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平
安
時
代
の
建
物
跡
を
発
見
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突
然
で
す
が
、皆
さ
ん
、家
の
玄
関
は
、「
東
西
南
北
」の
ど
ち
ら

を
向
い
て
い
ま
す
か
？

お
そ
ら
く
、栗
東
市
内
で
は
方
位
磁
石
で
測
っ
た
よ
う
に
真
北

と
か
、真
南
に
入
り
口
が
向
い
て
い
る
家
は
、手
原
駅
周
辺
を
除

い
て
少
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。お
お
よ
そ
正
方
位
か
ら
30
度
傾
い

た
方
向
に
入
り
口
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
か
種
明
か
し
を
す
る
と
、

「
条じ

ょ
う
り里

」と
い
う
も
の
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

奈
良
時
代
以
降
に「
条
里
制
」と
呼
ば
れ
る
一
町
四
方（
約

109
m
）を
基
本
的
な
区
画
と
す
る
地
割
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

栗
東
市
内
で
よ
く
見
ら
れ
る
南
北
軸
に
対
し
て
東
に
約
30
度

傾
い
た
地
割
は
こ
の
条
里
地
割
に
も
と
づ
く
も
の
で
す
。こ
の
地

割
は
栗
東
市
北
部
の
綣
・
笠
川
・
苅
原
付
近
を
通
る
中
山
道（
旧
東

山
道
）が
基
準
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
発
掘
さ
れ
た
狐
塚
遺
跡
の
調
査
で
は
、こ
の
地
割
に
沿
っ

た
建
物
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。写
真
中
央
に
映
る
ま
っ
す
ぐ

に
並
ん
で
い
る
６
つ
の
大
き
な
穴
は
、掘
立
柱
建
物
の
柱
跡
で
す
。

大
き
な
穴
一
つ
一
つ
に
柱
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。柱
を
埋
め
る

た
め
に
掘
ら
れ
た
穴
の
大
き
さ
は
約
80
cm、柱
本
体
の
直
径
は
約

20
cm、柱
と
柱
の
間
は
約
２
ｍ
間
隔
で
す
。東
西
方
向
を
向
い
て

お
り
、真
西
か
ら
約
30
度
北
に
傾
い
て
い
ま
す
。近
隣
の
調
査
成

果
か
ら
十
世
紀
頃
の
建
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

発
掘
調
査
成
果
か
ら
平
安
時
代
の
建
物
が
条
里
方
向
を
向
い

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
冒
頭
の
話
に

戻
り
ま
す
。

栗
東
市
内
の
現
代
の
地
図
を
開
い
て
み
る
と
、多
く
の
道
と
住

宅
が
、手
原
駅
周
辺
を
除
い
て
、真
北
か
ら
見
て
東
に
30
度
傾
い

た
方
向
、も
し
く
は
真
西
か
ら
北
に
30
度
傾
い
た
方
向
に
伸
び
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。こ
れ
は
、平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
地

割
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
な
く
、田
畑
と
し
て
、ま
た
開
発
に

よ
っ
て
宅
地
と
し
て
利
用
し
て
き
た
か
ら
で
す
。一
方
で
、手
原

駅
周
辺
は
奈
良
時
代
か
ら
倉
庫
群
な
ど
が
設
置
さ
れ
、平
安
時
代

よ
り
も
以
前
に
開
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、東
西
南
北
を
向
い

た
地
割
が
残
っ
て
い
ま
す
。一
見
、奈
良
時
代
や
平
安
時
代
の
風

景
な
ど
あ
ん
ま
り
残
っ
て
な
い
気
が
す
る
現
代
の
栗
東
市
も
、地

図
を
広
げ
て
、道
一
つ
、地
割
一
つ
を
辿
る
こ
と
で
歴
史
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

掘立柱建物柱跡（写真右側に建物本体が延びる）掘立柱建物柱跡（写真右側に建物本体が延びる）

栗東地域の条里地割分布　引用：『栗東の歴史』第一巻栗東地域の条里地割分布　引用：『栗東の歴史』第一巻
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