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代
の
官
営
工
房
と
も
目
さ
れ
る
、

鋳
造
加
工
や
漆
工
製
作
を
行
っ
て

い
た
工
房
群
が
あ
り
ま
し
た
。

■
身
近
な
場
所
に
歴
史
は
あ
る

未
来
に
伝
え
た
い
古
代
の
息
吹

　
学
校
や
公
共
施
設
の
敷
地
は
、

発
掘
で
一
度
に
調
査
で
き
る
面
積

が
広
い
た
め
遺
跡
の
性
格
が
分
か

り
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
し
、
子
ど
も
た
ち
が
毎
日
通
う

学
校
が
、
良
い
立
地
を
選
ん
で
建

て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

重
要
な
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る

要
因
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
普
段
見

慣
れ
た
場
所
が
遺
跡
だ
っ
た
な
ん

て
。
さ
す
が
奈
良
で
す
ね
。
子
ど

も
た
ち
に
も
ぜ
ひ
知
っ
て
欲
し
い

と
思
い
ま
す
。
少
し
違
っ
た
角
度

か
ら
、
今
い
る
場
所
を
改
め
て
知

る
こ
と
で
、
日
常
の
す
ぐ
隣
に
あ

る
歴
史
へ
の
想
い
が
広
が
り
ま
す
。

た
胞え

な

つ

ぼ

衣
壺
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ

の
内
容
は
、
九
条
道
家（
1
1
9
3

〜
1
2
5
2
）
の
日
記
『
玉ぎ
ょ
く
ず
い蘂
』

に
記
さ
れ
る
、
胞
衣
を
埋
納
す
る

作
法
に
と
て
も
近
い
様
子
を
示
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
風
習
は
、

奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
入
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
高
い
教
養
を
身
に
つ

け
た
人
物
が
生
活
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

■
仲
麻
呂
・
久
秀
・
長
屋
王
…

い
わ
く
つ
き
か
ら
奉
行
所
ま
で

　
三
笠
中
学
校
は
、
藤
原
仲
麻
呂

（
7
0
6
〜
7
6
4
）
の
大
邸
宅

「
田た
む
ら
だ
い

村
第
」
に
一
部
重
な
り
ま
す
。

左
京
四
条
二
坊
に
広
大
な
邸
宅
を

設
け
た
藤
原
仲
麻
呂
は
、
太
政
大

臣
ま
で
つ
と
め
ま
し
た
が
左
大
臣

橘た
ち
ば
な
の
も
ろ
え

諸
兄
と
対
立
、
7
6
4
年
に

乱
を
お
こ
し
、
最
後
は
近
江
で
敗

死
し
て
い
ま
す
。

　
佐
保
川
小
学
校
は
左
京
二
条
四

坊
に
位
置
し
ま
す
。
平
城
京
内
か

ら
は
他
で
見
つ
か
っ
て
い
な
い
、

甲
斐
国
（
山
梨
県
）
で
作
ら
れ
た

土
師
器
の
杯
が
出
土
し
て
い
ま
す

（
写
真
3
）
。
甲
斐
国
の
出
先
機
関

（
調
邸
）
が
あ
っ
た
の
で
は
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
若
草
中
学
校
の
あ
る
場
所
に
は
、

戦
国
時
代
の
武
将
、
松
永
久
秀

坊
六
坪
に
あ
た
り
ま
す
。
主
殿
、

脇
殿
と
名
付
け
ら
れ
た
建
物
跡
が

整
然
と
配
置
さ
れ
て
発
見
さ
れ
、

や
は
り
貴
族
の
邸
宅
跡
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、

和
同
開
珎
5
枚
、
舟
形
墨
、
竹
筆

管
、
刀
子
柄
、
古
裂
が
納
め
ら
れ

他
に
は
正
倉
院
宝
物
に
し
か
見
ら

れ
な
い
よ
う
な
大
変
珍
し
い
も
の

が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮

と
特
別
に
関
係
の
深
い
公
的
な
建

物
、
あ
る
い
は
貴
族
の
邸
宅
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

京
西
中
学
校
は
、
右
京
三
条
二
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（
1
5
1
0
〜
1
5
7
0
）
の
多

聞
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。
今
も
正

門
前
の
坂
道
を
登
っ
て
い
く
と
、

当
時
の
面
影
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
松
永
久
秀
は
、
主
君
を

裏
切
り
大
仏
殿
を
焼
失
さ
せ
る
な

ど
の
所
業
か
ら
大
変
な
悪
人
と
し

て
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
近
年

の
研
究
に
よ
り
そ
の
人
物
像
に
つ

い
て
見
直
し
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　
奈
良
女
子
大
学
は
、
江
戸
時
代

に
は
奈
良
奉
行
所
が
お
か
れ
、
道

を
は
さ
ん
で
東
隣
に
建
つ
学
生
寮

に
は
与
力
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。

構
内
か
ら
は
奉
行
所
で
使
用
さ
れ

た
お
茶
碗
な
ど
の
生
活
用
具
の
他
、

奉
行
所
が
お
か
れ
る
以
前
の
、
中

世
や
古
代
に
遡
る
遺
物
も
数
多
く

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
興
福
寺
や

東
大
寺
に
ほ
ど
近
い
立
地
か
ら
、

宿
院
や
貴
族
の
邸
宅
が
存
在
し
て

い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
学
校
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

年
9
月
に
閉
店
し
た
イ
ト
ー
ヨ
ー

カ
堂
は
左
京
三
条
二
坊
に
あ
た
り
、

約
3
万
5
0
0
0
点
も
出
土
し

た
木
簡
の
内
容
か
ら
、
長
屋
王

（
6
8
4
〜
7
2
9
、
長
屋
王
の

変
に
よ
り
自
殺
）
の
邸
宅
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
大

和
郡
山
市
九
条
公
園
に
は
奈
良
時

第
38
講

学
校
が

建
って
い
る
場
所
は

そ
の
昔
…

講
師

宮
路
淳
子（
奈
良
女
子
大
学
教
授
）

■
あ
の
人
の
家
も
あ
の
施
設
も
…

学
校
の
下
に
眠
る
都
の
遺
跡

　
奈
良
市
内
は
古
代
に
宮
が
置
か

れ
、
条
坊
が
施
行
さ
れ
た
計
画
的

な
都
市
景
観
を
有
し
て
い
た
都
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご

存
知
で
し
ょ
う
。
今
で
も
地
面
の

下
に
は
、
多
く
の
遺
跡
が
眠
っ
て

い
ま
す
。
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が

毎
日
通
う
学
校
が
、
そ
の
昔
ど
ん

な
場
所
だ
っ
た
か
、
ご
存
知
で
す

か
？

■
一
条
高
校
一
帯
に
広
が
る

ハ
イ
ソ
な
人
々
の
住
宅
街

　
西
ノ
京
丘
陵
に
建
つ
奈
良
県
立

西
の
京
高
校
は
、
弥
生
時
代
後
期

に
は
ム
ラ
が
営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

高
台
に
設
け
ら
れ
た
集
落
で
、
六

条
山
遺
跡
と
呼
ば
れ
一
部
が
校
内

に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
奈
良
市
立
一
条
高
校
は
、
平
城

京
条
坊
復
原
で
左
京
一
条
三
坊
十

三
坪
に
位
置
し
ま
す
。
校
内
で
は
、

条
坊
の
坪
境
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に

あ
る
は
ず
の
道
路
が
な
く
、
大
型

建
物
・
井
戸
な
ど
を
造
成
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
坪
を
広
々

と
使
っ
た
大
邸
宅
の
存
在
が
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
最
初
の
公

開
図
書
館
「
芸う
ん
て
い亭
」（
奈
良
時
代
の

文
人
貴
族
で
あ
っ
た
石
い
そ
の
か
み
の上
宅や
か
つ
ぐ嗣

〈
7
2
9
〜
7
8
1
〉
が
晩
年
、

邸
宅
を
改
築
し
阿あ
し
ゅ
く
じ

閦
寺
と
し
、
そ

の
一
角
に
お
さ
め
た
仏
教
外
典
な

ど
を
公
開
し
た
。
写
真
1
）
が
現

在
の
一
条
通
り
よ
り
も
南
側
に
あ

っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
に
し
て
も
一
条
高
校
と
そ

の
周
辺
は
、
奈
良
時
代
の
貴
族
階

級
の
住
ま
う
高
級
住
宅
街
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

　
奈
良
市
立
大
安
寺
西
小
学
校
は
、

平
城
京
左
京
五
条
二
坊
十
四
坪
に

建
ち
ま
す
。
こ
こ
で
は
坪
一
町
全

域
を
広
く
使
っ
て
、
主
殿
を
中
心

に
コ
の
字
型
に
整
然
と
配
置
さ
れ

た
建
物
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

横
組
み
と
縦
組
み
と
い
う
二
重
構

造
に
な
っ
た
井
戸
か
ら
は
、
檜
扇
、

学
校
や
公
共
機
関
の
広
大
な
敷
地
で
、

長
期
に
わ
た
って
行
わ
れ
る
大
規
模
な
発
掘
調
査
。

身
近
な
場
所
か
ら
出
土
す
る

奈
良
だ
か
ら
こ
そ
の
超
一
級
の
遺
跡
の
数
々
を
紹
介
。

横
櫛
、
碁
石
、
独
楽
な
ど
が
出
土

し
て
い
ま
す
（
写
真
2
）
。
平
城

宮
の
瓦
と
同
じ
型
で
つ
く
ら
れ
た

瓦
、
脚
付
や
動
物
の
形
を
し
た

様
々
な
種
類
の
硯
、
碁
石
や
独
楽

な
ど
奈
良
時
代
の
も
の
と
し
て
は
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