
の
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
デ
ザ
イ
ン

の
も
の
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。

遺
跡
の
調
査
で

は
、
こ
う
し
た

専
用
の
硯
以
外

に
土
器
を
硯
に

転
用
し
た
も
の

が
発
見
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、円
面
硯
の
大
き
さ
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

専
用
の
硯
は
限
ら
れ
た
身
分
の
人
の
み
が
使
用
す
る
も
の
で
、

使
う
役
人
の
位
な
ど
に
よ
っ
て
硯
の
種
類
や
大
き
さ
が
区
別
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

遺
跡
の
発
掘
調
査
成
果
か
ら
は
、
硯
が
広
く
普
及
し
た
の
は

奈
良
時
代
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
古
代
の
硯
の
存
在
は
地
方

へ
も
文
字
の
使
用
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

本
号
で
紹
介
し
た
古
代
の
硯
は
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

（
A
L
E
C
）
の
資
料
展
示
室
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

古
代
の
硯
す
ず
り

そ
の
99

お
わ
び
と
訂
正

　
1
月
号
（
1
6
9
号
）
本
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
、
画
像
説
明
文
に
「
生
態
復
元
画
」
と

記
載
し
ま
し
た
が
、
正
し
く
は
「
生
体
復
元
画
」
で
す
。
ま
た
、
3
月
号
（
1
7
1
号
）

本
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
「
天
智
天
皇
の
勅
願
（
ち
ょ
く
め
い
）」
と
表
記
し
ま
し
た
が
、

正
し
く
は
「
天
智
天
皇
の
勅
願
（
ち
ょ
く
が
ん
）」
で
す
。

　
こ
こ
に
訂
正
し
、
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。

●
E-m

ail　
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tow
n.aridagaw

a.lg.jp
●

ホ
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URL　
https://w
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●
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企
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調

整
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「
文ふ
ん

房ぼ
う

四し

宝ほ
う

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
文
房
四
宝
と
は
、

古
代
中
国
の
文
人
が
使
用
す
る
文
房
具
の
中
で
、
特
に
大
切
な
道

具
で
あ
っ
た
筆
・
紙
・
硯
・
墨
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

硯
は
中
国
で
発
明
さ
れ
た
文
房
具
の
一
つ
で
あ
り
、
約

１
４
０
０
年
前
の
飛
鳥
時
代
ご
ろ
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
普
段
私
た
ち
が
目
に
す
る
硯
と
い
え
ば
長
方

形
を
し
た
黒
い
石
の
も
の
が
一
般
的
で
す
が
、
古
代
の
硯
は
今
と

は
違
っ
た
形
を
し
て
い
ま
し
た
。

写
真
は
、
湯
浅
御
坊
道
路
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
で
平
成
４

年
（
１
９
９
２
年
）
に
出
土
し
た
平
安
時
代
の
初
め
頃
（
約

１
２
０
０
年
前
）
の
硯
で
す
。
古
代
の
一
般
的
な
硯
は
陶と
う

硯け
ん

と
呼

ば
れ
、
須す

恵え

器き

と
い
う
窯か
ま

で
焼
い
た
硬
質
の
焼
き
物
で
作
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
円
形
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
円え
ん

面め
ん

硯け
ん

」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

上
面
中
央
の
部
分
は
墨
を
す
る
所
で
、
そ
の
周
囲
は
く
ぼ
ん
で

堤
が
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
す
っ
た
墨
が
た
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
下
部
に
は
台
が
付
き
、
写
真
の
も
の
に
は
方
形
の
透

か
し
穴
が
あ
り
ま
す
が
、
他
地
域
で
は
獣
の
足
を
か
た
ど
っ
た
も

円面硯（上部復元直径約 10cm）


