
書

評

北
陸
古
代
手
工
業
生
産
史
研
究
会

『
北
陸
の
古
代
手
工
業
生
産
』

順

菱
　
田
　
哲
　
郎

　
も
の
か
ら
出
発
し
て
人
類
の
過
去
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
う
考
古
学
の

方
法
に
と
っ
て
、
も
の
そ
の
も
の
の
生
産
を
扱
う
手
工
業
生
産
史
は
、
最
も

ア
プ
ロ
ー
チ
し
ゃ
す
い
分
野
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
古
代
に
お
い
て
は
地

方
の
歴
史
は
文
献
資
料
に
残
さ
れ
に
く
く
、
そ
の
解
明
に
考
古
学
の
成
果
が

寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
北
陸
古
代
手
工

業
生
産
史
研
究
会
編
『
北
陸
の
古
代
手
工
業
生
産
』
は
、
こ
の
よ
う
な
考
古

学
の
特
性
が
発
揮
さ
れ
た
成
果
と
し
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
徹

底
し
た
生
産
遺
跡
の
集
成
を
お
こ
な
い
、
編
年
に
よ
っ
て
整
理
し
、
分
布
を

把
握
す
る
こ
と
か
ら
、
地
域
ご
と
の
生
産
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
個
別
的
な
手
工
業
生
産
の
一
部
門
の
歴
史
、
あ
る
い
は
地
域
の
手

工
業
史
を
目
ざ
す
の
で
は
な
く
、
生
産
・
流
通
の
歴
史
を
通
し
て
、
古
代
の

社
会
構
造
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
射
程
を
お
い
て
い
る
。
そ
こ
で
用
い

ら
れ
て
い
る
研
究
の
方
法
は
、
こ
れ
か
ら
各
地
で
試
み
ら
れ
る
べ
き
方
向
を

示
唆
す
る
一
つ
の
モ
デ
ル
ワ
ー
ク
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
本
書

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
考
古
学
に
よ
る
手
工
業
生
産
史
研
究
の
意
義
や
問

題
点
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
本
書
で
は
、
手
工
業
生
産
部
門
の
中
か
ら
須
恵
器
・
瓦
・
鉄
・
塩
を
と
り

あ
げ
、
そ
れ
ら
が
基
幹
産
業
と
も
言
う
べ
き
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と

い
う
意
義
づ
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
内
容
の
紹
介
に
は
い
る

前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
の
も
つ
特
徴
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
一
般
に
考

古
学
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
生
産
に
関
す
る
情
報
と
し
て
、
生
産
祉
、
生

産
用
具
、
生
産
物
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
資
料
の
把
握
し
や
す
さ

を
表
に
し
て
あ
ら
わ
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

言
塞

難塩鉄礪

駿
のえ　　　　　生
直婆○○◎◎鑑

坐
産
用
具

　
△

　
△

　
△

　
○

生
産
物

　
◎

　
◎

　
△

　
×

　
　
　
　
　
　
た
と
え
ば
布
生
産
や
木
器
の
生
産
で
は
、
右
の
各
部
門
と
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
が
劣
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
書
で
は
、

生
産
遺
跡
の
分
布
を
で
き
る
だ
け
同
じ
水
準
で
示
す
と
い
う
点
に
力
点
が
お

か
れ
て
い
る
が
、
生
産
祉
が
明
ら
か
、
あ
る
い
は
生
産
潮
具
か
ら
生
産
肚
が

推
定
し
や
す
い
と
い
う
条
件
を
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
各
生
産
部
門
は
よ
く
み

だ
し
て
い
る
と
雷
え
る
。
た
だ
し
、
同
じ
窯
業
生
産
の
一
部
門
で
あ
る
土
師

器
生
産
が
、
生
産
祉
や
生
産
用
具
が
不
開
瞭
な
た
め
に
扱
え
な
い
と
い
っ
た

制
約
も
で
て
く
る
。
手
工
業
生
産
の
幅
広
い
分
野
の
申
で
、
ご
く
一
部
の
分

野
が
考
古
学
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
十
分
認
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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評書

二

本
書
の
構
成
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

序
　
章

　
　
北
陸
古
代
手
工
業
生
産
研
究
の
目
的
と
意
義
（
秋
山
進
午
）

　
　
北
陵
の
自
然
・
歴
史
的
環
境
（
宇
野
隆
夫
・
櫛
木
魂
周
）

第
一
章
　
各
種
生
産
部
門
の
成
立
と
展
開

　
　
北
陸
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
（
北
野
博
司
・
池
野
正
男
）

　
　
北
陸
に
お
け
る
瓦
生
産
（
木
立
雅
朗
）

　
　
北
陸
に
お
け
る
塩
生
産
（
小
嶋
芳
孝
・
宇
野
隆
夫
）

　
　
北
陸
に
お
け
る
鉄
生
産
（
関
　
清
）

第
二
章
　
旧
国
別
に
お
け
る
手
工
業
生
産
の
様
相

　
　
若
狭
・
越
前
に
お
け
る
古
代
手
工
業
生
産
の
様
相
（
久
保
智
康
）

　
　
加
賀
・
能
登
に
お
け
る
古
代
手
工
業
生
産
の
様
相
（
田
嶋
明
人
・
小

　
　
嶋
芳
孝
）

　
　
越
中
に
お
け
る
古
代
手
工
業
生
産
の
様
相
（
宇
野
隆
夫
）

　
　
越
後
に
お
け
る
古
代
手
工
業
生
産
の
様
相
（
坂
井
秀
弥
）

第
三
章
　
律
令
制
期
に
お
け
る
手
工
業
発
展
の
特
質
（
一
木
照
門
）

第
四
章
　
古
代
手
工
業
生
産
遺
跡
の
自
然
科
学
的
考
察
（
広
岡
公
夫
）

結
　
語
　
北
陸
に
お
け
る
古
代
手
工
業
生
産
の
展
開
と
そ
の
意
義
（
宇
野

　
　
　
　
隆
夫
）

本
書
は
、
福
井
、
石
川
、
富
山
、
新
潟
の
各
県
の
調
査
機
関
と
富
山
大
学

の
研
究
者
が
お
こ
な
っ
た
共
同
研
究
「
北
陸
に
お
け
る
古
代
手
工
業
生
産
史

の
研
究
」
の
成
果
報
告
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
執
筆
者
が
多
数

に
な
る
の
も
そ
の
よ
う
な
宴
情
に
よ
っ
て
い
る
。
序
章
で
は
、
こ
の
研
究
の

目
的
や
経
緯
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
舞
台
と
な
る
北
陸
地
方
の
自
然
的
、
人

文
的
な
特
色
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
中
心
を
な
す
の
は
、
第
一
章

の
手
工
業
生
産
の
部
門
別
の
動
向
、
第
二
章
の
地
域
別
の
動
向
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
詳
細
な
遺
跡
地
名
表
が
掲
載
さ
れ
、
地
図
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

部
門
に
、
つ
い
て
、
時
代
ご
と
に
動
向
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い

る
。
第
三
章
で
は
主
と
し
て
文
献
資
料
か
ら
み
た
手
工
業
生
産
の
特
質
に
つ

い
て
語
ら
れ
、
第
四
章
で
は
関
連
す
る
分
野
と
し
て
、
自
然
科
学
、
と
く
に

地
磁
気
の
変
化
を
利
用
し
た
生
産
遺
跡
の
研
究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
最
後
の
結
語
に
お
い
て
、
研
究
成
果
を
概
観
し
、
位
置
づ
け
を
は
か
る

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
中
核
と
い
え
る
第
一
章
、
第
二
章
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
み

て
み
よ
う
。
「
北
陸
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
」
は
、
北
野
博
司
氏
に
よ
る
編

年
研
究
と
池
野
正
男
氏
に
よ
る
窯
跡
群
の
動
態
の
概
観
か
ら
な
る
。
前
者
で

は
、
消
費
遺
跡
の
資
料
も
ふ
ま
え
て
、
食
器
の
組
成
と
い
う
観
点
で
、
七
世

紀
か
ら
一
一
世
紀
ま
で
の
変
遷
が
説
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
組
成
に
反

映
さ
れ
る
社
会
の
変
化
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
「
北
陸
に
お
け
る
瓦

生
産
」
で
は
、
と
く
に
須
恵
器
生
産
と
の
関
わ
り
に
力
点
を
お
い
て
変
遷
が

扱
わ
れ
、
須
恵
器
生
産
の
伝
統
を
基
礎
に
瓦
生
産
が
展
開
す
る
こ
と
を
跡
づ

け
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
軒
丸
瓦
ば
か
り
で
な
く
、
平
瓦
も
用
い
て
技

術
の
系
譜
を
論
じ
て
お
り
、
研
究
の
枠
組
み
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
試
み
と
し
て

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
北
陸
に
お
け
る
塩
生
産
」
で
は
、
小
嶋
芳
孝

氏
に
よ
る
製
艦
土
器
の
編
年
、
な
ら
び
に
宇
野
隆
夫
氏
に
よ
る
階
期
ご
と
の

製
塩
遺
跡
の
分
布
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
小
嶋
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
製
塩
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土
器
の
編
年
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
寺
家
遺
跡
な
ど
の
新
し
い
資
料
を
用

い
て
、
平
底
製
塩
土
器
の
編
年
を
推
し
進
め
、
製
塩
土
器
全
体
の
変
遷
過
程

を
盟
ら
か
に
し
た
。
関
門
氏
に
よ
る
「
北
陸
の
鉄
生
産
」
は
、
製
鉄
・
鍛
冶

関
連
の
遺
跡
を
も
と
に
、
北
陸
の
製
鉄
技
術
を
概
観
し
、
さ
ら
に
そ
の
変
遷

を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
、
七
世
紀
末
に
大
き
な
画
期
が
あ
る
こ
と
、
一
〇

世
紀
に
関
東
系
の
技
術
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
年
代
の
決
め
に
く
い
恨

み
の
あ
っ
た
製
鉄
技
術
の
展
開
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
整
理
が
な
さ
れ
た
。

　
第
二
章
で
は
、
旧
国
別
に
手
工
業
の
動
向
を
ま
と
め
て
い
る
。
若
狭
・
越

前
を
担
当
し
た
久
保
智
康
氏
は
、
各
部
門
の
展
開
を
遺
跡
か
ら
追
求
し
た
の

ち
、
若
狭
と
越
前
の
差
異
に
言
及
し
、
若
狭
で
は
伝
統
的
な
塩
生
産
が
拡
大

す
る
一
方
で
他
の
生
産
が
ふ
る
わ
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
。
加
賀
・
能
登
で

は
田
嶋
明
人
氏
が
土
器
生
産
を
扱
い
、
「
一
郡
一
堂
体
制
」
の
消
長
と
し
て

整
理
し
た
。
ま
た
、
同
地
域
の
塩
・
鉄
生
産
を
扱
っ
た
小
嶋
芳
孝
氏
は
、
須

恵
質
の
製
塩
土
器
、
須
恵
器
窯
出
土
の
製
塩
土
器
の
存
在
、
な
ら
び
に
製
鉄

遺
跡
と
須
恵
器
窯
の
近
接
し
た
分
布
状
況
を
取
り
上
げ
、
各
部
門
間
の
交
渉

を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
越
中
の
動
向
を
概
観
し
た
宇
野
隆

夫
氏
は
、
手
工
業
生
産
の
動
向
を
簡
潔
に
ま
と
め
、
五
つ
の
画
期
を
設
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
体
制
の
推
移
を
明
確
に
示
し
た
。
こ
れ
は
、
結
語

に
示
さ
れ
た
手
工
業
生
産
の
展
開
に
お
け
る
時
期
区
分
と
一
致
す
る
。
一
方
、

他
の
地
域
と
や
や
異
な
る
様
相
を
も
つ
越
後
に
つ
い
て
は
、
坂
井
秀
弥
氏
が

須
恵
器
生
産
と
鉄
生
産
に
つ
い
て
の
現
在
の
知
見
を
ま
と
め
て
い
る
。

三

　
須
恵
器
、
塩
、
鉄
の
生
産
の
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
、
時
期
ご
と
の
分

布
を
明
確
に
し
た
点
が
本
書
の
最
大
の
特
色
と
言
え
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し

た
の
は
、
基
礎
と
な
る
土
器
編
年
の
確
か
さ
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
北
陸
古

代
土
器
研
究
会
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
北
陸
の
古
代
土
器
研
究
の
現
状
と
課
題
臨

（一

續
ｪ
八
年
）
に
お
い
て
資
料
が
集
成
さ
れ
、
問
題
点
が
整
理
さ
れ
た
こ

と
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　
須
恵
器
生
産
に
関
し
て
は
、
コ
郡
」
窯
制
」
が
分
布
に
よ
っ
て
確
認
さ

れ
、
そ
れ
が
七
世
紀
初
頭
ご
ろ
に
始
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
意
義
は

大
き
い
。
こ
れ
ま
で
書
下
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
厳

密
に
は
検
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
展
開
過
程

を
律
令
制
社
会
の
推
移
に
重
ね
る
試
み
は
、
各
地
の
嘉
例
研
究
に
よ
っ
て
検

討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
須
患
器
生
産
の
展
開
は

加
賀
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
越
後
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
技
術
系
譜
も
東
海
か
ら
の
影
響
も
色
濃
く
、
北
陸
地
方
と

し
て
一
括
す
る
こ
と
に
危
険
が
と
も
な
う
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
感
じ
る
。

議
論
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
地
域
ご
と
の
性
格
の
違
い
を
巨
視
的
に
眺

め
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
塩
、
鉄
の
生
産
地
に
つ
い
て
は
、
遺
跡
の
確
認
が
容
易
で
な
い
た
め
、
こ

れ
ま
で
分
布
を
集
成
す
る
作
業
も
十
分
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
遺
跡
の
年
代
を
決
め
る
の
に
も
困
難
が
と
も
な
う
二
合
が
多
い
が
、

現
状
で
の
知
見
を
総
合
し
て
、
時
期
ご
と
の
様
相
が
導
き
出
さ
れ
た
点
は
意

義
深
い
。
両
者
が
、
と
も
に
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
頭
に
分
布
を
ひ
ろ
げ
て

い
る
こ
と
は
、
結
語
の
中
で
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
工
業
生

産
全
体
の
変
化
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
で
は
、
須
恵

器
生
産
と
塩
生
産
、
須
恵
器
生
産
と
鉄
生
産
と
い
う
よ
う
に
、
異
な
る
部
門

間
の
関
係
が
意
識
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
須
恵
器
と
鉄
に
つ
い
て
、

小
嶋
氏
が
積
極
的
に
評
価
す
る
の
に
対
し
、
関
氏
が
慎
重
な
姿
勢
で
あ
る
よ
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う
に
、
必
ず
し
も
本
書
の
中
で
論
調
が
統
｝
さ
れ
て
は
い
な
い
。
生
産
者
が

同
じ
な
の
か
、
補
完
関
係
を
も
つ
の
か
、
あ
る
い
は
生
産
用
具
を
供
給
す
る

だ
け
な
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
関
与
の
程
度
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
検
討
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
瓦
と
須
恵
器
の
関
係
を
整

理
し
た
木
立
氏
の
方
法
が
重
視
で
き
る
。

　
本
書
で
は
、
主
と
し
て
分
布
の
変
化
か
ら
手
工
業
生
産
の
推
移
を
読
み
取

ろ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
七
、
八
世
紀
を
通
し
て
み
ら
れ
る
生
産
地
の
確

立
過
程
を
国
家
の
政
策
と
考
え
、
小
規
模
分
散
化
を
経
て
集
約
化
に
い
た
る

過
程
に
、
律
令
制
的
生
産
体
制
の
解
体
と
中
世
的
生
産
の
繭
芽
を
重
ね
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
枠
組
み
を
提
示
し
え
た
点
は
、
高
く
評
価
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
手
工
業
生
産
史
を
扱
う
う
え
で
は
、
さ
ら
に
別

の
二
点
の
検
討
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一
つ
は
技
術
系
譜

の
問
題
で
あ
る
。
分
布
が
ひ
ろ
が
る
と
き
に
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
拡
散

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
、
手
工
業
を
担
っ
た
人
々
の

実
像
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
七
世
紀
に
須
恵
器
生
産
の

「
一
叢
一
窯
体
制
」
が
始
ま
る
と
さ
れ
る
が
、
技
術
は
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
北
陸
地
方
の
製
鉄
の
は
じ
ま
り
に
近
江
と
の

関
係
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
が
実
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、

さ
ら
に
明
確
な
社
会
像
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
他
の
一
点
は
、

生
産
地
の
性
格
の
差
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
越
中
の
射
水
丘
陵
や
加
賀
の
粟

津
丘
陵
の
須
恵
器
生
産
と
鉄
生
産
は
、
質
、
量
と
も
に
他
か
ら
ぬ
き
ん
で
た

内
容
を
も
っ
て
お
り
、
と
く
に
前
者
で
生
産
さ
れ
た
瓦
が
越
中
国
府
の
隣
接

寺
院
に
供
給
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
中
心
を
控
え
た
生
産
地
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
と
同
様
の
例
は
、
近
江
の
地
域
中
心
を
控
え
た
生
産
地

で
あ
る
瀬
田
丘
陵
の
須
恵
器
生
産
、
鉄
生
産
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
生
産
地
こ
そ
拠
点
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の

生
産
地
と
の
質
的
な
相
違
を
み
て
い
く
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
。
時
期
ご
と
の

分
布
が
把
握
で
き
た
と
い
う
大
き
な
果
実
が
得
ら
れ
た
今
、
手
工
業
生
産
史

の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
、
古
代
社
会
の
実
像
に
迫
る
こ
と
が
大
い
に
期
待

さ
れ
て
い
る
。

　
遺
跡
の
編
年
、
お
よ
び
そ
の
分
布
の
集
成
と
い
う
考
古
学
の
倉
本
的
な
手

続
き
を
古
代
の
生
産
遺
跡
に
適
用
し
た
結
果
、
大
き
な
成
梁
と
と
も
に
新
た

な
課
題
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
地
道
で
粘
り
強
い
と
り
く
み
が

要
求
さ
れ
る
作
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
示
さ
れ
た
成
果
は
各
地
で
同
じ
作
業

に
携
わ
る
人
た
ち
を
大
い
に
励
ま
す
も
の
と
推
察
す
る
。
膨
大
な
出
土
量
に

圧
倒
さ
れ
て
、
そ
の
中
に
埋
没
ぎ
み
の
考
古
学
研
究
に
と
っ
て
、
生
産
・
流

通
の
歴
史
に
組
み
立
て
て
い
く
と
い
う
最
も
基
本
的
な
手
続
き
の
重
要
性
を

教
え
て
く
れ
て
い
る
。
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