
 

以
前
に
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
、

「
三
宅

み

や

け

」「
北
家

ほ

っ

け

」
な
ど
と
書
か
れ

た
墨
書

ぼ
く
し
ょ

土
器
を
出
土
し
、
「
香こ

う

利
屋

り

や

」
と
い
う
字
名
に
も
近
接
す

る
高
砂
市
曽
根
町
鍋
田
の
塩
田

し

お

た

遺

跡
は
、
古
代
印
南
郡
の
郡
家

ぐ

う

け

（
郡

役
所
）
に
関
係
す
る
遺
跡
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
「
三
宅
」

と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
の
存
在
も
、

郡
家
と
の
深
い
関
わ
り
を
示
し
て

い
ま
す
。 

 

ミ
ヤ
ケ
は
屯
倉
・
御
宅
・
三
宅
・

三
家
・
官
家
と
も
書
か
れ
、
も
と

も
と
は
大
和
朝
廷
が
各
地
に
設
置

し
た
「
宅や

け

」
や
「
倉く

ら

」
を
さ
し
、

王
権
の
直
轄
領
の
意
味
で
用
い
ら

れ
ま
し
た
。
一
般
的
に
は
、
こ
う

し
た
ミ
ヤ
ケ
は
大
化
改
新
の
さ
い

に
廃
止
さ
れ
て
、
公
地
公
民
制
に

移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
七
世
紀
中
葉
以
降
も
、
畿
内

に
は
天
皇
家
の
供
御

く

ご

料
田
と
し
て

官
田
（
屯
田

み

た

）
が
置
か
れ
、
国
府
・

国
衙

こ

く

が

や
郡
家
・
郡
衙

ぐ

ん

が

の
よ
う
な
地

方
統
治
の
拠
点
も
ミ
ヤ
ケ
と
称
さ

れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
『
日
本
書

紀
』
天
武
一
四
年
一
一
月
条
の
「
郡

家
」
は
、
古
訓
で
「
コ
ホ
リ
ノ
ミ

ヤ
ケ
」
と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
は

伊
勢
神
宮
の
神
郡

し
ん
ぐ
ん

の
起
源
に
つ
い

て
、
難
波
朝
庭

な

に

わ

の

み

か

ど

（
孝
徳
天
皇
）
が

天
下
に

評
ひ
ょ
う

（
郡
の
前
身
）
を
立
て

た
時
、
度
会

わ
た
ら
い

の
山
田
原
に
「
屯
倉
」

を

立

て

、

新
家
連

し
ん
け
の
む
ら
じ

阿
久
多

あ

く

た

と

礒

連

い
そ
の
む
ら
じ

牟
良

む

ら

を
そ
の
官
人
に
任
命

し
た
な
ど
と
述
べ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
大
化
元
年
（
六
四
五
）
八

月
の
東
国
国
司
へ
の

詔
み
こ
と
の
り

で
は
、

「
我
が
祖
の
時
よ
り
、
此
の
官
家

み

や

け

を

領
あ
ず
か

り
、
是
の
郡
県
を
治お

さ

む
」
と

主
張
す
る
者
で
、
そ
の
申
告
に
虚

偽
の
な
い
者
を
郡
司
に
任
用
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
在
地
豪
族

は
父
祖
以
来
管
理
・
支
配
し
て
き

た
屯
倉
を
改
め
て
朝
廷
に
差
し
出

し
、
あ
る
い
は
新
た
な
屯
倉
の
建

設
に
協
力
す
る
こ
と
で
、
譜
代
の

郡
司
と
し
て
郡
を
統
治
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

播
磨
国
印
南
郡
の
伝
統
的
な
郡

司
氏
族
は
不
明
で
す
が
、
印
南
郡

に
も
朝
廷
の
宅
と
倉
を
管
掌
し
た

在
地
豪
族
が
存
在
し
、
そ
の
統
治

の
拠
点
に
郡
家
（
コ
ホ
リ
ノ
ミ
ヤ

ケ
）
が
建
設
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
印
南
郡
の
郡

家
も
「
ミ
ヤ
ケ
」
と
称
し
う
る
わ

け
で
、
塩
田
遺
跡
の
周
辺
に
印
南

郡
の
「
三
宅
」
、
す
な
わ
ち
印
南
郡

家
が
存
在
し
た
可
能
性
は
や
は
り

高
い
と
い
え
ま
す
。「
三
宅
」
と
記

さ
れ
た
墨
書
土
器
は
、
滋
賀
県
草

津
市
の
北
萱

き
た
か
や

遺
跡
や
野
洲

や

す

郡
中
主

ち
ゅ
う
ず

町
の
光
相
寺

こ
う
し
ょ
う
じ

遺
跡
な
ど
か
ら
も
出

土
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
各
地

の
遺
跡
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、

塩
田
遺
跡
の
性
格
が
さ
ら
に
明
確

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

（
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員 

西
本
昌
弘
） 

た 

か 

さ 

ご 

史 

話 
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～

印

南

郡

家

と

「

三

宅

」

～ 

▲塩田遺跡出土の墨書土器「三宅」 


