世
界
』
新
人
物
往
来
社
。
下

川
達
禰
一
九
九
二
「
西
北
九
州
の
石
鍋
と
そ
の
伝
播
」
『
束
、
ン
ナ
会
と
西
海
文
化
』
（
海
と
列

島
文
化
4
）
小
学
館
。
な
お
石
鍋
の
特
異
性
に
注
目
し
た
研
究
は
既
に
明
治
時
代
よ
り
お
こ
な

わ
れ
て
お
り
、
経
塚
製
作
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
石
鍋
を
同
じ
系
譜
で
捉
え
る
視
点
は
再
考
が
必
要

だ
が
、
宗
教
性
や
中
央
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
き
た
部
分
が
あ
る
（
木
戸
雅

寿
一
九
九
三
「
石
鍋
の
生
産
と
流
通
に
つ
い
て
」
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
」
立
ほ
か
）

0

（
お
）
村
野
浩
ほ
か
一
九
九
三
一
『
元
箱
根
石
仏
・
石
塔
群
の
調
杢
」
箱
根
町
教
育
委
員
会

（
前
）
川
勝
政
太
郎
一
九
六
七
『
石
造
美
術
入
門
』
社
会
思
想
社

（
抑
制
）
一
一
一
輪
茂
雄
一
九
九
四
『
増
補
石
臼
の
謎
』
ク
オ
リ

（
∞
∞
）
千
今
和
実
一
九
七
六
「
板
碑
」
『
塔
・
塔
婆
』
（
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
第
3
巻
）
雄
山

閣
出
版

（
何
回
）
馬
淵
和
雄
一
九
九
八
『
鎌
倉
大
仏
の
中
世
史
』
新
人
物
往
来
社

（
ω）
一
二
上
隆
一
九
八
七
『
渡
来
銭
の
社
会
史
』
中
公
新
書

（
川
町
）
滋
賀
県
教
育
委
員
会
・
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
一
九
八
八
『
敏
満
寺
遺
跡
発
掘
調
査
報

告
書
』
。
滋
賀
県
教
育
委
員
会
一
九
六
一
「
敏
満
寺
跡
発
掘
調
査
報
告
」
「
滋
賀
県
史
跡
調
査

報
告
」
第
ロ
冊
。
多
賀
町
教
育
委
員
会
一
九
九
四
『
久
徳
遺
跡
（
第
3
次
調
査
）
・
敏
満
寺

遺
跡
」
（
多
賀
町
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
第
9
集
）
。
平
凡
社
一
九
九
一
『
滋
賀
県

の
地
名
」
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
お
）

（
幻
）
上
ノ
国
町
教
育
委
員
会
一
九
九
九
『
海
峡
が
つ
な
ぐ
地
域
史
を
掘
る
」

（
幻
）
菅
原
正
明
一
九
九
一
「
根
来
寺
出
土
の
備
前
焼
大
棄
と
流
通
ル
l
ト
」
『
瀬
戸
内
の
海
人
文

化
』
（
海
と
列
島
文
化
第
9
巻
）
小
学
館
。
平
凡
社
一
九
八
三
『
和
歌
山
県
の
地
名
』
（
日

本
歴
史
地
名
大
系
幻
）

（
川
出
）
宝
珍
伸
一
郎
一
九
九
九
「
白
山
信
仰
の
遺
跡
」
『
考
古
学
に
学
ぶ
」
（
同
志
社
大
学
考
古
学

シ
リ
ー
ズ
7
）

（
川
町
）
豊
田
武
一
九
五
一
「
中
世
に
お
け
る
神
人
の
活
動
」
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」
第
1

号
。
網
野
善
彦
一
九
八
八
「
中
世
前
期
に
お
け
る
職
能
民
の
存
在
形
態
」
『
日
本
中
世
史
研
究

の
軌
跡
」
東
京
大
学
出
版
会
。

（
%
）
馬
淵
和
雄
一
九
九
八
『
鎌
倉
大
仏
中
世
史
』
新
人
物
往
来
社
。
『
叡
尊
・
忍
性
と
律
宗
系
集

団
」
（
二

0
0
0
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
叡
尊
・
忍
性
と
律
宗
系
集
団
」
実
行
委
員
会
）

（m
別
）
松
山
宏
一
九
九
一
『
中
世
城
下
町
の
研
究
」
近
代
文
芸
社

一
九
九
三
『
佐
助
ヶ
谷
遺
跡
（
鎌
倉
税
務
署
用
地
）
発
掘
調
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一
九
九
七
「
中
世
太
宰
府
の
展
開
」
『
都
市
と
宗
教
』
（
中
世
都
市
研
究
4
）
新

209 

（

mm
）
山
村
信
栄

人
物
往
来
社

（
ω）
仁
木
宏
一
九
九
二
「
中
世
都
市
大
山
崎
の
展
開
と
寺
院
」
『
史
林
』
万
巻
3
号

（
即
）
伊
藤
正
敏
一
九
九
九
『
中
世
の
寺
社
勢
力
と
境
内
都
市
』
吉
川
弘
文
館

（
則
）
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
一
九
七
八
『
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
遺
構
と
遺
物
』

E
ほ

・刀

（
同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
協
力
者
）

（二

O
O
一
年
四
月
三
八
日
受
理
、
二

O
O
一
年
六
月
一
一
一
一
日
審
査
終
了
）
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92，京都市埋蔵文化財研究所概報集1977 I 1977 京都市埋蔵文化財研究所

93，京都市埋蔵文化財研究所概報集1978II 1978 京都市埋蔵文化財研究所

94，平安京跡発掘調査概報昭和56年度 1982 京都市文化観光局

95，左京四条一坊 1975 平安京調査会

96，京都市埋蔵文化財研究所調査報告第10冊 1990 京都市埋蔵文化財研究所

97，京都市内遺跡試掘・立会調査報告昭和54年 1980 京都市文化観光局

98，京都市内遺跡試掘立会調査概報昭和59年度 1985 京都市文化観光局

99，京都大学構内遺跡調査研究年報昭和52年度 1978 京都大学埋蔵文化財研究センター

100，京都大学構内遺跡調査研究年報昭和55年度 1981 京都大学埋蔵文化財研究センター

101.京都大学構内遺跡調査研究年報昭和54年度 1980 京都大学埋蔵文化財研究センター

102.京都大学埋蔵文化財調査報告E 1981 京都大学埋蔵文化財研究センター

103，京都市内遺跡立会調査概報平成 9年度 1998 京都市文化市民局

104，京都市内遺跡立会調査概報平成10年度 1999 京都市文化市民局

105，京都市内遺跡試掘調査概報平成8年度 1997 京都市文化市民局

106，京都市内遺跡試掘調査概報平成 9年度 1998 京都市文化市民局

211 



19，京都府遺跡調査概報第59冊

20，京都府遺跡調査概報第54冊

21，京都府遺跡調査概報第52冊

22，京都府遺跡調査概報第48冊

23，京都府遺跡調査概報第45冊

24，京都府遺跡調査概報第33冊

25，昭和62年度京都市埋蔵文化財調査概要

26，昭和63年度京都市埋蔵文化財調査概要

27，昭和61年度京都市埋蔵文化財調査概要

28，昭和59年度京都市埋蔵文化財調査概要

29，平安京跡発掘調査概報平成2年度

30.平安京跡発掘調査概報平成元年度

31，京都市内遺跡立会調査概報平成 5年度

32，昭和57年度京都市埋蔵文化財調査概要

33，平安京六角堂の発掘調査

34，左京四条三坊十三町

35.法住寺殿跡

36，左京三条三坊十一町

37，左京七条三坊五町

38.左京八条三坊二町一第 2次調査一

39，左京6条 2坊 6町

40，高倉宮・曇華院跡第4次調査

41.三条西殿跡

42，高倉宮・曇華院跡

43，平安宮朝堂院跡

44，東洞院大路・曇華院跡

45，押小路殿・左京3条 3坊11町

46，西賀茂瓦窯跡

47，左京5条 3坊15

48.大極殿跡の調査

49，士御門烏丸内裏

50，左京8条3坊 2町

51，右京6条4坊 9町・ 5条大路

52，右京 5条 2坊 9町・ 10町

53.左京 5条 2坊16町

54.左京 5条 l坊皇嘉門大路

55，左京3条4坊 4町

56，左京8条 3坊 7町

57，左京6条 3坊 7町

58，烏丸線内遺跡調査年報I

59，烏丸線内遺跡調査年報H

60.烏丸線内遺跡調査年報皿

61.京都府遺跡調査概報第63冊

62.京都府遺跡調査概報第54冊

1994 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1993 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1993 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1992 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1991 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1989 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1991 京都市埋蔵文化財研究所

1993 京都市埋蔵文化財研究所

1989 京都市埋蔵文化財研究所

1987 京都市埋蔵文化財研究所

1991 京都市文化観光局

1990 京都市文化観光局

1994 京都市文化観光局

1983 京都市埋蔵文化財研究所

1975 古代学協会

1984 古代学協会

1984 古代学協会

1984 古代学協会

1985 古代学協会

1985 古代学協会

1986 古代学協会

1987 古代学協会

1983 古代学協会

1983 古代学協会

1983 古代学協会

1977 古代学協会

1984 古代学協会

1978 古代学協会

1981 古代学協会

1976 古代学協会

1983 古代学協会

1983 古代学協会

1991 京都文化博物館

1991 京都文化博物館

1991 京都文化博物館

1990 京都文化博物館

1988 京都文化博物館

1988 京都文化博物館

1995 京都文化博物館

1979 京都市高速鉄道烏丸線内遺跡調査会

1980 京都市高速鉄道烏丸線内遺跡調査会

1981 京都市高速鉄道烏丸線内遺跡調査会

1995 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1993 京都府埋蔵文化財調査研究センター
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442，①AP22②③④⑤鋳造遺構⑥SK225埋斐墓群⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬112

443，①AF15②③＠ SX2⑤⑥SE2東海担鉢・白磁四耳壷⑦⑧＠:Eil:r?⑬112 

444，①AT29②③④⑤⑥SK14・SKl・石鍋⑦⑧＠SK21⑩⑪＠⑬113

445，①BE33②③④⑤＠包含層⑦包含層⑧⑨⑩⑪⑫⑬113

446，①AN20②③④⑤⑥SE3、SKl備前妻⑦⑧〔宣⑮⑪＠⑬113

447，①AL20②③④⑤包含層・四耳壷・青白磁合子・ t甘渦・鋳型⑥包含層⑦⑧⑨⑧gg⑬114 

448，①BD33②③緑粕・土器④土器⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬114

449，①AJ18②③④⑤SE24⑥El3・山茶碗⑦SE27⑧⑨⑩⑪⑫⑬115

450，①AX30②③④⑤⑥包含層⑦⑧包含層⑨⑩Q"W⑬115

451① AT27②③④木棺墓SK3⑤SD3⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬116

452，①左京 5条 3坊 8②③講④⑤土坑132・石鍋⑥土坑140・62・石鍋⑦士坑36、常滑多数・埋棄倉庫 P⑧井戸45・青銅柄杓、方

形竪穴⑨土坑5⑩井戸107⑪井戸107⑫⑬117

453，①左京3条2坊10②③④井戸11・12⑤井戸 5・10、池状遺構⑥⑦⑧井戸9⑨士坑3・土師器皿数千枚⑩井戸3⑬井戸 2⑫堀

i可院⑬118

454，①左京4条4坊 5②士坑14③④⑤⑥⑦遺構⑧＠:En:rz⑬118

455，①左京8条 3坊 7②③井戸ほか④遺構多数⑤遺構最多、井戸 6・8輸入磁器多数・褐紬壷・漆器⑥井戸22基⑦落ち込20・鋳

型・漆器、方形板組墓？⑧火床・有孔セン、土坑73墓？⑨集積溝状、集積墓群⑩耕作地⑪耕作地⑫奈良時代井戸⑬l18

456，①左京 9条3坊13②③④⑤⑥⑦耕作地⑧〔宣⑩⑪⑫⑬118

457，①右京 2条3坊 1②SGl③SD42、SK262鋤・鍬先埋納④⑤⑥⑦耕作地⑧耕作地⑨⑩⑭⑫⑬118

458，①北野鳥居前町遺跡、②③④⑤⑥⑦⑧SE71⑨⑩⑪⑫⑬l18

459，①左京8条 2坊14②③④⑤⑥<I鋳造炉・磯敷き・ゆりもの⑧⑨⑩⑪⑫⑬119

460，①左京8条 3坊②河川③河川④井戸⑤井戸・ t甘禍・鋳型⑥墓⑦墓⑧⑨⑧⑪⑫⑬120

京都市内遺跡調査関係文献リスト

．名 発行年 発行元

1.平成元年度京都市埋蔵文化財調査概要 1994 京都市埋蔵文化財研究所

Z，京都市内遺跡立会調査概報平成 5年度 1994 京都市埋蔵文化財研究所

3，京都市内遺跡立会調査概報平成4年度 1993 京都市埋蔵文化財研究所

4，京都市内遺跡試掘調査概報平成4年度 1993 京都市埋蔵文化財調査センター

5，京都市内遺跡立会調査概報平成 3年度 1992 京都市埋蔵文化財研究所

6，京都市内遺跡試掘調査概報平成 3年度 1992 京都市埋蔵文化財調査センター

7，京都市内遺跡試掘立会調査概報平成 2年度 1990 京都市埋蔵文化財研究所

8，京都市内遺跡試掘立会調査概報平成元年度 1989 京都市文化観光局

9，平成4年度京都市埋蔵文化財調査概要 1995 京都市埋蔵文化財研究所

10，平成 3年度京都市埋蔵文化財調査概要 1995 京都市埋蔵文化財研究所

11，平成 2年度京都市埋蔵文化財調査概要 1994 京都市埋蔵文化財研究所

12，平成8年度京都市内遺跡発掘調査概報 1997 京都市埋蔵文化財研究所

13，京都市内遺跡立会調査概報平成8年度 1997 京都市埋蔵文化財研究所

14，京都市内遺跡立会調査概報平成 7年度 1996 京都市埋蔵文化財研究所

15，京都市内遺跡試掘調査概報平成6年度 1995 京都市埋蔵文化財調査センター

16，京都市内遺跡立会調査概報平成 6年度 1995 京都市埋蔵文化財研究所

17，平安京右京3条 3坊 1990 京都市埋蔵文化財研究所

18，平安京右京6条 1坊 1992 京都市埋蔵文化財研究所
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403，①左京6条3坊 9②③④⑤⑥⑦埋棄墓？備前？土師器皿⑧⑨⑩⑪⑫⑬106

404，①右京9条 2坊 8②③④井戸 1・瓦器⑤井戸2・白磁四耳壷⑥⑦⑧＠19⑬⑫⑬106

405，①左京 5条 3坊 3②③土坑1④⑤⑥⑦包含層⑧⑨⑩⑪⑫⑬107

406，①平安神宮②③東西溝④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑬⑫⑬107

407.①鞍馬蓄銭②③④⑤⑥⑦曲げ物⑧⑨⑧⑬⑫⑬108

408，①山科本願寺跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨土塁⑩⑪⑫⑬108

409，①釜所②井戸144③井戸144④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬109

410，①左京北辺3坊②③④⑤⑥士坑435白磁四耳壷⑦土坑196・197土器溜まり・墓 9⑧柵・磯敷・土坑・ L字溝⑨柵・磯敷・士

坑・ L字溝⑩柵・溝・園地・金箔瓦⑪柵・ j毒・園地・金箔瓦⑫⑬109

411，①左京 7条 2坊②③④溝⑤井戸・石鍋⑥⑦⑧池⑨流路⑩庭園池⑪⑫⑬109

412，①左京8条 2坊②SK450③④井戸・土坑⑤SK335焼け石方形竪穴・ SK569炉？、 SE428・鏡鋳型・羽口・鏡、 SK271常滑埋

菱⑥井戸・土坑⑦井戸・士坑⑧耕作地⑨耕作地⑩耕作地⑪耕作地⑫⑬109

413，①お京2条 2坊②建物・大型緑紬・土馬③耕作地④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬109

414，①朱雀大路②③④⑤流路⑥流路⑦流路⑧流路⑨⑩⑪⑫⑬109

415，①右京6条 1坊②SE156・建物③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬109

416，①豊楽院跡②SD19③SD19④⑤⑥⑦⑧SD3⑨⑩⑪⑫⑬110

417，①中和院跡②包含層③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬110

418.①太政官跡②③包含層④⑤⑥⑦⑧遺構⑨⑩⑪⑫⑬110

419，①朱雀大路②③④⑤湿地⑥⑦⑧＠'.Rg⑫⑬110 

420，①左京 7条 2坊②③④⑤⑥⑦⑧包含層⑨⑩⑪⑫⑬110

421，①左京8条 2坊②SX310池緑粕③④SD134⑤⑥SK68鏡・仏具鋳型⑦SK144木棺墓⑧耕作地⑨⑧⑪⑫商洞院大路に面した墓⑬

110 

422，①左京8条 2坊②③④SD134⑤⑥柑桶・鏡鋳型⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬110

423，①左京 8 条 3坊②流路・緑粕③流路・緑紬④~鏡鋳型・石鍋・焼けた壁⑥⑦井戸16青磁香炉など、鏡鋳型・銭鋳型・石鍋⑧

耕作地⑨⑩⑪⑫⑬110

424，①左京8条 3坊②③湿地④SDlOOO⑤SDlOOO⑥⑦SD555・建物・井戸、漆器大量・箸・土師器埋納、理委備前、 L字溝、柿

経⑧⑨⑩⑪⑫⑬110

425.①右京 1条 3坊②遺構③溝202・墨書＠：溝236⑤⑥⑦⑧⑨溝95幅3.6m濠？⑮立⑫石鍋⑬110

426，①法金剛院②包含層③包含層＠：礎石⑤池⑥池⑦池⑧⑨⑩⑪⑫地鎮銭⑬110

427，①お京2条 3坊②③建物④土師器一括土坑・井戸⑤⑥⑦⑧SE81⑨⑩⑬⑫⑬110

428，①右京3条 1坊②姉小路北溝③姉小路北溝④朱雀大路西側溝⑤朱雀大路西側溝⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬110

429，①右京6条 1坊②邸宅③SD20④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬110

430，①北野廃寺②建物③④⑤⑥⑦⑧建物⑨⑧⑬⑫⑬110

431，①京大構内②③④土器溜井戸369・高麗青磁梅瓶⑤屋敷⑥⑦土器埋納・建物⑧耕作地⑨耕作地⑩⑪⑫鋳造遺物⑬110

432.①下三栖遺跡②③④⑤建物・墓⑥建物・溝・鍋一括・瓦器碗多数⑦⑧⑨⑩⑬⑫⑬110

433，①鳥羽離宮140②③④白河天皇陵濠⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬12

434，①太政官跡②③④溝⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬13

435，①左京 5条 2坊 2②③ピット④建物・緑紬士塔⑤土坑⑥土坑22⑦士坑34⑧土坑29⑨土坑47⑩土坑 5⑪土坑11⑫⑬13

436，①右京 1条2坊12②建物・講③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬13

437，①豊楽院跡②包含層③包含層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬14

438，①職御曹司跡②士坑③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬16

439，①右京北辺2坊 7②溝・士坑・緑糊壷③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬16

440，①AX28②③④⑤SK51⑥SK51⑦⑧⑨⑩⑪＠⑬111 

441.①A021②③④⑤SE6・四耳壷⑥SE3⑦SK4土減墓⑧⑨⑧＠⑫⑬112
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359，①左京4条3坊②③土坑・緑利香炉④⑤土坑・瓦器⑥⑦土坑・青磁⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

360.①左京5条2坊②③④12::ID岡安青磁⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

361，①左京5条3坊②③④⑤遺構⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

362，①左京5条4坊②③包含層④土坑・山茶碗⑤⑥⑦⑧土坑⑨⑩也⑫⑬97

363.①左京5条4坊②③④⑤白磁⑥⑦⑧包含層⑨⑩⑪⑫⑬97

364，①左京7条3坊②③④⑤⑥⑦⑧墓⑨⑩⑪⑫⑬97

365，①左京7条3坊②③④⑤⑥⑦墓・四耳壷⑧⑨⑩＠⑫⑬97

366.①左京7条4坊②③④⑤⑥⑦墓⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

367，①左京8条2坊②③④土坑⑤⑥⑦落ち込み・石鍋・白磁・褐税四耳壷⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

368，①左京8条1坊②③④⑤⑥包含層⑦⑧＠⑩G⑫⑬97

369，①右京1条2坊②③SD1④⑤⑥⑦⑧士坑1⑨⑩⑪⑫⑬97

370.①右京 1条3坊②包含層③④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑬＠⑬97

371，①右京5条2坊②③④⑤包含層⑥⑦⑧＠⑩G⑫⑬97

372，①右京2条2坊②③土坑・灰紬・緑粕④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

373.①右京 5 条 2 坊②③SK4 ・緑紬・灰紬④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠~⑬98

374，①左京4条2坊②③④SKI⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬98

375，①左京4条4坊②③④12:::0土坑⑦士坑⑧⑨⑧⑬⑫⑬98

376，①左京5条3坊②③④⑤土坑⑥土坑⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬98

377，①AF14②③④SElO⑤包含層⑥⑦⑧SD05⑨⑩<U⑫石鍋⑬99

378，①AP19②③④SK66⑤⑥SEl⑦SK53⑧⑨⑧⑬＠⑬100 

379，①AT27cl③④⑤SD3⑥⑦⑧⑨⑮n⑫墓2基⑬100

380，①BG31②③土器④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬101

381，①AW28②③④⑤⑥⑦土器⑧土器⑨⑩⑪⑫⑬101

382，①白河北殿北辺②③④SD12⑤SK12・SD09・SE26⑥SD03・石鍋⑦SK08⑧SD24⑨⑩⑪⑫⑬102

383.①左京3条3坊7②③④ピット⑤⑥⑦⑧⑨⑩池・鋳造関係⑪池・鋳造関係⑫⑬103

384，①左京4条3坊8②③④包含層⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪落ち込み・華南三彩・蒔絵⑫⑬103

385，①左京 6 条 3 坊②土坑・馬歯③ 6 条大路④ 6 条大路⑤ 6 条大路⑥ 6 条大路⑦ 6 条大路⑧ 6 条大路＠⑧ D~⑬103

386，①右京1条2坊②包含層③包含層④講⑤⑥道路⑦⑧⑨⑧包⑫⑬103

387，①右京 l条4坊2②③④⑤⑥⑦溝・土師器多数⑧（互⑩⑪⑫⑬103

388，①右京4条2坊11②溝③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪土居濠＠⑬103

389，①右京5条3坊4②宇多小路側溝③④⑤⑥⑦⑧＠:ru⑬⑫⑬103

390，①右京 6 条 2 坊12②野寺小路③④⑤⑥⑦⑧⑨⑧ D~⑬103

391，①北野遺跡②③SD16④SD4⑤SD3⑥⑦⑧SDI⑨⑩⑪⑫⑬103

392，①法住寺殿跡②③④⑤溝⑥溝⑦⑧⑨⑩⑪＠⑬103

393.①太政官跡②③溝④⑤⑥⑦⑧（宣⑩⑪⑫⑬104

394，①左京1条4坊②③④⑤⑥⑦⑧⑨包含層⑩⑮⑫ヨーロッパ陶磁器⑬104

395，①左京5条2坊8②③④⑤幅8.3mの濠・盤・鍋⑥⑦⑧井戸⑨⑩⑪⑫⑬104

396，①左京5条3坊8②③④⑤包含層⑥墓？⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬104

397，①右京1条2坊15②井戸③④幅 5m濠つ水路？⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬104

398.①右京4条2坊13②SD2・3.羽口・スラグQj④SDI⑤包含層⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫四条大路⑬104

399，①右京3条2坊 1②邸宅池・緑紬・越③邸宅池・緑糊・越④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬105

400，①右京4条2坊12②包含層③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫⑬105

401，①衆楽第②③④③⑥⑦⑧⑨⑩濠⑪⑫⑬106

402，①衆楽第②③④⑤⑥⑦（宣亙⑩濠⑪＠⑬106
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316.①相国寺境内②③④⑤⑥⑦井戸・山茶碗・常滑担鉢⑧⑨⑩⑪⑫石鍋⑬72

317，①泰明館地点②③④⑤⑥⑦SKlll⑧ST201・202墓⑨SK211⑩⑪SK106⑫⑬73

318，①今出川駅②③④⑤⑥CZSK202・石鍋〔SSK205⑨SD302⑧SK311⑪⑫⑬74 

319，①中学校②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠鏡鋳型⑫⑬75

320.①高等学校②③灰紬陶器④⑤⑥魚住⑦⑧~:E:U:r? ⑬76

321，①新町校地②③④⑤⑥⑦SDOOl⑧⑨⑩⑪⑫⑬77

322，①六角町②③④緑粕⑤⑥青磁⑦瀬戸卸皿⑧土師器⑨⑩QI⑫石鍋⑬78

323.①成安女子学園②③④⑤⑥魚住⑦魚住⑧土坑⑨土坑⑩SDOl⑪⑫⑬79

324.①有隣館地点②③緑粕陰刻花文④瓦器碗⑤⑥⑦⑧~~:u⑫中世遺物⑬80

325，①南蛮寺②③④瓦⑤⑥⑦⑧⑨土師器⑮硯・釜＠jz⑬81

326，①幼稚園地点②③④⑤SX2001⑥SK1046・SK1091、四耳壷⑦⑧SK2094⑨SK1169⑩SE1008Q1:U⑬82

327.①常磐井殿町②③④⑤SK401⑥SK306・四耳壷・石鍋・盤⑦SE402⑧⑨⑩SX202Q!jz⑬83

328，①徳照館②③④⑤⑥⑦⑧SK301、瀬戸水注⑨⑧⑬SK202⑫近世鏡鋳型⑬84

329，①新島会館Clくむ緑紬・灰粕④SK318⑤⑥⑦⑧⑨⑩SK320⑪⑫⑬84

330，①電話配管②③④⑤⑥⑦⑧土師器⑨⑩⑪⑫⑬85

331，①女子大図書館②③④⑤⑥常滑⑦SK340⑧SE301⑨備前⑩⑬⑫⑬86

332.C!:仁和寺境内②③灰勅・緑粕・越④⑤⑥⑦⑧＠:E:f!⑫⑬87

333，①ゆりかご保育園②③④⑤井戸⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬88

334，①微妙殿②③④土御門大路⑤⑥士坑⑦⑧⑨⑩⑪⑫中世遺構⑬88

335，①金牛院②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪井戸・漆器⑫⑬88

336 ，①花園高校②③④（［~⑦⑧⑨⑩土師器＠⑫⑬88

337，①花園高校②③④⑤⑥包含層⑦SX22・石鍋⑧⑨CE⑪⑫⑬89

338，①右京2条 3坊10②建物・緑紬③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫⑬89

339，①清和館②③④⑤⑥⑦土師器・青磁・山茶碗⑧⑨⑩＠⑫⑬90

340，①中務省②SDl・建物③④⑤⑥⑦⑧＠'.Efi⑬⑬91

341，①西雅院②土器・緑粕③④⑤⑥⑦⑧土器？⑨⑩⑪土器⑫⑬91

342，①右京 5条 2坊②地鎮銭壷、西堀河小路③墓SK3④⑤⑧⑪⑧⑨⑩⑪⑫⑬91

343，①西寺②建物・溝－築地③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬91・93

344，①南禅寺②③④土器⑤魚住⑥土器⑦土器＠備前⑨⑩＠⑫⑬92

345，①主水司②SKS・10・須恵器薬壷③④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑪⑫⑬93

346，①左兵衛府②③SDl④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑬⑫⑬93

347，①高陽院②③SGl④⑤SGl⑥SGl⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬94

348，①左京6条 3坊②③④SFl⑤⑥⑦⑧⑨SDI⑩⑬SKl鋳型⑫⑬94

349，①右京 2条 2坊②③SXl低湿地・天暦7緑粕・黒色④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬94

350，①右京 3条 2坊②③SE4乾元大宝・建物④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬94

351.①右京8条 2坊②③④⑤⑥SDl・瓦器・魚住⑦⑧⑨⑧⑬＠⑬94
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352，①壬生車庫②SE7③SE7④包含層⑤SES・SKlO・9・1、四条坊門小路SD3⑥四条坊門小路SDI・四耳壷⑦⑧⑨SK12⑩⑪⑫

石鍋⑬95

353.①右京 3条 3坊②井戸・溝・硯多数③SE6④⑤⑥⑦⑧〔宣⑩⑪⑫⑬96

354，①左京 1条 3坊②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑪⑫溝・青磁・瓦器鍋⑬97

355.①左京3条 3坊②③井戸④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

356，①左京 5条 3坊②③④土坑⑤⑥⑦土坑・白磁皿⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

357，①左京6条 2坊②③④⑤士坑・白磁四耳壷⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬97

358，①左京 2条4坊②③④⑤⑥⑦土師器一括⑧⑨⑩⑪⑫⑬97
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280，①No.64②③④⑤⑥土坑12⑦土坑13⑧土坑11⑨土坑群⑮⑬土坑9⑫⑬60

281，①No.65②③④落ち込み 2⑤土坑6⑥土坑 5・少ない⑦土坑3⑧石組遺構⑨士坑7⑩溝3⑪井戸2・5⑮⑬60

282，①No.66②③ピット④土坑群⑤ピット⑥土坑6・7⑦井戸13・14・土坑8⑧井戸11・士坑3⑨井戸10・溝 1⑩士坑⑪井戸7⑫

⑬60 

283，①No.67②③井戸 7④井戸 7⑤ピット21⑥土坑15・17・青磁⑦士坑12⑧井戸 5・6⑨土坑6・7⑮⑪土坑3⑫⑬60

284，①No.68②ピット 12③ピット94④士坑10⑤落ち込み6⑥土坑9・11⑦土坑2・3・7この地域を特徴付ける土坑群、遺物多

彩、形一定⑧井戸8⑨土坑24・12⑩井戸6・7([! :g⑬60 

285.①No.69②流路緑紬香炉③④土坑10⑤士坑11⑥土坑15⑦井戸 3・4.常滑斐⑧士坑3⑨⑧立⑫⑬60

286，①No.70②③④⑤井戸 1⑥土坑8⑦⑧⑨⑧j]l]⑬60

287.①No. 71②③井戸 7④ピット群・井戸6⑤土坑群⑥士坑62・49・石鍋・礁など墓つ⑦土坑42墓？・土坑40⑧土坑37墓数珠・

土坑25石鍋⑨土坑減少⑩ど⑬⑫⑬60

288.①左京 1条2坊14②土坑170・井戸231③④⑤⑥⑦⑧⑨士坑⑩⑪土坑8・42・備前斐・刷毛・金箔瓦⑫⑬61

289，①No.72②③土坑④土坑83⑤ピット群、士坑73〔宣磯士坑墓つ青磁完形とか土釜とか砥石とか、井戸13・14・四耳壷・石鍋⑦

際土坑墓つ土坑44士師器完形・ 1甘塙・羽口・銭、井戸10・掘り込み 2・青磁双魚文皿、褐紬水注、士坑39・山茶碗、石鍋⑧

喋士坑墓？青磁完形とか土釜とか砥石とか、石鍋⑨井戸9・瀬戸花瓶・洞花瓶⑩井戸j]⑫墓つが小単位で展開⑬60

290，①No.73②包含層③井戸18④井戸・土坑⑤土坑55・中国品多数・石鍋、土坑44・銭多数.j:甘桶・砥石⑥士坑27墓・石鍋、土

坑29・石鍋⑦土坑28・鋳盤、土坑14・18・墓、土坑25・石鍋⑧土坑11・墓⑨濠⑮n⑫⑬60

291，①No.74②包含層・瓦③井戸・緑粕④土坑⑤ピット群⑥ピット群⑦溝・ピット⑧土坑17墓、 18・21墓⑨溝⑩G⑫⑬60

292.①No.76②③④土坑16⑤⑥士坑13⑦⑧井戸2⑨濠4m⑩⑪⑫⑬60

293，①No.77②③井戸17④溝2中国品多量⑤溝 1⑥士坑50石鍋⑦土坑35⑧土坑29⑨井戸15⑩士坑17⑪⑫⑬60

294，①No.78②③ピット57④井戸 5⑤⑥⑦土坑9⑧⑨土坑群⑩井戸3⑪硯工房⑫⑬60

295，①No.79②③④⑤⑥⑦⑧池状⑨池状⑩ピット⑪⑫⑬60

296.①No.80②③土坑群④士坑群⑤土坑66・鉄生産、土坑75・銭121枚⑥土坑51⑦土坑28、76・滑石鍋⑧土坑28⑨土坑61・55皿釜

一括墓つ・銭37枚⑩⑪⑫⑬60

297，①x-5②③ピット47④士坑9⑤土坑11⑥⑦井戸7⑧井戸10（宣⑧⑬⑫⑬60

298，①F-2②③④土坑 1⑤⑥⑦⑧⑨⑧＠⑫⑬60

299，①衆楽第跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩君主楽第濠⑪⑫⑬62

300，①左京8条4坊②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫中世包含層⑬63

301.①鳥羽139次②③④東殿庭園・仏像⑤⑥⑦⑧⑨⑩j]J.?⑬64

302.①鳥羽136次②③④⑤⑥井戸10⑦土坑97⑧土坑101⑨土坑53⑧⑬⑫⑬65

303，①鳥羽122次②③④講3・瓦器碗・士塔⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫白河陵石垣・瓦窯⑬66

304，①鳥羽124次②③④⑤溝28魚住・瓦器・黄平曲盤⑥⑦⑧CE:K rm⑬66 

305.①左京4条4坊 4②③④⑤井戸202白磁合子⑥⑦墓380⑧土坑390⑨⑩溝354・土坑56・鏡鋳造⑪土坑227・鏡鋳造⑫埋菱⑬67

306.①左京内膳町②③SK19④SE176⑤SE326⑥SK154⑦SE372⑧SE202B⑨SD41B⑩⑪SG08⑫⑬68

307，①三条大路②③G:包含層⑤⑥⑦⑧⑨⑮⑪SK38⑫⑬68

308，①右京 1条3坊 9②邸宅③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫⑬68

309，①右京 1条3坊 9②邸宅③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩包⑫⑬68

310，①右京 1条3坊 9②邸宅③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠＠⑬68

311.①右京2条2坊 5②土坑③包含層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬68

312.①左京8条 3坊②包含層③整地層④i糞・井戸⑤SD24中国多量、 SD25・盤⑥SD28⑦SEl・四耳壷、 SE5・河内釜・山茶碗・

平碗・卸皿・瀬戸多い・埋斐・仏像・鋳型多数・銭鋳型・石鍋⑧磯敷蔵基礎⑨⑮⑪⑫⑬69

313，①同静和館地点②③④⑤⑥⑦土坑70⑧＠'.illj]⑫⑬70 

314，①新島会館地点②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪土坑77⑫⑬70

315.①相国寺境内②〔3緑紬④⑤⑥SD202・ SK305、瀬戸水注⑦SK311⑧SK132〔宣⑩⑪⑫羽口⑬71
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237，①No.33②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩土坑群⑪⑫⑬58

238，①No.34②③土坑笹焼土層E⑤井戸 5⑥井戸4⑦士坑7・9⑧土坑⑨⑩井戸⑪⑫⑬58

239，①No.35②③④⑤⑥⑦士坑8・9⑧⑨土坑群⑧⑬⑫⑬58

240，①No.36・37②③ピット36④溝 2・3⑤土坑32・井戸⑥土坑34・井戸⑦土坑13・土師器皿埋納墓⑧理費墓群⑨土坑21・井戸

⑮⑬⑫山茶碗⑬58

241,①立一11②③土坑11④⑤⑥⑦⑧⑨⑧u:⑫⑬58

242，①No.39②③包含層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩溝3・井戸4・土坑4⑪溝3・井戸4・土坑2⑮⑬59

243，①No.40②③④瓦⑤⑥⑦⑧士坑 5（互⑩土坑群⑪土坑群⑫⑬59

244，①No.41②③④土坑15⑤土坑16⑥土坑30・井戸 2⑦井戸 2⑧土坑10⑨⑩士坑9⑬⑫山茶碗⑬59

245，①No.42②③土坑45・48・緑紬④土坑群⑤⑥⑦土坑群⑧土坑24・31・墓・土釜⑨⑩GS⑬59 

246，①>No. 43②ピット③士坑④土坑群⑤土坑群⑥士坑群⑦土坑3⑧⑨井戸6・土坑39⑩⑭茶陶⑫⑬59

247，①No.44②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩｜日二条城・石垣・金箔瓦・石仏⑬⑫⑬59

248，①No.45②③④⑤⑥⑦⑧⑨士坑・ j葬⑩溝⑪⑫⑬59

249，①No.47②③④士坑群⑤士坑群⑥土坑群⑦土坑58・常滑埋斐⑧土坑3・4⑨井戸 2・4⑩土坑 5(jJ：）］⑬59 

250，①No.48②③井戸2・1④⑤土坑2B⑥土坑2A・ 石鍋⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬59

251，①No.49②土坑62③土坑23④土坑群③士坑⑥土坑13・瓦器⑦土坑群⑧土坑群⑨士坑3⑩井戸1⑪⑫⑬59

252，①No.50②③井戸5④土坑10・38⑤土坑26⑥土坑54一括⑦⑧⑨土坑群⑩⑪土坑群⑫⑬59

253，①No.51②③④土坑19R井戸6・石鍋・土坑26・山茶碗⑥⑦⑧建物・土坑15⑨土坑⑩井戸 5⑪＠⑬59

254，①No.55②③④⑤溝 1⑥士坑12⑦土坑3⑧⑨⑧irn⑬59

255，①No.56②③④井戸6⑤井戸5⑥⑦士坑8⑧⑨土坑5⑩(jJ：）］⑬59

256，①No.57②③落ち込み④ピット⑤ピット⑥井戸13⑦土坑4⑧井戸12・滑石人面⑨土坑⑩⑪⑫⑬59

257，①No.58②③④6条大路⑤土坑12⑥⑦士坑7・土師器多量⑧溝 1⑧井戸11⑩井戸 9⑪⑫⑬59

258，①No.59喧＠④土坑群⑤土坑群⑥士坑13⑦⑧土坑群⑨溝 1・備前⑩土坑 1⑪土坑39⑫金箔瓦⑬59

259，①No.60②溝 1・緑紬③土坑④土坑⑤土坑7・土師器皿5枚重ね⑥士坑25⑦⑧土坑⑨士坑⑩⑪溝条 1⑮⑬59

260，①No.61②③ピット④井戸・楊梅小路⑤楊梅小路⑥楊梅小路⑦士坑2⑧井戸4⑨井戸 5⑩⑪⑫青白磁合子⑬59

261，①x-1②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩濠 1・石垣・石仏⑪⑫旧二条城⑬59

262，①x-4②③溝 1～3・灰紬④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬59

263，①立17②③越・緑粕合子・灰粕④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬59

264，①立18②③④士坑4・井戸⑤土坑⑥土坑10埋斐⑦⑧⑨⑧⑬⑮⑬59

265，①D24②③④包含層⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬59

266，①D31②士坑③④⑤⑥⑦土坑⑧土坑⑨⑩⑪⑫⑬59

267，①D33②③士坑④土坑 1⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬59

268，①D34②③④土坑⑤土坑⑥土坑⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬59

269，①D23②③④⑤⑥⑦土坑⑧士坑⑨⑩⑪⑫⑬59

270，①D27②③④⑤⑥⑦⑧土坑⑨土坑⑩⑪⑫⑬59

271，①D28②③④⑤⑥⑦⑧土坑⑨土坑⑩⑪⑫⑬59

272，①D32②③④⑤⑥⑦⑧＠⑩大士坑⑪⑫⑬59

273,G.: G22②③④⑤⑥⑦土坑 1・土器溜⑧⑨⑧⑬⑫⑬59

274,G.: G4②③④⑤⑥⑦⑧⑨土坑2・土器溜⑩Q!⑫⑬59

275，①G2②③④⑤⑥包含層⑦⑧⑧⑩＠⑫⑬59

276，①G21②③④⑤⑥包含層⑦⑧⑨⑩⑪窃⑬59

277，①G24②③④⑤⑥包含層⑦⑧〈宣⑩(jJ：）］⑬59

278，①No.62②③④土坑10⑤ピット 4⑥ピット⑦⑧土坑5⑨溝 1 （濠）⑮土坑3⑪窃⑬60

279，①No.63②土坑17③ピット④井戸4・土坑群⑤井戸4⑥土坑19⑦⑧土坑2⑨土坑22⑩⑪⑫⑬60
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198，①西賀茂瓦窯跡②窯③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫c46

199，①左京5条3坊15②③井戸B・C・D白磁四耳壷・瓦器④常滑埋め蔓・墓または貯蔵⑤墓 A・ 土坑A⑥墓B・士坑B・C・

墓C⑦墓D⑧土坑D・E⑨井戸E⑩⑪⑫⑬47

200，①大極殿跡②瓦③瓦④瓦⑤⑥⑦⑧⑨⑩土器⑪士器⑫⑬48

201，①左京 1条3坊 9②③溝④土坑⑤⑥土坑⑦⑧土坑⑨土坑⑩⑪⑫＠49

202，①左京8条3坊 2②溝・越③井戸④⑤井戸・ピット・褐紬壷・鋳型多数⑥井戸・ピット・四耳壷・瓦器・水注⑦ピット・火

鉢・墓⑧ピット・平碗・瓦器茶釜・墓⑨⑩⑪⑫⑬50

203，①右京6条4坊 9町・ 5条大路②③包含層④包含層⑤⑥⑦⑧⑨包含層⑩包含層⑪⑫⑬51

204，①右京5条2坊 9町・ 10町②野寺小路・土器溜まり③井戸 2・1④⑤耕作地⑥耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨⑩⑪⑫石鍋⑬52

205，①左京 5条2坊16町②③士坑286④井戸310⑤包含層⑥土坑103⑦包含層⑧⑨⑩包含層⑪⑫⑬53

206，①左京 5条 1坊皇嘉門大路②皇嘉門大路③緑紬④⑤⑥⑦⑧⑨⑩也愈⑬54

207，①左京3条4坊 4町②③築地・井戸28・士坑289④井戸12⑤土坑213⑥⑦⑧士坑130⑨井戸20・播磨鍋⑩溝口（ 3条大路また

は堀）⑪⑫⑬55

208，①左京8条3坊 7町②③井戸346・347・415④⑤⑥井戸163・200・336・鋳型・集石墓64・漆器・埋蔓45⑦集石墓・埋菱46・

31415枚の埋銭⑧井戸119・434・集石墓109・仏像・堀 6⑨⑩⑪⑫⑬56

209，①左京 6条3坊 7町②③6条坊門小路④6条坊門小路・柑桶・井戸931・土坑461⑤ 6条坊門小路・土坑429⑥ 6条坊門小路

⑦ 6条坊門小路・土坑78・239・土坑147墓つt甘桶⑧6条坊門小路・井戸594・士坑219・鋳型枠多数⑨⑩⑪土坑693⑫⑬57

210，①No. 2②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩金箔瓦（［!l?⑬58

211，①No. 3②③④⑤⑥⑦⑧土坑6・一括廃棄⑨⑩茶陶⑪⑫⑬58

212，①No. 4②③包含層④⑤⑥⑦土坑2⑧士坑2⑨土坑4⑩＠⑫⑬58

213.①No. 5②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩建物⑪⑫⑬58

214，①No. 6②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ピット⑬⑫⑬58

215，①No. 7②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ピット・溝⑪⑫⑬58

216，①No. 8②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩集石土坑⑪⑫⑬58

217，①No. 9②③④⑤⑥⑦⑧⑨溝⑩集石土坑⑪⑫⑬58

218，①No.10②③④⑤⑥⑦溝 7⑧⑨⑩溝4⑪⑫⑬58

219，①No.11②③溝 1④ピット⑤⑥⑦⑧ピット 3⑨⑩＠⑫⑬58

220，①No.12②③④⑤⑥⑦⑧土坑2・集石・土釜⑨⑩土坑1⑪＠⑬58

221，①No.13②③④⑤⑥⑦⑧⑨石塔⑩溝 1⑪⑫⑬58

222，①No.14②③④⑤⑥包含層⑦⑧土坑⑨土坑⑩土坑⑪⑫⑬58

223，①No.15②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩濠・旧二条城⑪⑫⑬58

224.①No.16②③④~⑥⑦⑧⑨⑩金箔瓦⑬⑫⑬58

225，①No.17②③④⑤⑥⑦⑧⑨溝⑩溝⑪⑫⑬58

226，①No.18②包含層③④ピット⑤ピット⑥ピット・井戸⑦ピット⑧ピット⑨ピット・井戸⑩石列・井戸3⑪⑫⑬58

227.①No.19②③④⑤⑥土坑7⑦⑧⑨溝2⑩金箔瓦⑪⑫⑬58

228，①No.20②③④⑤⑥⑦⑧⑨濠⑩土坑3⑪⑫⑬58

229，①No.21②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩漆器⑪⑫⑬58

230，①No.22②③④⑤土坑8⑥士坑8⑦⑧⑨土坑2⑩⑪⑫緑紬⑬58

231，①No.23②③士坑11・6④⑤⑥⑦土坑群・墓⑧士坑群・墓⑨士坑群⑩ピット⑪⑫⑬58

232，①No.24笹⑬④⑤⑥⑦⑧⑨⑩濠・石塔＠ゆ⑬58

233，①No.27②③④土坑3・4⑤⑥落ち込み 2⑦⑧⑨⑩井戸5⑬土坑1⑫⑬58

234，①No.29②③④⑤⑥⑦⑧⑨ヒ。ット⑩士坑群・金箔瓦⑪⑫⑬58

235，①No.31②③④⑤⑥⑦⑧⑨土坑7⑩土坑群⑪⑫⑬58

236，①No.32②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩濠 1・石垣＠⑫⑬58
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160，①衆楽第跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩堀⑪⑫⑬20

161，①左京 1条2坊10②③④⑤⑥土坑⑦土坑・石鍋⑧⑨土器⑩土器＠⑫⑬21

162，①東寺境内②③④建久盛り土・瓦器碗⑤⑥⑦⑧（宣⑬u⑫⑬22

163.①烏丸町遺跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑬⑫流路⑬22

164.①左京 1条3坊 2②③讃岐瓦・緑紬瓦④⑤⑥SK135磁州青糊⑦⑧西i同院大路⑨西洞院大路⑩⑭高級茶陶・羽口・坊桶・金箔

瓦⑫⑬23

165，①左京近衛②近衛大路・緑粕瓦③包含層・流路④流路⑤川⑥⑦⑧西i岡院大路・ 3.4m幅のi#（堀）⑨SK149・堀⑩SX106墓

・ SE147・金箔瓦⑬華南三彩盤⑫構⑬24

166，①左京北辺3坊 l②土坑271③溝349・緑紬④i禽349⑤⑥包含層⑦⑧⑨掘142・柵⑩⑪⑫窒町時代の鉄製燭台⑬25

167.①左京 2条3坊②中御門大路③中御門大路④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑬井戸⑫⑬25

168，①右京4条2坊 6②建物・井戸・緑事由＠浴）耕作地⑤耕作地⑥耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑧⑪⑫三彩⑬25

169.①右京 5条 1坊②③④⑤⑥⑦⑧⑨湿地状⑩包含層＠＠⑬25

170，①鳥羽離宮②③＠磁州壷⑤溝190・山茶碗⑥溝244⑦⑧⑨⑨u⑫⑬26

171，①右京7条 1坊 l②③SD23・灰粕陶器＠：SDl・牛馬の骨⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪:g⑬27

172，①右京9条 1坊10②③SX279緑紬④木棺墓 SX121⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬27

173.①久我東町遺跡②③④⑤⑥環濠建物群⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬27

174.CI伏見城城下町②SD77③④⑤⑥⑦⑧＠：⑩SK307⑪SK307⑫⑬27

175，①左京北辺3坊 4②③④⑤土坑⑥⑦⑧⑨⑩士郎器皿大量⑪⑫⑬28

176，①左京 1条2坊15②包含層③④近衛大路⑤⑥土坑⑦瓦器壷埋納⑧⑨堀⑧⑬SE300⑫⑬28

177，①左京4条2坊11②③④⑤⑥⑦流路⑧⑨幅 2mの溝⑮包＠⑬28

178，①久我東町遺跡②③④⑤⑥建物⑦墓⑧⑨⑩⑪＠⑬28

179.①宮西限②SD67③SK61・P59④⑤⑥⑦⑧⑨⑧:a:g⑬29

180，①宮西限②③SD16④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＠⑬29

181，①左京2条2坊10②③SXl④⑤整地層⑥⑦⑧＠：⑩＠⑫高陽院⑬30

182.①左京 5条2坊 8②③井戸・糠櫨土師器④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑬⑫⑬31

183，①左京4条3坊 5②溝③SE21・越・灰紬・須恵器④⑤⑥⑦⑧⑨⑩QI⑫⑬32

184，①六角堂②③④SD339⑤⑥⑦⑧⑨土器⑩⑬⑫⑬33

185.①左京4条3坊13②包含層： 8稜鏡；緑粕硯③井戸220・井戸531④井戸734・筆架山窯：磁社窯：石鍋：東海系担鉢⑤溝794

：白磁四耳壷：井戸423i奈器椀：白磁聞耳壷⑥⑦SK611備前すり鉢⑧士坑⑨土坑⑩⑪⑫⑬34

186，①法住寺殿跡②③④⑤⑥C18井戸CIG3井戸火鉢：東海系裡鉢：石鍋：卸し皿：樽仏：平碗⑧⑨⑩⑪⑫⑬35

187.①左京3条3坊11②③SB65・SD83:SD98④井戸196⑤⑥SK70：室町墓多数白磁四耳壷⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬36

188，①左京7条3坊 5②③SE54④SElll⑤SE139瓦器碗⑥SX32墓⑦墓⑧墓：土釜⑨SD13⑩⑪⑫石鍋：青白磁合子⑬37

189，①左京8条3坊 2②流路③④紀井戸8⑤井戸9：石鍋：盤：井戸24鋳型⑥墓⑦墓⑧土坑102⑨⑩⑬⑫⑬38

190，①左京6条2坊 6町②③井戸5・6④⑤土坑2・山茶碗⑥井戸3⑦溝 1・士坑1⑧⑨土坑2⑩＠⑫白磁四耳壷⑬39

191，①高倉宮・曇華院跡第4次②③溝15④井戸12・山茶碗⑤土坑68・山茶碗・白磁四耳壷・溝 7⑥土坑96⑦⑧溝 1 （堀） ・士坑

201・丹波斐⑨⑩⑪⑫瀬戸平碗⑬40

192.①三条西殿跡②③3条大路・緑紬・越・白磁四耳壷④⑤小士坑群⑥烏丸小路・石鍋⑦⑧井戸42・土坑2・i奈箆・漆器⑨三条

大路⑩⑪⑫⑬41

193.①高倉宮・曇華院跡②③④⑤井戸 5⑥井戸4・褐紬⑦土坑58・64⑧土坑89⑨土坑88⑩土坑79⑪⑫⑬42

194.①朝堂院跡②緑柚瓦笹1緑粕瓦④瓦⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬43

195.①東洞院大路・曇華院跡②③灰紬陶器④⑤⑥常滑蔓⑦常滑菱⑧土器⑨土器⑩＠⑫⑬44

196，①押小路殿②③井戸206・瓦器④井戸 1⑤⑥井戸205⑦⑧士坑207・瀬戸卸皿⑨溝203⑩井戸 7＠焼土層・染付⑫⑬45

197，①左京3条3坊11②③井戸11④⑤⑥土坑6⑦土坑12・土坑14備前斐⑧土坑5・備前妻⑨井戸4⑩井戸3⑪井戸2⑫酒屋？⑬

45 
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120.①No. 4・5②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩町屋⑪町屋⑫⑬11

121，①No.11②③朱雀大路東溝④⑤⑥⑦⑧⑨耕作地⑩耕作地⑪⑫⑬11

122，①NS試掘②③溝 1④⑤⑥⑦⑧⑨耕作地⑩耕作地⑪⑫⑬11

123，①No.19②東京極大路③東京極大路④東京極大路⑤⑥土坑など⑦土坑など⑧土坑など⑨土坑など⑩⑪⑫⑬11

124.①左京4条4坊 2②土馬・馬歯③溝320④溝326・井戸359⑤⑥⑦⑧⑨⑮⑬茶陶⑫石鍋・中世は少ない⑬11

125，①左京 5条3坊 8②③SE377、SK391祭杷土坑④SD216・鉄鍋⑤⑥SE143⑦⑧⑨SK57漆箆・刷毛、 SK134雲母⑩方形竪穴⑪

石組貯蔵庫⑫越・三彩・梅瓶⑬11

126.①左京 5条4坊 9②土坑124③建物④⑤⑥⑦⑧遺構少し⑨遺構増加⑩塀⑪⑫中世塀・一分金⑬11

127，①左京 6条 1坊15②建物・ SD747③④建物・井戸⑤⑥井戸・柱穴⑦⑧柱穴⑨SD33幅 3m⑩⑪⑫緑粕唾壷⑬11

128，①左京6条3坊 6②③慶滋保j乱、井戸151④土坑⑤土坑⑥⑦⑧⑨多くが削平⑩⑬⑫⑬11

129，①左京6条3坊 7②③6条坊門小路④6条坊門小路⑤⑥6条坊門小路⑦⑧⑨6条坊門小路⑩⑬⑫⑬11

130，①左京6条3坊10②流路③池500・6条坊門小路④道路拡張（小 6条殿）⑤6条坊門小路⑥6条坊門小路⑦6条坊門小路⑧

町屋⑨濠⑩⑬⑫水銀⑬11

131.①左京 7条3坊 3②井戸・士坑疎ら③井戸・土坑疎ら④井戸・土坑疎ら⑤土器溜まり・埋め蔓・建物⑥方形檀・埋め斐・砥

石・土師器鉢・有孔碍⑦方形竪穴・仏具鋳型⑧仏具鋳型多量・礎石建物・埋め斐⑨空白⑩大型土坑⑪土蔵・鋳型土坑⑫⑬11

132.①左京8条3坊16② 7条大路③④SD300⑤⑥遺構少ない⑦遺構少ない⑧遺構少ない⑨遺構少ない⑩<U⑫⑬11

133，①左京8条3坊16②③7条大路・井戸・宅地・緑紬香炉・長沙水柱④7条大路・井戸・宅地⑤⑥石鍋・鋳型・ 1甘塙・砥石・

築地基礎・鋳造に必要な水溜め士坑？・炭土坑⑦⑧⑨⑩⑪羽口・鋳型・土蔵・ SK26⑫⑬11

134，①左京9条2坊16②③④幅3.8m溝⑤⑥井戸⑦⑧⑨⑧⑪⑫⑬11

135，①左京9条2坊15②③④SX57・多量焼士、柵・溝⑤包含層⑥井戸⑦井戸⑧⑨⑧江⑫士釜井戸⑬11

136，①右京 5条2坊10②建物・緑袖多い③＠：⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬11

137，①右京 5条2坊11②建物③④⑤⑥⑦⑧耕作地⑨耕作地⑩⑪⑫⑬11

138，①右京6条 1坊11②建物・井戸③④井戸⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫刻印部材⑬11

139，①右京6条3坊8②建物（宣耕作地④耕作地⑤耕作地⑥耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩⑬⑫⑬11

140.①右京 7条2坊10②建物・井戸③耕作地④耕作地⑤耕作地⑥耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩⑪⑫⑬11

141.①右京 9条 1坊 2②流路③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬11

142.①北野廃寺跡15②建物③④⑤⑥⑦⑧土坑・建物・塀⑨⑩⑪⑫⑬12

143，①岩倉幡枝古窯跡群②瓦③④⑤⑥⑦⑧⑨窯・土器⑩⑪⑫⑬12

144，①右京 5条3坊 9②③④⑤⑥⑦⑧⑨幅2.3m溝・線刻粘板岩⑮⑬⑫西院城⑬13

145，①左京4条4坊 7②③④⑤⑥土坑⑦⑧包含層⑨⑩⑬茶陶⑫⑬13

146，①左京6条4坊 1②土坑③④⑤⑥士坑・瓦器釜（銅銭）⑦⑧〔宣⑩⑪⑫⑬13

147.①左京3条4坊13②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪茶陶大量⑫⑬14

148，①左京4条3坊 8②③包含層④溝⑤土坑⑥⑦⑧⑨幅3.2m溝⑮⑪⑫⑬15

149，①左京4条2坊10②③井戸・青白磁合子④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪塩壷⑫⑬16

150.①左京 5条2坊10②③④⑤⑥⑦水溜遺構・土師器大量⑧⑨⑩＠⑫天日形瓦器⑬16

151，①左京9条 1坊15②③④包含層⑤包含層⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬16

152，①左京 3条3坊 7②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪包含層・煙管⑫⑬16

153，①左京4条4坊 6②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪士坑・梓秤⑫⑬16

154，①左京4条4坊 9②③④⑤⑥土坑⑦⑧土坑⑨⑩⑪茶陶・伊賀水指⑫⑬16

155，①左京5条4坊 5②③④⑤土坑・褐粕壷・石鍋⑥⑦⑧⑨⑧⑪⑫⑬16

156，①左京6条3坊10②③④土坑⑤⑥⑦⑧包含層⑨⑧⑪⑫⑬16

157，①右京3条3坊②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑬⑫⑬17

158.①右京6条 1坊②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫石鍋⑬18

159.①旧二条城跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩堀⑪⑫⑬19
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79，①左京3条2坊 7②③建物④建物⑤建物⑥建物⑦建物⑧⑨建物⑩建物⑪⑫⑬9

80，①左京 3条 3坊14②③i奔④⑤⑥濠SD211幅 7m⑦⑧⑨南北濠SD212⑩⑪⑫⑬9

81,①左京4条 1坊 1②六角小路SD90・池.i奈刷毛・越・水鳥型灰利③井戸④六角小路・整地・吉州窯陶枕・ i奈鉢⑤⑥⑦⑧⑨

⑩⑪⑫⑬9 

82，①左京5条4坊 2②③溝8④溝 7・井戸・埋納・高麗青磁⑤⑥⑦井戸⑧井戸⑨濠⑧＠⑫総構濠⑬9

83，①左京9条 2坊16-1②建物③④⑤溝⑥井戸⑦井戸⑧井戸⑨井戸⑩＠⑫滑石製品⑬9

84，①左京 9条 2坊16-2②③④SX121・吉備土器碗⑤建物・井戸・池？⑥建物・井戸・池？⑦建物・井戸・池？⑧建物・井戸・

池？⑨建物・井戸・池？⑩⑪⑫⑬9

85，①左京9条4坊②包含層③④⑤SE56箸多数⑥流路⑦流路⑧流路⑨流路⑩⑪⑫⑬9

86，①右京 l条4坊 5〔ZSD6・緑紬③④中御門大路・邸宅・羽口⑤SD99⑥⑦⑧⑨耕作地⑩⑪⑫⑬9

87，①右京4条 1坊 1・2②包含層③湿地④⑤⑥<I③⑨⑩耕作地⑪⑫⑬9

88，①右京6条 l坊13・14②邸宅③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬9

89，①白河北殿跡(2:③④池⑤池⑥池⑦池⑧⑨⑩<U⑫⑬9

90，①成勝寺跡②③井戸・ SX234一括土師器皿④SD206・山茶碗⑤⑥⑦井戸⑧幅 8mの堀⑨⑩⑪⑫長沙銅官壷・緑粕士塔⑬9

91，①21区②包含層③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

92，①22区②沼地③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

93，①3区②③④流路⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

94，①4区②③④流路⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

95，①5区②邸宅③④⑤⑥⑦⑧⑨⑮⑪⑫⑬10

96，①6区②木辻大路③木辻大路④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

97，①7区②土器③恵止利小路<1⑤⑥⑦⑧⑨⑮⑬⑫⑬10

98，①15区②溝・井戸③④⑤（宣⑦⑧⑨⑩⑪⑫左馬寮⑬10

99，①13区②③④流路⑤流路⑥溝⑦⑧⑨⑩＠⑫⑬10

100，①14区②③流路④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫⑬10

101，①10区②③④建物⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

102，①9区②③建物④⑤⑥⑦⑧耕作地⑨⑩⑪⑫⑬10

103，①11区②井戸・緑紬瓦③井戸④③⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

104，①2区②③④湿地⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

105，①左京2条 3坊10②土器③溝・屋敷④i誇・屋敷⑤⑥⑦⑧CE⑩整地層・金箔瓦・石鍋⑪土蔵・骨加工⑫⑬10

106，①No.25・24②築地③整地層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩町屋⑪⑫緑柚瓦⑬10

107，①No.10②大型建物③<1⑤⑥⑦⑧⑨⑩町屋⑪⑫緑紬瓦⑬10

108，①左京 3条3坊13②土器③井戸544・邸宅④土器⑤⑥⑦⑧池876・白磁山水画枕⑨堀833・池・石仏⑩堀833・池・石仏⑪屋敷

・金箔土師器皿・漆工兵⑫金座・越・長沙・磁州・高麗⑬10

109，①左京6条 1坊 1②③朱雀大路東溝④⑤⑥SE78⑦⑧〔宣⑩＠⑫⑬10

110，①左京 9条2坊②③④③⑥⑦⑧⑨⑩お土居堀・小型能面・銅将・木簡⑪⑫⑬10

111，①右京2条 4坊14②冷泉小路溝③④建物⑤耕作地⑥耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩＠⑫⑬10

112，①右京6条 1坊13②邸宅・越③耕作地④耕作地⑤耕作地⑥耕作地⑦耕作地⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

113.①最勝寺跡②③古墳の周濠④地業・ i葬⑤⑥耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩⑪⑫後期古墳⑬10

114，①鳥羽離宮跡②③整地層④⑤⑥⑦井戸⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

115.①焼場谷炭窯跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫7世紀の白炭窯⑬10

116.①栗栖野瓦窯跡②落ち込み③④作業道・緑粕素地・白色土器（栗栖野様器）令⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬10

117.①栗栖野瓦窯跡②窯・三彩・緑糊瓦③④窯⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＠⑬10

118，①植物園北②③埋納士坑④土坑⑤鉄浮⑥土坑⑦土坑⑧士坑⑨⑩⑪⑫奈良時代竪穴・まじない？⑬10

119，①宮西限②③溝④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬11
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35.①法住寺殿跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑪井戸⑫⑬2

36，①4条3坊11②③④⑤⑥井戸・水溜遺構・漆器多数⑦⑧士坑・炭大量⑨⑩⑪⑫⑬3

37，①左京4条3坊16②③④⑤⑥⑦⑧士坑・木製品⑨濠・庖丁⑧＠⑫⑬3

38，①左京8条3坊9②③④講・瓦器碗⑤溝⑥溝⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬3

39.①左京8条3坊15②③④⑤⑧魚住鉢⑦⑧⑨⑩⑪＠⑬3

40，①法興院跡②③④鉄製品・砥石・士師器皿一括⑤東西溝⑥山茶碗⑦士坑一括⑧⑨⑩＠⑫⑬3

41，①珍皇寺旧境内②土坑・緑紬③④⑤⑥SES⑦SD5⑧⑨⑩⑪⑫⑬3

42.①深草坊町遺跡②落ち込み③④溝⑤⑥⑦⑧〈互⑩＠⑫⑬3

43，①左京8条3坊3②井戸4③④⑤⑥士坑⑦土坑⑧⑨⑩⑪⑫⑬4

44，①左京8条3坊6・11②③④井戸⑤土器⑥⑦⑧⑨⑧⑬⑫⑬4

45，①左京3条4坊②③④東京極大路⑤⑥⑦⑧⑨⑩落ち込み・唐津・大和釜・加工骨・骨細工つ⑪⑫元禄「京独案内手引集」⑬5

46，①栗栖野瓦窯跡②緑紬・瓦・釜③④⑤⑥⑦⑧⑨窯つ⑩⑬⑫⑬5

47，①右京3条2坊6②③包含層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬5

48.①左京4条4坊4坊②③④包含層⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬5

49，①右京4条2坊②③包含層・鳥形積製品④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬5

50，①右京5条3坊②③④⑤土坑⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬5

51，①左京8条3坊②③④井戸⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬5

52ι仁和寺院家跡②③④⑤⑥魚住鉢⑦⑧瓦器釜⑨⑩⑪⑫⑬5

53，①右京1条2坊15②③④⑤⑥⑦⑧⑨包含層⑩⑪⑫⑬5

54，①右京5条l坊11②湿地③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫⑬5

55，①右京6条1坊16②包含層③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬5

56.①右京8条2坊8②池状遺構③④⑤⑥⑦⑧⑨包含層⑮⑬⑫⑬5

57，①右京8条2坊11②湿地③湿地④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 5

58，①右京9条1坊11②土坑③包含層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬5

59，①左京6条3坊7②③6条坊門小路④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑪⑫⑬6

60，①白河街区跡②③④井戸⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬6

61，①成勝寺跡②③溝④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬6

62，①鳥羽離宮跡②③④⑤井戸⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬6

63，①内裏跡②③SKI・7.越・白色火舎・緑紬④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＠⑫⑬7

64，①左京2条3坊5②③町尻小路④⑤⑥⑦⑧（宣⑩＠⑫⑬7

65，①左京5条3坊2②③④⑤⑥⑦士坑・火鉢多数⑧⑨⑩⑬⑫⑬7

66，①左京3条4坊6②③④包含層⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑬＠⑬7

67，①山科本願寺跡②③④⑤⑥⑦⑧⑨士坑⑩⑪⑫⑬ 7

68，①左京4条4坊9②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪SK15茶陶多数⑫せと物丁⑬8

69，①室町殿隣接地②SX52・53③④⑤⑥⑦⑧⑨SD31・33・34⑧⑪⑫⑬8

70，①神泉苑西半部②③溝・緑紬瓦④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬9

71，①神泉苑園池北縁部②③船着足場板④⑤⑥<i③⑨⑩⑪⑫⑬9

72，①大宮大路②③溝④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬9

73，①左京 3条2坊5②大型建物・緑粕③小型建物④建物⑤建物⑥建物⑦空白⑧⑨建物⑩町屋⑪⑫⑬9

74，①左京3条2坊7②建物③建物④建物⑤建物⑥建物⑦⑧⑨建物⑩建物⑪⑫⑬9

75.①F No. 1②③④⑤⑥⑦⑧⑨堀⑩⑪⑫⑬9

76，①F No. 3②③遺り水遺構④⑤土坑⑥⑦⑧⑨⑧⑬⑫⑬9

77.①F No. 4②③④井戸⑤土坑⑥土坑⑦士坑⑧土坑⑨⑩＠⑫⑬9

78，①F No. 7②③④⑤⑥士坑⑦土坑⑧士坑⑨⑩⑪⑫⑬9
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京都市内調査地点データ

No①地点名 ②平安前期（ 9世紀） ③平安中期（10・11世紀） ④平安後期（12世紀） ⑤平安末鎌倉（13世紀前半） ⑧鎌倉後半（13世紀後半）

⑦南北朝(14世紀） ⑧室町前半（15世紀） ⑨室町後半（16世紀） ⑩桃山 ⑬江戸前期 ⑫備考⑬文献

l，①中務省跡3②SB2・SKl・緑粕火舎③整地層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 1

2，①左京2条2坊10・高陽院1②③高陽院池築山④高陽院池、土師器皿多数⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫中世包含層⑬ l

3，①左京 2条 2坊12② 2条大路北溝③築地・ 2条大路北溝・土器埋納坑④整地層・ 2条大路北溝・緑粕・青磁⑤整地層・ 2条

大路北溝⑥⑦⑧⑨⑩⑪酒井家家紋瓦、小札⑫⑬1

4，①左京2条 2坊15・高陽院2②③高陽院池④地業⑤SK46地鎮⑥⑦⑧⑨⑩⑬⑫中世ピット⑬l

5，①左京3条3坊 9②SE300③④SE270⑤⑥⑦⑧SE290⑨SE6⑩濠SX66、唐津沓茶碗・黄瀬戸・天日・茶入れ・染付⑪高密度、

町屋⑫16・17世紀高密度⑬1

6，①左京3条4坊②道路（富小路）③道路（富小路） ・井戸④道路（富小路） ・井戸⑤⑥⑦⑧土坑13⑨濠・石組井戸・町屋⑩

高級陶磁器多数、鋳造関連⑪陶磁器多数⑫⑬1

7，①左京4条3坊10ー1②③建物、井戸、邸宅④建物多数⑤井戸、地下蔵、溝⑥⑦⑧土坑、溝、井戸⑨大型の溝⑩不明⑪⑫⑬ 1

8，①左京4条3坊13-2②井戸83③井戸81・溝4・陶枕④土器埋納295・井戸・溝・ピット⑤ピット215（疑似高台）⑥ピット減

う附⑧⑨石組井戸増加・濠⑩錦小路側溝⑪⑫⑬1

9，①左京4条4坊 5②③整地層④陶枕・長沙銅官⑤井戸・柱穴多数⑥⑦⑧⑨⑩茶陶多数⑪⑫⑬1

10，①左京6条4坊 1②③④溝・井戸⑤⑥⑦⑧⑨⑩陶器多量⑬⑫⑬1

11，①左京9条2坊 3②SD931③④⑤⑥⑦⑧土坑・道路・区画溝⑨土坑・道路・区画溝⑩⑪⑫⑬1

12，①右京 1条4坊13②③河川④以後湿地⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬l

13，①右京 2条4坊13・14② 2条大路北溝③④冷泉小路北溝⑤⑥土器・陶磁器⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩⑪⑫⑬ 1

14，①右京 3条 1坊 2② 3条坊門小路・緑紬瓦・円面硯③④3条坊門小路⑤⑥⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩＠＇.！？⑬ 1

15，①右京3条2坊 8-1②池③池④⑤耕作地（宣耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩⑪⑫⑬ 1

16，①右京3条2坊11・14-2②③3条坊門小路・宅地・越青磁・緑紬瓦④河川・護岸⑤河川・下駄・折敷・卒塔婆・頭蓋骨⑥⑦

耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩＠:l?⑬l

17，①右京3条4坊 2②建物③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑬⑫⑬1

18，①右京4条2坊 2②井戸・建物・緑紬③包含層④⑤⑥⑦⑧⑨⑩cu:g⑬1

19，①右京6・7条 1坊12② 6条大路・木簡③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 1

20.①右京6条 1坊12・13②邸宅③④⑤溝⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬1

21，①右京6条3坊 4②建物・埋納土坑SK188③④⑤⑥耕作地⑦耕作地⑧耕作地⑨耕作地⑩⑪⑫⑬ 1

22 ，①右京 6 条 4 坊 2 ・西京極遺跡②③東西溝 SD33④⑤⑥⑦⑧~:JC g⑫⑬1 

23，①右京7条4坊 9②建物・地鎮③④包含層⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬1

24.①右京 8条 2坊 1・西市跡②流路③7条大路④土坑24⑤⑥建物・鉄浮？⑦建物・鉄浮？⑧建物・鉄浮つ⑨建物・鉄浮？⑩⑪

⑮⑬ 1 

25，①尊勝寺跡②③④⑤瓦溜め・ SK12⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬1

26.①鳥羽離宮134②③④池・経石・仏像・渇磨文丸瓦⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 1

27.①鳥羽離宮135-21②流路③④⑤溝 1・建仁3年木簡⑥溝 1・瓦器碗・漆器椀⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬1

28，①羽束師志水町遺跡②③④⑤館・白磁四耳壷⑥常滑3筋壷⑦⑧瀬戸灰紬平碗⑨館・墓⑩墓⑪墓⑫⑬1

29，①南ノ庄田瓦窯跡②③④⑤瓦窯・建物⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬1

30，①室町殿跡②③④苦＠＠⑧室町殿庭・ j茸⑨室町殿庭.i斧⑩9列建物⑪⑫⑬1

31.①北野廃寺跡②③土坑④⑤⑥⑦⑧（［:JCTI⑫⑬ 1 

32.①左京6条3坊 7②③6条坊門小路④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬2

33ι仁和寺院家跡②③④井戸・池・邸宅⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬2

34，①六波羅政庁跡②③④溝・ i奈器椀⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬2

224 



Between Urban and Rural Communities: Centering around Kyoto in the Middle 
Ages 

SuKIGARA Toshio 

One of the themes of the studies on medieval urban community sites is to explain the social structure of 

each age and its changing process from the spatial structure of a historical site reconstructed with ancient 

structural foundations and remains. Since archaeological materials found in Kyoto are extremely vast in 

quantity, the scholars including the author of this paper, in spite of virtual examination as a whole, have 

scarcely examined the specific characteristics of each site which are essential for reconstructing the spatial 

structure of the site. 

This paper gives attention to the above point, and aims to clarify what is found when and where, in 

terms of medieval structural foundations and remains in Kyoto, and to verify their meanings to Kyoto as a 

whole. For that purpose, the author in the first chapter takes up hajiki plates generally called "kawarake” 

of Kyoto type, and by considering their circulation he tries to reconstruct the fringe of strong influencing 

power that medieval Kyoto possessed. In the second chapter, the author spotlights Sanjo and southward 

and examines the meaning of roles which various sites of the urban community preformed from the 

standpoint of the spatial structure. 

In the first chapter, the background of circulation of hαwσrake bowls beside hαjiki plates to western 

Japan is tried to be explained with the relation between Iwashimizu-Hachimangu and Usagu 

the background of hajiki plates of Kyoto type which were spread in the early medieval ages to eastern 

Japan is considerd with Hie-Sannogu and Hakusansha. In the second chapter, the research sites around the 

present Kyoto station are minutely analyzed, and Shichijo area is re-evaluated with the background of 

samurai families, Hachijo-Nyoin and Toji (East Temple) that were in the center of politics then. And the 

strong influence of Tofukuji can be seen from the distribution of stone pans frequently found in southern 

Kyoto. 

This paper tries to consider various aspects of medieval Kyoto from an archaeological point of view; for 

that purpose, it focuses on lower Kyoto, and its characteristics are relieved in the relation with other 

districts. As a result, it makes us recognize the religious side which united Kyoto and other districts, or an 

important role played by temples and shrines. In the future, the urban structure and charactristics of the 

whole town including upper Kyoto will be considered from the same standpoint. 
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