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９
世
紀
後
半
か
ら
10
世
紀
初
め
の
家
屋
と
み
ら

れ
、
同
時
期
の
十
和
田
火
山
の
噴
火
に
よ
る
土

石
流
で
埋
没
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
１
９
６

７
年
か
ら
３
年
間
の
発
掘
調
査
で
、
４
棟
の
建

物
跡
や
、「
寺
」
と
読
め
る
墨
書
土
器
片
な
ど
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。�

���

　
ま
た
昨
年
３
月
、
文
化
遺
産
の
総
合
的
な
研

究
を
行
っ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
奈
良
文
化
財

研
究
所
の
調
査
・
研
究
に
よ
っ
て
、
37
年
ぶ
り

に
出
土
し
た
木
簡
の
文
字
の
解
読
に
成
功
、
人

物
な
ど
の
記
録
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
新

聞
等
で
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
覚
え
て
い

る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。�

　
木
簡
は
、専
門
の
研
究
機
関
で
赤
外
線
テ
レ
ビ�

���

　
こ
の
講
演
会
は
、
胡
桃
館
遺
跡
の
木
簡
に
書

か
れ
た
文
字
な
ど
の
最
新
の
研
究
成
果
を
紹
介

し
、
地
元
の
歴
史
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
お
う

と
企
画
さ
れ
た
も
の
で
多
く
の
歴
史
フ
ァ
ン
が

耳
を
傾
け
ま
し
た
。
講
師
は
古
代
史
を
専
門
と

す
る
秋
田
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
払
田
柵

跡
（
ほ
っ
た
の
さ
く
あ
と
）
調
査
事
務
所
の
高

橋
学
・
主
任
学
芸
主
事
。
高
橋
講
師
は
、
専
門

の
古
代
史
を
は
じ
め
、
中
世
史
な
ど
秋
田
県
の

歴
史
を
幅
広
く
研
究
さ
れ
、
胡
桃
館
遺
跡
の
木

簡
に
つ
い
て
も
論
文
を
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
胡
桃
館
遺
跡
は
、
昭
和
38
年
に
現
在
の
鷹
巣

中
学
校
の
野
球
グ
ラ
ン
ド
整
備
中
に
発
見
さ
れ

た
、今
か
ら
千
年
前（
平
安
時
代
）の
遺
跡
で
す
。

�

■
胡
桃
館
遺
跡
と
は
？�

　
胡
桃
館
遺
跡
は
、
現
在
の
鷹
巣
中
学
校
の
グ
ラ
ン

ド
整
備
中
に
発
見
さ
れ
た
、
今
か
ら
千
年
前
（
平
安

時
代
）
の
遺
跡
で
す
。
１
９
６
７
年
か
ら
３
年
間
に

わ
た
り
秋
田
県
教
育
委
員
会
と
当
時
の
鷹
巣
町
教
育

委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
の

発
見
を
憶
え
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
平

安
時
代
の
建
物
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
出
土
し
た
こ
と

で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。�

�

■
な
ぜ
残
っ
た
の
か
？�

　
普
通
、
建
物
の
柱
や
板
な
ど
の
木
材
は
地
中
に
埋

ま
っ
て
い
る
と
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
な
ぜ
当
時
の

建
物
が
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
そ
の
理
由

は
十
和
田
火
山
の
噴
火
に
あ
り
ま
す
。
現
在
の
十
和

田
湖
は
約
千
年
前
（
一
説
に
よ
る
と
９
１
５
年
）
に

噴
火
し
ま
し
た
。
そ
の
噴
火
の
規
模
は
有
史
以
来
の

日
本
最
大
級
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。�

　
北
秋
田
市
に
は
火
山
灰
は
あ
ま
り
降
ら
な
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、
大
量
の
土
石
流
（
シ
ラ
ス
洪
水
）
が

胡
桃
館
埋
没
家
屋
は
寺
院
と
し
て
使
わ
れ
た
？�

講
演
会
「
北
秋
田
市
の
古
代
〜
胡
桃
館
遺
跡
の
木
簡
か
ら
わ
か
る
こ
と
」�
古
代
史
の
ミ
ス
テ
リ
ー
を
探
る�

新
た
な
発
見
か
ら
推
測�

　
市
内
に
は
、
石
器
時
代
か
ら
中
世
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
２
６

０
ヵ
所
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
か
ら
37
年
前
の
昭
和
38
年

に
発
掘
さ
れ
た
胡
桃
館
遺
跡
（
平
安
時
代
）
は
、
研
究
機
器
な
ど
の
進
歩

に
よ
っ
て
遺
物
の
研
究
が
進
み
、
新
た
な
発
見
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
２
月
25
日
、
遺
跡
に
関
す
る
発
見
と
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
講
演
会
が

中
央
公
民
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
そ
の
あ
ら
ま
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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▲多くの歴史ファンが詰めかけた講演会
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そ
し
て
、「
埋
も
れ
た
遺
材
の
観
音
開
き
の
扉

に
書
か
れ
て
い
た
墨
書
が
３
日
間
に
わ
た
る
経

典
読
誦
の
記
録
で
あ
る
こ
と
や
、『
寺
』
と
書
か

れ
た
墨
書
土
器
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
建
物

は
寺
院
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

こ
の
遺
跡
全
体
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
意

味
を
も
つ
」
と
、
10
世
紀
初
頭
に
は
こ
の
地
方

に
も
仏
教
が
浸
透
し
、
法
会
（
ほ
う
え
＝
僧
俗

を
集
め
て
仏
の
教
え
を
説
き
聞
か
せ
る
会
合
）

が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
新
事
実
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。�

　
胡
桃
館
遺
跡
の
埋
没
家
屋
は
、
こ
れ
ま
で
豪

族
の
屋
敷
、
あ
る
い
は
役
所
と
し
て
使
わ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、「
寺

院
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
」
と

の
解
釈
を
聴
き
、
参
加
者
は
、
胡
桃
館
遺
跡
の

謎
と
地
方
史
の
奥
深
さ
に
さ
ら
に
関
心
を
高
め

て
い
た
様
子
で
し
た
。�

カ
メ
ラ
な
ど
を
使
い
解
析
し
た
結
果
、「
物
名
張
」

「
米
一
升
」な
ど
の
文
字
が
判
読
で
き
、米
を
支
給

し
た
際
の
数
量
や
、支
給
を
受
け
た
人
物
の
名
前

を
記
し
た
帳
簿
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 �

���

　
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
な
ど
を
も
と
に
高
橋

氏
は
、「
北
秋
田
市
に
は
、
国
指
定
史
跡
に
な
っ

た
伊
勢
堂
岱
遺
跡
ば
か
り
で
な
く
重
要
な
遺
跡

が
い
く
つ
も
あ
る
。
胡
桃
館
遺
跡
も
そ
の
一
つ
。

十
和
田
火
山
の
大
噴
火
に
よ
る
土
石
流
で
埋
も

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
噴

火
が
何
時
起
き
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
は
っ
き
り

は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
時

代
に
書
か
れ
た
比
叡
山
延
暦
寺
の
僧
侶
の
記
録

『
扶
桑
略
記
』
に
記
さ
れ
た
気
象
現
象
の
記
録

な
ど
か
ら
、
延
喜
15
年
（
西
暦
９
１
５
年
）
７

月
５
日
（
現
在
の
こ
よ
み
に
直
す
と
８
月
18
日
）

と
考
え
る
の
が
妥
当
」
と
、
大
噴
火
の
時
期
を

紹
介
、
歴
史
の
ロ
マ
ン
を
か
き
た
て
ま
す
。�

米
代
川
を
流
れ
、
流
域
の
村
々
を
飲
み
込
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。
火
山
灰
を
含
ん
だ
土
に
埋
も
れ
た
こ
と

で
腐
ら
ず
に
残
っ
た
よ
う
で
す
。
よ
っ
ぽ
ど
被
害
が

大
き
か
っ
た
の
か
、
そ
の
様
子
は
「
八
郎
太
郎
伝
説
」

と
し
て
現
在
ま
で
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。�

�

■
ど
ん
な
人
が
住
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う�

　
平
安
時
代
、
こ
の
地
域
の
人
々
は
『
蝦
夷
（
え
み

し
）
』
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
天
皇
の
支
配
が
及
ん
で

い
な
い
土
地
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
地
域
に
、
胡
桃

館
の
よ
う
な
高
度
な
建
築
技
術
で
建
物
が
み
つ
か
っ

た
り
、
遺
跡
か
ら
は
「
寺
」
と
読
め
る
文
字
を
書
い

た
土
器
や
、
お
経
を
読
ん
だ
と
い
う
記
録
の
落
書
き

が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
か
ら
も
こ
の

地
域
を
治
め
る
よ
う
な
人
物
が
住
ん
で
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。�

（
市
教
育
委
員
会
主
任
学
芸
員
・
榎
本
剛
治
）�
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　胡桃館遺跡の
復元想像図（奈
良国立文化財研
究所の研究者に
よるもの）

▲

▲出土した木簡の一部。書かれた文
字から米の支給帳簿ではないかと推
測されている。（赤外線デジタル写真）

▲出土した埋没家屋の遺材の一部。保
存状態がよく、その後の文字発見にも
つながった。（市文化会館資料展示室）

▲講演で紹介された発掘当時の写真（実物は
カラー）。板壁を井桁に組んだ校倉（あぜくら）
造りになっているようすがよくわかる。
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象
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期�
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