
　

勝
山
城
跡
の
発
掘
調
査
の
中
で
、
お
茶
壷

蔵
推
定
地
の
調
査
は
平
成
19
～
20
年
度
に
か

け
て
実
施
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
お
茶
壷

蔵
推
定
地
の
調
査
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
成

果
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
茶
壷
蔵
は
勝
山
城
の
ど
こ
に
置
か
れ
て

い
た
の
か
実
は
良
く
分
か
っ
て
お
ら
ず『
谷
村

城
下
絵
図
』で
そ
の
場
所
を
確
認
で
き
る
の
み

で
す
。
こ
の
絵
図
を
で
は
、
本
丸
か
ら
北
東

方
向
に
突
き
出
た
平
坦
部
に「
御
茶
蔵
」
と
描

か
れ
、
こ
れ
が
場
所
を
直
接
示
し
た
手
が
か

り
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、『
下
谷
村
村
明
細
帳
』

に
は「
御
本
城
よ
り
御
茶
壷
蔵
迄
道
程
五
十
四

間･･･

」と
い
う
記
述
が
あ
り
、
本
城
を
本
丸

と
す
る
と
本
丸
か
ら
五
十
四
間（
約
１
０
０

ｍ
）の
距
離
に
お
茶
壷
蔵
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
絵
図
や
文

献
の
情
報
、
過
去
の
現
地
調
査
か
ら
お
茶
壷

蔵
の
推
定
地
が
絞
ら
れ
、
実
際
に
調
査
に
着

手
し
た
の
が
平
成
19
年
度
の
こ
と
で
し
た
。

調
査
地
点
は
北
尾
根
の
付
け
根
部
に
あ
た
る

平
場
で
す
。
日
当
た
り
が
悪
く
、
桂
川
か
ら

吹
き
上
げ
る
風
に
よ
っ
て
冷
涼
で
あ
り
、
茶

葉
を
貯
蔵
す
る
に
は
適
し
た
環
境
に
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
本
丸
か
ら
徒
歩
で
約
１
０
０

ｍ
の
地
点
に
位
置
し
、
文
献
の
記
述
に
も
一

致
し
ま
し
た
。
調
査
は
ト
レ
ン
チ
と
呼
ば
れ

る
試
掘
坑
を
設
け
て
部
分
的
に
調
査
を
実

施
し
ま
し
た
。
地
表
下
深
さ
30
ｃ
ｍ
程
で
、

花か
こ
う
が
ん

崗
岩（
石
材
と
し
て
御み
か
げ
い
し

影
石
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
）の
地
山
面
が
現
れ
、
こ
の
面
を
調
査

し
て
い
く
と
直
径
30
ｃ
ｍ
程
の
柱
穴
や
柱
を
据

え
た
礎そ
せ
き石
が
2
基
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
こ
の
地
点
に
は
柱
穴
を
用
い
た

建
物
と
礎
石
を
用
い
た
建
物
が
時
期
を
前
後

し
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
柱
穴
は
南
北
に
か
け
て
3
基
確
認
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
半
間（
90
ｃ
ｍ
）の
間
隔
を
持
っ
て
お

り
、
こ
の
柱
間
か
ら
蔵
に
用
い
た
柱
穴
で
あ

る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら

に
南
の
斜
面
部
の
調
査
で
は
、
尾
根
を
分
断

す
る
よ
う
に
溝
が
通
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
、
溝
の
底
の
層
は
細
か
い
砂
質
土

で
水
分
を
含
ん
で
お
り
、
排
水
用
の
溝
と
し

て
設
け
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
度
に
は
さ
ら
に
範
囲
を
広
げ
調

谷村城下町絵図（横山家蔵）（右）　

同絵図の勝山城部分（上）
「御茶蔵」と記されています。

「御茶蔵」付近を発掘した結果、柱を建
てていた跡（柱穴）が発見されました。

将軍家献上茶壷（復元）
宇治市歴史資料館蔵

2基発見された、礎石。
江戸時代（お茶壷道中が
行われていた時期）の建
物に一般的に用いられて
いました。

23 Ｈ 2 1 . 1 1 . 1Ｈ 2 1 . 1 1 . 1

度
化
さ
れ
る
の
は
寛
永
10
年（
１
６
３
３
）
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、
毎
年
４
月
下
旬
か

ら
５
月
上
旬
に
な
る
と
、
宇
治
か
ら
茶
葉

の
生
育
状
況
の
報
告
を
受
け
、
茶
壷
付
添
い

人
ら（
８
～
14
人
）
が
茶
壷
と
と
も
に
江
戸
を

出
発
し
ま
す
。「
茶
詰
め
」
は
採
茶
使
が
宇
治

に
到
着
し
て
か
ら
９
日
目
か
ら
茶
道
頭
の
立

会
い
の
も
と
で
始
ま
り
、
茶
詰
め
を
終
え
る

と
茶
壷
は
封
印
さ
れ
、
羽
二
重
で
包
み
、
さ

ら
に
、
そ
の
上
を
綿
入
れ
の
帛ふ

く
さ紗
で
包
み
、

長な
が
ぼ
う
か
ご

棒
駕
籠
の
中
の
箱
に
納
め
る
と
い
う
も
の

で
す
。
そ
の
取
り
扱
い
は
、
細
心
の
注
意
が

払
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

お
茶
壷
道
中
は
五ご
せ
っ
け

摂
家
や
宮み
や
も
ん
ぜ
き

門
跡
に
準
じ

る
権
威
の
高
い
も
の
で
、
茶
壷
が
通
行
す
る

際
に
は
、
大
名
ら
も
駕か

ご籠
を
降
り
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
街
道
沿
い
の
村
々
に
は
、
街
道
の

掃
除
が
命
じ
ら
れ
、
街
道
沿
い
の
田
畑
の
耕

作
が
禁
じ
ら
れ
た
ほ
ど
で
す
。

　

お
茶
壷
道
中
行
列
が
、
平
成
12
年
10
月
に

お
よ
そ
３
１
０
年
ぶ
り
に
復
活
し
て
か
ら
、

今
年
で
10
年
目
。
こ
れ
ま
で
お
茶
壷
道
中
実

行
委
員
会（
前
身
は
お
茶
壷
道
中
研
究
会
）
を

中
心
に
多
く
の
方
々
が
、
こ
の
復
活
に
向
け

た
取
り
組
み
と
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め

の
努
力
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
実
を
結

び
、
お
茶
壷
道
中
行
列
は
、
八
朔
祭
と
並
び
、

城
下
町
つ
る
を
象
徴
す
る
歴
史
的
ロ
マ
ン
溢

れ
る
代
表
的
な
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
月
は
、
お
茶
壷
道
中
と
関
わ
っ
て
こ
ら

れ
た
方
々
の
思
い
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
な
が

ら
、
改
め
て
都
留
の
歴
史
の
す
ば
ら
し
さ
を

伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。　

お
茶
壷
道
中
と
都
留

　

誰
も
が
知
っ
て
い
る
わ
ら
べ
唄「
ず
い
ず
い

ず
っ
こ
ろ
ば
し
」。
こ
の
歌
の
一
節
に「
茶
壷

に
追
わ
れ
て
と
っ
ぴ
ん
し
ゃ
ん
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た
お
茶

壷
道
中
行
列
に
追
わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
を

唄
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ

で
登
場
す
る
お
茶
壷
道
中
は
、
都
留
市
と
深

い
関
わ
り
が
あ
る
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
幕
府
が
将
軍
御
用
の
宇
治
茶

を
茶
壷
に
入
れ
て
江
戸
ま
で
運
ぶ
行
事
を
茶

壷
道
中
、
あ
る
い
は
宇
治
茶
壷
道
中
と
言
い

ま
し
た
。
初
め
て
幕
府
が
宇
治
茶
の
上
納
を

命
じ
る
宇
治
採
茶
使
を
派
遣
し
た
の
は
慶
長

18
年（
１
６
１
３
）
と
さ
れ
、
茶
壷
道
中
が
制

復
活
か
ら
10
年

お
茶
壷
道
中
と
は

お茶壷道中と都留

は
じ
ま
り
と
盛
衰

　

お
茶
壷
道
中
の
始
ま
り
は
慶
長
18
年

（
１
６
１
３
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
は
、
徳

川
家
康
が
秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
り
、
大
御
所

と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

そ
の
後
、「
茶
壷
道
中
」
と
呼
ば
れ
る
権
威
あ

る
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
の

は
、
寛
永
10
年（
１
６
３
３
）と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」の
一
節
に「
茶

壷
に
追
わ
れ
て
・
・
・
」と
示
す
よ
う
に
、
茶

壷
道
中
は
、
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
も
、

遊
ぶ
の
を
止
め
て
し
ま
う
よ
う
な（
怖
い
？
）

存
在
で
あ
り
、
茶
壷
道
中
と
行
き
あ
う
と
き

は
、
た
と
え
大
名
で
あ
っ
て
も
道
を
譲
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
権
威
を
与
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
行
き
過
ぎ
た
権
威
が
災
い

し
て
、
道
中
で
は
村
人
な
ど
と
ト
ラ
ブ
ル
を

起
こ
す
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、
お
茶
壷
道
中

に
も
改
革
が
加
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
特

に
八
代
将
軍
吉
宗
の
享
保
の
改
革
で
は
、
経

費
節
減
を
目
的
に
茶
壷
の
数
を
制
限
し
た
り
、

行
列
の
人
数
を
減
ら
し
た
り
し
て
お
茶
壷
道

中
の
簡
略
化
を
図
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
文

化
９
年（
１
８
１
２
）、
家
斎
の
と
き
に
も
、

道
中
規
模
の
縮
小
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
幕
末
に
か
け
て
徳
川
家
の
権
威
が
失
墜

す
る
と
同
時
に
茶
壷
道
中
も
お
よ
そ
２
３
０

年
に
わ
た
る
歴
史
に
幕
を
閉
じ
た
の
で
す
。

都
留
と
の
か
か
わ
り

茶
壷
蔵
推
定
地
の
調
査

　

江
戸
時
代
の
前
半
期
、
城
下
町
で
あ
っ
た

都
留
の
姿
を
伝
え
る
谷
村
城
下
絵
図
に
は
、

他
の
絵
図
に
は
見
ら
れ
な
い「
御
茶
蔵
」
と
い

う
文
字
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

お
茶
壷
道
中
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
将
軍
家
御

用
の
茶
壷
が
、
こ
の
地
に
収
納
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
同
時
に
お
茶
壷
道
中
が
こ
の
地
を
経

由
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
都
留（
谷

村
）の
気
候
条
件
は
、
夏
涼
し
く
、
新
茶
を
保

存
す
る
の
に
適
し
て
い
た
こ
と
や
、
当
時
の

谷
村
を
治
め
て
い
た
秋
元
氏
は
徳
川
家
の
側

近
と
し
て
活
躍
し
、
徳
川
家
か
ら
絶
大
な
信

頼
を
得
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
基
本
的
な
史
料
が
乏
し
く
、

不
明
な
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
事
実
関
係
を

は
っ
き
り
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
市
で

は
、
平
成
17
年
か
ら
勝
山
城
跡
学
術
調
査
を
、

５
カ
年
計
画
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、

調
査
結
果
が
出
る
最
終
年
で
す
。

査
を
実
施
し
、
平
成
19
年
度
に
確
認
さ
れ
た

柱
穴
3
基
か
ら
北
へ
さ
ら
に
3
基
の
柱
穴
が

続
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
計
6
基
の
柱
穴
か
ら
西
に
1
間（
１
ｍ
80

ｃ
ｍ
）離
れ
て
同
数
の
柱
穴
が
南
北
に
並
行
し

て
確
認
さ
れ
、
こ
の
地
点
に
は
東
西
に
幅
1

間
、
南
北
に
長
さ
2
間
半（
４
ｍ
50
ｃ
ｍ
）の
建

物
が
建
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

調
査
地
点
は
茶
葉
を
貯
蔵
す
る
の
に
適
し

た
環
境
で
あ
り
、
ま
た
排
水
の
溝
を
設
け
て

建
物
を
流
水
か
ら
防
ぐ
点
、
確
認
さ
れ
た
建

物
が
蔵
で
あ
る
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
と

確
認
さ
れ
た
建
物
が
お
茶
壷
蔵
で
あ
る
可
能

性
が
高
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
お

茶
壷
道
中
を
行
っ
て
い
た
江
戸
時
代
に
は
礎

石
を
用
い
た
建
物
が
主
流
で
あ
り
、
柱
穴
は

用
い
な
い
の
が
一
般
的
で
す
。
今
回
確
認
さ

れ
た
柱
穴
を
用
い
た
建
物
は
恐
ら
く
浅
野
氏

が
在
城
し
て
い
た
安
土
・
桃
山
時
代
に
築
か

れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
江
戸
時

代
に
入
り
、
建
物
の
機
能
は
そ
の
ま
ま
に
、

柱
穴
か
ら
礎
石
を
用
い
た
お
茶
壷
蔵
に
建
て

替
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
勝
山
城
内
の
お
茶

壷
蔵
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

現
在
は
、
発
掘
の
調
査
成
果
を
ま
と
め
て
い
る

段
階
で
す
の
で
成
果
が
ま
と
ま
り
次
第
、
改
め

て
皆
様
に
ご
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

※
帛
紗
と
は
、
主
に
茶
道
で
茶
器
を
取
り
扱
う
と
き

に
用
い
ら
れ
る
布
で
、
服
紗
・
袱
紗
と
も
表
記
さ
れ
ま

す
。
材
質
は
絹
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
煎
茶
道
で
は
木

綿
の
も
の
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※
長
棒
駕
籠
と
は
、
か
つ
ぎ
棒
が
長
く
、
数
人
で
か
つ

ぐ
上
等
の
駕
籠
の
こ
と
を
い
い
、
格
式
の
あ
る
人
、
ま

た
は
特
別
に
許
さ
れ
た
人
が
乗
り
ま
し
た
。

※
五
摂
家
と
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
藤
原
氏
嫡

流
で
公
家
の
家
格
の
頂
点
に
立
っ
た
五
家
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。
近
衛
家
、
九
条
家
、
二
条
家
、
一
条
家
、
鷹

司
家
の
五
家
が
あ
り
ま
す
。

※
門
跡
と
は
、
日
本
の
仏
教
の
開
祖
の
正
式
な
後
継

者
の
こ
と
を
い
い
、
門
主
と
も
い
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代

以
降
は
位
階
の
高
い
寺
院
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
寺
格
を

指
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
寺
院
を
門
跡
寺
院
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。宮
門
跡
と
は
門
跡
の一つ
で
、

法
親
王
・
入
道
親
王
が
住
職
と
し
て
居
住
し
た
寺
院
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。




