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そ
し
て
天
平
十
三
年
十
月
十
六
日
に
は
、恭
仁
京
に
通
じ
る
賀か
せ
や
ま

世
山
の
東
河（
木

津
川
）
に
、
行
基
の
信
奉
者
も
加
わ
っ
て
、
橋
を
架
け
る
こ
と
に
な
る
。
完
成
を
み
て
「
得
度
せ
し
む
る
こ
と
、
惣
て
七
百
五
十
人
」
と
記
述
す
る
の
は
、

行
基
に
「
随
逐
」
す
る
優
婆
塞
・
優
婆
夷
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

『
行
基
菩
薩
伝
』
に
は
、
天
平
十
三
年
の
三
月
に
行
基
が
泉
橋
院
に
「
淹
留
」
し
、
同
月
十
七
日
に
「
天
皇
行
幸
」
が
あ
っ
て
、
行
基
と
「
終
日
清
談
」
し

た
と
物
語
る
。「
大
菩
薩
（
行
基
）」
は
「
諸
院
」
建
立
の
「
縁
由
」
を
奏
し
、
聖
武
天
皇
は
行
基
建
立
の
「
堺
地
」
を
「
世
々
絶
え
ず
、
宮
司
に
摂
録
せ
ず
」

と
語
っ
た
と
い
う
。
象
徴
的
な
伝
承
で
あ
る
。
行
基
の
宗
教
活
動
が
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
こ
ろ
を
過
ぎ
る
と
権
力
の
動
向
に
対
応
し
て
、
現
実
味
を

お
び
て
い
た
こ
と
を
軽
視
で
き
な
い
。

　

恭
仁
京
へ
の
遷
都
に
つ
い
て
『
続
日
本
紀
』
は
天
平
十
二
年
十
二
月
六
日
の
条
に
、「
右
大
臣
橘
た
ち
ば
な

宿
禰
諸も
ろ
え兄
、
在さ

き前
に
発
ち
、
山
背
国
相
楽
郡
恭
仁
郷

を
経
略
す
。
遷
都
を
擬は
か

る
こ
と
を
以
て
の
故
な
り
」と
記
す
。
こ
の「
擬
遷
都
」と
い
う
表
記
は
平
城
京
や
平
安
京
の
遷
都
な
ど
の
場
合
に
比
べ
て
異
常
だ
が
、

天
平
十
六
年
閏
正
月
、「
恭く

に仁
・
難な
に
わ波
の
二
京
、
何い
ず

れ
を
か
定
め
て
都
と
せ
む
。
各
お
の
お
のそ
の
志
を
言も
う

せ
」
と
の
下
問
が
あ
っ
た
お
り
、
五
位
以
上
の
二
十
四
人
、

六
位
以
下
の
百
五
十
七
人
は
恭
仁
京
を
よ
し
と
し
て
、
五
位
以
上
二
十
三
人
、
六
位
以
下
百
三
十
人
は
難
波
京
を
よ
し
と
し
た
。
そ
し
て
同
月
四
日
に
は

市い
ち
び
と人
に
い
ず
こ
に
京
み
や
こ
を
定
め
る
か
を
問
う
た
。
市
人
は
恭
仁
京
を
都
に
と
願
い
、
市
人
の
一
人
が
難
波
、
市
人
の
他
の
一
人
が
平な

ら城
へ
の
遷
都
を
希
望
し
た

と
い
う
。

　

天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
の
二
月
二
十
日
に
は
、
恭
仁
京
の
高た
か
み
く
ら

御
座
と
大お
お
た
て楯
を
難
波
宮
に
運
び
、
木
津
川
・
淀
川
の
水
路
に
よ
っ
て
恭
仁
京
の
兵
庫
の
武

器
類
を
難
波
へ
移
送
し
た
。
そ
し
て
同
月
二
十
六
日
、
難
波
宮
を
皇
都
と
す
る
勅
が
あ
っ
た
（
た
だ
し
天
平
十
七
年
五
月
に
は
都
は
平
城
京
に
も
ど
る
）。

こ
う
し
た
動
向
に
も
行
基
は
敏
感
で
あ
っ
た
。
天
平
十
七
年
に
摂
津
国
西
成
郡
御
津
村
に
大
福
院
と
同
尼
院
、
同
郡
津
守
村
に
難
波
度
院
・
枚
松
院
・
作
蓋

部
院
を
建
立
し
た
の
も
、
港
湾
（
難
波
津
・
住す
み
の
え
の
つ

吉
津
な
ど
）
の
整
備
に
そ
の
土
木
技
術
を
い
か
し
、
難
波
宮
の
復
興
を
め
ざ
し
た
で
あ
ろ
う
行
基
の
想
い
が

重
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(15)(16)
　
　
『
上
田
正
昭
著
作
集
』（
第
七
巻
）
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）
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郎

　　　

１　

馬
場
南
遺
跡
の
発
見
か
ら

　

馬
場
南
遺
跡
の
調
査
成
果
は
、
万
葉
木
簡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
の
文
化
を
復
元
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
成
果
に
対
す
る
検
討
も
、
昨
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の
開
催
を
通
し
て
進
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
成
果
に

つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
、
新
た
な
課
題
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

馬
場
南
遺
跡
の
建
物
は
、「
神
雄
寺
」
な
る
寺
院
に
伴
う
こ
と
が
確
実
視
で
き
ま
す
が
、
文
献
に
記
録
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
性
格

が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、出
土
し
た
多
量
の
灯
明
皿
、「
神
雄
寺
」「
悔け

か過
」
な
ど
の
墨
書
土
器
に
加
え
て
、

「
彩
釉
山
水
陶
器
」
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
製
品
、
さ
ら
に
雅
楽
に
用
い
ら
れ
る
腰よ
う
こ鼓
の
破
片
な
ど
、
こ
の
地
が
重
要
な
法
会
を
お
こ
な
う
場
所

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
出
土
品
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
木
津
川
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
調
査
に
よ
っ
て
、
四
天
王

を
四
隅
に
配
置
す
る
仏
堂
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
仏
堂
の
南
に
礼
堂
を
配
置
す
る
レ
イ
ア
ウ
ト
が
確
定
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ

ら
を
取
り
ま
く
よ
う
に
流
れ
て
い
る
流
路
の
起
点
に
湧
水
点
す
な
わ
ち
泉
が
あ
り
、
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
実
も
、
調
査
に
よ
っ
て
加

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

時
期
的
な
検
討
か
ら
は
、
馬
場
南
遺
跡
の
仏
堂
、
礼
堂
お
よ
び
泉
に
発
す
る
流
路
は
第
一
期
（
七
三
〇
〜
七
四
〇
年
代
）
か
ら
存
在
し
、
そ

の
流
路
に
多
量
の
灯
明
皿
が
投
棄
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
第
二
期
（
七
六
〇
〜
七
七
〇
年
代
）
に
は
、
流
路
が
や
や
西
に
移
動
さ
れ
、
そ
の
中
か

ら
も
や
は
り
灯
明
皿
が
多
数
出
土
し
て
い
ま
す
。「
神
雄
寺
」
の
墨
書
土
器
の
年
代
が
８
世
紀
前
半
に
遡
ら
な
い
点
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、

泉
に
端
を
発
す
る
流
路
に
区
画
さ
れ
た
空
間
構
成
を
と
り
、
法
会
を
お
こ
な
っ
た
仏
教
施
設
は
当
初
よ
り
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
視
で
き

ま
す
。

　

（
九
）



　

こ
の
よ
う
な
「
神
雄
寺
」
の
立
地
や
構
成
は
、
そ
れ
ま
で
の
寺
院
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
背
後
に
あ
る
美
し
い
形
の
山
や
谷
奥
の

泉
か
ら
流
れ
出
る
流
路
を
意
識
し
て
取
り
込
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
法
会
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
も
確
実
視
で

き
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
実
際
の
活
動
が
重
視
さ
れ
た
、
つ
ま
り
法
会
の
舞
台
装
置
と
い
う
よ
う
な
役
割
を
重
視
し
て
設
け
ら
れ
た
寺
院

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

２　

寺
院
の
変
化
と
泉

　

古
代
寺
院
の
造
営
の
ピ
ー
ク
は
７
世
紀
末
頃
に
あ
り
、
六
〇
〇
を
超
す
数
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も

法
会
な
ど
の
活
動
を
活
発
に
お
こ
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
畿
内
の
一
部
の
寺
院
を
除
く
と
、
常
住
の
僧
尼
も
い
な
い
寺
院
も
多
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
古
代
寺
院
の
多
く
は
平
地
の
交
通
の
便
が
よ
い
と
こ
ろ
に
立
地
し
、
む
し
ろ
郡
家
な
ど
地
域
の
中
心

に
隣
接
し
て
、
象
徴
的
な
建
造
物
と
し
て
寺
院
が
建
設
さ
れ
て
い
る
状
況
が
一
般
的
で
し
た
。
綾
部
市
の
綾
中
廃
寺
は
、
そ
の
典
型
と
言
え

ま
す
。
こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
泉
を
抱
え
る
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
泉
を
神
聖
視
す
る
思

想
は
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
７
世
紀
の
段
階
で
は
、
ま
だ
寺
院
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
見
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
神
雄
寺
が
建
立
さ
れ
た
天
平
の
時
代
は
、
寺
院
の
立
地
に
と
っ
て
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

小
浜
市
に
あ
る
若
狭
神
宮
寺
は
水
送
り
の
行
事
で
有
名
で
す
が
、
そ
の
舞
台
と
な
る
閼あ

か

い
伽
井
は
、
水
が
湧
き
出
る
泉
で
す
。
閼
伽
井
が
い
つ

か
ら
あ
る
の
か
、
水
送
り
が
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
は
伝
承
の
中
で
の
こ
と
で
、
実
際
に
は
不
明
で
す
が
、
こ
の
寺
院
が
平
安
時
代
前
期
に

神
願
寺
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
明
ら
か
で
す
し
、
ま
た
発
掘
調
査
の
結
果
か
ら
は
奈
良
時
代
中
頃
に
遡
る
瓦
が
出
土
し
て
い
て
、

天
平
の
頃
に
は
寺
院
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
泉
を
抱
え
る
寺
院
が
登
場
す
る
状
況
を
示
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。

　

東
大
寺
の
二
月
堂
は
水
取
り
の
行
事
の
舞
台
で
す
が
、
こ
こ
も
ま
た
若
狭
井
と
い
う
泉
を
持
っ
て
い
ま
す
。
東
大
寺
の
境
内
を
図
化
し
た

「
東
大
寺
山
堺
四
至
図
」（
七
五
六
年
）
で
は
、
羂け
ん
さ
く
ど
う

索
堂
な
ど
の
主
要
な
堂
宇
に
加
え
て
、
山
や
井
が
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
井
か
ら
流
れ
降

る
川
も
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
井
は
井
戸
と
い
う
よ
り
も
走
井
（
泉
）
で
あ
る
と
推
測
で
き
ま
す
。
二
月
堂
の
建
物
そ
の
も
の
は
見
え
ま

せ
ん
が
、
若
狭
井
の
位
置
に
や
は
り
井
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
代
の
東
大
寺
に
お
い
て
泉
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
す
。

（
一
〇
）



　

東
大
寺
二
月
堂
の
お
水
取
り
、
す
な
わ
ち
修
二
会
は
、
本
来
は
十
一
面
観
音
を
本
尊
と
す
る
悔
過
法
会
で
あ
り
、
過
ち
を
懺
悔
す
る
こ
と

に
よ
り
罪
過
を
取
り
除
い
て
、
除
災
招
福
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。
こ
の
お
水
取
り
に
お
い
て
、
二
月
堂
の
若
狭
井
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
寺
院
に
お
け
る
泉
の
役
割
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

馬
場
南
遺
跡
す
な
わ
ち
神
雄
寺
か
ら
も
「
悔
過
」
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
た
法
会
の
中
に
悔
過
法

会
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
視
で
き
ま
す
。昨
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、天
平
期
の
悔
過
に
関
連
す
る
史
料
と
し
て
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
十
月
十
九
日
条
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
天
皇
の
病
気
に
際
し
て
、
薬
師
悔
過
の
法
会
を
命
じ

た
も
の
で
、「
京
師
・
畿
内
の
諸
寺
と
諸
名
山
浄じ
ょ
う
し
ょ
処
と
を
し
て
薬
師
悔
過
の
法
を
行
わ
し
む
」
と
あ
り
ま
す
。
仏
教
法
会
に
お
い
て
浄
処
が
指

示
さ
れ
る
の
は
こ
の
史
料
が
初
め
て
で
す
。
名
山
と
と
も
に
浄
処
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
浄
処
観
に
は
、
山
中
で
水
の
湧
き
出
で
る

泉
の
よ
う
な
場
所
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

泉
が
浄
処
で
あ
る
こ
と
は
、
寺
の
名
前
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
京
都
の
清
水
寺
が
も
ち
ろ
ん
有
名
で
す
が
、
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
確
実
な

例
と
し
て
、
熊
本
県
の
浄じ
ょ
う
す
い
じ

水
寺
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
熊
本
県
宇
城
市
に
あ
る
浄
水
寺
は
、
創
建
の
事
情
を
記
し
た
古
代
の
石
碑
４

基
を
持
つ
こ
と
で
著
名
で
あ
り
、
寺
名
も
そ
れ
に
よ
っ
て
確
定
し
ま
す
。
最
も
古
い
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
碑
に
創
建
の
事
情
が
語
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
寺
域
か
ら
出
土
す
る
瓦
は
、
お
お
む
ね
碑
文
の
内
容
に
合
致
し
、
創
建
は
８
世
紀
後
半
に
な
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

寺
名
の
通
り
、
湧
水
を
抱
え
る
寺
院
で
、
御
手
洗
水
源
と
呼
ば
れ
る
泉
が
寺
院
の
麓
の
位
置
に
あ
り
ま
す
の
で
、「
東
大
寺
山
堺
四
至
図
」
と

同
様
、
泉
へ
の
浄
処
観
が
奈
良
時
代
に
遡
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。

　

馬
場
南
遺
跡
の
成
果
は
、
古
代
寺
院
に
お
け
る
変
化
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
変
化

と
は
、
天
平
期
前
後
に
、
浄
処
で
あ
る
泉
へ
の
仏
教
の
接
近
と
い
っ
た
現
象
が
あ
る
こ
と
で
す
。
法
会
を
初
め
と
す
る
寺
院
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
的
な
側
面
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
形
か
ら
入
っ
た
日
本
の
仏
教
受
容
に
と
っ
て
、
大
き
な
転
換
点

に
な
っ
た
と
評
価
で
き
ま
し
ょ
う
。

　

３　

平
城
宮
・
京
の
瓦
工
場

　

神
雄
寺
の
あ
っ
た
時
代
、
木
津
周
辺
は
工
業
化
の
進
ん
だ
地
域
で
し
た
。
そ
れ
は
、
平
城
宮
・
京
で
の
瓦
の
需
要
を
補
う
た
め
、
多
く
の

瓦
生
産
地
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
瓦
の
生
産
は
６
世
紀
末
の
飛
鳥
寺
の
造
営
に
始
ま
り
ま
す
が
、
７
世
紀
を
通
し
て
、

比
較
的
規
模
の
小
さ
な
生
産
地
が
営
ま
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
、
藤
原
京
の
時
代
に
な
っ
て
、
宮
の
建
物
に
瓦
が
用
い
ら
れ
始
め
た
こ
と
か

（
十
一
）



ら
大
規
模
な
生
産
地
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
城
京
で
は
、
そ
れ
が
さ
ら
に
進
み
、
都
の
北
側
に
あ
た
る
奈
良
山
丘
陵
に
次
々

と
瓦
工
房
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
窯
の
数
は
少
な
く
見
積
も
っ
て
二
〇
〇
、
多
け
れ
ば
四
〇
〇
ぐ
ら
い
の
基
数
に
登
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

発
見
さ
れ
て
い
る
瓦
窯
の
構
造
は
、
大
き
く
窖あ
な
が
ま窯
と
平
窯
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
窖
窯
は
伝
統
的
な
須
恵
器
窯
の
形
状
を
踏
襲
す
る
も
の
で
、

「
登
り
窯
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、丘
陵
の
斜
面
を
利
用
し
て
設
置
さ
れ
ま
す
。
窯
そ
の
も
の
が
煙
突
と
し
て
の
効
果
を
も
ち
、強
い
「
火

の
引
き
」
に
よ
っ
て
高
い
火
力
を
引
き
出
せ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
一
方
の
平
窯
は
、
床
が
平
坦
な
窯
と
い
う
以
上
に
、
そ
れ
ま
で
に
な
い

特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
燃
料
を
燃
や
す
燃
焼
室
と
製
品
を
焼
く
焼
成
部
が
完
全
に
分
か
れ
、
分
煙
孔
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
焔
が
焼

成
室
を
下
か
ら
熱
す
る
た
め
、
均
質
で
ム
ラ
の
な
い
焼
き
上
が
り
を
可
能
に
し
ま
す
。
床
面
に
棧
状
の
畝う
ね

（
牀
）
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
牀
の

上
に
生
瓦
を
並
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
瓦
と
い
う
規
格
品
を
生
産
す
る
の
に
特
化
し
た
窯
構
造
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
何
よ

り
も
異
な
る
の
は
、
製
品
の
出
し
入
れ
で
あ
り
、
窖
窯
構
造
で
は
焚
口
を
介
し
て
お
こ
な
う
の
に
対
し
、
有
ゆ
う
し
ょ
う
し
き

牀
式
平
窯
で
は
焼
成
部
の
天
井

側
か
ら
製
品
を
取
り
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
薪
や
灰
の
出
し
入
れ
と
、
製
品
の
出
し
入
れ
が
完
全
に
分
離
で
き
た
と
い
う

点
で
も
画
期
的
な
窯
構
造
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の
有
牀
式
平
窯
の
成
立
に
つ
い
て
木
津
川
市
・
精
華
町
・
奈
良
市
に
ま
た
が
る
奈
良
山

瓦
窯
群
の
調
査
成
果
が
大
い
に
参
考
に
な
り
ま
す
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
資
料
か
ら
は
、
出
土
瓦
に
よ
る
編
年
的
な
検
討
に
よ
っ
て
、
天
平

年
間
を
境
に
窖
窯
か
ら
平
窯
に
移
行
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
窯
の
構
造
が
変
化
す
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
土
地

利
用
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

興
福
寺
創
建
時
の
瓦
を
生
産
し
、
お
よ
そ
和
銅
年
間
か
ら
養
老
年
間
ま
で
の
操
業
が
想
定
さ
れ
て
い
る
梅
谷
瓦
窯
で
は
、
丘
陵
の
裾
部
に

７
基
の
窯
が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
。
窯
構
造
は
煙
道
の
取
り
付
き
部
に
隔
壁
を
設
け
た
窖
窯
で
あ
り
、
床
面
傾
斜
も
き
わ
め
て
緩
く
、
平
窯

の
発
生
を
考
え
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
７
基
の
窯
が
焚
口
や
煙
道
の
高
さ
が
ほ
ぼ
揃
っ
て
い
て
、
計
画
的
な
レ
イ

ア
ウ
ト
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
地
形
と
の
関
係
を
見
る
と
、
焚
口
の
高
さ
で
テ
ラ
ス
状
の
平
坦
地
が
巡
っ
て
い
る
の
が
み
と
め
ら

れ
ま
す
。
梅
谷
瓦
窯
の
窯
構
造
で
は
焚
口
を
介
し
て
製
品
や
薪
の
出
し
入
れ
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
製
品
の
搬
入
搬
出
路
、
お
よ

び
薪
の
搬
入
路
を
確
保
す
る
た
め
の
通
路
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
工
房
の
位
置
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
報
告

書
に
付
け
ら
れ
た
早
川
和
子
氏
に
よ
る
想
定
復
原
図
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
通
路
を
介
し
て
西
に
接
続
す
る
平
坦
地
に
工
房
が
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
梅
谷
瓦
窯
の
立
地
か
ら
は
、
焚
口
を
中
心
と
し
た
水
平
方
向
の
も
の
の
移
動
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る

工
房
配
置
だ
と
言
え
ま
す
。

　

次
に
、
整
然
と
並
ぶ
工
房
跡
が
発
見
さ
れ
た
上し
ょ
う
に
ん
が
ひ
ら

人
ヶ
平
遺
跡
の
す
ぐ
西
に
位
置
す
る
市
坂
瓦
窯
は
、
そ
の
南
の
谷
で
発
見
さ
れ
た
五ご
り
ょ
う
い
け

領
池

（
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東
瓦
窯
と
と
も
に
、
天
平
宝
字
年
間
を
中
心
と
す
る
一
大
瓦
工
房
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
市
坂
瓦
窯
と
上
人
ヶ
平

遺
跡
で
は
主
と
し
て
平
城
宮
所
用
の
瓦
を
生
産
す
る
の
に
対
し
、
五
領
池
東
瓦
窯
で
は
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
の
瓦
を
中
心
に
生
産
し
て
お

り
、
工
房
の
性
格
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
８
世
紀
第
３
四
半
期
の
瓦
工
房
の
代
表
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
坂
瓦
窯
で
は
、
丘
陵
斜
面
に
並
列
し
て
８
基
（
北
５
基
南
３
基
）
の
窯
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
上
方
は
尾
根
筋
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

焚
口
か
ら
は
前
庭
部
を
介
し
て
谷
の
斜
面
に
つ
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
が
廃
棄
物
を
捨
て
る
灰
原
と
な
っ
て
い
ま
す
。
市
坂
瓦
窯
を
構
成
す
る

瓦
窯
は
す
べ
て
有
牀
式
平
窯
で
す
か
ら
、
生
瓦
や
製
品
の
出
し
入
れ
が
も
っ
ぱ
ら
丘
陵
上
部
側
か
ら
お
こ
な
わ
れ
、
焚
口
は
薪
の
投
入
と
廃

棄
物
の
掻
き
出
し
に
の
み
用
い
ら
れ
た
構
造
に
な
り
ま
す
。
瓦
工
房
で
あ
る
上
人
ヶ
平
遺
跡
は
こ
の
尾
根
筋
か
ら
す
ぐ
の
場
所
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
瓦
の
製
作
か
ら
乾
燥
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
が
丘
陵
上
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。
こ
の
場
所
が
、
現
状
で
平
坦
な
面

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
奈
良
時
代
に
大
が
か
り
に
造
成
が
お
こ
な
わ
れ
た
結
果
と
み
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
市
坂
の
瓦
工
房
は
丘
陵
地
形
を
う
ま
く
利
用
し
て
、
計
画
的
な
レ
イ
ア
ウ
ト
、
そ
し
て
造
成
が
お
こ
な
わ
れ
て
設
置
さ

れ
た
施
設
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
瓦
生
産
に
特
化
し
た
有
牀
式
平
窯
の
構
造
を
最
大
限
に
引
き
出
し
た
配
置
が
実
現
し
た
と

評
価
で
き
、
奈
良
山
丘
陵
に
お
け
る
瓦
生
産
の
完
成
さ
れ
た
姿
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
市
坂
遺
跡
－
上
人
ヶ
平
遺
跡
の
よ
う
な
瓦
工
場
と
も
い
う
べ
き
施
設
の
前
段
階
と
し
て
、
鹿か
せ
や
ま

背
山
瓦
窯
の
調
査
成
果
を
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
年
の
調
査
に
よ
り
、
市
坂
瓦
窯
と
同
様
に
、
斜
面
に
瓦
窯
が
並
び
、
上
の
平
坦
面
に
工
房
が
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
平
坦
面
か
ら
北
の
低
地
に
斜
路
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
先
に
粘
土
採
掘
孔
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
粘
土

の
採
掘
、
運
搬
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
、
よ
り
明
確
に
瓦
工
房
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
造
成
さ
れ
た
平

坦
面
の
面
積
は
上
人
ヶ
平
遺
跡
よ
り
も
小
さ
い
で
す
が
、
新
し
い
窯
構
造
に
応
じ
た
工
房
レ
イ
ア
ウ
ト
が
取
ら
れ
た
点
で
画
期
的
と
言
え
ま

す
。
鹿
背
山
瓦
窯
の
年
代
は
、
市
坂
瓦
窯
を
や
や
さ
か
の
ぼ
る
七
四
〇
年
代
を
中
心
に
比
定
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
平
安
時
代
前
期
の
窯
跡
で
は
、
大
山
崎
瓦
窯
の
成
果
が
特
徴
的
で
す
。
ま
だ
工
房
は
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
５
基
の

平
窯
が
等
間
隔
に
、
し
か
も
焚
口
の
位
置
を
揃
え
て
並
ん
で
い
る
状
況
が
２
セ
ッ
ト
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
窯
の
レ
イ
ア
ウ
ト
が
よ
り
厳
密

に
設
計
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

 　

４　

手
工
業
生
産
の
変
化
か
ら

　

奈
良
時
代
の
中
頃
は
、
手
工
業
生
産
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
須
恵
器
生
産
で
は
、
大
規

模
な
生
産
地
の
衰
退
と
と
も
に
、
新
興
の
生
産
地
が
活
性
化
す
る
現
象
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
亀
岡
市
の
篠し
の

窯
跡
群
は
、
８
世
紀
中
頃
か

（
十
三
）



ら
急
速
に
生
産
量
を
伸
ば
し
て
お
り
、
の
ち
に
は
平
安
京
の
需
要
を
ま
か
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
丹
後
で
は
阿あ

ば

た
婆
田
窯
跡
が
新
し

い
生
産
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
８
世
紀
中
頃
か
ら
末
に
か
け
て
集
中
し
て
生
産
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
生
産
地
の
交
替
は
、
お
そ
ら
く

生
産
を
支
え
た
勢
力
の
交
替
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
く
に
、
８
世
紀
中
頃
か
ら
活
発
化
す
る
生
産
地
に
つ
い
て
は
、

篠
窯
跡
の
場
合
の
よ
う
に
、
国
府
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
る
例
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

京
丹
後
市
弥
栄
町
の
遠え
ん
じ
ょ所
（
遠
處
）
遺
跡
は
、
近
畿
地
方
北
部
を
代
表
す
る
製
鉄
遺
跡
で
あ
り
、
６
世
紀
代
の
操
業
の
の
ち
、
ブ
ラ
ン
ク

を
挟
ん
で
、
８
世
紀
後
半
に
大
規
模
な
生
産
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
田
租
の
記
載
の
あ
る
木
簡
も
出
土
し
て
お
り
、
国
家
な
い
し
は

国
府
の
経
営
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
製
塩
遺
跡
と
し
て
有
名
な
舞
鶴
市
浦う
ら
に
ゅ
う入
遺
跡
も
ま
た
、
製
塩
の
ピ
ー
ク
は
８
世
紀
後
半
か
ら
９
世
紀

に
あ
り
ま
し
た
。
集
中
的
な
生
産
の
背
景
に
は
、
専
業
的
に
従
事
す
る
人
々
の
存
在
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
生
産
体
制
を
維
持

す
る
仕
組
み
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
零
細
小
規
模
な
生
産
と
は
異
な
る
、
集
中
的
な
生
産
が
可
能
に
な
る

と
い
う
点
で
、
８
世
紀
中
頃
は
大
き
な
転
換
点
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

  

先
に
触
れ
た
奈
良
山
丘
陵
の
瓦
生
産
は
、
よ
り
集
約
的
で
合
理
的
な
生
産
体
制
が
都
城
周
辺
で
実
現
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
都
城
の
生
産
技
術
や
生
産
体
制
が
各
地
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
有
牀
式
平
窯
の
よ
う
な
新
た
な
瓦
窯
の
技

術
は
各
国
の
国
分
寺
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
や
は
り
国
レ
ベ
ル
で
の
生
産
が
手
工
業
の
革
新
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
丹
波
国
分
寺
の
瓦
窯
も
近
く
の
三
日
市
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
市
坂
瓦
窯
と
よ
く
似
た
土
地

利
用
を
お
こ
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

奈
良
時
代
に
お
け
る
手
工
業
を
考
え
る
上
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
品
質
で
す
。
滋
賀
県
の
瀬
田
丘
陵
上
に
展
開
し
た
製
鉄

遺
跡
に
お
い
て
、
奈
良
時
代
の
野の

じ

お

の

や

ま

路
小
野
山
遺
跡
で
は
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
高
品
質
の
鉄
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
瓦
窯
の
変
化
も
、
高
品
質
と
ま
で
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
均
質
な
製
品
を
作
る
方
向
へ
の
改
良
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、

正
倉
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
布
か
ら
は
、
品
質
に
お
け
る
ラ
ン
ク
分
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
生
産
の
場
で
も

品
質
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
視
で
き
ま
す
。
須
恵
器
、
鉄
、
塩
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
に
見
ら
れ
る
集
約
的
な
生
産
は
、
単
に

生
産
効
率
だ
け
で
は
な
く
、
品
質
に
つ
い
て
も
安
定
さ
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
、
天
平
の
時
代
を
中
心
に
手
工
業
生
産
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
見
て
き
ま
し
た
。
製
鉄
、
製
塩
、
製
陶
の
い
ず
れ
も
が
、
そ
れ
以

前
か
ら
あ
る
手
工
業
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
生
産
の
規
模
や
内
容
に
革
新
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
し
た
。
い
わ
ば
よ
り
実
質

的
な
生
産
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
仏
教
寺
院
に
お
い
て
法
会
と
い
う
目
的
に
即
し
た
寺
院
が

現
れ
て
く
る
こ
と
と
も
一
脈
通
じ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
形
か
ら
入
っ
た
７
世
紀
に
対
し
て
、
実
を
取
る
８
世
紀
と
い
う
よ

（
十
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（
十
五
）

う
な
評
価
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

遺
跡
や
遺
物
か
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
が
、
生
産
遺
跡
が
語
る
歴
史
を
汲
み
上
げ
る
努
力
を
こ
れ
か
ら
も
続
け
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　　　
［
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泉

①馬場南遺跡全体図 （拠：木津川市教育委員会 2010）
①馬場南遺跡全体図（拠：木津川市教育委員会 2010）



②馬場南遺跡の遺構変遷

③万葉木簡

④墨書土器

⑤「彩釉山水陶器」 ⑥「腰鼓」
（すべて拠：京都府埋蔵文化財調査研究センター 2009）
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（
十
八
）

創建塔跡

閼伽井

⑨若狭神宮寺の境内　（拠：小浜市教育委員会 2010）

⑦古代神願寺の遺構　（拠：小浜市教育委員会 2010）

⑧神願寺創建瓦

⑩



天井

薪・廃棄物

生瓦・製品
0 2m

⑪有牀式平窯の構造
　（市坂8号窯）

⑫梅谷７号窯

⑬梅谷瓦窯の遺構（上）と復原図（下）
（以上拠：京都府埋蔵文化財調査研究センター1999）
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（
二
〇
）

1
2

3
4

5

6

7
8

1 2
3

五領池東瓦窯

市坂瓦窯

上人ヶ平遺跡

0 100m

窯

粘土採掘坑

⑭上人ヶ平遺跡と市坂瓦窯　（京都府埋蔵文化財調査研究センター 1999 より合成）

⑮鹿背山瓦窯の遺構と周辺地形　（京都府埋蔵文化財調査研究センター 2009 より合成）

斜路

          ⑮鹿背山瓦窯の遺構と周辺地形（京都府埋蔵文化財調査研究センター 2009 より合成）



余
戸
郷
（
物
）
部
真
成
田
租
籾
五
斗

⑯６世紀後半の遠處遺跡

⑰８世紀後半の遠處遺跡と田租木簡

　（以上拠：京都府埋蔵文化財調査研究センター 1997

（
二
一
）



⑱浦入遺跡の製塩遺構（拠：京都府埋蔵文化財調査研究センター 2001）

（
二
二
）



（財）京都府埋蔵文化財調査研究センターの現地説明会や埋蔵文化 

財セミナーなどは、下記のホームページでもご案内しています。

http://www.kyotofu-maibun.or.jp     

（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター

〒 617-0002 　向日市寺戸町南垣内 40 番の３

Tel （075）　933-3877（代表） Fax（075）　922-1189  

 


