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県
指
定
名
勝
　
藤
崎
弁
天

紀
の
川
の
北
岸
、
紀
の
川
市
藤
崎
に
在
す
る
藤
崎

弁
天
は
、
紀
伊
国
名
所
図
絵
な
ど
に
も
紀
の
川
随
一

と
記
載
さ
れ
る
古
く
か
ら
の
景
勝
地
で
す
。

川
の
中
か
ら
富
士
山
に
見
立
て
ら
れ
る
奇
岩
が
立

ち
上
が
り
、
そ
の
岩
を
見
下
ろ
す
丘
の
上
に
開
か
れ

た
藤
崎
弁
天
は
、
堰
に
よ
る
豊
か
な
水
量
を
誇
る
紀

の
川
や
龍
門
山
を
望
む
絶
景
の
立
地
で
あ
り
、
幕
末

期
に
は
こ
の
風
光
を
愛
し
た
琴
の
名
手
・
古こ

岳が
く

幽ゆ
う

眞し
ん

が
古
岳
庵
を
構
え
た
ほ
か
、
明
治
期
に
は
陸
奥
宗
光

の
所
有
と
な
り
、そ
の
後
旧
王
子
村
（
現
紀
の
川
市
）

に
寄
贈
さ
れ
る
な
ど
の
歴
史
を
経
て
、
和
歌
山
県
の

名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

藤
崎
弁
天
弁
天
堂

弁
天
堂
は
、
正
面
三
間
、
側
面
二
間
の
正
方
形
平

面
の
小
規
模
な
仏
堂
で
、
正
面
に
向ご

拝は
い

が
つ
く
寄
棟

の
瓦
屋
根
の
建
物
で
す
。
内
部
は
一
室
空
間
と
な
っ

て
お
り
、
背
面
か
ら
半
間
の
位
置
に
建
て
ら
れ
た
来ら
い

迎ご
う

柱ば
し
らの
間
に
仏
壇
が
設
け
ら
れ
、
本
尊
で
あ
る
弁
財

天
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

建
物
の
建
立
時
期
な
ど
は
不
明
で
し
た
が
、
虹こ
う

梁り
ょ
うに
ほ
ど
こ
さ
れ
た
渦
彫
刻
の
特
徴
や
、
柱
の
面
の

大
き
さ
な
ど
か
ら
、
江
戸
中
期
ご
ろ
の
建
物
と
推
定

さ
れ
、
向
拝
は
江
戸
後
期
に
増
築
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

弁
天
堂
の
保
存
修
理

弁
天
堂
は
、
昭
和
五
〇
年
こ
ろ
に
は
瓦
屋
根
が
葺

き
替
え
ら
れ
、
縁
や
天
井
、
床
、
側
面
建
具
が
輸
入

木
材
や
ベ
ニ
ヤ
板
で
張
り
替
え
ら
れ
る
な
ど
、
多
く

の
改
変
が
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
近
年
白
蟻

に
よ
る
被
害
が
進
み
、
木
部
や
瓦
屋
根
の
破
損
が
目

立
っ
て
き
た
た
め
、
紀
の
川
市
の
事
業
と
し
て
令
和

元
年
度
に
保
存
修
理
を
行
う
た
め
の
実
施
設
計
を
策

定
し
、
令
和
二
か
ら
三
年
度
の
２
か
年
で
、
半
解
体

修
理
を
実
施
し
ま
し
た
。

弁
天
堂
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
図
面
な
ど
が
作
成

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
実
施
設
計
に
あ
た
り
、

建
物
を
実
測
す
る
と
と
も
に
、
す
で
に
崩
落
し
て
し

ま
っ
て
い
た
屋
根
廻
り
の
木
部
材
も
丁
寧
に
調
査

し
、
必
要
な
実
測
図
を
作
成
し
ま
し
た
。

ま
た
、
修
理
工
事
に
伴
い
、
部
材
の
納
ま
り
や
改

変
の
様
子
を
調
査
し
な
が
ら
建
物
を
解
体
し
た
結

果
、
軸
部
や
軒
廻
り
、
小
屋
組
な
ど
に
建
立
当
初
の

状
態
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
向
拝
や
脇
仏
壇
が
建

立
後
に
増
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
建
物

の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

特
集

藤
崎
弁
天 

弁
天
堂
の
保
存
修
理

紀伊国名所図絵　左の丘陵上に藤崎弁天が描かれている。
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弁
天
堂
の
沿
革

今
回
の
事
業
に
伴
い
、
粉
河
寺
文
書
『
粉
河
寺
旧

記
』
に
弁
天
堂
の
記
載
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

『
藤
崎
大
弁
財
天
之
堂
、
二
間
四
面
、
水
無
川
之

弁
天
を
移
。（
中
略
）
元
禄
年
中
、
藤
崎
湯
水
通
之

守
護
神
と
し
て
彼
堂
を
御
国
主
ゟ
御
建
立
』

藤
崎
で
は
、
紀
州
藩
の
命
に
よ
り
大
畑
才
蔵
が
開

削
し
た
井い

堰せ
き

が
元
禄
十
四
年
に
完
成
し
て
お
り
、
弁

天
堂
が
井
堰
の
守
護
と
し
て
紀
州
藩
に
よ
っ
て
建
立

さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
棟
束
に
釘
止
め
さ
れ
た
祈き

祷と
う

札ふ
だ

も
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
建
物
の
建
立
を
示
す
文
言
や
、
施
主
、
大

工
の
名
前
な
ど
が
記
さ
れ
た
建
立
棟
札
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、『
元
禄
拾
四
年
』
の
年
紀
と
と
も
に
、『
国

家
安
全
』
な
ど
の
文
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
古
文
書

の
記
載
時
期
と
も
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
藤
崎
弁
天

弁
天
堂
は
、
元
禄
十
四
年
（
１
７
０
１
）
に
棟
上
さ

れ
た
建
物
で
あ
る
と
判
断
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
崩
落
し
た
部
材
の
中
か
ら
万
延
元
年

（
１
８
６
１
）
の
年
紀
の
あ
る
修
理
棟
札
も
発
見
さ

れ
ま
し
た
。『
古
岳
庵
』
と
の
記
載
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
古
岳
幽
眞
に
よ
り
藤
崎
弁
天
が
整
備
さ
れ
た
時

期
の
も
の
と
分
か
り
ま
す
。
修
理
に
伴
う
調
査
に
よ

り
、
こ
の
時
期
に
向
拝
が
増
築
さ
れ
、
外
周
が
縦
板

壁
で
化
粧
直
し
さ
れ
た
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。

ま
た
、
西
側
に
隣
接
し
て
建
設
さ
れ
た
古
岳
庵
へ

の
渡
り
廊
下
が
架
け
ら
れ
、
西
面
の
出
入
り
口
が
整

備
さ
れ
た
ほ
か
、
こ
の
時
期
に
脇
仏
壇
が
増
設
さ
れ

た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

明
治
時
代
以
降
で
は
、
正
面
の
桟
唐
戸
が
蝶
番
で

吊
り
込
ま
れ
て
お
り
、
マ
イ
ナ
ス
溝
の
ネ
ジ
で
留
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
記
録
の
残
る
大
正
十
五
年

の
改
変
と
推
定
で
き
ま
し
た
。

昭
和
五
十
年
頃
に
は
桟
瓦
で
屋
根
が
葺
き
替
え
ら

れ
て
お
り
、
縁
廻
り
や
向
拝
の
軒
が
輸
入
木
材
で
造

り
直
さ
れ
、
天
井
板
や
床
が
合
板
に
取
り
替
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
内
外
装
が
弁
柄
や

ペ
ン
キ
で
塗
装
さ
れ
、
亀
腹
は
漆
喰
塗
か
ら
コ
ン
ク

リ
ー
ト
製
に
改
変
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

弁
天
堂
の
修
理
方
針
と
復
原

三
百
二
十
年
以
上
前
に
建
て
ら
れ
た
弁
天
堂
は
、

修
理
を
繰
り
返
す
こ
と
で
現
在
ま
で
守
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
合
板
や
輸
入
木
材
が
用
い
ら
れ
る

な
ど
、
歴
史
的
建
物
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
改

造
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
す
。こ
の
た
め
、

今
回
の
修
理
事
業
に
あ
た
っ
て
は
、
名
勝
と
し
て
の

価
値
付
け
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
、
古
岳
幽
眞

が
整
備
し
た
幕
末
期
の
姿
に
復
す
る
形
で
修
理
を
行

う
方
針
と
し
ま
し
た
。

復
原
に
あ
た
っ
て
は
、
明
確
な
根
拠
を
も
っ
て
行

う
こ
と
を
堅
持
し
、
建
物
の
痕
跡
の
詳
細
な
調
査
と

並
行
し
て
、
紀
の
川
市
教
育
委
員
会
の
協
力
を
得
て

古
写
真
や
古
文
書
の
調
査
も
実
施
し
ま
し
た
。

屋
根
に
関
し
て
は
、
地
元
住
民
に
よ
り
、
昭
和

三
十
八
年
に
弁
天
堂
を
正
面
か
ら
撮
影
し
た
古
写
真

修理棟札
万延元年

（1861）

建立時祈祷札
元禄十四年
（1701）
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が
提
供
さ
れ
、
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
し
た
。
修
理

前
、
桟
瓦
だ
っ
た
屋
根
は
本
瓦
で
葺
か
れ
、
軒
平
瓦

に
瓦が

頭と
う

の
中
央
部
下
端
が
繰く
り

形が
た

で
造
り
出
さ
れ
る
滴て
き

水す
い

瓦が
わ
らが

用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
棟
に
は
輪
違
い
の
装
飾

も
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
粉
河
寺
境
内
の
江

戸
時
代
の
建
物
と
も
共
通
す
る
特
徴
で
す
。

棟
に
載
せ
ら
れ
る
鯱し
ゃ
ちや
鬼
瓦
は
、
古
材
が
境
内
に

保
管
さ
れ
て
お
り
、
破
損
し
た
箇
所
を
修
理
し
、
古

材
に
倣
っ
て
新
調
す
る
こ
と
も
出
来
ま
し
た
。

屋
根
の
小
屋
組
は
、
多
く
が
蟻
害
に
よ
り
崩
れ
て

し
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
正
面
部
分
に
残
っ
た
当
初

の
部
材
の
納
ま
り
か
ら
屋
根
の
勾
配
な
ど
を
精
査

し
、
正
確
に
復
原
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

軒
廻
り
は
、垂た
る

木き

に
折
損
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
が
、

身し
ん

舎し
ゃ

部
分
に
は
原
則
当
初
の
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
向
拝
が
取
り
付
く
部
分
に
は
、
当
初
材
の
茅か
や

負お
い

を
解
体
せ
ず
に
加
工
し
、
木き

負お
い

と
し
て
転
用
す
る

な
ど
、
施
工
の
状
況
が
判
明
し
ま
し
た
。
勾
配
が
改

変
さ
れ
て
い
た
向
拝
部
分
に
つ
い
て
は
、
手
挟
に
残

る
勾
配
の
痕
跡
か
ら
、
身
舎
と
同
じ
と
な
る
万
延
増

築
時
の
勾
配
に
復
し
ま
し
た
。

建
物
の
軸
部
は
全
て
当
初
材
が
残
っ
て
い
ま
し
た

が
、
側
柱
は
足
元
が
切
断
さ
れ
、
土
台
に
載
せ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
唯
一
足
元
ま
で
完
存
し
て
い
た
東
側

の
来
迎
柱
を
基
準
に
、
建
立
時
の
柱
長
さ
を
根
継
修

理
で
復
原
し
、
組
み
立
て
直
し
ま
し
た
。

床
組
は
昭
和
五
〇
年
時
に
ほ
と
ん
ど
の
部
材
が
取

り
替
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
脇
仏
壇
の
下
に
当
初

の
床
板
が
残
さ
れ
て
お
り
、
壁
と
同
仕
様
の
楠
の
二

尺
巾
の
板
材
で
復
原
新
調
し
ま
し
た
。

柱
間
装
置
は
、
背
面
、
側
面
後
端
間
に
は
建
立
当

初
か
ら
の
楠
の
横
嵌
め
板
壁
が
残
存
し
、
そ
の
外
周

に
目
板
付
き
縦
板
壁
が
張
り
重
ね
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
縦
板
壁
に
は
和
釘
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
た
め
、万
延
期
に
張
ら
れ
た
も
の
と
判
断
し
、

今
回
の
修
理
で
も
張
り
重
ね
ま
し
た
。

正
面
の
建
具
は
、
無
目
鴨
居
に
吊
り
金
具
が
取
り

付
け
ら
れ
て
い
た
痕
跡
、
柱
側
面
に
36
㎜
巾
の
辺
付

け
が
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
た
痕
跡
、
垂
木
に
開
扉
時

の
吊
り
金
具
を
取
り
付
け
た
痕
跡
が
確
認
出
来
た
た

め
、
半は
じ

蔀と
み

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
痕
跡

か
ら
建
具
の
高
さ
は
特
定
で
き
ま
し
た
が
、
意
匠
の

詳
細
は
同
時
代
の
根
来
寺
行
者
堂（
十
七
世
紀
中
期
）

を
類
例
に
、
整
備
し
ま
し
た
。

昭和 38 年撮影の古写真　本瓦屋根の詳細や渡り廊下が確認できる。

鯱の復原新調作業の様子　左端が保存されていた古材
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側
面
前
端
間
は
、
東
面
に
は
二
本
溝
の
鴨
居
が
残

り
ま
す
が
、
胴
縁
の
仕
口
な
ど
か
ら
万
延
期
に
縦
板

壁
に
改
変
さ
れ
た
と
判
断
し
ま
し
た
。
西
面
は
敷
居

に
間
柱
を
取
り
付
け
た
痕
跡
が
確
認
出
来
、
同
間
柱

よ
り
南
側
に
胴
縁
の
取
り
付
け
痕
跡
も
認
め
ら
れ
、

古
写
真
に
写
る
渡
り
廊
下
と
の
納
ま
り
か
ら
、
片
引

き
の
板
戸
に
復
し
ま
し
た
。

天
井
は
、
屋
根
の
崩
壊
と
と
も
に
大
破
し
て
い
ま

し
た
が
、
当
初
の
格ご
う

縁ぶ
ち

の
部
材
が
折
損
し
て
い
る
も

の
の
ほ
ぼ
全
材
回
収
す
る
こ
と
が
出
来
、
中
央
部
に

折
り
上
げ
が
付
く
格ご
う

天て
ん

井じ
ょ
うで

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
ま
し
た
。
ま
た
天
井
板
は
昭
和
50
年
時
の
改
修
で

合
板
に
張
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
堂
内
で
発

見
し
た
当
初
天
井
板
の
破
片
か
ら
、
柾ま
さ

目め

の
杉
板
を

継
ぎ
合
わ
せ
た
板
の
木
目
を
45
度
傾
け
て
張
り
込

む
、
技
巧
を
凝
ら
し
た
天
井
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。
同
様
の
天
井
は
、
高
野
山
の
重
要
文
化

財
金
剛
三
昧
院
客
殿
（
１
６
２
４
）
に
も
用
い
ら
れ
、

簡
素
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
弁
天
堂
は
、
高
い
格
式
を

持
っ
て
建
て
ら
れ
た
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で

き
ま
す
。

縁
廻
り
は
、
礎
石
か
ら
束
の
位
置
を
復
原
し
、
木

部
は
前
述
の
行
者
堂
を
類
例
に
整
備
し
ま
し
た
。

ま
た
、木
部
に
施
さ
れ
て
い
た
塗
装
に
関
し
て
は
、

万
延
期
と
判
断
し
た
縦
板
壁
の
転
用
材
に
塗
装
の
痕

跡
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
近
年
の
改
変

に
よ
る
施
工
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
木
材

に
影
響
が
出
な
い
よ
う
慎
重
に
掻
き
落
と
し
、
本
来

の
白
木
の
姿
に
復
し
ま
し
た
。

お
わ
り
に

花
見
や
夏
祭
り
の
舞
台
と
し
て
地
元
住
民
に
親
し

ま
れ
て
き
た
藤
崎
弁
天
で
す
が
、
今
回
の
修
理
を
通

し
、
紀
州
藩
の
一
大
土
木
事
業
の
一
環
で
建
立
さ
れ

た
歴
史
を
持
つ
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

小
さ
な
お
堂
で
す
が
、
来
迎
柱
に
架
け
ら
れ
た
虹

梁
な
ど
の
彫
刻
も
精
緻
で
、
律
動
的
な
天
井
や
水
平

に
開
く
半
蔀
か
ら
は
、
藤
崎
井
堰
や
弁
天
堂
に
馳
せ

た
当
時
の
人
々
の
思
い
が
伝
わ
り
ま
す
。

藤
崎
井
堰
が
国
土
交
通
省
に
よ
る
改
修
が
計
画
さ

れ
て
い
る
時
期
に
あ
わ
せ
復
原
的
な
修
理
が
行
え
た

こ
と
に
、
弁
天
堂
が
見
守
っ
て
来
た
歴
史
の
重
み
を

感
じ
ま
す
。	

（
多
井　

忠
嗣
）

開扉時には水平に吊り上げられる半蔀

復原した天井と水にちなむ鯉の彫刻が嵌められた来迎柱廻り
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令
和
４
年
に
伊
都
郡
九
度
山
町
に
所
在
す
る
、

入に
ゅ
う

郷ご
う

遺い

跡せ
き

の
発
掘
調
査
を
町
道
１
５
６
・
１
７
６

号
線
改
良
工
事
に
先
立
っ
て
実
施
し
ま
し
た
。

入
郷
遺
跡
は
、
紀
の
川
の
支
流
で
あ
る
丹に

ゅ
う
が
わ
生
川

西
岸
の
台
地
の
突
端
部
上
に
位
置
し
、
本
調
査
地

は
遺
跡
の
西
端
に
あ
た
り
ま
す
。
以
前
の
貯
水
場

建
設
工
事
の
際
に
発
見
さ
れ
、
縄
文
時
代
の
石せ

き
ぞ
く鏃

や
サ
ヌ
カ
イ
ト
剥
片
が
採
取
さ
れ
た
散さ

ん

布ぷ

地ち

で
す

が
、
こ
れ
ま
で
縄
文
土
器
片
な
ど
は
見
つ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。

な
お
、
本
遺
跡
の
北
方
、
丹
生
川
を
挟
ん
だ
対

岸
に
は
、
真
田
昌
幸
・
信
繫
親
子
の
、
近
世
の
真

田
屋
敷
跡
が
あ
り
、
西
方
の
谷
を
挟
ん
だ
尾
根
の

中
腹
に
は
、
中
世
の
岡
氏
居
城
跡
が
あ
り
ま
す
。

調
査
地
の
標
高
は
１
２
０
ｍ
ほ
ど
で
、
現
地
表

面
か
ら
30
～
70
㎝
ほ
ど
掘
り
下
げ
る
と
、
掘
立
柱

建
物
跡
、
柱
穴
跡
、
カ
マ
ド
跡
、
溝
、
土
坑
な
ど
、

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
遺
構
と
遺
物
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。

掘
立
柱
建
物
跡
は
調
査
区
の
中
央
で
見
つ
か
り
、

柱
穴
跡
の
直
径
は
20
～
40
㎝
で
、
柱
穴
の
埋
土
か

ら
青せ

い

磁じ

碗わ
ん

や
土は

師じ

器き

皿
が
出
土
し
ま
し
た
。

調
査
区
西

側
の
直
径
２

ｍ
の
土ど

坑こ
う

で

は
、
完
形
の

土
師
器
皿
や

瓦が

器き

碗
、
中

国
製
青
磁
碗

や
白
磁
碗
の

破
片
、
滑か

っ

石せ
き

製せ
い

石い
し

鍋な
べ

片
や

砥と

石い
し

な
ど

の
多
く
遺

物
が
出
土

し
ま
し
た
。

特
に
青
磁

碗
は
鎬

し
の
ぎ

蓮れ
ん

弁べ
ん

文も
ん

碗わ
ん

と

呼
ば
れ
る
、

蓮
の
花
び

ら
を
器
の

表
面
に
表

し
た
も
の
で
、
中
国
で
13
世
紀
ご
ろ
に
つ
く
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
国
産
青
磁

は
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
高
価
で
、
な
か
な

か
手
に
入
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

今
回
の
調
査
で
中
国
製
青
磁
碗
や
鉢
の
破
片
が

多
く
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
ご
ろ
の
本
遺
跡
の
調
査
地
周
辺
は
、
一
般
的

な
集
落
で
は
な
く
、
高
野
山
や
慈
尊
院
と
の
関
り

の
あ
る
、
比
較
的
身
分
の
高
い
人
々
が
住
ん
で
い

た
可
能
性
が
あ
り
、
貴
重
な
調
査
成
果
と
な
り
ま

し
た
。	

（
田
之
上
裕
子
）

入に
ゅ
う

郷ご
う

遺い

跡せ
き

の
発
掘
調
査
成
果

図 1　入郷遺跡周辺遺跡地図

写真 2　 柱穴跡出土の灯明皿

写真 1　 調査区全景（東上空から）

入郷遺跡

真田古墳

真田屋敷跡

小田遺跡

今回の調査地

岡氏居城跡
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入
郷
遺
跡
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
鎌
倉
時
代

か
ら
室
町
時
代
の
土
坑
か
ら
出
土
し
た
、
滑
石

製
の
羽は

釜が
ま

型
石
鍋
片
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

滑
石
製
石
鍋
は
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時

代
ご
ろ
ま
で
製
作
さ
れ
、
米
を
炊
く
釜
と
し
て

使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
滑
石
は
、
硬
度
１
の

軟
質
鉱
物
で
、
保
温
性
に
優
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
広
く
石
鍋
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
、

石
鍋
と
し
て
使
用
さ
れ
な
く
な
る
と
、
小
割
に

し
て
温お

ん

石じ
ゃ
く（
現
在
の
カ
イ
ロ
）
と
し
て
転
用
さ

れ
る
な
ど
し
ま
し
た
。
今
回
、
出
土
し
た
石
鍋
も
温
石
に
転
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

滑
石
が
軟
ら
か
く
加
工
し
や
す
い
石
と
い
っ
て
も
、
岩
盤
か
ら
石
材
を
切
り
出
し

て
、
外
内
面
を
削
っ
て
鍋
に
す
る
の
は
手
間
が
か
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

12
世
紀
初
め
の
記
録
と
し
て
、『
筑
前
国
船
越
荘
二
箇
年
未
進
注
文
（
東
大
寺

文
書
４
―
46
）』
に
は
、「
・
・
石
堝
一
口	

直
十
疋	

白
布
二
丈
五
尺	

直
六
疋	

刀

一
振	

直
十
五
疋
・
・
牛
一
頭	

直
四
十
疋
・
・
」
の
記
載
が
あ
り
、
当
時
は
石
鍋

４
個
で
牛
１
頭
と
い
う
、
と
て
も
高
額
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

石
鍋
は
関
東
地
方
か
ら
沖
縄
県
ま
で
の
広
範
囲
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
生
産

地
と
し
て
は
長
崎
県
西に

し

彼そ
の

杵ぎ

半
島
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
、
山
口
県
宇

部
市
な
ど
、
滑
石
の
鉱
床
は
日
本
列
島
各
地
に
分
布
し
ま
す
。
遠
く
九
州
や
中
国

地
方
か
ら
運
ば
れ
た
も
の
か
、
別
の
土
地
か
ら
和
歌
山
へ
運
ば
れ
て
き
た
も
の
か
、

興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。	

（
田
之
上
裕
子
）

紀
の
川
市
で
は
、
名
手
役
所
主
屋
の
整
備
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
現
場
は

木
部
の
組
立
が
完
了
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
建
物
で
は
現
代
住
宅
の
鴨
居
よ

り
も
成せ

い

の
高
い
「
差
鴨
居
」
と
い
う
部
材
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
両
端
を
柱

に
枘ほ

ぞ

差
し
、
柱
と
柱
を
つ
な
ぐ
重
要
な
部
材
で
す
。
一
般
的
な
民
家
の
鴨
居
は
部

屋
境
に
、
引
戸
を
建
て
込
む
造
作
材
で
す
。

差
鴨
居
は
、
そ
の
役
割
に
加
え
て
、
開
口

部
の
広
い
柱
間
を
固
め
る
構
造
体
と
し
て

も
役
目
を
果
た
し
ま
す
。
建
物
を
支
え
る

部
材
を
そ
の
ま
ま
表
わ
す
意
匠
は
、
江
戸

時
代
に
お
け
る
民
家
の
特
徴
を
示
し
て
い

ま
す
。

名
手
役
所
主
屋
で
は
一
階
の
11
箇
所
で

差
鴨
居
を
使
用
し
ま
す
。
ね
じ
れ
が
生
じ

た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
大
工
や
建
具

工
の
熟
練
し
た
技
術
で
、
10
箇
所
で
当
初

材
を
再
用
し
、
本
来
の
納
ま
り
に
復
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
樹
種
は
折
れ
に
く

く
粘
り
の
あ
る
マ
ツ
材
で
、成
が
一
尺（
約

30
㎝
）、
長
さ
も
４
ｍ
以
上
あ
る
立
派
な

部
材
で
す
。
破
損
が
大
き
く
、
や
む
な
く

取
り
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
一
本
は
、
同

じ
寸
法
の
木
材
を
探
す
の
に
苦
心
し
ま
し

た
。
建
物
が
公
開
さ
れ
た
際
に
、
見
上
げ

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

	

（
大
給　

友
樹
）

端部の仕口 差鴨居修理状況

入郷遺跡出土の滑石製石鍋

文
化
財
建
造
物
課
　名
手
役
所
の
現
場
か
ら 

“
差さ

し

鴨が
も

居い

”

埋
蔵
文
化
財
課
　
ど
こ
か
ら
来
た
の
？ 

滑か
っ

石せ
き

製せ
い

石い
し

鍋な
べ
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