
　

前
号
で
は
経き

ょ
う
づ
か塚の

説
明
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
、
ま
ず
は
そ
の
こ
と
に
触
れ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

釈
迦
の
入に

ゅ
う
め
つ滅（

死
亡
）
後
、
仏
教
は
段

階
を
経
て
衰
え
、
人
は
ど
ん
な
に
修
行
し

て
も
効
果
は
得
ら
れ
ず
、
人
の
心
は
す
さ

み
、
天
変
地
異
が
起
こ
り
、
は
か
な
く
悲

観
的
な
考
え
が
広
ま
る
時
代
…　

す
な
わ

ち
、「
末ま

っ

法ぽ
う

の
世
」
に
な
る
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。日
本
に
は
こ
の「
末
法
の
世
」が
、

永
承
7
年
（
１
０
５
２
年
）
に
訪
れ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

末
法
思
想
に
み
ら
れ
る
悲
観
的
な
考

え
を
開
放
す
る
の
は
弥み

勒ろ
く

菩ぼ

薩さ
つ

で
、
56

億
７
０
０
０
万
年
後
に
現
れ
、
人
々
を
救

済
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
弥
勒
出

現
の
と
き
、
お
経
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
救
い
が
得
ら
れ
な
い
と
い
け
な

い
こ
と
か
ら
、
人
々
は
お
経
を
書し

ょ

写し
ゃ

し
、

地
中
に
埋
め
、保
存
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
経
塚
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
紙
に
書
き
写
し
た
お
経
は
、
そ
の

ま
ま
埋
め
て
は
腐
っ
て
し
ま
う
た
め
、
容

器
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
に
焼
か
れ
た
の
が
「
経き

ょ
う
と
う筒」

と
呼
ば

れ
る
容
器
で
す
が
、
渥
美
窯
で
は
、
こ
の

経
筒
や
宗
教
の
儀
式
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ

ま
な
道
具
が
焼
か
れ
て
い
ま
し
た
。
同
時

期
の
他
の
地
方
の
窯か

ま

場ば

と
の
違
い
が
こ
こ

に
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
み
な
さ
ん
は
、
奈
良
の
大
仏
様
、

東
大
寺
を
ご
存
じ
で
す
ね
。
修
学
旅
行
の

定
番
で
あ
る
こ
の
お
寺
は
、
法
隆
寺
と
並

ん
で
日
本
で
は
有
名
な
お
寺
で
す
。
こ
の

東
大
寺
の
屋
根
に
葺ふ

く
た
め
の
瓦
を
焼
い

た
窯
が
田
原
市
に
あ
る
の
で
す
。
そ
の
場

所
は
、
田
原
市
の
西
側
、
伊
良
湖
町
に
あ

る
豊
川
用
水
最
終
調
整
池
・
初は

っ

立た
ち

ダ
ム
の

堤
防
の
か
た
わ
ら
に
あ
り
ま
す
。「
国
指

定
史
跡
伊
良
湖
東
大
寺
瓦
窯
跡
」
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
記
録
に
「
伊
良
湖
崎
の

山
間
に
初
立
と
い
ふ
所
あ
り　

貞
享
三
寅

（
１
６
８
６
年
）
八
月
農
夫
古
き
瓦
を
掘

り
出
す
。径
七
寸
ば
か
り
」と
記
さ
れ
、「
東

大
寺
」
と
刻
ざ
ま
れ
た
軒
丸
瓦
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、「
東
大
寺
草
創
の
時

瓦
を
つ
く
り
た
る
」
と
も
示
さ
れ
、
伊
良

湖
東
大
寺
瓦
窯
跡
を
、
７
５
２
年
に
東
大

寺
が
創
建
さ
れ
た
時
の
瓦
を
焼
い
た
場
所

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
江
戸

時
代
の
古
文
書
に
は
た
び
た
び
伊
良
湖
の

東
大
寺
瓦
が
紹
介
さ
れ
、
人
々
の
関
心
を

引
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
田
原

城
跡
か
ら
も
、
伊
良
湖
東
大
寺
瓦
窯
跡
で

焼
か
れ
た
瓦
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
瓦

は
戦
国
時
代
（
５
０
０
年
前
）
の
地
層

か
ら
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
田
原
城

主
で
あ
っ
た
戸
田
氏
が
「
東
大
寺
大
仏
殿

瓦
」
と
刻
ま
れ
た
珍
し
い
瓦
を
手
許
に
お

い
て
、
愛
玩
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

東
大
寺

は
今
も
昔

も
人
々
に

名
の
知
れ

た
お
寺
で

す
。
し
か

し
、
そ
の

名
を
記
し

た
瓦
が
な

ぜ
田
原
市

で
見
つ
か

る
の
か
は
、
昔
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。（
増
山
）

▼
文
化
財
課
（
崋
山
会
館
２
階
）
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〜
伊
良
湖
東
大
寺
瓦
窯
跡
〜

▲田原城で見つかった「東大寺瓦」

▲経塚の様子

▲伊良湖東大寺瓦窯跡

※
前
号
で「
大
ア
ラ
コ
窯
跡
」の
指
定
を
昭
和
42

年
と
紹
介
し
ま
し
た
が
、昭
和
46
年
の
誤
り
で
し

た
。こ
こ
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

▲田原城で見つかった
　「東大寺瓦」の破片

平成20年3月1日 　  　　　　　　　　│ 28 │


