
容
器
を
納
め
、
蓋ふ
た

が
で
き
る
よ
う
に

段だ
ん
ぼ彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
孔

を
巡
っ
て
2
重
の
同
心
円
の
溝
が
あ

り
、
外
周
に
沿
っ
て
彫
ら
れ
た
や
や

深
い
溝
と
１
条
の
直
線
の
溝
で
つ
な

が
り
ま
す
が
、
こ
の
直
線
の
溝
は
さ

ら
に
側
面
を
貫
通
す
る
孔
に
通
じ
て

お
り
、
水
抜
き
の
機
能
を
担に
な

っ
て
い

ま
す
。
機
能
的
か
つ
美
し
い
造
形
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
な
お
、
89
㎝
の

　

昭
和
２
年
指
定
の
国
史
跡
巨こ
せ
で
ら
勢
寺
塔
跡
に
は
、

極
め
て
精
巧
な
造
り
で
有
名
な
塔と
う
し
ん
そ

心
礎（
図
１
）

が
残
っ
て
い
ま
す
。
ほ
ぼ
長
方
形
の
花か
こ
う
が
ん

崗
岩
の

中
央
に
深
さ
13
㎝
、
直
径
89
㎝
の
穴
が
正
円
に

彫ほ

ら
れ
、
そ
の
中
心
に
は
直
径
13
㎝
、
深
さ
6

㎝
の
仏ぶ
っ
し
ゃ
り
こ
う

舎
利
孔
が
あ
り
、（
仏
舎
利
＝
釈し
ゃ
か迦
の
骨
。

実
際
に
は
水す
い
し
ょ
う晶や
真し
ん
じ
ゅ珠
な
ど
で
代
用
）
仏
舎
利

文化財課
☎60-1608

ふるさと御所

文化財探訪文化財探訪
其の四十八

古
墳
時
代
〈
36
〉

巨
勢（
許
勢
）氏
の

　
　
　
　
　

台た
い
と
う頭
⑻

直
径
か
ら
五
重
の
塔
が
建
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

巨
勢
寺
は
巨
勢
氏
の
氏う
じ
で
ら寺
で
す
。

1
9
8
7
年
か
ら
1
9
9
0
年
に

か
け
て
周
辺
の
発
掘
調
査
が
実
施

さ
れ
、
講こ
う
ど
う堂
と
そ
の
左
右
に
伸
び

る
回か
い
ろ
う廊
や
築つ
い
じ地
が
み
つ
か
り
、
そ

の
伽が
ら
ん
は
い
ち

藍
配
置
は
左
に
塔と
う

、
右
に
金こ
ん

堂ど
う

、
両
者
の
背
後
に
講こ
う
ど
う堂
を
配
置

す
る
法ほ
う
り
ゅ
う
じ

隆
寺
式
（
図
２
）
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
調
査
で
は
階
段
式
登の
ぼ
り
が
ま窯の
瓦が

窯よ
う

（
か
わ
ら
が
ま
）（
図
３
）、
梵ぼ
ん

鐘し
ょ
う（
釣つ
り
が
ね鐘
）
を
鋳ち
ゅ
う
ぞ
う造す
る
施
設
（
図
４
）
な
ど
も

み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
瓦か
わ
ら（
図
５
）
な

ど
か
ら
７
世
紀
中
頃
の
創そ
う
け
ん建
で
平
安
時
代
末
に
は

廃は
い
じ寺
と
な
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

巨こ
せ
の
お
み
と
こ
た

勢
臣
徳
太
は
巨
勢
寺
創
建
に
関
わ
っ
た
人
物

と
み
ら
れ
、
大た
い
か化
の
改か
い
し
ん新
の
端
緒
と
な
っ
た
乙い
っ
し巳

の
変
（
6
4
5
年
）
に
貢
献
し
、
４
年
後
に
は
左さ

大だ
い
じ
ん臣
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
巨
勢
寺
の
初
出
文

献
は
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
遅
く
、『
日
本
書
紀
』
天て
ん

武む

天
皇
の
朱あ
か
み
と
り鳥元
年
（
6
8
6
年
）
に
、
天
皇
の

こ

せ

病
気
平へ
い
ゆ癒
の
祈
願
の
た
め
食じ
き

封ふ

二
百
戸
を
賜
っ
た
と
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
後
の
巨
勢
氏
で
す
が
、

巨こ
せ
の勢
朝あ
そ
ん臣
奈な

て

ま

ろ

弖
麻
呂
は
天て
ん
ぴ
ょ
う平

勝
し
ょ
う
ほ
う宝
元
年
（
7
4
9
年
）
に

大だ
い
な
ご
ん

納
言
に
ま
で
昇
り
詰
め
て

い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
中ち
ゅ
う
な
ご
ん

納
言
、

少し
ょ
う
な
ご
ん

納
言
と
な
っ
た
人
物
も
多

く
、
例
え
ば
巨こ
せ
の
あ
そ
ん
の
た
り

勢
朝
臣
野
足

は
弘
仁
３
年
（
8
1
2
年
）

に
は
陸む
つ
で
わ
の
あ
ぜ
ち

奥
出
羽
按
察
使
（
交

戦
目
的
の
場
合
は
征せ
い
い
た
い
し
ょ
う

夷
大
将

軍ぐ
ん

と
な
る
）
に
就
き
、
同
時
に
中
納
言
に
昇

進
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
蘇そ

が我
氏
が
教
科
書
に
登
場
す
る
ほ

ど
有
名
な
の
は
、
天
皇
家
を
な
い
が
し
ろ
に

す
る
行
為
を
重
ね
た
本ほ
ん
ぞ
う
け

宗
家
の
蘇そ
が
の
え
み
し

我
蝦
夷
と

入い
る
か鹿
が
、
先
述
の
乙い
っ
し巳
の
変へ
ん

（
6
4
5
年
）

で
劇
的
な
最さ
い
ご期
を
遂
げ
る
か
ら
で
す
。一
方
、

巨
勢
氏
は
乱
の
首し
ゅ
ぼ
う
し
ゃ

謀
者
な
ど
に
は
な
る
こ
と

は
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
派は

で手
さ
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、だ
か
ら
こ
そ
巨
勢
氏
は
、

最
大
級
の
横
穴
式
石
室
、
條
ウ
ル
神
古
墳
を

築
造
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
後
も
没
落
す
る

こ
と
な
く
、
続
く
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代

（
前
期
）
を
通
じ
て
も
高
級
官
僚
を
輩は
い
し
ゅ
つ出
す

る
、
息
の
長
い
名
門
貴
族
と
な
っ
た
、
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

【
参
考
文
献
】『
巨
勢
寺
』、
2
0
0
4
年
、
奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所

　
　
　
　
　
　
（
文
責　
　

田 

和
尊
）

※平成25年1月号から、「歴史探訪」御所市指定文化財『おかげ参り文書』のシリーズが始まります。お楽しみに♪

図４　梵鐘鋳造遺構
（転載許可：奈良県立橿原考古学研究所）

図２　巨勢寺 想定復元図（『巨勢寺』から）

図１　巨勢寺 塔心礎

図３　瓦窯
（転載許可：奈良県立橿原考古学研究所）

※
今
回
で
考
古
学
・
古
代
史
編
は
シ
リ
ー
ズ

と
し
て
は
完
結
で
す
。
長
ら
く
お
付
き
合
い

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図５　巨勢寺の軒瓦
（転載許可：奈良県立橿原考古学研究所）


