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宮
津
・
板
山
地
内
の
古
窯
発
掘
調
査
報
告
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
今
回
の
調
査
で
中
世
（
平
安
時
代
末

期
）
に
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「 
長 

ち
ょ
う 
頸 けい 
三  
筋  
壺 
」
と
「 
注 

さ
ん 
き
ん 
こ 

ち
ゅ
う 
口 
」
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
知
多
半
島
の

こ
う

出
土
遺
物
の
中
で
も
希
少
で
、
町
の
文
化
財
と
し
て
、
ま
た
学
術
的
に
も
大
変
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
宮
津
板
山

Ｆ
古
窯
址
群
（
Ｆ
は
発
見
さ
れ
た
古
窯
を

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
任
意
で
付
け
た
記

号
）
は
、
阿
久
比
町
の
東
端
、
半
田
市
の

大
矢
知
地
区
と
の
隣
接
し
た
小
丘
陵
の
尾

根
伝
い
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
十
九
年
名
古
屋
鉄
道
株
式
会
社
が

施
工
し
た
宮
津
板
山
土
地
区
画
整
理
事
業

の
開
発
に
伴
い
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
同
年

十
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の

八
日
間
、
福
岡
猛
志
日
本
福
祉
大
学
教
授

を
団
長
に
町
埋
蔵
文
化
財
研
究
員
と
町
教

育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
三
つ
の
窯
を
発
見
し
ま

し
た
。
窯
に
付
着
す
る
焼
土
か
ら
年
代
推

定
を
行
う
「
残
留
磁
化
測
定
」
で
は
、
一

〇
八
五
年
〜
一
三
三
〇
年
（
平
安
時
代
末

期
〜
鎌
倉
時
代
）
こ
ろ
の
窯
で
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
「
阿
久
比

谷
虫
供
養
」
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
時
代

に
近
い
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

窯
内
や
そ
の
付
近
か
ら
は
、「 
甕 
」「 
壺 
」

か
め 

つ
ぼ

「 
長  
頸  
三  
筋  
壺 
」「 
碗 
」「 
皿 
」
な
ど
が
見

ち
ょ
う 
け
い 
さ
ん 
き
ん 
こ 

わ
ん 

さ
ら

つ
か
り
ま
し
た
。
甕
に 
三  
ツ 

み 

つ 
巴 

ど
も
え 
文 
と
三
角

も
ん

形
を
組
み
合
わ
せ
た
「 
押  
印  
文  
様 
」
が
あ

お
う 
い
ん 
も
ん 
よ
う

る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も

「
長
頸
三
筋
壺
」
と
「
注
口
」
は
知
多
半

島
で
は
、
ほ
と
ん
ど
出
土
例
が
あ
り
ま
せ

ん
。
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発
掘
調
査
を
実
施
し
た
現
場
は
、
現

在
整
地
さ
れ
て
窯
跡
を
見
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。


