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村
　
上
　
由
　
美
　
子

【
要
約
】
　
模
は
一
端
を
薄
く
尖
ら
せ
た
道
具
で
、
隙
間
に
打
ち
込
ん
で
木
を
割
っ
た
り
固
定
し
た
り
す
る
機
能
を
も
つ
。
木
器
生
産
の
製
材
工
程
に
関
わ

る
工
具
で
あ
り
な
が
ら
、
遺
物
と
し
て
の
認
定
が
難
し
く
、
こ
れ
ま
で
主
だ
っ
た
検
討
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
木
材
の
利
用
法
を
具
体
的
に
解
明
す
る

た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
本
稿
は
木
製
模
を
題
材
と
し
、
縄
文
時
代
か
ら
古
代
の
資
料
を
集
成
し
た
の
ち
三
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
時
期
ご
と
の
様
相
を

整
理
す
る
。
ま
た
襖
で
割
り
裂
い
た
材
の
観
察
を
行
い
、
残
さ
れ
た
襖
の
痕
跡
を
も
と
に
製
材
技
術
を
復
原
す
る
。
さ
ら
に
樹
種
同
定
の
結
果
を
考
慮
し

て
、
襖
の
様
相
か
ら
背
後
に
あ
る
木
材
資
源
と
の
関
連
性
を
読
み
取
っ
て
い
く
。
材
の
樹
種
組
成
や
用
途
に
着
目
し
て
、
割
材
利
用
の
あ
り
方
が
特
徴
的

な
三
遺
跡
の
様
相
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
広
葉
樹
分
割
材
、
同
み
か
ん
割
材
、
針
葉
樹
を
集
中
的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
三
類

型
そ
れ
ぞ
れ
に
、
概
ね
三
タ
イ
プ
の
襖
が
対
応
す
る
こ
と
を
示
し
、
襖
が
木
材
利
用
に
密
接
に
か
か
わ
る
道
具
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
を
行
っ
た
。
さ
ら

に
複
数
タ
イ
プ
の
襖
が
併
存
す
る
背
景
に
は
、
木
材
資
源
の
複
合
的
な
利
用
が
あ
っ
た
と
の
結
論
を
潜
い
た
。
今
後
は
、
よ
り
包
括
的
な
木
器
生
産
論
を

展
開
す
る
た
め
に
、
従
来
の
未
製
品
を
主
体
と
し
た
検
討
と
と
も
に
、
原
材
の
把
握
を
通
し
て
木
材
の
獲
得
工
程
か
ら
視
野
に
入
れ
、
木
材
利
用
論
と
も

接
点
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
五
巻
四
号
　
二
〇
〇
二
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

人
と
木
の
か
か
わ
り
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
大
き
な
技
術
の
変
革
が
幾
度
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
斧
か
ら
チ
ェ
ー
ン
ソ
ウ
に
至
る
ま
で
、
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①

時
と
し
て
新
し
い
道
具
の
招
来
が
そ
う
し
た
変
革
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
縦
挽
き
鋸
の
登
場
に
よ
る
製
材
技
術
の
変
化
も
そ
の
｝
例
で
、
懊

と
槌
を
用
い
て
木
を
割
り
裂
い
て
い
た
頃
と
は
加
工
体
系
や
用
材
の
し
く
み
に
大
き
く
変
容
を
も
た
ら
し
た
。
本
稿
で
は
木
製
懊
を
検
討
対
象

と
し
て
鋸
導
入
以
前
の
製
材
工
程
を
論
じ
、
木
工
技
術
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
弥
生
時
代
か
ら

古
墳
時
代
に
お
け
る
木
器
生
産
に
つ
い
て
は
こ
こ
数
年
で
大
き
く
議
論
が
進
展
し
た
が
、
そ
の
中
で
欠
け
て
い
た
製
材
工
程
に
関
す
る
視
点
を

新
た
に
提
示
す
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
扱
う
時
期
の
範
囲
は
、
木
材
利
用
を
め
ぐ
る
議
論
の
活
発
な
弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
を
中
心
と
し
、
必
要

に
応
じ
て
他
の
時
期
の
例
に
も
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
襖
は
一
端
を
厚
く
、
も
う
一
端
を
薄
く
し
て
尖
ら
せ
た
道
具
で
、
隙
間
に
打
ち
込
ん
で
木
を
割
っ
た
り
、
組
み
合
わ
せ
た
木
を
固
定
し
た
り

す
る
機
能
を
も
つ
。
木
器
の
製
作
工
程
で
消
費
さ
れ
、
製
品
と
し
て
残
り
に
く
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
襖
を
論
考
の
申
心
に
据
え
た

研
究
は
な
く
、
い
わ
ば
空
白
領
域
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
は
、
形
態
が
単
純
で
「
懊
形
」
以
上
の
特
徴
を
示
し
に
く
く
、

多
く
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
型
式
学
的
検
討
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
集
成
資
料
を
も
と
に
襖
の
形
態
的
特

徴
を
整
理
し
て
分
類
を
行
い
、
今
後
の
出
土
例
を
把
握
し
や
す
い
基
準
を
設
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
も
う
～
つ
の
原
因
は
、
襖
の
使
用
法
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
た
め
、
機
能
性
の
側
面
か
ら
も
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
割
り
裂
き
を
行
う
対
象
の
材
に
も
着
目
し
、
加
工
痕
の
検
討
を
通
し
て
製
材
工
程
を
具
体
的
に
復
原
す
る
手
が
か
り
を
得
る
。
従
来

の
木
器
製
作
工
程
に
関
す
る
研
究
で
は
、
模
を
用
い
た
製
材
を
伐
採
に
つ
づ
く
第
二
段
階
と
位
置
づ
け
て
き
た
。
し
か
し
研
究
の
重
点
が
成
形

か
ら
完
成
ま
で
の
後
半
段
階
の
解
明
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
襖
に
よ
る
製
材
は
前
段
階
と
し
て
、
流
れ
の
上
で
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

今
回
撰
を
研
究
対
象
と
し
て
再
評
価
す
る
な
か
で
、
既
存
の
木
器
研
究
の
枠
組
み
を
問
い
直
す
作
業
を
行
う
。

　
木
器
研
究
は
こ
れ
ま
で
悪
慣
ご
と
の
時
期
差
・
地
域
差
の
把
握
を
最
優
先
の
課
題
と
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
成
果
の
蓄
積
を
踏
ま
え
、
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
各
地
で
展
開
し
つ
つ
あ
る
。
今
後
の
方
向
性
と
し
て
石
器
や
金
属
器
な
ど
、
素
材
の
異
な
る
遺
物
を
扱
う
研

究
と
共
通
し
た
論
点
を
深
め
る
と
同
時
に
、
木
と
い
う
素
材
の
特
性
を
生
か
し
た
独
自
の
議
論
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
人
々
が
周
辺
の
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木
材
資
源
を
ど
の
よ
う
に
選
択
・
利
用
し
、
自
然
環
境
と
の
か
か
わ
り
を
築
い
た
か
を
考
え
る
試
み
は
必
須
で
あ
る
。
今
日
ま
で
に
遺
跡
出
土

木
材
の
樹
種
同
定
が
進
ん
だ
結
果
、
き
め
細
か
な
「
適
材
適
所
」
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
考
古
学
の
側
は
、
そ
の
成
果
を
受
け

と
め
る
．
立
場
に
徹
し
て
き
た
た
め
、
遺
物
の
検
討
と
樹
種
デ
ー
タ
を
総
合
化
し
て
木
材
利
用
の
総
体
を
解
明
す
る
試
み
は
十
分
で
は
な
い
。
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

稿
で
は
木
製
襖
に
つ
い
て
の
検
討
と
考
察
を
も
と
に
、
両
者
の
総
合
化
を
図
る
う
え
で
一
つ
の
方
向
性
を
示
す
。

①
木
を
横
方
向
に
切
断
す
る
鋸
は
古
墳
時
代
か
ら
屠
い
ら
れ
て
い
た
が
、
縦
方
向

　
に
挽
い
て
製
材
に
使
う
の
は
鎌
倉
時
代
以
降
で
あ
る
〔
村
松
一
九
九
七
〕
。

　
　
　
　
　
　
ヤ

②
民
具
の
換
（
箭
）
が
製
材
を
行
う
一
部
の
職
人
の
道
具
だ
っ
た
の
に
対
し
、

　
鍬
・
鋤
な
ど
各
種
の
農
具
や
紡
織
具
は
ご
く
一
般
的
な
里
の
生
活
用
具
で
あ
り
、

　
道
具
の
機
能
や
使
用
法
を
復
原
し
や
す
い
粂
三
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
知
識
を
考

　
古
資
料
の
解
釈
に
直
接
生
か
せ
な
い
と
は
い
え
、
器
種
確
定
や
分
類
に
あ
た
っ
、
て

　
民
具
例
が
有
効
な
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

③
〔
飯
塚
～
九
九
九
・
二
〇
〇
二
〔
穂
積
二
〇
〇
〇
〕
〔
若
林
二
〇
〇
～
〕
な
ど
、

　
こ
こ
数
年
の
成
果
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

④
「
総
合
化
」
を
試
み
た
研
究
の
例
と
し
て
は
、
舶
工
の
度
合
い
が
低
い
門
自
然

　
木
」
と
製
品
の
樹
種
同
定
結
果
を
比
較
し
、
周
辺
植
生
と
の
比
較
を
通
し
て
木
材

　
利
用
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
埼
玉
県
寿
能
遺
跡
の
成
果
（
〔
鈴
木
・
能
城
・
植

　
田
　
九
八
四
〕
七
一
八
－
七
二
四
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
今
後
は
大
型
植
物
遺
体
・

　
花
粉
な
ど
周
辺
植
生
の
復
原
に
関
わ
る
各
種
の
分
析
結
果
と
も
照
合
を
す
す
め
、

　
さ
ら
に
多
角
的
に
木
材
利
用
の
様
相
に
迫
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
方
法

　
論
の
確
立
が
急
務
で
あ
ろ
う
。
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第
一
章
　
研

究

史

　
木
製
模
の
研
究
史
は
一
九
四
九
年
、
静
岡
県
登
呂
遺
跡
の
報
告
書
に
お
い
て
安
本
博
が
「
置
形
木
器
」
を
挙
げ
、
形
態
的
特
徴
と
と
も
に
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
割
っ
て
板
材
に
す
る
用
途
を
示
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
膨
大
な
量
の
ス
ギ
材
を
用
い
た
技
術
体
系
の
㏄
環
と
し
て
、
割
り
裂
き
と
い
う
製
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

技
法
に
各
所
で
触
れ
た
意
義
は
大
き
い
が
、
懊
本
体
に
関
し
て
は
形
態
以
外
の
特
徴
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
し
て
一
九
五
九
年
の
篠
束
遺
跡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

調
査
で
は
「
襖
が
打
込
ま
れ
た
丸
木
材
」
が
出
土
し
、
伊
藤
秋
男
は
丸
木
の
一
端
を
両
刃
形
に
作
り
出
し
た
撲
の
形
状
と
法
量
を
報
告
し
た
。

し
か
し
登
呂
・
篠
束
の
両
例
と
も
に
十
分
な
資
料
化
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
遺
物
と
し
て
の
認
識
は
浸
透
し
な
か
っ
た
。

　
一
九
六
六
年
、
岡
本
明
郎
は
『
日
本
の
考
古
学
臨
で
弥
生
時
代
の
工
具
を
解
説
し
た
。
石
製
の
襖
の
後
に
木
製
の
撰
を
打
ち
こ
む
と
い
う
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

順
を
示
し
、
前
・
中
期
の
襖
に
は
両
刃
に
近
い
ノ
ミ
状
の
磨
製
石
斧
類
を
、
後
期
の
撰
に
は
鉄
製
ノ
ミ
類
を
想
定
し
た
。
木
製
模
の
実
例
は
示
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さ
な
か
っ
た
が
、
材
質
に
よ
る
使
い
分
け
や
時
期
差
に
触
れ
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
平
城
宮
出
土
の
襖
六
点
に
つ
い
て
、
町
田
章
は
～
九
七
六
年
に
「
木
材
を
割
る
際
に
用
い
た
可
能
性
が
つ
よ
い
」
と
報
告
し
た
。
同
氏
は
続

い
て
平
城
宮
下
層
で
出
土
し
た
模
四
点
に
つ
い
て
も
「
斧
頭
状
」
の
形
態
や
木
取
り
、
基
端
部
（
頭
頂
部
）
に
叩
き
痕
が
残
る
こ
と
を
指
摘
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

形
態
と
使
用
痕
の
観
察
に
よ
り
撰
を
識
別
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
以
上
の
報
告
・
研
究
に
よ
り
器
種
と
し
て
判
別
す
る
際
の
要
点
が

示
さ
れ
た
の
ち
も
、
襖
の
事
例
集
積
は
進
ま
な
か
っ
た
。

　
一
九
九
三
年
に
上
原
真
人
が
ま
と
め
た
『
木
器
集
成
図
録
』
近
畿
原
始
篇
で
は
、
集
成
資
料
は
六
点
と
少
数
で
は
あ
る
が
懊
を
工
具
に
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

づ
け
て
「
割
る
た
め
の
襖
」
と
「
固
定
す
る
た
め
の
襖
」
を
区
分
し
、
襖
を
体
系
的
に
把
握
す
る
道
を
拓
い
た
。
こ
の
区
分
に
よ
り
、
襖
に
は

技
術
的
背
景
の
異
な
る
二
者
が
あ
っ
て
、
前
者
は
製
材
技
術
に
伴
い
、
後
者
は
柄
と
柄
穴
で
材
を
組
み
合
わ
せ
る
技
術
に
付
随
す
る
こ
と
が
整

理
で
き
る
。
ま
た
一
方
で
は
「
身
近
な
木
切
れ
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
樹
種
・
木
取
・
法
量
な
ど
か
ら
、
製
作
者
の

意
図
を
読
み
と
る
の
は
難
し
い
」
と
、
襖
研
究
の
限
界
を
指
摘
し
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
一
九
九
四
年
『
斧
の
文
化
史
隔
に
お
い
て
佐
原
真
は
木
製
の
撰
に
も
言
及
し
つ
つ
、
模
と
し
て
の
石
斧
を
論
じ
た
。

形
の
上
で
識
別
し
に
く
い
斧
と
懊
を
、
打
撃
痕
に
よ
っ
て
区
別
し
よ
う
と
試
み
た
ほ
か
、
破
損
し
た
石
斧
を
襖
に
使
っ
た
例
を
あ
げ
て
「
本
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

襖
と
し
て
作
っ
た
石
器
は
存
在
し
な
い
」
と
し
た
。

　
一
九
九
九
年
刊
行
の
神
奈
川
県
池
子
遺
跡
1
1
A
地
点
の
報
告
書
に
お
い
て
、
谷
ロ
肇
は
八
点
の
「
粥
状
製
品
」
の
形
態
的
特
徴
と
用
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（
す
べ
て
ア
カ
ガ
シ
亜
属
）
を
示
し
た
。
八
点
の
う
ち
四
点
は
縦
に
連
な
っ
た
状
態
の
連
結
未
製
品
で
、
広
鍬
な
ど
と
共
通
し
た
製
作
技
法
を
襖

に
も
適
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
く
に
四
連
の
未
製
品
の
存
在
は
特
筆
さ
れ
、
同
氏
は
器
種
を
模
と
す
る
こ
と
に
慎
重
な
立
場
を
と
り

つ
つ
も
、
数
本
を
同
時
使
用
す
る
必
要
に
応
じ
た
大
量
生
産
的
製
作
法
と
評
価
し
た
。
ま
た
、
襖
の
用
途
に
は
丸
木
材
の
粗
割
り
を
想
定
し
、

多
数
出
土
し
た
背
景
に
は
「
本
地
点
が
原
材
を
至
近
距
離
で
調
達
で
き
る
場
所
に
立
地
す
る
」
と
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
た
。
撰
の
検
討
を
通

し
、
遺
跡
の
背
後
に
あ
る
木
材
資
源
に
ま
で
論
及
で
き
る
可
能
性
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
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翌
年
、
佐
原
は
大
工
道
具
を
通
史
的
に
論
じ
る
中
で
各
時
期
の
襖
四
例
を
紹
介
し
、
縄
文
・
弥
生
時
代
の
襖
は
木
の
円
さ
を
生
か
し
て
先
だ

け
を
尖
ら
せ
る
か
平
ら
に
し
た
も
の
で
、
奈
良
時
代
．
の
襖
は
割
り
板
の
先
を
薄
く
し
た
だ
け
の
も
の
、
と
模
の
形
状
に
時
期
差
が
あ
る
こ
と
を

　
　
　
⑩

指
摘
し
た
。
こ
こ
に
よ
う
や
く
襖
の
変
遷
観
の
大
枠
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
襖
は
こ
れ
ま
で
木
器
の
各
野
宴
の
把
握
や
製
作
工
程
の
解
明
と
い
っ
た
研
究
上
の
問
題
点
に
即
し
て
活
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
考
察
の
対

象
外
に
置
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
襖
を
把
握
す
る
上
で
重
要
な
視
点
は
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
必
要
な
の
は
事
例
を
整
理
し
て

研
究
の
姐
上
に
載
せ
る
作
業
で
あ
る
。

①
　
〔
日
本
考
古
学
協
会
一
九
四
九
〕
　
四
六
－
一
四
九
頁

②
大
場
磐
雄
・
関
野
克
・
山
内
文
二
旦
理
俊
次
に
よ
る
報
告
・
考
察
が
あ
る
。

　
〔
日
本
考
古
学
協
会
一
九
四
九
〕
三
一
頁
、
六
八
頁
、
八
九
－
九
〇
頁
、
〔
同
一

　
九
五
四
〕
＝
一
四
六
－
三
五
三
頁
、
三
九
二
頁

③
〔
愛
知
県
小
坂
井
町
教
委
一
九
六
〇
〕
五
一
頁
。
出
土
状
況
は
九
頁
の
第
三
図

　
や
図
版
五
…
三
・
五
の
写
真
で
的
確
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

④
〔
閥
本
一
九
六
六
〕
二
二
四
－
二
二
五
頁

⑤
〔
奈
文
研
｝
九
七
六
〕
一
二
五
頁
、
｝
王
三
頁
P
L
．
七
ニ
ー
＝
二
五
・

　
七
・
＝
二
八

⑥
〔
奈
文
研
　
九
八
こ
五
八
頁
、
P
L
．
三
八
i
八
五
か
ら
八
八

⑦
〔
奈
文
研
　
九
九
三
〕
二
四
－
二
五
頁
、
p
L
．
二

⑧
〔
佐
原
～
九
九
四
〕
九
七
－
九
九
頁

⑨
〔
働
か
な
が
わ
考
古
学
財
団
～
九
九
九
a
〕
六
九
六
－
六
九
八
頁

⑩
〔
佐
原
二
〇
〇
〇
〕
四
五
頁

一
三
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第
二
章
出
土
例
の
検
討

　
ま
ず
名
称
の
整
理
を
行
う
。
本
稿
で
は
襖
の
形
態
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
＝
疋
の
基
準
を
示
し
た
上
で
、
町
田
章
の
見
解
に
倣
い
「
襖
と

し
て
用
い
ら
れ
た
と
想
定
で
き
る
も
の
」
を
「
撰
」
と
呼
び
、
従
来
の
報
告
例
に
多
い
「
撰
形
」
「
歯
状
」
の
語
は
用
い
な
い
。
襖
は
、
槌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

衝
撃
を
受
け
止
め
る
基
端
面
（
頭
頂
部
）
を
含
む
基
部
（
頭
部
）
と
二
つ
の
主
面
お
よ
び
側
面
（
重
縁
）
か
ら
成
り
、
先
端
に
向
け
て
次
第
に
薄

く
な
る
（
図
－
）
。
主
面
が
作
用
面
と
な
っ
て
、
厚
み
の
差
で
割
り
裂
き
を
行
っ
た
り
部
材
を
留
め
た
り
す
る
。
本
稿
で
は
製
材
工
程
の
解
明

を
念
頭
に
論
を
進
め
る
目
的
上
、
割
り
裂
き
用
の
撰
を
重
視
す
る
が
、
こ
こ
で
固
定
す
る
た
め
の
撰
と
の
区
別
が
課
題
と
な
る
。



木製撰の蕃礎的論考（村上）

　
固
定
用
の
襖
は
単
体
な
ら
ば
工
具
や
建
築
部
材
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
本
来
は
、
挿
し
込
む
部
材
本
体
に
応
じ
て
農
具
・
雑
具
・
建
築
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
ど
多
様
な
種
別
に
属
す
る
。
例
え
ば
農
具
と
し
て
は
、
骨
身
を
柄
に
固
着
さ
せ
る
目
的
で
柄
先
端
の
割
れ
目
に
打
ち
込
む
襖
や
、
、
大
足
の

枠
・
馬
鍬
の
部
材
固
定
に
用
い
る
襖
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
耳
穴
へ
挿
入
し
た
後
、
打
撃
面
を
削
り
落
と
し
て
基
端
面
を
斜
め
に
す
る
場
合
も
多

い
。
主
面
の
片
側
だ
け
を
削
っ
た
片
刃
状
の
懊
と
あ
わ
せ
、
明
ら
か
に
固
定
用
と
判
る
も
の
は
検
討
対
象
か
ら
外
す
。
よ
っ
て
本
稿
で
扱
う
襖

は
、
両
主
面
を
ほ
ぼ
均
等
に
削
り
、
敲
打
に
耐
え
う
る
生
端
面
を
も
つ
も
の
と
定
義
す
る
。
し
か
し
固
定
用
の
襖
に
も
同
じ
条
件
を
満
た
す
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
が
あ
り
、
主
面
に
圧
痕
と
し
て
残
る
使
用
痕
が
な
い
限
り
、
形
態
上
で
割
る
た
め
の
襖
と
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿

で
扱
う
懊
に
は
、
割
り
裂
き
用
・
固
定
用
の
混
在
が
避
け
ら
れ
な
い
が
、
形
態
以
外
に
材
質
の
強
度
な
ど
機
能
に
関
わ
る
属
性
を
検
討
し
た
上

で
区
別
す
る
視
点
を
探
し
て
い
く
。

　
　
（
ご
　
分
類
の
設
定

　
基
部
断
面
の
形
態
、
お
よ
び
平
面
形
に
着
目
す
る
と
、
襖
は
以
下
の
定
型
的
な
三
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
（
図
2
）
。

　
丸
材
型
　
基
部
の
断
面
は
男
持
材
の
場
合
円
形
、
分
割
材
を
用
い
る
場
合
は
楕
円
形
を
呈
す
る
。
全
長
の
お
よ
そ
半
分
ま
で
基
部
と
同
じ

幅
・
厚
み
を
保
ち
、
中
ほ
ど
か
ら
削
り
面
が
始
ま
る
も
の
が
多
い
。
北
海
道
忍
路
土
場
遺
跡
の
例
が
典
型
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
割
材
型
　
基
部
の
断
面
は
、
み
か
ん
割
材
を
用
い
た
場
合
は
扇
形
を
も
と
に
し
た
不
整
形
、

面
部
　
　
　
　
　
面
縁

端
頂
　
　
　
　
　
側
側

基
頭

部
部

基
頭

主面

　　　　　　　先端部

ma　1　撰の部分名称

他
の
木
取
り
の
場
合
は
長
方
形
を
呈
す
る
。
基
部
の
最
大
幅
の
位
置
か
ら
次
第
に
幅
と
厚
み

を
減
じ
る
。
神
奈
川
県
池
子
遺
跡
で
未
製
品
も
含
め
、
多
数
出
土
し
た
。

　
板
材
型
　
基
部
の
断
面
は
扁
平
な
方
形
を
呈
す
る
。
基
部
か
ら
先
端
ま
で
ほ
ぼ
最
大
幅
を

保
ち
、
全
体
の
平
面
形
は
長
方
形
と
な
る
。
古
代
の
平
城
京
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
量
の
も
の

が
出
土
し
た
。

　
　
　
⑤

　
割
材
型
は
基
部
の
形
状
に
応
じ
て
二
種
に
細
分
す
る
。
基
端
面
の
方
向
へ
潮
り
を
加
え
て
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CIZUI））

機．

⑲

　　　　　　　　　　　　o

　　割材型：池子
（弥生中期，アカガシ亜属）

　　　　　図2　換の分類

轡

　　　　　　EI1111EP

　　　　　板材型：平城宮下膚
　（4世紀後半～5世紀前半，コウヤマキ）

　　　　　　　　　　　　20cm

laffifimg
丸材型：忍路土場
（縄文後期，ナラ）

面
取
り
を
行
い
、
台
状
に
整
形
し
た
も
の
を
a
類
（
図
2
中
央
）
、

台
状
の
基
部
を
持
た
な
い
も
の
を
b
類
と
す
る
。
つ
ま
り
両
者
の

差
は
、
基
扇
面
方
向
へ
の
削
り
の
有
無
に
よ
る
。
こ
の
潮
り
は
基

端
面
が
叩
か
れ
て
破
損
し
、
広
が
る
の
を
防
ぐ
役
割
を
備
え
て
お

り
、
機
能
的
に
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
の
定
型
的
な
三
タ
イ
プ
以
外
に
、
撰
に
は
研
究
史
で
触
れ

た
上
原
の
指
摘
ど
お
り
、
身
近
な
木
切
れ
で
即
席
に
作
っ
た
も
の

も
存
在
す
る
。
非
定
型
的
な
襖
は
、
使
用
痕
で
そ
れ
と
分
か
る
可

能
性
も
あ
る
が
、
図
3
の
よ
う
に
使
用
状
況
の
窺
え
る
出
方
で
な

い
限
り
識
別
は
難
し
い
た
め
、
本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
外
す
。

　
分
類
基
準
と
し
た
属
性
以
外
に
は
、
①
先
端
部
の
断
面
の
形
、

②
先
端
の
形
状
が
あ
る
。
①
は
主
面
を
扁
平
に
削
り
出
す
際
の
加

撃
の
方
向
を
反
映
し
、
表
裏
の
二
方
向
か
ら
加
撃
す
る
と
断
面
は

長
方
形
、
斜
め
方
面
か
ら
も
加
撃
し
た
場
合
に
は
紡
錘
形
を
な
す
。

つ
ぎ
に
②
先
端
の
形
状
は
、
主
面
側
は
刃
状
を
呈
し
て
直
線
的
な

場
合
、
丸
み
を
も
つ
場
合
、
尖
り
気
味
に
な
る
場
合
の
三
者
が
あ

る
。
そ
し
て
側
面
観
と
し
て
は
借
主
薗
の
な
す
角
度
が
検
討
の
要

素
と
な
る
。
い
ず
れ
の
属
性
も
襖
の
機
能
を
考
え
る
際
に
は
重
要

な
意
味
を
持
つ
が
、
既
存
の
報
告
で
は
十
分
な
情
報
は
な
く
、
機
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木製撰の巷礎的論考（村上）

会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

　
つ
ぎ
に
懊
と
混
同
さ
れ
る
革
製
種
と
の
識
別
に
つ
い
て
タ
イ
プ
別
に
整
理
す
る
。
ま
ず
杭
と
襖
で
は
、
杭
の
先
端
部
が
手
斧
で
多
方
向
か
ら

粗
く
加
撃
し
て
尖
ら
せ
る
の
に
対
し
、
撰
は
両
主
面
を
丁
寧
に
加
工
し
て
先
端
部
を
薄
く
す
る
点
か
ら
区
別
で
き
る
。
ま
た
模
の
基
部
は
繰
り

返
し
叩
か
れ
る
こ
と
を
前
提
に
面
取
り
が
あ
る
場
合
も
多
い
。
そ
し
て
矢
板
と
板
材
型
の
模
の
区
別
は
、
矢
板
が
側
面
を
削
っ
て
尖
ら
せ
る
の

に
対
し
、
撰
は
主
面
を
薄
く
削
る
た
め
、
削
り
込
ま
れ
た
面
を
見
れ
ば
両
者
を
混
同
す
る
お
そ
れ
は
少
な
い
。

　
続
い
て
組
合
せ
式
石
斧
柄
の
台
部
と
割
張
型
a
類
の
襖
と
の
区
別
に
あ
た
り
、
千
葉
県
常
代
遺
跡
の
例
（
図
4
）
を
示
す
。
ま
ず
基
部
の
断

面
に
着
目
す
る
と
、
襖
は
み
か
ん
割
材
の
形
状
を
と
ど
め
た
不
整
形
で
あ
る
の
に
対
し
、
斧
柄
台
部
は
ほ
ぼ
左
右
対
称
の
隅
丸
方
形
を
呈
す
る
。

ま
た
先
端
部
は
襖
ほ
ど
薄
く
せ
ず
に
石
斧
を
装
着
で
き
る
程
度
の
幅
と
厚
み
を
も
つ
。
襖
が
先
端
を
欠
損
す
る
場
合
は
両
者
の
区
別
が
難
し
く

な
る
が
、
断
面
形
に
着
目
す
れ
ば
概
ね
識
別
は
可
能
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
い
て
襖
の
集
成
を
行
い
、
八
九
点
を
把
握
し
た
。
た
だ
し
報
告
書
中
の
名
称
は
必
ず
し
も
「
襖
」
で
は
な
く
、

そ
の
場
合
は
註
や
図
版
出
典
に
報
告
書
中
の
名
称
を
記
し
た
。
地
域
性
や
襖
の
法
量
は
、
今
後
資
料
数
の
充
実
を
み
た
の
ち
改
め
て
論
じ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
と
し
、
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

駈
　　　　　　　i　　　　　　　l

　　　　　　irw

1

一

囑。一〇
図3　撰が残る鋤状製品

　（ノ」、本多ヌLU」　：弓ホ生そ麦其目）

　
　
三
）
　
丸
材
型
（
図
2
左
、
図
5
）

　
忍
路
土
場
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
中
葉
の
三
号
作
業

　
　
　
　
⑥

場
跡
か
ら
模
が
一
点
出
土
し
た
（
図
2
左
）
。
四
分
の
　
に
分

割
し
た
ナ
ラ
材
を
断
面
円
形
に
加
工
し
て
両
主
面
を
扁
平
に

削
り
込
み
、
先
端
を
く
ち
ば
し
状
に
加
工
す
る
。
基
付
汁
に

は
叩
き
痕
、
先
端
に
は
上
か
ら
の
敲
打
に
よ
る
つ
ぶ
れ
な
ど

顕
著
な
使
用
痕
が
観
察
さ
れ
た
。
出
土
し
た
三
号
作
業
場
跡
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0　　　　　　　　　　20cm　　　ζ＝つ’

ladiidididi

　図4　模と石斧柄台部（常代

　組合せ式石斧柄台部
　　　アカガシ亜属

：弥生中期）

　
弥
生
時
代
前
期
の
丸
材
型
は
未
確
認
だ
が
、
中
期
の
例
と
し
て
篠
束
遺
跡
で
は
中
期
中
葉
の
丸
材
型
の
襖
（
2

先
端
部
が
弧
形
を
呈
し
両
刃
状
と
な
る
。
ま
た
常
代
遺
跡
の
中
期
後
半
の
大
溝
で
出
土
し
た
襖
（
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

跡
の
沼
状
遺
構
下
層
（
W
期
）
出
土
の
襖
（
4
”
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
芯
持
材
）
も
断
面
を
楕
円
形
に
整
え
た
丸
材
型
で
、

　
以
上
は
広
葉
樹
を
用
い
た
襖
だ
が
同
時
期
の
例
と
し
て
、

細
く
削
り
出
し
、
先
端
を
二
方
向
か
ら
削
っ
て
尖
ら
せ
た
襖
（
5

、
で
は
、
ほ
か
に
石
斧
柄
や
割
材
、
打
痕
の
あ
る
敲
き
石
が
出
土
し
て
い
る
が
、
襖

」
の
使
用
を
示
す
証
拠
は
な
い
。

　
管
見
の
限
り
で
は
、
ほ
か
に
縄
文
時
代
の
襖
の
報
告
例
は
な
い
も
の
の
、
秋
田

県
池
内
遺
跡
の
縄
文
時
代
前
期
の
回
状
遺
構
で
出
土
し
た
「
一
端
の
尖
っ
た
削
り

出
し
の
棒
状
品
」
は
、
側
面
や
断
面
か
ら
丸
材
型
の
襖
と
判
断
で
き
る
（
図
5
1

1
）
。
コ
ナ
ラ
節
の
み
か
ん
割
材
を
断
面
楕
円
形
に
整
え
、
先
端
に
か
け
て
薄
く

し
な
が
ら
断
面
を
紡
錘
形
に
し
て
尖
ら
せ
る
。
基
端
面
に
は
面
取
り
の
痕
跡
は
な

く
や
や
欠
け
る
が
、
叩
き
に
よ
る
欠
損
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
報
告
外
の
資

料
か
ら
も
う
一
点
、
形
・
法
量
が
ほ
ぼ
同
じ
丸
材
型
の
模
（
板
目
材
、
樹
種
未
同

定
）
を
見
出
し
、
現
段
階
で
把
握
し
得
た
縄
文
時
代
の
襖
は
計
三
点
と
な
っ
た
。

し
か
し
池
内
遺
跡
の
二
点
は
忍
路
土
場
遺
跡
の
襖
に
比
べ
る
と
加
工
の
度
合
い
が

低
く
、
定
型
化
に
至
っ
て
い
な
い
襖
と
も
い
え
る
。
他
遺
跡
に
お
い
て
も
棒
材
や

掘
り
棒
と
報
告
さ
れ
た
製
品
に
撲
が
混
在
し
て
い
る
可
能
性
は
高
く
、
今
後
見
直

し
を
行
っ
て
縄
文
時
代
の
模
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
撰
種
不
明
）
が
出
土
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ク
ス
ノ
キ
分
割
材
）
や
、
大
阪
府
巨
摩
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
者
は
側
面
に
懸
り
を
も
つ
。

　
滋
賀
県
下
之
郷
遺
跡
の
環
濠
（
中
期
後
半
）
で
は
針
葉
樹
分
割
材
を
断
面
円
形
に

⑧　
　
H
針
葉
樹
分
割
材
）
が
出
土
し
て
い
る
。

44　（476）



⑤
内
「
－

㊤

3
5．針葉樹

4．ヤブツバキ

㊦

L’

－
㌧
螂
、
沼
一
、
／
・
・
コ
リ
ー

⑨

⑥

木製撰の基礎的論考（村上）

一〇⑪閏

　6S；）　一

⑪世Ψ
3．クスノキ

U
）

⑩
2．

＠一

⊃
　
ハ

一

ゆ
～
ぐ
｛

、》
、ぐ

‘＼、

@￥
、　　、

覧、

㊥

w世⑰
1．コナラ節

・
‘
、

㎝
（tilSD＞

7．マキ属6．マキ属

20cm

8．サカキ 9．コウヤマキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5　丸材型
！　池内（縄文甫期）2．篠束（弥生中期）3．常代（弥生中期）4．臣摩（弥生中期）5．下之郷

（弥生申期）6・7．六大A（弥生後期～古墳前期）8．平城宮下層《4世紀後半）9．良説一号墳

（6世紀前半）

　
三
重
県
六
大
A
遺
跡
で
は
、
弥
生
後
期
～

古
墳
前
期
の
旧
河
道
か
ら
多
数
の
木
器
が
出

土
し
た
。
報
告
書
に
は
部
材
結
合
の
用
途
を

想
定
し
て
「
栓
も
し
く
は
懊
」
五
点
が
あ
げ

ら
れ
た
が
、
本
稿
で
扱
う
模
の
定
義
に
照
ら

　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
と
丸
材
型
の
三
点
が
対
象
と
な
る
。
う
ち

二
点
（
6
・
7
）
は
針
葉
樹
マ
キ
属
の
回
持

材
、
両
端
を
折
損
す
る
一
点
は
広
葉
樹
シ
キ

ミ
の
芯
持
材
を
用
い
る
。
（
6
）
は
叩
き
の

た
め
か
基
端
面
の
一
部
を
欠
損
す
る
が
、
全

体
を
丁
寧
に
削
り
出
し
、
先
端
の
断
面
は
扁

平
に
整
っ
た
長
方
形
を
呈
す
る
。
（
7
）
は

樹
皮
を
残
し
、
前
者
に
比
べ
る
と
基
端
面
の

加
工
が
粗
い
。
こ
の
ほ
か
静
岡
市
小
黒
遺
跡

で
も
弥
生
末
～
古
墳
初
頭
の
丸
材
型
の
襖
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

二
点
出
土
し
、
「
木
を
割
る
ヤ
」
と
さ
れ
た
。

両
翼
跡
の
例
か
ら
、
丸
材
型
の
襖
は
固
定
と

割
り
裂
き
双
方
の
用
途
が
想
定
さ
れ
て
い
る

こ
ど
に
な
る
。
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◎

　
大
阪
府
薪
家
遺
跡
で
は
古
墳
時
代
初
頭
の
自
然
流
路
で
出
土
し
た
襖
（
樹
種
不
明
、
分
割
材
）
が
あ
り
、
断
面
が
楕
円
形
に
近
く
、
や
は
り
側

面
に
遷
り
を
も
つ
。
そ
し
て
平
城
宮
下
層
遺
跡
に
お
い
て
は
、
大
溝
よ
り
四
世
紀
後
半
に
属
す
る
丸
材
型
の
模
が
二
点
（
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
分
割
材

と
サ
カ
キ
芯
持
材
）
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
サ
カ
キ
を
用
い
た
一
点
（
8
）
は
面
取
り
し
た
築
盛
面
に
叩
き
痕
を
と
ど
め
、
側
面
に
は
樹
皮
を

残
す
。
ほ
か
に
四
世
紀
代
の
例
と
し
て
、
群
馬
県
新
保
田
中
村
前
遺
跡
で
溝
か
ら
出
土
し
た
一
点
が
あ
る
。

　
奈
良
県
星
塚
∬
万
全
で
は
、
六
世
紀
前
半
の
周
濠
か
ら
基
部
を
断
面
円
形
に
整
え
た
細
長
い
襖
が
　
点
（
9
　
コ
ウ
ヤ
マ
キ
分
割
材
）
出
土
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
お
り
、
類
例
と
し
て
福
岡
県
下
山
門
遺
跡
の
包
含
層
で
六
世
紀
中
頃
～
後
半
の
模
（
樹
種
、
木
取
り
不
明
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
細
物
の
材
を

断
面
円
形
に
削
り
だ
し
、
先
端
近
く
を
二
方
向
か
ら
削
り
出
し
て
主
面
を
作
る
一
群
を
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
七
世
紀
以
降
の
資
料
と
し
て
は
、
や
や
大
型
で
寝
端
面
を
粗
く
面
取
り
し
、
樹
皮
を
残
す
も
の
と
し
て
埼
玉
県
北
島
遺
跡
で
出
土
し
た
例

（
七
世
紀
）
や
、
平
城
宮
に
お
い
て
八
世
紀
後
半
の
建
物
跡
で
出
土
し
た
例
（
ア
カ
ガ
シ
亜
属
手
持
材
）
が
あ
る
。
平
城
宮
の
懊
は
側
面
に
樹
皮

を
残
し
、
先
端
部
を
わ
ず
か
に
欠
損
す
る
が
断
面
が
扁
平
な
長
方
形
と
な
る
よ
う
に
削
り
、
基
端
面
に
は
摩
滅
痕
跡
と
周
縁
に
小
刻
み
な
面
取

　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

り
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
福
島
県
御
山
千
軒
遺
跡
で
九
世
紀
後
半
の
襖
（
ガ
マ
ズ
ミ
？
再
割
材
）
が
あ
る
。
断
面
は
基
部
で
は
隅
丸
方
形
、
先
端

部
は
削
り
込
ん
で
矩
形
を
呈
し
、
上
下
か
ら
の
強
い
圧
力
に
よ
り
基
端
部
と
先
端
が
欠
損
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
に
挙
げ
た
丸
材
型
の
襖
に
は
、
大
き
く
三
つ
の
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
お
も
に
広
葉
樹
材
を
用
い
、
幅
と
厚
み
を
次
第
に
減
じ
つ
つ
基

部
と
先
端
部
の
断
面
を
楕
円
～
紡
錘
形
に
す
る
も
の
（
－
・
3
・
4
）
：
平
面
形
は
割
材
型
に
近
い
特
徴
を
も
つ
が
、
基
部
の
断
面
形
で
区
別

で
き
る
。
次
に
、
芯
持
材
を
用
い
て
主
面
を
平
た
く
整
え
、
先
端
部
の
断
面
が
扁
平
な
方
形
に
近
い
も
の
（
6
～
8
）
：
広
葉
樹
・
針
葉
樹
と
も

利
用
し
て
樹
皮
を
残
す
場
合
も
多
く
、
基
端
面
は
粗
く
削
る
。
最
後
に
、
細
手
の
材
を
削
り
出
し
て
断
面
円
形
に
整
え
、
先
端
近
く
を
削
り
こ

む
も
の
（
5
・
9
）
：
お
も
に
針
葉
樹
の
割
材
を
用
い
る
。
強
度
を
想
定
す
れ
ば
割
り
裂
き
用
と
し
て
の
使
用
は
考
え
に
く
い
。
一
方
、
先
に
あ

げ
た
二
群
は
割
り
裂
き
用
の
可
能
性
が
推
測
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
実
験
に
よ
る
追
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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木製襖の基礎的論考（村上）

　
　
（
㎜
邑
割
材
型
a
類
（
図
2
中
央
、
図
6
）

　
大
阪
府
鬼
虎
川
遺
跡
で
は
、
長
原
式
土
器
と
弥
生
前
期
の
土
器
を
共
伴
し
た
貝
塚
か
ら
一
点
（
図
6
－
1
）
が
出
土
し
た
。
堅
い
コ
ナ
ラ
属

を
用
い
、
現
時
点
で
は
割
材
型
の
撲
で
最
も
古
い
時
期
の
例
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
例
と
し
て
島
根
県
西
川
津
遺
跡

で
出
土
し
た
襖
（
3
）
が
あ
る
。
加
工
痕
を
明
瞭
に
残
し
、
放
射
組
織
を
も
つ
広
葉
樹
材
（
樹
種
不
明
）
を
み
か
ん
割
り
に
し
て
扁
平
に
整
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

断
面
を
も
つ
。
大
分
県
下
郡
桑
苗
遺
跡
で
も
弥
生
前
期
後
葉
～
中
期
初
頭
の
包
含
層
か
ら
～
点
（
ア
カ
ガ
シ
亜
属
）
発
見
さ
れ
た
。
そ
し
て
弥

生
中
期
の
例
と
し
て
は
、
神
奈
川
県
池
子
遺
跡
1
1
A
地
点
か
ら
一
I
A
南
地
点
に
か
け
て
検
出
さ
れ
た
旧
河
道
（
中
期
後
半
）
で
一
〇
点
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

集
中
的
な
出
土
を
み
た
。
連
結
し
た
未
製
品
を
切
り
離
し
た
場
合
、
撰
の
総
個
体
数
は
十
五
点
を
数
え
、
す
べ
て
ア
カ
ガ
シ
亜
属
柾
目
材
を
用

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
四
個
上
分
が
連
結
し
た
未
製
品
（
図
7
）
は
、
基
部
断
面
は
み
か
ん
割
の
形
状
を
と
ど
め
る
｛
方
、
先
端
側
は
す
で
に
薄
く
篇
平
に
整
え
て

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
大
な
み
か
ん
割
の
原
材
か
ら
同
形
の
製
品
を
連
続
し
て
成
形
す
る
技
法
は
、
同
形
の
製
品
を
複
数
製
作
で
き
る
と
と
も

に
、
材
の
切
断
に
伴
う
加
工
上
の
利
点
も
あ
っ
た
。
厚
み
の
あ
る
石
斧
で
木
材
を
分
断
す
る
と
、
木
口
に
対
し
て
垂
直
で
な
く
や
や
斜
め
方
向

に
加
撃
す
る
た
め
、
垂
直
に
分
断
す
る
場
合
よ
り
も
多
量
の
木
屑
を
生
じ
、
そ
の
分
の
材
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
先
に
成
形
を
行
っ
て
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

学
部
の
断
面
積
を
小
さ
く
す
れ
ば
、
分
断
に
伴
う
材
の
損
失
量
が
減
少
し
、
材
を
有
効
に
利
用
で
き
る
。
つ
ま
り
連
結
未
製
品
の
存
在
は
、
厚

み
の
あ
る
石
斧
で
材
を
分
断
す
る
際
の
限
界
を
補
う
工
夫
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
技
法
は
鍬
や
泥
除
け
な
ど
の
農
具
を
中
心
に
弥
生

前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
盛
行
し
た
が
、
襖
に
採
用
さ
れ
た
例
は
池
子
遺
跡
以
外
に
は
な
い
。

　
そ
し
て
切
り
離
さ
れ
た
個
体
は
台
状
の
基
部
を
整
え
、
先
端
を
さ
ら
に
薄
く
削
り
出
す
。
（
6
）
は
基
端
居
が
斜
め
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
整

形
途
中
の
未
製
品
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
楽
滑
面
が
平
坦
に
整
え
ら
れ
（
図
2
中
央
）
完
成
に
至
る
。
以
上
か
ら
、
池
子
遺
跡
で
は
各
工
程
の

未
製
品
が
存
在
し
、
図
7
（
連
結
製
作
）
↓
図
6
1
6
（
分
断
し
て
整
形
）
↓
図
2
中
央
（
完
成
）
と
い
う
工
程
が
復
原
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
常
代
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
中
期
後
半
代
の
大
溝
出
土
の
襖
三
点
（
う
ち
一
点
が
図
4
1
2
、
い
ず
れ
も
ア
カ
ガ
シ
亜
属
柾
目
材
）
は
、
基
部
の
断
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木製棲iの蕃礎的論考（村上）

面
は
み
か
ん
割
さ
れ
た
時
の
扇
形
の
原
形
を
と
ど
め
、
先
端
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
主
面
・
側
面
に
削
り
を
加
え
る
。
ま
た
｝
点
は
側
面
に
興
り

を
も
つ
。
兵
庫
県
玉
津
田
中
遺
跡
の
旧
河
道
で
も
、
皿
～
W
期
の
撲
（
2
一
ア
カ
ガ
シ
亜
属
柾
目
材
）
が
出
土
し
た
。
基
部
に
は
基
端
面
方
向
へ

の
削
り
が
顕
著
で
あ
る
。
同
じ
旧
河
道
出
土
の
石
斧
類
五
点
は
、
使
用
痕
の
存
在
か
ら
撰
に
転
用
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
太
型
蛤
刃
石
斧
の
基

端
面
は
破
損
後
号
生
さ
れ
、
や
や
角
度
を
も
ち
斜
め
に
な
る
が
激
し
い
叩
き
痕
を
と
ど
め
る
。
刃
縁
は
潰
れ
て
丸
み
を
帯
び
る
。
側
面
は
や
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

窪
み
、
墨
打
時
に
片
手
で
支
え
る
の
に
適
す
る
。
「
襖
と
し
て
再
利
用
さ
れ
」
、
み
か
ん
割
材
を
得
る
際
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

佐
原
真
の
指
摘
に
あ
る
「
石
斧
の
廃
品
を
撰
に
転
用
」
し
た
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
静
岡
県
角
江
遺
跡
の
旧
河
道
で
は
中
期
の
襖
が
二
点
出
土
し
た
。
用
材
は
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
板
目
材
（
4
）
と
コ
ナ
ラ
旧
里
持
材
で
、
ア
カ
ガ
シ

亜
属
が
多
い
他
遺
跡
と
異
な
っ
た
傾
向
を
示
す
。
同
遺
跡
で
は
後
期
の
撰
も
一
点
（
ク
ヌ
ギ
節
板
目
材
）
あ
り
、
整
形
・
調
整
法
や
法
量
な
ど
は

や
ブ
ツ
バ
キ
を
用
い
た
中
期
の
襖
と
共
通
す
る
。

　
古
墳
時
代
の
例
と
し
て
は
、
平
城
宮
下
層
の
河
川
で
四
世
紀
後
半
～
五
世
紀
前
半
の
懊
が
～
点
（
7
“
コ
ナ
ラ
亜
属
柾
目
材
）
発
見
さ
れ
た
。

今
回
把
握
し
た
懊
の
成
品
で
は
全
長
・
幅
と
も
最
大
で
あ
る
。
先
端
に
は
直
線
的
な
刃
（
幅
四
・
七
㎝
）
を
作
り
出
し
て
お
り
、
従
来
の
割
材

型
a
類
の
換
と
は
異
な
っ
た
特
徴
を
持
つ
。

　
古
代
以
降
で
は
、
埼
玉
県
小
敷
田
遺
跡
で
七
世
紀
末
の
襖
（
9
一
ア
カ
ガ
シ
亜
属
分
割
材
）
が
あ
る
。
先
端
は
平
城
宮
下
層
の
襖
と
同
じ
く
刃

状
に
削
り
出
し
、
基
部
に
基
端
単
方
向
へ
の
面
取
り
を
加
え
る
点
は
従
来
の
臭
墨
型
a
類
と
共
通
す
る
が
、
基
部
の
形
状
が
全
く
異
な
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

　

　
　
　
　
「
　
一
胸

謂
』
、
頑
渦
Y
疑
許
、
・

翫

～
隊
h
一
歳
％
，

　
　
　
　
一
．

，
コ
、
碁
　
笥
弘
ド
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“
い

ワ

．
ゆ
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な
わ
ち
最
大
幅
の
位
置
が
下
が
っ
て
先
端
寄
り
に
移
行
し
、
基
部
が
同
じ
幅
・
厚
み
を
保
ち
な
が
ら
基
端
面
ま
で
柄
の
よ
う
に
伸
び
る
。
類
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
は
神
奈
川
県
真
田
・
北
金
目
遺
跡
で
八
世
紀
代
の
水
場
遺
構
よ
り
三
点
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
御
山
千
軒
遺
跡
で
は
九
世
紀
後
半
の
包

含
層
で
「
梗
島
木
製
品
」
四
点
の
出
土
を
み
た
が
、
基
扇
面
が
斜
め
に
な
る
二
点
は
固
定
用
の
懊
と
考
え
て
本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
外
し
、
残

る
二
点
を
割
置
型
a
類
（
8
”
ケ
ヤ
キ
板
目
材
）
と
丸
材
型
（
既
述
）
に
分
類
し
た
。
（
8
）
の
模
は
台
状
の
基
部
が
顕
著
で
断
面
は
隅
丸
方
形
を

呈
し
、
先
端
は
尖
り
気
味
に
な
る
。

　
割
材
型
a
類
に
つ
い
て
時
期
的
な
差
異
は
三
点
指
摘
で
き
る
。
重
量
に
着
目
す
る
と
当
初
は
全
長
が
二
〇
㎝
前
後
で
あ
っ
た
も
の
が
、
弥
生

中
期
に
大
型
化
し
て
三
〇
～
四
〇
㎝
前
後
と
な
る
。
ま
た
、
弥
生
時
代
に
は
先
端
が
や
や
尖
る
の
に
対
し
て
古
墳
時
代
以
降
は
直
線
的
に
刃
状

を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
古
代
に
は
基
部
の
形
状
が
変
化
す
る
。
全
体
的
な
共
通
点
と
し
て
は
用
材
の
選
択
性
の
高
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ア
カ

ガ
シ
亜
属
や
コ
ナ
ラ
亜
属
、
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
な
ど
堅
く
て
重
い
材
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
材
の
割
り
裂
き
用
で
あ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高

い
。

　
　
（
四
）
　
割
材
型
b
類
（
図
8
）

　
福
岡
県
鹿
部
東
町
遺
跡
で
は
弥
生
中
期
前
半
の
包
含
層
か
ら
一
点
（
図
8
1
1
　
樹
種
不
明
）
、
同
県
惣
利
遺
跡
で
も
弥
生
中
期
の
例
が
一
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
広
葉
樹
柾
目
材
）
発
見
さ
れ
た
。
前
者
は
基
部
の
断
面
を
丁
寧
に
削
り
出
し
て
楕
円
形
に
整
え
、
尖
り
つ
つ
先
端
は
わ
ず
か
に
平
坦
に
な
る
。

後
者
は
放
射
組
織
の
あ
る
広
葉
樹
材
を
み
か
ん
割
に
し
て
断
面
を
薄
い
長
方
形
に
近
づ
け
、
基
部
主
面
を
わ
ず
か
に
く
ぼ
ま
せ
る
。
先
端
は
尖

ら
ず
直
線
的
で
あ
る
。
宮
城
県
中
在
家
南
遺
跡
で
は
、
河
川
跡
の
中
期
中
葉
層
よ
り
襖
（
2
”
ク
ヌ
ギ
節
柾
目
材
）
が
出
土
し
た
。
基
部
の
断
面

は
み
か
ん
割
材
の
芯
に
近
い
部
位
を
取
り
去
っ
た
形
で
あ
る
。
全
体
的
に
丁
寧
な
削
り
を
加
え
て
幅
と
厚
み
を
減
じ
、
先
端
部
の
断
面
を
扁
平

な
前
面
円
形
に
削
り
出
す
。
そ
し
て
鬼
南
川
遺
跡
の
中
期
旧
河
道
で
発
見
さ
れ
た
模
は
、
基
部
の
断
面
が
長
方
形
を
呈
し
、
四
方
か
ら
面
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
行
う
工
具
の
痕
跡
と
基
端
面
の
叩
き
痕
が
確
認
さ
れ
た
。
福
井
県
江
跨
遺
跡
で
弥
生
後
期
末
の
包
含
層
か
ら
発
見
さ
れ
た
撰
（
5
”
ス
ギ
板

目
材
）
は
基
部
の
断
面
を
長
方
形
に
整
え
、
先
端
を
両
面
か
ら
削
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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木製撰の蕃礎的論考’（村上）
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福
岡
県
上
清
水
遺
跡
璽
区
で
は
、
弥
生
時
代
末
～
古
墳
時
代
初
頭
の
包
含
層
か
ら
襖
（
7
一
ア
カ
ガ
シ
亜
属
柾
目
材
）
が
出
土
し
た
。
断
面
が

長
方
形
を
呈
し
、
両
端
を
欠
損
す
る
。
先
端
近
く
を
削
り
込
ん
で
急
激
に
厚
み
を
減
じ
る
の
が
特
徴
で
、
こ
れ
で
材
を
割
り
裂
く
の
は
難
し
い

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
固
定
用
の
撰
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
同
時
期
の
流
路
出
土
の
襖
五
点
が
報
告
さ
れ
た
岐
阜
県
荒
尾
南
遺
跡
の

例
は
、
片
面
の
み
を
削
っ
た
襖
四
点
を
除
き
、
～
点
（
4
”
ヒ
ノ
キ
属
追
柾
目
材
）
を
検
討
対
象
と
し
た
。
基
部
の
断
面
形
は
長
方
形
に
近
く
、

報
告
書
で
は
建
築
部
材
に
属
し
て
固
定
用
と
し
て
の
機
能
が
想
定
さ
れ
た
。
以
上
か
ら
、
割
材
型
b
類
に
は
割
り
裂
き
用
と
固
定
用
の
襖
が
混

在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
愛
知
県
朝
日
遺
跡
の
弥
生
後
期
～
古
墳
前
期
の
旧
河
道
出
土
例
（
6
　
コ
ナ
ラ
柾
目
材
）
は
断
面
が
楕
円
形
を
呈
し
、
し
だ
い
に
扁
平
に
な
っ

て
先
端
を
欠
損
す
る
。
こ
の
ほ
か
群
馬
県
新
保
遺
跡
で
は
四
世
紀
の
大
溝
か
ら
一
点
（
3
一
ク
ヌ
ギ
節
柾
目
材
）
が
出
土
し
た
。
断
面
は
基
部
、

先
端
部
と
も
扁
平
な
隅
丸
方
形
を
呈
し
、
厚
み
に
極
端
な
差
が
な
い
点
や
平
面
形
の
特
徴
は
惣
利
遺
跡
例
に
類
似
す
る
。

　
つ
ぎ
に
古
代
の
例
を
あ
げ
る
。
七
世
紀
後
半
の
寺
院
跡
で
あ
る
岐
阜
県
杉
崎
廃
寺
で
は
、
排
水
施
設
の
溝
か
ら
多
数
の
木
製
品
が
出
土
し
、

撰
も
五
三
点
が
報
告
さ
れ
た
。
ヒ
ノ
キ
属
や
サ
ワ
ラ
な
ど
す
べ
て
針
葉
樹
で
、
片
面
の
み
を
削
っ
た
梗
や
厚
み
の
差
の
な
い
模
が
大
半
を
占
め

る
中
か
ら
、
明
確
に
表
裏
二
面
を
削
り
だ
し
た
二
点
（
8
・
9
一
い
ず
れ
も
ヒ
ノ
キ
属
柾
目
材
）
を
本
稿
で
扱
う
対
象
と
し
て
抽
出
し
た
。
両
主

面
を
削
っ
て
尖
ら
せ
、
側
面
か
ら
も
削
り
を
加
え
て
幅
を
減
じ
る
。
同
様
の
加
工
を
行
っ
た
類
例
は
平
城
京
で
も
八
世
紀
中
頃
の
土
坑
か
ら
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

幽
し
て
い
る
。
報
告
書
に
図
示
さ
れ
た
三
点
は
「
木
材
を
割
る
際
に
用
い
た
可
能
性
が
つ
よ
い
」
と
さ
れ
、
い
ず
れ
も
ヒ
ノ
キ
を
用
い
る
。
側

面
に
も
削
り
の
あ
る
二
点
が
割
材
型
b
類
、
両
主
面
の
み
削
ら
れ
た
一
点
は
板
材
型
に
分
け
ら
れ
る
。

　
割
材
工
b
類
は
、
時
期
に
よ
っ
て
用
材
が
変
化
す
る
。
樹
種
が
同
定
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
弥
生
中
期
に
は
す
べ
て
広
葉
樹
だ
っ
た
も
の

が
、
後
期
来
か
ら
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉
樹
が
主
体
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
以
降
も
広
葉
樹
は
少
な
い
な
が
ら
も
残
存
し
、

古
代
の
平
城
京
で
は
ア
カ
ガ
シ
亜
属
一
点
と
ヒ
ノ
キ
ニ
点
を
数
え
る
。
全
体
と
し
て
「
広
葉
樹
か
ら
針
葉
樹
へ
」
と
い
う
用
材
の
変
化
が
最
も

よ
く
窺
え
る
タ
イ
プ
で
あ
り
、
用
途
的
に
は
割
り
裂
き
用
の
懊
と
固
定
用
の
懊
が
混
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
広
葉
樹
を
用
い
た
一
群
（
2
・
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3
・
6
・
7
）
は
基
端
面
が
や
や
丸
く
、
全
面
を
削
っ
て
丁
寧
に
作

り
出
す
。
そ
し
て
針
葉
樹
を
用
い
た
一
群
（
4
・
5
・
8
～
1
0
）
は
、

基
四
面
が
平
た
く
、
基
部
は
割
り
面
を
と
ど
め
先
端
部
だ
け
が
削
ら

れ
る
。
さ
ら
に
前
者
は
用
材
傾
向
や
大
型
化
、
先
端
の
扁
平
化
と
い

う
同
じ
変
化
の
流
れ
を
た
ど
る
こ
と
か
ら
、
割
材
型
a
類
と
の
共
通

性
が
高
い
。
一
方
、
後
者
は
次
に
述
べ
る
板
材
型
と
多
く
の
点
で
共

通
す
る
。

　
　
（
五
）
板
追
丁
（
図
2
右
、
図
9
）

　
弥
生
前
期
以
前
の
例
と
な
る
大
阪
府
山
賀
遺
跡
の
撰
（
図
9
1
1
）

は
、
扁
平
な
長
方
形
の
板
の
先
端
を
両
面
か
ら
削
り
込
ん
で
尖
ら
せ

る
。
削
り
面
が
短
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
同
じ
特
徴
を
も
つ
懊
二
点

（
う
ち
～
点
が
2
”
樹
種
不
明
）
は
、
福
岡
県
比
恵
遺
跡
で
板
付
－
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

新
段
階
の
貯
木
土
壌
か
ら
出
土
し
た
。
鬼
虎
川
遺
跡
で
出
土
し
た
前

期
～
中
期
の
撰
（
3
”
エ
ノ
キ
板
目
材
）
は
、
先
端
の
近
く
を
急
角
度

で
削
る
と
い
う
主
面
の
加
工
と
形
が
山
賀
・
比
恵
の
例
と
共
通
す
る
。

　
続
い
て
古
墳
時
代
の
例
を
示
す
。
小
敷
田
遺
跡
で
は
四
世
紀
代
の

河
川
跡
で
襖
が
　
点
（
4
”
ス
ギ
追
下
目
材
）
出
土
し
た
。
法
量
は
鬼

虎
川
遺
跡
の
襖
に
近
い
。
こ
の
ほ
か
丸
材
型
の
懊
が
出
土
し
た
次
の

二
遺
跡
で
は
、
板
材
型
も
複
数
発
見
さ
れ
て
い
る
。
新
保
田
中
村
前
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遺
跡
の
四
世
紀
代
の
大
溝
か
ら
は
雲
量
の
異
な
る
三
点
（
う
ち
一
点
が
6
）
が
出
土
し
た
。
い
ず
れ
も
コ
・
ナ
ラ
節
分
割
材
を
用
い
た
も
の
で
、

先
端
近
く
に
稜
を
な
し
て
急
角
度
の
削
り
を
加
え
、
一
一
つ
の
主
面
が
交
わ
る
角
度
は
四
五
度
以
上
と
な
る
。
だ
が
こ
れ
で
は
厚
み
の
差
で
材
の

割
り
裂
き
を
行
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
三
点
は
固
定
用
の
襖
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
う
ち
一
点
に
圧
痕
が
残
る
（
本
章
註
③
）
事

実
も
そ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
。

　
平
城
宮
下
層
遺
跡
の
大
溝
で
は
、
板
材
型
の
襖
も
二
点
（
図
2
右
一
コ
ウ
ヤ
マ
キ
柾
目
材
・
図
9
－
5
一
同
板
目
材
）
鐵
潔
し
て
お
り
、
所
属
時

期
は
四
世
紀
後
半
～
五
世
紀
前
半
と
丸
材
型
よ
り
や
や
降
る
。
板
材
型
の
中
で
は
主
面
に
占
め
る
削
り
面
の
割
合
が
高
く
、
全
長
の
中
ほ
ど
か

ら
削
り
が
始
ま
り
ゆ
る
や
か
に
厚
み
を
減
じ
る
。
そ
し
て
古
代
の
平
城
京
で
は
、
板
材
型
の
模
を
計
九
点
確
認
し
た
。
樹
種
が
同
定
さ
れ
て
い

る
六
点
の
う
ち
四
点
が
ヒ
ノ
キ
（
8
・
9
　
板
目
材
・
1
0
　
柾
目
材
）
で
、
ス
ギ
と
ト
チ
ノ
キ
（
7
　
板
目
材
）
が
一
点
ず
つ
を
数
え
る
。
ト
チ
ノ

キ
の
撲
は
刃
幅
が
広
が
る
点
が
特
徴
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
か
に
類
例
は
な
い
。
い
ず
れ
も
小
型
で
薄
い
こ
と
か
ら
、
叩
き
に
耐
え
う
る
強
度

を
備
え
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
割
り
裂
き
を
行
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
ほ
か
山
口
貫
長
登
銅
山
で
は
、
奈
良
時
代
中
期
～
平
安
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

包
含
層
か
ら
板
材
型
の
模
（
ヒ
ノ
キ
板
目
材
）
が
一
点
出
土
し
た
。
鬼
鰻
重
遺
跡
や
小
敷
田
遺
跡
の
襖
と
法
量
的
に
近
い
。

　
板
材
型
に
は
、
側
面
観
か
ら
二
つ
の
傾
向
が
見
出
せ
る
。
基
部
と
同
じ
厚
み
を
保
っ
て
先
端
近
く
に
至
り
、
急
角
度
で
斜
め
に
削
り
込
ん
で

刃
状
に
整
え
る
も
の
（
1
～
3
・
6
）
と
、
ゆ
る
や
か
に
厚
み
を
減
じ
る
も
の
（
4
・
5
・
7
～
1
0
）
が
あ
る
。
前
者
の
う
ち
、
と
く
に
刃
部
の

角
度
が
急
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
割
り
裂
き
を
行
い
得
た
と
は
考
え
に
く
い
ほ
か
、
小
型
で
あ
ま
り
に
薄
い
も
の
に
つ
い
て
も
強
度
の
不
足
か

ら
割
り
裂
き
用
の
可
能
性
は
低
い
。

　
　
（
六
）
　
撲
の
推
移
と
用
材
傾
向

　
出
土
点
数
を
時
期
・
タ
イ
プ
ご
と
に
集
計
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
ま
ず
点
数
を
示
す
表
に
沿
っ
て
時
期
ご
と
の
傾
向
を
概
観
す
る
。

　
縄
文
時
代
に
は
丸
材
型
の
襖
が
存
在
し
、
形
態
の
整
っ
た
懊
が
出
現
す
る
の
は
後
期
中
葉
以
降
に
な
る
。
し
か
し
割
ら
れ
た
材
の
存
在
か
ら
、

襖
を
用
い
た
製
材
は
そ
れ
以
前
も
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
定
型
化
以
前
と
も
い
う
べ
き
尖
り
棒
状
の
襖
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弥
生

54　（486）
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表1 襖の様相

縄　文 弥生前期 弥生中期 弥・後～古・初 古　墳 古　代 合　計

丸材二

ыﾞ型a類

ыﾞ型b類
ﾂ材型

3
二
一

一
3
｛
3

5
1
5
6
1

7
1
4
一

5
1
1
8

5
5
6
1
0

25

Q5

P7

Q2

合　計 3 6 27 12 15 26 89

　　0．9

C 9⑳

ム　　▲

? 夢
ム 　▼

搆as

⑧岬▼
而クヌギ臨コナラ

　　0．7

｣
比

膣 6
0
0
0

一エノキ
　
　
0
．
5
重

o
3 曹 ▽▽▽▽こD口。

@QO口

』ヒノキースギ

03
e丸材型▲割材型a類▼割材型b類
黒…広葉樹　白ヌキ…針葉樹

睡板材型

O．3

時
代
前
期
に
は
板
材
型
と
割
材
型
a
類
が
現
わ
れ
、
中
期
に
は
同
b
類
も
含
め
て
割
材

型
が
各
地
で
盛
行
す
る
。
古
墳
時
代
以
降
に
な
る
と
板
材
型
や
丸
材
型
も
＝
疋
量
を
占

め
、
三
タ
イ
プ
と
も
存
続
す
る
な
か
で
、
古
代
の
平
城
京
な
ど
遺
跡
に
よ
っ
て
は
板
材

型
が
卓
越
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
佐
原
真
が
指
摘
し
た
懊
の
形
状
差
か
ら
は
、
本
稿
で
い
う
丸
材
型
か
ら
板
材
型
へ
と

い
う
変
遷
観
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
割
材
型
の
襖
を
欠
い
て
お
り
、
弥
生

中
期
に
お
け
る
割
材
型
の
多
さ
に
留
意
し
て
こ
れ
を
補
う
必
要
が
あ
る
。
だ
が
古
墳
時

代
以
降
に
は
三
タ
イ
プ
の
懊
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
丸
材
型
↓
割
材

型
↓
板
材
型
と
い
う
一
系
列
的
な
変
遷
を
遂
げ
た
と
捉
え
る
の
は
適
切
で
な
い
。
確
か

に
古
代
の
平
城
京
で
は
板
材
型
が
卓
越
す
る
が
、
一
方
で
丸
材
型
と
割
材
型
も
存
続
し
、

複
数
の
タ
イ
プ
が
併
存
し
て
い
た
。

　
併
存
と
捉
え
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
が
ど
う
使
い
分
け
ら
れ
た
か
が
問
題
と

な
る
。
そ
の
際
に
割
り
裂
き
用
と
固
定
用
の
区
分
だ
け
で
な
く
、
前
者
に
は
材
の
法
量

や
性
質
、
打
ち
込
む
方
向
に
応
じ
て
多
様
な
働
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
。
こ
こ
で
撲
と
し
て
の
材
質
の
強
度
を
重
視
し
、
そ
れ
を
概
ね
反
映
す
る
値
と
し

て
樹
種
ご
と
の
気
乾
比
重
を
み
る
。
樹
種
が
同
定
さ
れ
た
襖
を
、
そ
の
樹
種
の
気
乾
比

　
　
　
　
⑭

重
に
応
じ
て
タ
イ
プ
別
に
表
1
の
下
に
示
し
た
。
縄
文
時
代
の
丸
材
型
の
襖
に
は
ナ
ラ

材
、
弥
生
前
期
～
中
期
の
割
材
型
に
は
ア
カ
ガ
シ
亜
属
を
中
心
に
ク
ヌ
ギ
節
や
コ
ナ
ラ

節
、
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
な
ど
堅
く
て
重
い
材
が
選
択
さ
れ
た
。
そ
の
後
形
態
と
用
材
の
多
様
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化
が
進
み
、
弥
生
末
～
古
墳
初
頭
に
は
マ
キ
属
・
ヒ
ノ
キ
属
と
い
っ
た
針
葉
樹
も
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
針
葉
樹
が
割
合
を
増
す
一
方
で
、
広

葉
樹
の
襖
も
、
弥
生
中
期
ほ
ど
は
数
的
に
多
く
な
い
も
の
の
母
材
型
を
中
心
に
古
代
に
も
存
続
す
る
。

　
弥
生
時
代
に
は
広
葉
樹
を
、
古
墳
時
代
以
降
は
針
葉
樹
も
用
い
る
と
い
う
傾
向
は
、
鈴
木
三
男
が
示
し
た
「
広
葉
樹
の
時
代
か
ら
針
葉
樹
の

　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
代
へ
」
の
移
行
に
符
合
す
る
。
懊
を
単
一
の
器
種
と
し
て
把
握
す
る
と
、
時
代
・
地
域
の
木
材
利
用
の
趨
勢
に
即
し
た
多
様
な
樹
種
を
用
い

た
観
が
あ
り
、
「
適
材
適
所
」
と
い
わ
れ
る
特
定
の
樹
種
と
の
対
応
は
明
確
で
な
い
。
し
か
し
タ
イ
プ
別
に
み
る
と
、
割
痩
型
a
類
に
は
ア
カ

ガ
シ
亜
属
や
ク
ヌ
ギ
節
な
ど
比
重
や
強
度
の
大
き
い
材
が
、
板
材
型
に
は
ヒ
ノ
キ
・
コ
ウ
ヤ
マ
キ
な
ど
比
重
が
小
さ
い
針
葉
樹
を
用
い
た
傾
向

が
見
出
せ
る
。

　
広
葉
樹
の
中
で
も
特
に
堅
く
重
い
樹
種
を
用
い
た
襖
は
、
強
度
を
生
か
し
、
割
り
裂
き
の
比
較
的
困
難
な
木
の
製
材
に
用
い
た
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
針
葉
樹
を
用
い
た
襖
は
軽
く
、
叩
き
に
対
す
る
耐
久
性
や
堅
さ
が
広
葉
樹
よ
り
も
劣
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
割
り
や
す
い
材
を

割
っ
た
か
、
も
し
く
は
固
定
用
の
襖
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
機
能
や
割
り
裂
く
対
象
の
材
ご
と
に
、
樹
種
や
タ
イ
プ
の
異
な
る

多
様
な
襖
が
使
い
分
ら
れ
て
お
り
、
逆
に
複
数
タ
イ
プ
の
模
が
併
存
す
る
こ
と
は
、
襖
を
使
う
技
術
や
対
象
が
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
章
で
は
「
工
具
と
し
て
の
襖
」
と
い
う
側
面
を
重
視
し
、
襖
利
用
の
あ
り
方
を
よ
り
具
体
的
に
復
原
す
る
。

①
撰
の
部
分
名
称
は
、
佐
原
真
に
よ
る
斧
の
部
分
名
称
（
〔
佐
原
一
九
九
四
〕
八

　
頁
）
に
準
じ
る
。
模
の
部
位
を
示
す
名
称
と
し
て
従
来
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
頭

　
部
」
が
「
基
部
」
に
、
「
頭
頂
部
駄
が
「
基
端
顕
」
に
相
嶺
す
る
。

②
滋
賀
県
赤
野
井
湾
遺
跡
出
土
の
鍬
に
は
、
柄
の
先
端
に
撰
を
打
ち
込
ん
で
固
定

　
を
図
っ
た
例
が
あ
る
（
〔
滋
賀
県
教
委
～
九
九
八
〕
第
四
分
冊
　
二
四
五
－
二
四

　
七
頁
）
。
丸
い
鍵
穴
を
も
つ
鍬
の
場
合
は
、
本
塗
の
よ
う
に
柄
に
切
り
込
み
を
入

　
れ
て
そ
こ
に
薩
接
撰
を
差
し
込
む
が
、
北
部
九
州
を
中
心
に
分
布
す
る
四
角
い
柄

　
穴
の
鍬
の
場
合
、
異
な
っ
た
平
角
法
を
採
る
。
段
を
備
え
た
着
装
具
を
柄
と
組
み

　
合
わ
せ
て
、
鍬
の
身
と
柄
を
固
定
さ
せ
る
方
式
で
あ
る
。
着
装
具
と
柄
の
間
に
さ

　
ら
に
襖
を
挿
入
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
と
き
換
は
着
柄
角
を
調
整
す
る
役
割
も

　
果
た
す
と
い
う
（
〔
山
口
～
九
八
八
〕
八
－
九
頁
）
。
な
お
、
着
装
具
が
襖
と
い
う

　
名
称
で
報
告
さ
れ
る
例
も
多
く
、
今
後
は
両
者
の
明
確
な
区
別
が
必
要
で
あ
る
。

③
群
馬
県
新
保
田
中
村
前
遺
跡
の
古
墳
時
代
前
期
溝
で
出
土
し
た
襖
に
は
「
挟
み

　
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
溝
状
の
痕
」
が
表
裏
面
に
数
本
残
る
、
と
報
告
さ
れ
て
い
る

　
（
〔
群
馬
県
埋
文
調
査
事
業
十
一
九
九
〇
〕
本
文
編
九
三
網
図
一
〇
四
－
W
二
三

　
「
く
さ
び
扁
）
。

④
　
年
輪
の
放
射
方
向
に
沿
っ
て
割
り
裂
い
た
材
を
指
す
。
断
涌
が
樹
芯
を
外
し
た

　
扇
形
で
あ
れ
ば
、
み
か
ん
割
り
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ほ
か
本
稿
で
は
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木製襖の基礎的論考’（村上）

　
材
の
木
取
り
に
関
す
る
用
語
と
し
て
、
樹
芯
を
含
む
望
薄
材
、
割
り
裂
い
て
樹
芯

　
を
外
し
た
分
製
材
に
大
別
し
、
さ
ら
に
後
者
は
木
目
に
よ
っ
て
板
目
材
・
柾
目
材

　
に
区
別
す
る
。
み
か
ん
割
材
も
広
義
の
柾
目
材
と
い
え
る
。

⑤
丸
材
型
と
板
材
型
は
形
状
に
由
来
し
た
名
称
な
の
に
対
し
、
謝
材
型
は
木
取
り

　
と
側
面
の
削
り
と
い
う
製
作
技
法
に
重
点
を
置
い
て
設
定
し
た
タ
イ
プ
で
あ
る
た

　
め
、
や
や
名
称
の
語
感
が
異
な
る
。

⑥
同
遺
跡
で
は
ほ
か
に
「
く
さ
び
？
」
三
点
が
報
告
さ
れ
た
が
、
典
型
例
ほ
ど
明

　
確
で
な
い
た
め
本
稿
の
検
討
対
象
に
は
含
め
な
か
っ
た
。
今
後
類
例
の
増
加
を
踏

　
ま
え
た
の
ち
見
直
す
余
地
は
あ
る
。

⑦
「
刀
形
木
製
品
」
と
報
告
さ
れ
た
が
、
『
木
器
集
成
睡
原
始
篇
に
は
模
と
し
て
収

　
録
さ
れ
た
。

⑧
守
山
市
教
育
委
員
会
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
実
測
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

⑨
〔
三
重
際
陸
島
セ
ン
タ
ー
二
〇
〇
〇
〕
五
二
頁
、
二
七
一
頁
第
一
四
三
図
－
一

　
四
六
四
・
一
四
六
六
・
一
四
六
七
。
頭
部
を
一
二
角
状
に
作
り
出
し
た
部
材
（
栓
）

　
と
、
基
端
面
が
や
や
斜
め
に
な
る
模
一
点
を
外
し
た
。
栓
に
幅
広
の
頭
部
を
作
り

　
出
す
の
は
、
意
匠
上
の
目
的
と
と
も
に
再
利
用
の
際
に
抜
き
や
す
く
す
る
ね
ら
い

　
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
静
岡
市
立
登
呂
博
物
館
一
九
九
六
特
別
展
図
録
『
樹
の
あ
る
く
ら
し
1
道
具

　
に
み
る
知
憲
と
こ
こ
ろ
一
』
一
九
頁

⑪
〔
大
阪
府
教
委
・
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
八
陽
〕
三
〇
頁
第
瓢
＝
図
l
W

　
二
三
門
掘
棒
」
。
写
真
に
は
裏
面
と
飯
豊
も
示
さ
れ
、
枝
分
か
れ
の
型
い
部
分
を

　
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑫
〔
福
岡
市
教
委
一
九
七
三
〕
七
〇
寧
日
四
八
図
一
九
「
棒
状
木
製
品
」

⑬
〔
埼
玉
県
埋
文
調
査
事
業
団
｝
九
八
九
〕
六
～
九
頁
、
六
≡
二
頁
第
五
六
七
図

　
六
「
襖
形
の
製
品
」

⑭
〔
奈
文
研
一
九
八
二
〕
P
L
．
一
四
ニ
ー
四
〇
、
一
九
二
頁

⑮
〔
福
島
県
教
委
一
九
八
三
〕
二
＝
頁
第
一
八
一
図
＝
三
「
長
薯
木
製
品
」

⑯
　
　
〔
大
分
県
教
委
一
九
九
二
〕
二
〇
頁
、
二
三
頁
第
二
〇
図
一
六
「
用
途
不
明
木

　
製
品
」

⑰
「
愚
状
製
品
扁
と
報
告
さ
れ
た
中
に
～
点
ケ
ヤ
キ
製
の
も
の
が
あ
る
が
、
コ

　
端
を
薄
く
す
る
扁
片
刃
状
な
の
で
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

⑱
四
連
の
襖
を
各
個
体
に
分
け
た
と
き
の
長
さ
を
測
る
と
、
約
三
〇
～
四
五
㎝
と
、

　
長
短
の
差
が
大
き
い
。
こ
れ
は
、
幅
は
同
じ
で
長
さ
が
異
な
る
襖
を
作
ろ
う
と
し

　
た
製
作
者
の
意
図
の
表
れ
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
長
さ
の
違
う
襖
を
使
い
分
け
る

　
例
は
、
罠
具
の
箭
の
使
用
に
お
い
て
も
確
認
で
き
（
京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館

　
～
九
八
八
『
展
示
図
録
八
　
山
村
の
く
ら
し
㎞
＝
二
頁
二
七
「
ヤ
」
、
カ
シ
製
）
、

　
使
用
の
実
状
に
照
ら
し
て
も
理
に
適
つ
た
作
り
分
け
と
い
え
る
。

⑲
石
斧
使
用
に
よ
る
斜
め
方
向
の
分
断
に
つ
い
て
は
、
工
藤
哲
司
の
分
析
・
考
察

　
が
あ
る
〔
工
藤
一
九
九
六
〕
。
そ
し
て
連
結
製
作
技
法
に
は
切
断
の
際
に
木
材
の

　
損
耗
を
少
な
く
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
は
、
岡
本
明
郎
が
示
し
て
い
る

　
〔
陶
本
一
九
六
六
〕
。
た
だ
し
襖
は
鍬
に
比
べ
る
と
断
面
積
が
小
さ
く
、
材
の
損
「

　
耗
を
少
な
く
す
る
効
果
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
連
結
製
作
技
法
が
模
に
採
用
さ

　
れ
た
背
景
は
、
他
に
も
考
え
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑳
〔
君
津
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
六
〕
七
九
三
頁
第
六
九
六
図
－
一
〇

　
九
、
＝
皿
、
二
二
、
～
．
～
四
、
七
九
五
頁
。
同
じ
門
B
類
斧
台
の
未
製
品
」

　
に
分
類
さ
れ
た
六
点
の
う
ち
～
点
は
丸
材
型
の
項
で
既
述
し
、
主
面
を
斜
め
方
向

　
に
削
ら
な
い
二
点
は
検
討
対
象
外
と
し
た
。

⑳
木
製
襖
の
側
縁
に
凹
み
を
も
つ
も
の
は
、
言
様
の
機
能
を
想
定
で
き
よ
う
。

⑫
　
〔
兵
庫
県
教
委
一
九
九
四
〕
〔
本
文
編
〕
＝
四
頁

⑬
　
同
じ
視
点
で
観
察
す
れ
ば
、
他
の
遺
跡
出
土
の
石
斧
に
も
模
と
し
て
の
使
用
痕

　
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。
類
例
の
蓄
積
を
踏
ま
え
た
上
で
木
製
の
襖
と
の
役
割
の
差

　
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
現
時
点
で
の
想
定
と
し
て
は
、
木
製
の
襖
を
打
ち
込
む
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た
め
の
く
ぼ
み
を
作
り
出
し
た
り
、
比
較
的
径
の
小
さ
い
材
を
横
方
向
か
ら
割
る

　
際
に
石
製
の
梗
を
用
い
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
転
用
品
な
の
か
、
心
身
と
模

　
の
二
つ
の
役
割
が
場
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
た
の
か
は
、
石
器
研
究
の
側
の
深

　
化
を
待
ち
た
い
。
弥
生
時
代
開
始
期
の
磨
製
石
斧
を
検
討
し
た
寺
前
直
人
は
、

　
「
磨
製
石
斧
の
機
能
と
し
て
斧
身
と
撰
と
い
う
用
途
を
同
様
に
扱
い
」
、
「
二
つ
の

　
使
用
方
法
は
必
要
に
応
じ
て
選
択
さ
れ
て
い
た
」
と
考
え
て
お
り
、
再
利
用
・
転

　
用
と
は
や
や
異
な
っ
た
観
方
を
示
し
て
い
る
（
〔
寺
前
二
〇
〇
一
〕
四
六
頁
）
。

⑳
　
　
鶯
仕
丁
岡
県
煙
　
文
調
査
研
究
所
一
九
九
六
〕
　
一
甲
西
一
二
頁
一
翼
一
一
一
図
…
七
一
〇
・

　
七
＝
一
・
七
＝
二
、
＝
ハ
四
頁
。
こ
の
う
ち
七
一
二
は
後
期
の
例
で
あ
る
。

㊧
　
　
〔
平
塚
市
真
田
・
北
金
目
遺
跡
調
査
会
～
九
九
九
〕
｝
三
六
頁
第
一
〇
六
図
二

　
〇
三
－
二
〇
五
「
ヘ
ラ
状
製
品
」
、
一
四
〇
頁
。
八
世
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
頃
の

　
水
場
遺
構
か
ら
、
材
と
と
も
に
撰
三
点
が
ま
と
ま
っ
て
発
掘
さ
れ
た
。
材
の
割
り

　
裂
き
を
行
う
場
と
い
う
可
能
性
も
含
め
、
検
討
を
要
す
る
。
こ
の
特
徴
的
な
形
態

　
の
撰
は
古
代
の
関
東
で
二
遣
跡
四
点
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
木
製
の
柄
を
装

　
着
し
た
鉄
製
ノ
ミ
な
ど
、
既
存
の
工
具
の
形
を
模
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
。

⑳
　
　
〔
夜
須
町
教
委
～
九
九
七
〕
図
版
一
〇
七
一
五
一
一
五
「
雑
具
」

⑳
　
　
〔
東
大
阪
市
文
協
～
九
九
八
〕
二
五
頁
第
一
九
罰
条
〇
「
襖
」
、
二
八
頁

⑳
　
こ
の
ほ
か
「
ク
サ
ビ
状
木
製
品
」
（
〔
愛
知
県
埋
蔵
セ
ン
タ
ー
一
九
八
二
〕
五
五

　
頁
お
よ
び
図
版
五
一
一
一
五
四
）
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
時
期
不
明
に
つ
き
本

　
稿
の
検
討
対
象
に
は
加
え
な
か
っ
た
。

⑲
〔
奈
追
思
～
九
七
六
〕
P
L
．
七
ニ
ー
＝
二
五
～
｝
三
八
「
く
さ
び
形
木
製

　
品
」
、
一
二
五
頁
。
本
稿
で
の
分
類
基
準
に
照
ら
し
、
加
工
に
応
じ
て
糊
材
型
と

　
板
材
型
に
区
分
し
て
お
く
が
、
他
の
特
徴
の
類
似
性
は
高
く
、
一
群
の
も
の
と
捉

　
え
ら
れ
る
。

⑳
　
〔
福
岡
市
教
委
一
九
九
一
〕
七
五
－
七
九
頁
。
模
の
木
取
り
を
み
る
と
、
芯
に

　
近
く
、
木
目
の
荒
れ
た
硬
い
部
位
を
意
図
的
に
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

　
土
熱
で
は
板
材
、
同
材
、
伐
採
木
な
ど
木
器
の
原
材
の
ほ
か
唐
鍬
や
容
器
の
未
製

　
品
も
共
幽
し
て
お
り
、
木
器
製
作
の
工
程
で
襖
が
担
っ
た
役
割
を
検
討
で
き
る
材

　
料
は
多
い
。
岡
　
遺
構
か
ら
材
と
撰
が
出
土
し
た
場
合
に
は
、
材
に
残
る
割
り
裂

　
き
痕
や
再
試
の
幅
と
、
撰
の
刃
幅
を
検
討
し
て
工
程
の
復
原
を
試
み
る
額
値
が
あ

　
る
。
ま
た
固
定
用
の
襖
と
し
て
の
可
能
性
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
対
応
す
る
柄

　
穴
を
も
つ
部
材
を
捜
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑳
　
〔
美
東
町
教
育
委
員
会
一
九
九
三
〕
、
一
〇
五
頁
第
四
四
盛
況
〇
、
一
〇
八
頁

⑳
〔
佐
原
二
〇
〇
〇
〕
四
五
頁
。
た
だ
し
丸
材
型
は
丸
木
か
ら
で
な
く
割
材
を
削

　
り
だ
し
て
製
作
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
場
合
「
木
の
円
さ
を
生
か
し
て
作
っ

　
た
」
と
は
い
え
な
い
。

⑳
　
木
材
の
強
さ
に
は
比
重
が
影
響
し
て
お
り
、
概
ね
比
重
が
高
い
ほ
ど
強
い
と
さ

　
れ
る
。
木
材
の
比
重
は
、
材
を
構
成
す
る
細
胞
壁
の
状
態
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で

　
同
じ
樹
種
で
も
個
体
差
が
あ
り
、
同
じ
木
で
も
部
位
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
大
ま
か
に
見
る
と
樹
種
ご
と
に
一
定
の
傾
向
が
読
み
取
れ
る
た
め
、
比

　
重
の
測
定
値
が
木
材
の
強
さ
を
知
る
目
安
と
な
る
。
本
稿
で
は
〔
貴
島
ほ
か
一
九

　
六
三
〕
＝
二
〇
1
一
四
三
頁
掲
載
の
気
乾
比
重
を
使
用
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

　
は
、
藤
井
裕
之
氏
よ
り
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

⑭
木
材
の
樹
種
岡
定
は
亜
属
、
属
レ
ベ
ル
ま
で
し
か
行
え
な
い
場
合
も
あ
る
の
に

　
対
し
、
割
裂
性
や
気
乾
比
重
は
種
ご
と
に
測
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
種
・
属

　
に
よ
っ
て
は
同
定
の
レ
ベ
ル
が
異
な
る
。
例
え
ば
コ
ナ
ラ
属
ア
カ
ガ
シ
亜
属
に
は

　
シ
ラ
カ
シ
、
ア
ラ
カ
シ
、
イ
チ
イ
ガ
シ
な
ど
七
種
あ
る
が
、
材
で
は
亜
属
ま
で
し

　
か
岡
定
で
き
な
い
た
め
、
ア
カ
ガ
シ
の
測
定
値
で
ア
カ
ガ
シ
亜
属
全
体
を
代
表
さ

　
せ
る
。
同
様
に
ク
ヌ
ギ
節
は
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
節
は
コ
ナ
ラ
（
気
乾
比
重
）
と
ミ

　
ズ
ナ
ラ
（
勢
断
強
度
）
、
ヒ
ノ
キ
属
は
ヒ
ノ
キ
、
マ
キ
属
は
イ
ヌ
マ
キ
の
測
定
値

　
を
用
い
た
。

⑳
　
　
〔
鈴
木
二
〇
〇
二
〕
　
一
六
一
－
一
六
四
頁
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第
三
章
　
工
具
と
し
て
の
襖
利
用

　
（
ご
　
割
り
裂
き
の
技
術

　
襖
の
使
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
製
材
工
程
を
論
じ
た
研
究
を
概
観
し
、
襖
の
使
用
に
関
連
す
る
部
分
を
補
心
的
に
取
り
上
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

登
呂
遺
跡
出
土
木
材
の
分
析
を
通
し
て
加
工
技
術
を
論
じ
た
関
野
克
は
、
鉄
製
懊
を
使
用
し
た
根
拠
と
し
て
静
岡
県
山
木
遺
跡
出
土
の
板
材
に

　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
こ
る
模
痕
を
示
し
た
。
「
板
の
中
央
に
一
打
ご
と
の
刃
跡
」
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
農
具
に
重
点
を
置
い
た
研
究
史
を
う
け
て
、
木
器
製
作
工
程
の
復
原
も
農
具
が
主
体
で
あ
っ
た
。
黒
崎
直
は
鍬
の
製
作
方
法
を
検
討
す

る
な
か
で
、
み
か
ん
割
り
と
呼
ば
れ
る
製
材
技
法
に
触
れ
、
放
射
状
に
裂
け
や
す
い
と
い
う
カ
シ
材
の
性
質
を
利
用
し
て
原
木
の
木
口
面
に
襖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
打
ち
込
み
、
さ
ら
に
外
皮
側
か
ら
も
襖
を
打
ち
込
ん
で
割
り
裂
く
工
程
を
示
し
た
。
襖
に
よ
る
割
り
裂
き
を
考
え
る
際
、
木
口
面
か
ら
縦
方

向
に
割
る
場
合
と
外
皮
側
か
ら
横
方
向
に
割
る
場
合
、
二
方
向
か
ら
の
加
撃
を
想
定
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
飯
塚
武
司
は
農
具
の
製
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

工
程
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
、
「
分
割
（
箭
割
り
、
製
材
）
」
も
含
め
た
六
～
七
段
階
に
復
原
し
た
。
ま
た
工
具
鉄
器
化
以
降
の
規
格
化
し

た
板
材
の
生
産
に
つ
い
て
「
箭
割
り
技
術
の
発
達
も
、
柾
目
材
だ
け
で
な
く
、
板
目
材
の
使
用
を
促
し
た
」
と
評
価
し
、
襖
を
用
い
る
技
術
と

板
材
利
用
の
関
係
に
言
及
し
た
。

　
製
材
技
法
を
考
え
る
た
め
に
考
古
学
以
外
の
分
野
に
視
野
を
広
げ
る
と
、
木
工
技
術
史
の
立
場
か
ら
研
究
を
行
っ
た
成
田
寿
一
郎
は
、
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
な
視
点
を
生
か
し
、
懊
を
用
い
た
製
材
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
。
そ
の
概
要
を
四
点
に
ま
と
め
、
本
稿
で
の
検
討
内
容
を
補
足
す
る
。

　
①
木
口
に
斧
を
打
ち
込
ん
で
凹
み
を
作
り
、
そ
こ
に
襖
を
嵌
め
て
頭
を
強
打
す
る
と
襖
の
先
端
下
方
に
先
割
れ
が
起
こ
る
。
こ
の
と
き
木
の

割
り
裂
き
の
し
や
す
さ
を
示
す
「
割
裂
牲
」
の
大
小
が
影
響
す
る
。
な
お
、
材
の
気
乾
比
重
は
概
ね
割
裂
性
に
も
対
応
し
（
表
3
）
、
材
の
割

り
裂
き
や
す
さ
の
指
標
と
も
な
る
。
②
懊
の
素
材
は
木
が
主
流
で
、
カ
シ
な
ど
硬
い
材
の
ほ
か
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
皇
儲
を
被
熱
に
よ
り
硬
く
し

て
用
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
比
重
の
小
さ
い
針
葉
樹
材
も
炭
化
さ
せ
、
芯
な
ど
の
硬
い
部
位
を
選
べ
ば
割
り
裂
き
用
の
模
と
し
て
使
用
可
能
で
あ
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る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に
そ
う
し
た
工
夫
の
な
い
針
葉
樹
の
襖
は
、
割
り
裂
き
用
で
は
な
く
固
定
用
の
可
能
性
が
高
く
な
る
。
③
割
り
に
よ
る

造
材
技
法
を
原
材
の
形
状
や
作
業
内
容
に
応
じ
て
三
分
類
し
、
襖
は
そ
の
う
ち
丸
木
材
を
み
か
ん
割
り
に
す
る
大
湊
、
盤
割
し
た
材
か
ら
角
材

を
と
る
小
割
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
原
材
を
つ
く
る
大
割
（
一
次
的
な
割
り
）
と
原
材
を
さ
ら
に
割
る
小
割
三
次
的
な
割
り
）
に
、

製
材
工
程
を
区
分
す
る
。
割
り
裂
き
の
場
や
木
材
搬
入
の
時
点
を
考
え
る
際
に
重
要
と
な
る
。
④
襖
を
強
打
し
て
材
に
打
ち
込
む
た
め
に
は
、

木
製
の
大
型
の
槌
（
槌
頭
ニ
キ
ロ
以
上
）
を
用
い
る
。
石
で
は
翻
れ
て
し
ま
い
大
槌
の
役
目
は
果
た
さ
な
い
。

　
そ
し
て
加
撃
の
し
く
み
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
撰
が
槌
か
ら
の
衝
撃
を
受
け
て
、
そ
れ
を
木
材
に
及
ぼ
す
と
い
う
加
撃
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
ソ
エ
ア
テ
ウ
チ
」
と
い
い
、
正
確
さ
と
力
の
大
き
さ
を
併
せ
持
つ
。
さ
ら
に
加
撃
対
象
の
木
材
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
道
具
が
素
材
面
に

あ
て
ら
れ
る
角
度
一
す
な
わ
ち
襖
の
先
端
が
木
材
を
割
る
と
き
の
角
度
1
か
ら
、
「
垂
直
ウ
チ
」
の
加
撃
と
さ
れ
、
強
い
力
の
い
る
作
業
に
適

し
て
い
る
と
い
う
。
「
木
割
り
舞
舞
」
は
ソ
エ
ア
テ
・
垂
直
ウ
チ
の
例
で
、
両
者
の
利
点
を
兼
ね
備
え
た
打
撃
法
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
撰
の
は
た
ら
き
を
考
え
る
に
は
、
製
材
工
程
の
区
分
や
加
撃
の
方
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
襖
の
み
を
単
体
で
考
え
る
の
で
な
く
、

槌
一
懊
－
材
と
い
う
三
者
の
関
連
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
（
二
）
　
槌
の
使
用
（
図
1
0
）

　
『
木
器
集
成
』
原
始
篇
に
よ
れ
ば
、
木
製
の
槌
は
全
長
五
〇
㎝
の
貴
様
と
身
の
断
面
を
指
標
と
し
て
、
工
具
の
掛
矢
と
農
具
の
横
槌
に
分
か

れ
る
。
掛
矢
は
身
の
特
定
の
位
置
に
叩
く
対
象
を
当
て
続
け
た
た
め
に
、
周
部
だ
け
顕
著
に
凹
ん
だ
使
用
痕
を
残
す
こ
と
が
多
い
。
図
示
し
た

新
保
遺
跡
出
土
の
掛
矢
（
－
）
も
そ
の
例
で
あ
る
。
横
槌
に
は
農
具
以
外
に
も
多
様
な
用
途
が
あ
り
、
懊
を
打
つ
工
具
で
あ
っ
た
こ
と
も
十
分

考
え
ら
れ
る
。
硬
い
も
の
を
繰
り
返
し
叩
い
た
こ
と
に
よ
る
顕
著
な
叩
き
痕
が
身
の
全
周
に
残
る
場
合
に
は
、
工
具
と
し
て
の
使
用
が
窺
え
る
。

池
子
遺
跡
の
横
槌
（
2
）
は
先
端
部
の
径
が
大
き
く
、
振
っ
た
と
き
に
遠
心
力
が
増
す
形
態
を
と
る
。
同
形
態
の
横
槌
の
中
に
、
顕
著
な
叩
き

痕
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
掛
矢
・
横
槌
と
も
杭
打
ち
用
と
の
区
別
が
課
題
で
あ
り
、
杭
と
模
の
基
端
面
の
サ
イ
ズ
や
打
ち
込
む
角
度
を

推
定
し
、
人
の
身
体
技
巧
も
考
慮
し
た
検
討
を
要
す
る
。
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そ
し
て
使
用
痕
と
と
も
に
留
意
す
べ
き
は
、

模
を
打
ち
込
ん
だ
槌
の
出
土
状
況
で
あ
る
。
工

具
と
し
て
の
使
用
痕
を
も
つ
槌
が
襖
・
材
と
と

も
に
一
括
性
の
高
い
状
況
で
出
土
し
た
場
合
、

付
近
で
材
の
割
り
裂
き
を
行
っ
た
可
能
性
を
考

え
る
材
料
が
揃
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
ま
で
良

好
な
状
況
に
は
な
か
な
か
恵
ま
れ
な
い
と
は
い

え
、
襖
の
用
い
ら
れ
た
「
場
」
の
復
原
の
た
め

に
は
、
襖
と
材
に
加
え
て
槌
の
所
在
も
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
は
叩
き
石
な
ど
、
石

製
の
槌
の
存
在
も
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
（
三
）
　
材
に
残
る
棲
の
痕
跡
（
図
1
1
）

　
材
と
襖
と
の
関
連
を
検
討
す
る
に
は
、
ま
ず

出
土
状
態
の
把
握
が
重
要
で
あ
る
。
槌
と
同
様
、

襖
の
使
用
が
そ
の
ま
ま
う
か
が
え
る
よ
う
な
材

　
　
　
⑧

の
出
土
例
は
稀
有
だ
が
、
使
用
痕
の
あ
る
襖
と

物
怖
し
た
材
に
つ
い
て
は
、
材
に
残
る
襖
痕
と

　
　
　
　
⑨

割
り
裂
き
痕
を
識
別
し
、
法
量
と
技
法
と
を
照

ら
し
合
わ
せ
て
、
模
と
の
対
応
が
成
り
立
つ
か
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ladidididisi

1．みかん割材（池子：弥生中期）2

墳初頭）4．柾百板（平城宮下層

図1ユ製材の痕跡が残る材

　　みかん割材（鬼虎川：弥生中期）3．

：4世紀後半～5世紀前半）

モ　　雪　　ア

4．ヒノキ

板杭（山木：古

ど
う
か
を
検
討
す
る
価
値

は
あ
る
だ
ろ
う
。
研
究
史

で
採
り
上
げ
た
日
用
遺
跡

出
土
の
「
襖
が
打
ち
込
ま

れ
た
丸
木
材
」
は
、
丸
材

型
の
襖
と
加
撃
対
象
の
材

の
法
量
差
が
判
る
例
で
あ

る
。
報
告
書
の
記
述
に
よ

る
と
径
二
㎝
、
長
さ
一

五
㎝
の
襖
が
径
一
八
㎝
、

長
さ
二
二
〇
㎝
の
丸
木
材

（
樹
種
不
明
）
に
樹
皮
側

か
ら
一
〇
㎝
ほ
ど
打
ち
込

ま
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
、

別
の
個
所
に
も
模
を
打
ち

込
ん
だ
痕
跡
が
認
め
ら
れ

　
　
　
⑩

た
と
い
う
。
襖
で
あ
れ
ば

丸
木
材
の
大
割
の
た
め
に
、

材
の
直
径
よ
り
も
や
や
短
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木製撰の基礎的論考（村上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
長
さ
の
襖
が
横
方
向
に
打
ち
込
ま
れ
た
実
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
懊
で
割
ら
れ
た
痕
跡
を
持
つ
材
は
、
複
数
の
報
告
例
が
あ
る
。

　
栃
木
県
寺
野
東
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
前
半
か
ら
晩
期
中
葉
に
か
け
て
営
ま
れ
た
水
場
遺
構
の
構
築
材
か
ら
、
襖
で
割
ら
れ
た
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

痕
跡
を
持
つ
材
二
点
（
樹
種
不
明
半
割
材
、
ク
リ
柾
目
材
）
が
発
見
さ
れ
た
。
縁
端
部
と
正
面
の
境
の
稜
部
分
に
あ
る
わ
ず
か
な
段
差
に
着
目
し
、

撰
痕
と
想
定
し
た
も
の
で
、
材
の
側
面
か
ら
の
加
撃
を
示
す
。

　
大
阪
府
恩
智
遺
跡
の
報
告
書
で
は
、
弥
生
前
期
か
ら
中
期
の
木
製
品
の
加
工
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
「
表
面
の
木
目
が
㎜
凸
の
あ
る
粗
面
」

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
も
つ
用
途
不
明
の
材
（
ヤ
マ
グ
ワ
か
）
は
「
襖
を
も
ち
い
て
斧
で
割
り
裂
い
た
」
と
想
定
さ
れ
、
材
の
拡
大
写
真
で
も
縦
方
向
に
甲
状
の
段

が
伸
び
る
状
況
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
が
実
測
図
に
よ
く
反
映
さ
れ
た
例
と
し
て
、
池
子
遺
跡
出
土
の
み
か
ん
割
り
材
（
－
”
ア
カ
ガ
シ
亜
属
）

を
あ
げ
て
お
く
。
凹
状
の
段
が
木
口
か
ら
材
の
縦
方
向
に
四
〇
㎝
ほ
ど
伸
び
て
お
り
、
断
面
図
か
ら
も
そ
の
く
ぼ
み
の
幅
が
三
α
隙
ほ
ど
み
ら
れ

る
。
だ
が
木
口
面
を
仔
細
に
観
察
し
て
も
そ
こ
に
懊
を
打
ち
込
ん
だ
と
明
ら
か
に
分
か
る
よ
う
な
痕
跡
は
な
い
た
め
、
こ
の
凹
状
の
段
が
襖
の

打
ち
込
み
そ
の
も
の
を
反
映
す
る
か
ど
う
か
は
現
時
点
で
は
特
定
で
き
な
い
。
撰
と
は
無
関
係
に
木
材
組
織
の
構
造
上
生
じ
た
段
差
で
あ
る
可

能
性
も
残
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
割
り
裂
き
に
伴
っ
て
生
じ
た
痕
跡
な
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
事
例
の
蓄
積
を
踏
ま
え
再
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
み
か
ん
割
材
に
横
方
向
の
打
ち
割
り
を
行
っ
た
例
と
し
て
は
、
鬼
虎
川
遺
跡
の
四
次
調
査
で
出
土
し
た
加
工
途
中
の
農
具
原
材
（
2
一
ア
カ

　
　
　
　
　
　
　
⑮

ガ
シ
亜
属
）
が
あ
る
。
上
部
は
す
で
に
鍬
と
し
て
の
隆
起
部
を
作
り
出
し
て
い
る
一
方
で
、
半
分
以
上
に
樹
皮
を
と
ど
め
、
「
ク
サ
ビ
状
の
も
の

を
打
ち
込
ん
だ
痕
跡
」
が
四
カ
所
並
ぶ
。
模
の
幅
は
先
端
部
で
約
三
㎝
、
基
部
で
約
四
㎝
を
測
り
、
こ
の
数
値
が
工
具
の
法
量
を
復
原
す
る
際

の
根
拠
と
な
る
。
原
材
の
幅
は
二
〇
㎝
近
く
あ
り
、
こ
の
横
方
向
か
ら
の
模
の
打
ち
込
み
だ
け
で
材
の
芯
ま
で
割
れ
が
到
達
し
た
と
は
考
え
に

く
く
、
お
そ
ら
く
縦
方
向
の
割
り
も
並
行
し
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
黒
崎
直
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
原
木
の
木
口
面
に
模
を
打
ち
込
み
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
外
皮
側
か
ら
も
襖
を
打
ち
込
ん
で
割
り
裂
い
て
い
く
」
と
、
縦
方
向
の
割
り
↓
横
方
向
の
割
り
と
い
う
流
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
木
口
両
端

か
ら
の
縦
方
向
の
加
撃
で
は
割
れ
が
届
か
な
い
材
中
央
部
の
割
り
を
、
樹
皮
側
か
ら
の
横
方
向
の
加
撃
で
補
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
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以
上
の
よ
う
に
池
子
遺
跡
と
鬼
歯
黒
遺
跡
の
原
材
に
残
る
痕
跡
か
ら
、
農
具
原
材
と
な
る
ア
カ
ガ
シ
亜
属
大
径
材
の
大
熊
に
際
し
て
は
、
縦

と
横
の
二
方
向
か
ら
襖
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
想
定
を
も
と
に
今
後
は
原
材
の
樹
種
ご
と
に
大
割
の
具
体
的
な
行
為
を
復
原
し
、

使
用
し
た
工
具
の
使
い
分
け
や
加
撃
の
方
向
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
割
り
裂
き
を
行
う
工
具
は
襖
や
斧
に
限
ら
な
い
。
大
阪
府
西
ノ
辻
遺
跡
で
出
土
し
た
弥
生
時
代
の
木
材
に
残
る
痕
跡
か
ら
は
、
「
刃
先
の
幅

○
・
七
㎝
厚
さ
○
・
二
㎝
の
工
具
」
が
想
定
で
き
、
そ
れ
が
同
遺
跡
で
出
土
し
た
「
ノ
ミ
状
鉄
器
に
酷
似
」
す
る
と
し
て
、
そ
の
工
具
を
何
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

も
打
ち
込
み
亀
裂
を
入
れ
て
割
り
取
っ
て
い
く
工
程
が
復
原
さ
れ
た
。
小
径
材
の
場
合
は
ノ
ミ
だ
け
で
割
り
裂
く
こ
と
も
可
能
だ
が
、
斜
径
材

の
場
合
は
割
り
裂
き
を
内
部
ま
で
貫
通
さ
せ
る
た
め
に
木
製
襖
を
併
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
鉄
製
襖
に
よ
る
割
り
裂
き
の
例
と
し
て
は
、
静
岡
県
山
木
遺
跡
で
出
土
し
た
古
墳
時
代
初
頭
の
割
杭
二
本
（
3
：
ス
ギ
分
割
材
）
が
あ
る
。
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
に
接
合
し
、
接
合
し
た
面
の
反
対
側
に
そ
れ
ぞ
れ
模
写
を
残
す
。
金
属
器
（
鉄
器
？
）
に
よ
る
と
さ
れ
た
襖
痕
に
は
春
嵐
㎝
と
三
㎝
の
二
種

が
あ
り
、
痕
跡
の
方
向
か
ら
材
の
木
裏
側
（
木
芯
側
）
に
襖
を
入
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
木
取
り
か
ら
、
こ
の
工
程
は
丸
木
材
を
割
る
大
繭
で

は
な
く
、
既
存
の
板
目
板
を
さ
ら
に
分
割
す
る
二
次
的
、
三
次
的
な
小
割
り
の
作
業
だ
と
い
え
る
。
ま
た
接
合
す
る
二
本
の
割
杭
が
三
・
五
m

と
い
う
至
近
距
離
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
割
杭
は
利
用
す
る
場
所
が
決
ま
っ
て
か
ら
用
途
に
応
じ
て
材
が
割
ら
れ
た
可
能
性
が
高

い
。
す
な
わ
ち
小
割
り
の
工
程
は
材
の
使
途
を
踏
ま
え
て
用
い
ら
れ
る
場
の
近
く
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
木
材
に
残
る
撰
や
割
り
裂
き
の
痕
跡
か
ら
、
製
材
技
術
を
示
す
手
が
か
り
を
得
た
。
大
落
材
の
大
計
な
ど
幅
の
広
い
材
を
割
り
裂
く

際
に
は
材
の
縦
・
横
二
方
向
か
ら
の
加
撃
、
小
割
お
よ
び
小
径
材
の
大
量
な
ど
幅
の
狭
い
材
を
割
り
裂
く
に
は
横
方
向
か
ら
の
加
撃
、
な
ど
と

材
の
大
き
さ
に
応
じ
て
方
向
や
工
具
を
使
い
分
け
る
製
材
技
法
が
復
原
で
き
る
。
材
の
法
燈
に
加
え
強
度
も
考
慮
す
れ
ば
、
使
用
さ
れ
る
襖
の

材
質
・
法
面
を
あ
る
程
度
絞
り
込
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
農
具
に
多
用
さ
れ
た
ア
カ
ガ
シ
亜
属
の
原
木
を
割
り
裂
く
に
あ
た
っ
て
は
、

強
度
と
法
量
か
ら
同
じ
ア
カ
ガ
シ
亜
属
の
題
材
型
の
襖
を
用
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
弥
生
時
代
中
期
に
お

け
る
割
材
型
の
襖
の
多
さ
は
、
そ
の
時
期
に
農
具
製
作
が
広
く
行
わ
れ
、
原
材
か
ら
完
成
品
に
い
た
る
ま
で
各
工
程
の
農
具
が
数
多
く
出
土
す
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木製撰の基礎的論考（村上）

る
事
実
を
反
映
し
て
い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
農
具
の
原
材
が
出
土
し
た
遺
跡
で
必
ず
襖
が
出
土
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
襖
が
報
告
さ
れ
な
い
場
合
を
考
慮
し
て
も
、
原
材

の
多
さ
に
比
べ
れ
ば
明
ら
か
に
撰
の
数
は
少
な
い
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
鉄
製
・
石
製
の
襖
や
斧
な
ど
、
木

製
襖
以
外
の
工
具
で
割
り
裂
き
を
行
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
鬼
虎
川
遺
跡
出
土
の
材
に
「
ノ
ミ
状
の
鉄
器
」
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
よ
う
に
、

襖
・
斧
以
外
の
器
種
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
遣
戸
か
ら
離
れ
た
地
点
で
の
製
材
後
、
遺
跡
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
伐
採
地
の
付
近
で
製
材
も
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
で
、
割
り
裂
き
を
行
っ
た
場
が
新
た
な
問
題
と
な
る
。

　
　
（
五
）
　
割
秘
利
用
の
類
型
と
襖

　
前
節
ま
で
は
模
の
利
用
に
関
わ
る
技
術
論
を
展
開
し
、
槌
－
模
一
材
の
三
老
を
つ
な
ぐ
視
点
を
示
し
た
。
次
に
、
遺
構
や
遺
跡
に
お
け
る
木

材
利
用
を
、
と
く
に
割
材
に
つ
い
て
見
直
し
、
模
の
位
置
づ
け
を
行
う
。
こ
れ
は
襖
利
用
の
技
術
論
と
木
材
利
用
論
の
接
点
を
さ
ぐ
る
試
み
と

い
え
る
。
ま
ず
模
の
各
タ
イ
プ
典
型
例
が
出
土
し
た
遺
跡
に
お
い
て
遺
構
、
遣
跡
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
検
討
し
、
割
材
利
用
と
の
対
応
を
み
る
。

　
忍
路
土
場
遣
跡
　
丸
材
型
の
襖
が
出
土
し
た
三
号
作
業
三
跡
で
は
、
槌
や
割
り
裂
き
痕
を
残
す
材
が
出
土
し
て
お
ら
ず
、
遺
構
単
位
で
の
議

論
は
難
し
い
。
同
じ
調
査
区
・
層
（
皿
c
層
）
の
出
土
遺
物
に
対
象
を
広
げ
る
と
、
横
槌
は
あ
る
が
撰
を
叩
い
た
よ
う
な
使
用
痕
は
確
認
で
き

な
い
。
割
り
裂
か
れ
た
「
割
材
・
剥
材
等
」
は
一
八
三
点
、
板
材
が
一
二
〇
点
を
数
え
る
な
ど
、
製
材
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
遣
跡
の
特
徴
は
幅
広
の
厚
板
や
薄
く
細
長
い
板
材
が
大
量
に
作
ら
れ
た
点
で
、
「
一
本
の
丸
太
か
ら
、
木
口
面
に
直
行
し
て
ス
ラ
イ
ス
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
に
割
っ
て
、
板
目
板
と
柾
目
板
を
と
る
技
術
が
確
立
し
て
い
た
」
と
評
価
さ
れ
る
。
材
を
大
強
し
て
得
た
幅
広
の
板
材
は
、
建
築
材
や
木

組
遺
構
の
構
築
材
な
ど
、
各
種
の
施
設
材
に
利
用
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
翼
翼
・
板
材
六
一
点
の
樹
種
組
成
を
み
る
と
や
チ
ダ
モ
、
ナ
ラ
、
ハ
ル
ニ
レ
が
主
体
を
占
め
る
（
表
2
グ
ラ
フ
）
。
こ
れ
は
本
州
と
植
生
の
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
る
北
海
道
で
の
木
材
利
用
を
示
す
例
だ
が
、
本
州
の
東
日
本
で
は
、
ク
リ
材
が
施
設
材
に
集
中
的
に
利
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
寺
野
東
遺
跡
出

土
の
分
割
材
を
み
る
と
忍
路
土
場
の
材
と
は
異
な
り
断
面
が
不
整
形
の
割
材
が
多
く
、
忍
路
土
場
の
よ
う
に
薄
さ
の
均
一
な
板
材
は
な
い
こ
と
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表2　割材利用の様相と模

式材利用の類型
　広葉樹集中利用型

ｪ割材　　　　みかん割材

　針葉樹

W中利用型
複合利用型

代表遺跡

蝸p樹種

p　　途

　忍路土場　　　　　池子

с`ダモ，ナラ　　アカガシ亜属

{設構築材　　　　鍬・鋤類

　　平城京

@　ヒノキ
囃z枷各種器具材

　平城宮下層

qノキ，アカガシ亜属

e種器具材・農具

襖の様相 丸材型のみ　　割二型a類のみ 板材型が卓越 3タイプ併用

グラフ横の数字は表3の番号に対応して樹種を示し、トーンの濃度はその樹種の割裂性を
示す。

か
ら
、
製
材
技
術
は
忍
路
土
場
ほ
ど
発
達
し
て
い
な
い
。
し
か
も
材
の
割
裂
性
を
み
る
と

（
表
3
）
、
ク
リ
（
7
）
よ
り
も
や
チ
ダ
モ
（
8
）
、
ハ
ル
ニ
レ
（
1
1
）
は
割
り
裂
き
に
く

い
。
そ
う
し
た
材
か
ら
板
を
得
る
た
め
に
定
型
的
な
丸
材
型
の
懊
が
必
要
だ
っ
た
と
す
れ

ば
、
忍
路
土
場
で
製
材
技
術
が
確
立
し
て
い
た
事
実
に
は
、
懊
の
存
在
が
技
術
的
背
景
と

し
て
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
逆
に
、
割
り
裂
き
の
容
易
な
ク
リ
材
は
定

型
化
し
て
い
な
い
懊
で
も
分
割
で
き
た
た
め
に
、
ク
リ
材
を
集
中
利
用
す
る
本
州
東
日
本

で
は
襖
が
遺
物
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
忍
路
土
場
遺
跡
の
状
況
か
ら
、
広
葉
樹
の
分
割
材
・
板
材
が
主
に
建
築
材
や
施
設
構
築

材
と
し
て
使
わ
れ
、
こ
う
し
た
木
材
利
用
に
丸
材
型
の
懊
が
対
応
し
て
い
た
と
整
理
で
き

る
。
そ
し
て
こ
の
丸
材
型
の
襖
に
定
型
化
以
前
の
も
の
も
含
め
る
な
ら
ば
、
東
日
本
の
ク

リ
材
集
中
利
用
地
域
に
お
け
る
様
相
も
、
同
じ
図
式
の
な
か
で
把
握
で
き
よ
う
。

　
池
子
遺
跡
　
割
材
型
a
類
の
襖
が
多
数
出
土
し
た
旧
河
道
で
は
、
横
槌
や
板
材
・
割
材

も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
横
槌
は
五
点
を
数
え
、
側
面
に
著
し
い
潰
れ
を
も
つ
も
の
は
襖
の

打
ち
込
み
に
用
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
図
1
1
－
1
の
原
材
と
図
7
に
示
し
た
四
連
の

模
未
製
品
と
は
一
m
ほ
ど
の
至
近
距
離
で
出
土
し
て
お
り
、
旧
河
道
と
い
う
遺
構
の
性
格

上
、
両
者
が
偶
然
そ
の
位
置
に
流
れ
着
い
た
可
能
性
は
残
る
が
、
懊
の
製
作
・
使
用
者
と

材
の
割
り
裂
き
を
行
っ
た
工
人
の
近
さ
を
あ
る
程
度
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
旧
河
道
で
出
土
し
た
板
材
・
割
材
三
六
八
点
の
樹
種
組
成
を
み
る
と
、
ア
カ
ガ
シ
亜
属

　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
六
割
近
く
を
占
め
、
単
一
の
樹
種
に
大
き
く
依
存
し
た
木
材
利
用
の
形
態
を
と
る
。
木
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表3　主要樹種の割裂性

割裂性番号　　樹種　　気乾比重

　　　1
大　　2

0　3
　　　4

　スギ　　　0．38

コウヤマキ　　0．42

　モミ　　　0．44

　ヒノキ　　　0．44

　　　5容易

圃1
クスノキ　　0．52

　カヤ　　　　O．53

　クリ　　　0．60

　　　8
中庸

國品
ヤチダモ　　0．55

ケヤキ　　　0．69

アカガシ　　0．87

　　　11
困難
　　　12
－
　　　13

ハルニレ　　0．63

ミズナラ　　0．68

サカキ　　　0．73

非常に困難　14ヤブッバキ　　0．81

取
り
は
大
半
が
柾
目
（
み
か
ん
偉
材
）
で
鍬
・
鋤
の
原
材
が
多
い
と
想
定
さ
れ
る
。
ア
カ

ガ
シ
亜
属
の
割
り
裂
き
に
際
し
て
、
同
じ
材
の
割
轡
型
a
類
の
撰
と
叩
き
痕
の
著
し
い
横

槌
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
城
京
　
平
城
京
で
は
各
所
か
ら
板
材
型
の
襖
を
中
心
に
丸
材
型
、
割
二
型
b
類
の
梗

が
出
土
し
て
い
る
。
大
量
の
ヒ
ノ
キ
材
が
畿
内
や
周
辺
各
地
か
ら
運
ば
れ
た
史
実
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

大
規
模
な
建
築
物
や
各
種
の
木
製
品
に
ヒ
ノ
キ
が
集
中
的
に
利
用
さ
れ
た
。
単
一
樹
種
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
傾
斜
は
さ
ら
に
強
ま
り
ヒ
ノ
キ
の
比
率
は
七
割
に
達
す
る
。
原
木
か
ら
の
一
次
的
な
製

材
（
大
割
）
に
は
鉄
製
懊
と
と
も
に
広
葉
樹
を
用
い
た
丸
材
型
の
襖
を
用
い
、
小
割
以
降

の
二
次
的
な
製
材
に
は
針
葉
樹
を
用
い
た
割
材
型
b
類
や
板
材
型
の
懊
を
用
い
た
と
想
定
し
て
お
く
。
あ
と
の
二
者
に
つ
い
て
は
材
の
割
り
裂

き
用
で
な
く
、
建
築
材
な
ど
各
種
部
材
の
固
定
に
用
い
た
可
能
性
も
大
き
い
。
い
ず
れ
の
見
解
が
妥
当
か
は
、
針
葉
樹
の
襖
を
用
い
た
使
用
実

験
と
、
建
築
材
に
伴
う
固
定
用
の
梗
を
実
見
す
る
な
か
で
結
論
を
出
し
た
い
。

木製撰の基礎的論考（村上）

　
以
上
の
三
遺
跡
に
お
け
る
様
相
は
、
割
材
利
用
の
一
類
型
が
主
体
を
占
め
る
ご
く
例
外
的
な
も
の
で
、
そ
れ
を
三
つ
の
極
と
し
て
モ
デ
ル
化

し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
襖
も
一
要
素
と
し
て
そ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
集
材
利
用
の
類
型
と
あ
る
程
度
は
対
応
す
る
と
考
え
る
。

　
例
示
し
た
三
遺
跡
の
特
徴
的
な
割
材
利
用
と
、
相
関
性
の
高
い
襖
の
タ
イ
プ
の
対
応
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　
広
葉
樹
を
用
い
た
施
設
材
　
　
丸
材
型
の
襖
（
忍
路
土
場
）

　
　
ア
カ
ガ
シ
亜
属
を
用
い
た
鍬
・
鋤
類
i
割
材
型
a
類
の
襖
（
池
子
）

　
　
ヒ
ノ
キ
を
大
量
に
利
用
し
た
建
築
材
・
各
種
器
具
用
材
－
板
材
型
の
懊
（
平
城
京
）

　
他
の
遺
跡
で
の
割
材
利
用
の
様
相
は
、
こ
の
三
極
の
あ
い
だ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
複
数
類
型
の
要
素
を
併
せ
も
つ
。
別
タ
イ
プ
の
懊
が
併
存

67 （499）



し
た
こ
と
は
、
こ
の
複
合
的
な
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
丸
材
型
二
点
、
割
芋
蔓
一
時
置
板
材
型
四
点
の
襖
が
出

土
し
た
平
城
宮
下
層
遺
跡
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

　
平
城
宮
下
層
　
丸
材
型
の
撰
二
点
が
出
土
し
た
東
朝
集
殿
下
層
の
大
溝
か
ら
は
、
ヒ
ノ
キ
の
板
目
板
三
点
と
イ
ヌ
マ
キ
の
厚
板
～
点
が
出
土

し
て
い
る
。
ヒ
ノ
キ
の
板
は
木
目
に
沿
っ
た
割
り
裂
き
痕
を
と
ど
め
、
「
割
裂
時
に
生
じ
た
ら
し
い
段
違
い
が
上
下
に
通
っ
て
い
る
」
と
の
観

　
　
　
⑳

察
が
あ
り
、
材
の
縦
方
向
に
割
り
裂
か
れ
た
と
考
え
る
。
同
じ
大
溝
の
上
層
で
は
「
身
の
中
央
部
の
四
面
に
敲
打
に
よ
る
窪
み
」
が
あ
る
掛
矢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
、
ま
た
層
位
は
不
明
だ
が
同
時
期
の
板
材
型
の
襖
も
二
点
出
土
し
て
い
る
。
ヒ
ノ
キ
材
は
建
築
材
や
各
種
の
道
具
類
に
広
く
用
い
ら
れ
た
。

丸
材
型
の
撰
が
ヒ
ノ
キ
の
大
匠
や
小
割
に
、
そ
し
て
板
材
型
の
撰
が
ヒ
ノ
キ
の
小
割
な
い
し
固
定
に
用
い
ら
れ
た
と
想
定
す
る
。

　
第
一
次
朝
堂
院
南
方
の
河
川
か
ら
は
割
材
型
の
襖
（
図
5
－
7
　
コ
ナ
ラ
亜
属
柾
目
材
）
と
、
使
用
に
よ
る
く
ぼ
み
の
著
し
い
掛
矢
が
出
土
し

て
い
る
。
層
が
異
な
り
出
土
地
点
も
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
直
接
の
関
連
は
窺
え
な
い
が
、
い
ず
れ
も
同
時
期
（
四
世
紀
後
半
～
五
世
紀
前
半
）

に
比
定
さ
れ
る
。
こ
の
襖
は
管
見
に
触
れ
た
限
り
で
は
最
も
長
大
な
も
の
で
、
大
量
材
の
割
り
裂
き
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
平
城
宮

下
層
で
は
表
2
下
の
グ
ラ
フ
に
示
し
た
よ
う
に
、
ヒ
ノ
キ
に
次
い
で
ア
カ
ガ
シ
亜
属
や
コ
ナ
ラ
亜
属
も
多
く
、
農
具
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
。
製

作
の
痕
跡
は
弥
生
時
代
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
が
、
池
子
遺
跡
の
襖
利
用
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
農
具
用
材
の
割
り
裂
き
に
割
材
型
の
襖
を
用
い
た

可
能
性
が
あ
る
。
針
葉
樹
の
集
中
利
用
を
基
本
と
し
つ
つ
、
弥
生
的
な
農
具
用
材
の
利
用
も
併
存
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
様
相
を
「
複
合
的
な

割
材
利
用
」
と
評
価
し
た
い
。

　
　
　
ヒ
ノ
キ
・
ス
ギ
を
用
い
た
建
築
材
・
各
種
器
具
用
材
一
板
材
型
・
丸
材
型
の
襖
（
平
城
宮
下
層
）

（
ア
カ
が
悪
・
コ
壼
矯
い
た
鍬
麹
i
割
註
難
の
肇
城
藩
）

68 （500）

以
上
の
検
討
か
ら
、
時
期
別
の
木
材
利
用
の
傾
向
と
、
木
材
資
源
の
獲
得
・
利
用
に
用
い
ら
れ
る
襖
の
形
態
と
の
関
連
性
を
整
理
し
て
、
三

つ
の
類
型
を
設
定
し
た
。
今
後
は
「
複
合
的
な
木
材
利
用
」
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
、
地
域
性
も
踏
ま
え
て
論
を
す
す
め
た
い
。
ま
た
、
用
材



木製模の基礎的論考（村上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

傾
向
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
弥
生
時
代
の
ア
カ
ガ
シ
亜
属
は
中
部
高
地
・
東
北
地
方
で
は
ク
ヌ
ギ
節
に
、
弥
生
後
期
～
古
墳
時
代
の

ヒ
ノ
キ
は
日
本
下
側
・
近
江
・
東
部
東
海
地
域
で
は
ス
ギ
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
懊
の
形
態
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
も
、

今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

①
鉄
製
撰
の
出
土
例
と
し
て
は
、
鳥
取
県
青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
二
点
が
あ
る
。

　
「
打
撃
痕
の
あ
る
独
立
し
た
頭
部
を
も
ち
、
縦
断
面
形
は
丁
字
状
扁
の
一
点
（
弥

　
生
中
期
～
古
墳
初
頭
）
と
、
袋
状
鉄
斧
を
再
利
用
し
た
一
点
（
弥
生
後
期
宋
～
古

　
墳
初
頭
）
が
あ
る
（
〔
鳥
取
県
教
育
文
化
財
団
ほ
か
二
〇
〇
一
〕
一
五
四
頁
第
｝

　
二
瓢
一
図
一
　
二
一
・
一
二
二
お
よ
び
一
五
五
頁
）
。

②
〔
関
野
一
九
五
四
〕
三
九
二
頁

③
〔
黒
崎
一
九
九
六
〕
六
九
－
七
〇
頁

④
「
ヤ
扁
は
撰
の
別
名
で
民
具
に
も
用
い
ら
れ
る
名
称
で
あ
る
。
襖
を
用
い
て
木

　
材
を
割
る
こ
と
を
〃
腰
割
”
と
い
う
（
〔
成
田
～
九
九
〇
〕
四
一
頁
）
。

⑤
〔
飯
塚
一
九
九
九
〕
三
四
・
三
六
頁
。
飯
塚
武
司
は
農
具
の
製
作
工
程
を
論
じ

　
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
総
括
的
に
ま
と
め
た
（
〔
飯
塚
二
〇
〇
一
〕

　
二
五
頁
）
。
し
か
し
製
材
工
程
に
使
用
さ
れ
た
懊
に
つ
い
て
は
「
木
製
と
考
え
ら

　
れ
る
が
、
具
体
例
は
明
ら
か
で
な
い
」
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

⑥
〔
成
田
一
九
八
四
二
九
九
〇
〕

⑦
〔
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
・
グ
ー
ラ
ン
一
九
八
こ
一
八
三
－
一
八
四
頁

⑧
後
述
す
る
篠
束
遺
跡
の
材
と
、
八
世
紀
の
割
材
型
の
襖
が
出
土
し
た
平
塚
市
真

　
田
・
北
金
目
遺
跡
の
材
の
二
例
が
あ
る
が
、
情
報
化
は
十
分
で
な
い
。

⑨
襖
痕
は
材
に
対
し
て
最
初
に
打
ち
こ
ん
だ
石
製
、
な
い
し
鉄
製
の
撰
の
痕
跡
が

　
そ
の
ま
ま
材
に
残
っ
た
も
の
。
割
り
裂
き
痕
は
襖
を
打
ち
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
生

　
じ
た
先
割
れ
の
痕
跡
で
、
そ
こ
に
襖
が
当
た
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
先
割
れ

　
は
、
横
・
斜
め
方
向
か
ら
撰
を
打
ち
込
む
場
合
は
木
材
の
繊
維
方
向
に
も
生
じ
る

　
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
痕
跡
に
関
し
て
は
、
実
際
に
材
を
割
り
裂
い
て
形
成

　
過
程
を
観
察
す
る
こ
と
が
有
効
だ
ろ
う
。
そ
の
際
は
、
樹
種
や
木
取
り
、
径
に
よ

　
っ
て
材
を
割
り
裂
く
技
術
が
異
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
樹
種
・
法

　
量
の
材
を
揃
え
て
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑩
報
告
轡
で
は
、
木
の
根
に
近
い
部
分
に
節
が
あ
っ
て
割
る
こ
と
が
で
き
ず
放
棄

　
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑪
　
報
告
害
中
で
「
襖
の
痕
跡
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
も
、
実
測
図
に
反
映
さ
れ
て

　
お
ら
ず
ど
の
部
位
を
指
す
か
は
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
材
の
図
示
に
あ

　
た
り
、
撰
を
打
ち
込
ん
だ
方
向
を
復
原
的
に
示
す
矢
印
を
添
え
た
。
二
本
の
矢
印

　
の
間
隔
は
撰
の
（
刃
）
幅
を
表
す
。
報
皆
者
の
意
図
と
異
な
る
個
所
に
矢
印
を
つ

　
け
た
お
そ
れ
も
あ
る
が
、
仮
説
的
な
作
業
と
し
て
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

⑫
〔
栃
木
県
教
委
～
九
九
八
〕
三
三
七
頁
、
八
四
頁
第
六
三
図
－
一
、
二
九
五
頁

　
第
二
五
〇
図
一
二
「
分
割
痕
跡
が
あ
る
材
」
。
板
材
の
大
量
製
作
は
こ
れ
ま
で
弥

　
生
時
代
以
降
と
さ
れ
て
き
た
が
、
縄
文
時
代
後
期
以
降
に
増
え
る
水
場
遺
構
に
は

　
板
に
近
い
分
割
材
を
用
い
た
。
ま
た
、
北
陸
地
方
を
中
心
に
ク
リ
の
大
倫
材
を
半

　
謁
し
た
木
柱
が
数
多
く
存
在
し
た
。
今
後
は
襖
の
存
在
を
想
定
し
つ
つ
、
縄
文
時

　
代
の
製
材
技
術
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

⑬
〔
瓜
生
堂
遺
跡
調
査
会
～
九
八
○
〕
一
九
七
・
　
九
八
頁
、
P
L
．
一
四
〇

　
＝
一
六

⑭
こ
の
「
凹
状
の
段
」
は
加
工
痕
と
は
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
報
告
書
で
も
ほ
と

　
ん
ど
記
録
が
な
い
。
み
か
ん
割
材
が
多
数
出
土
し
た
香
川
県
鴨
部
川
田
遺
跡
の
報

　
告
書
に
は
「
（
材
の
）
裁
断
面
に
～
兇
加
工
痕
跡
を
思
わ
せ
る
凹
凸
が
観
察
で
き

　
る
扁
と
の
記
載
が
あ
る
が
（
〔
香
川
県
教
委
～
九
九
九
〕
三
七
九
頁
、
四
｝
四
頁

（501）69



　
第
五
六
〇
図
二
五
〇
三
）
、
実
測
図
上
で
は
確
認
で
き
な
い
。

⑬
〔
東
大
阪
市
文
協
～
九
八
八
〕
八
…
～
○
頁
、
第
五
図
七

⑯
〔
黒
崎
一
九
九
六
〕
六
九
－
七
〇
頁

⑰
〔
東
大
阪
市
文
協
～
九
九
六
〕
四
〇
1
四
三
頁
。
工
具
を
材
に
打
ち
こ
ん
だ
方

　
向
や
材
の
木
取
り
の
記
載
は
な
く
、
工
具
痕
は
実
測
岩
上
で
確
認
で
き
な
い
。

⑱
　
〔
原
～
九
八
一
〕
四
一
－
四
三
頁

⑲
撰
に
よ
る
割
り
裂
き
痕
の
観
察
か
ら
鉄
製
品
の
使
用
が
特
定
で
き
る
な
ら
ば
、

　
工
具
鉄
器
化
の
進
行
を
示
す
要
素
を
木
器
の
側
か
ら
新
た
に
提
示
で
き
る
こ
と
に

　
な
る
。
こ
う
し
た
検
討
は
、
鉄
器
化
が
加
工
対
象
で
あ
る
木
材
加
工
全
般
に
何
を

　
も
た
ら
し
た
か
、
と
い
う
工
具
鉄
器
化
自
体
の
歴
史
的
評
価
を
行
う
こ
と
と
あ
わ

　
せ
て
、
今
後
の
木
器
研
究
で
最
も
進
展
が
期
待
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。

⑳
〔
北
海
避
埋
文
セ
ン
タ
ー
～
九
八
九
〕
一
〇
〇
頁

⑳
報
告
書
の
観
察
表
珊
か
ら
割
材
・
板
材
の
樹
種
六
｝
点
を
集
計
し
た
。

⑳
　
た
と
え
ば
寺
野
東
遺
跡
で
は
遣
構
構
築
材
二
一
四
七
点
中
の
七
割
以
上
に
根
当

　
す
る
～
六
六
三
点
の
ク
リ
材
が
用
い
ら
れ
て
お
り
（
〔
松
葉
一
九
九
八
〕
四
六
一

　
七
四
頁
）
、
板
材
・
割
材
も
そ
の
う
ち
の
相
当
数
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
撰
を
使

　
う
場
面
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
模
そ
の
も
の
の
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

⑳
　
　
〔
か
な
が
わ
考
古
学
財
団
一
九
九
九
a
〕
、
付
図
四
八

⑳
　
（
〔
鈴
木
・
能
城
一
九
九
九
〕
第
四
分
冊
別
編
・
自
然
科
学
分
析
編
二
一
九
i

　
二
四
六
頁
）
表
2
下
の
グ
ラ
フ
は
二
四
〇
頁
第
～
表
中
の
板
材
・
割
出
の
デ
ー
タ

　
を
も
と
に
作
成
し
た
。
ア
カ
ガ
シ
亜
属
以
下
モ
ミ
属
、
カ
ヤ
と
続
く
。
池
子
遺
跡

　
の
木
製
品
に
お
け
る
鍬
・
鋤
の
比
率
は
高
く
、
恥
1
i
A
地
点
の
報
告
書
掲
載
資

　
料
三
八
八
点
の
う
ち
、
一
〇
一
点
を
占
め
る
。
原
材
も
含
め
る
と
そ
の
割
合
は
さ

　
ら
に
高
く
な
る
だ
ろ
う
。

⑮
　
〔
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ソ
一
九
九
八
〕
三
面
ー
三
九
頁

⑳
　
グ
ラ
フ
は
咽
木
器
集
成
図
録
隔
近
畿
古
代
篇
に
収
録
さ
れ
た
平
城
京
の
撮
土
木

　
七
六
〇
五
点
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
作
成
し
た
。
ヒ
ノ
キ
が
四
三
五
点
を
占
め
、
以

　
下
ス
ギ
、
ア
カ
ガ
シ
亜
属
、
ケ
ヤ
キ
が
続
く
。

⑳
〔
奈
文
研
一
九
八
ご
五
六
－
五
七
頁

⑳
　
グ
ラ
フ
は
〔
雷
文
研
一
九
八
一
〕
所
収
の
東
朝
集
殿
下
層
遺
構
と
佐
紀
池
下
層

　
遺
構
で
出
土
し
た
木
器
の
う
ち
、
激
職
・
板
材
に
由
来
す
る
製
品
一
〇
三
点
の
樹

　
種
を
集
計
し
た
。
ヒ
ノ
キ
、
ア
カ
ガ
シ
亜
属
、
ス
ギ
、
コ
ナ
ラ
亜
属
の
順
に
続
く
。

⑳
　
　
〔
鈴
木
二
〇
〇
〇
〕
一
七
六
－
一
八
四
頁
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お
わ
り
に
　
模
研
究
の
展
望
－
木
器
生
産
論
に
も
た
ら
す
も
の
一

　
割
材
利
用
の
様
相
を
踏
ま
え
、
襖
の
果
た
し
た
役
割
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
木
器
生
産
を
考
え
る
際
に
用
い
ら
れ
て
き
た
枠

組
み
で
は
対
応
で
き
な
い
。
従
来
主
流
を
占
め
て
き
た
の
は
、
農
具
や
容
器
を
中
心
と
し
た
未
製
品
と
そ
の
貯
蔵
遺
構
を
押
さ
え
る
こ
と
で
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

器
生
産
の
様
相
を
把
握
す
る
研
究
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
検
討
を
経
て
、
農
具
・
容
器
の
生
産
体
制
の
解
明
に
関
し
て
は
＝
疋
の
成
果
を
あ
げ

て
き
た
が
、
未
製
品
の
残
る
器
種
の
み
を
扱
っ
た
た
め
、
木
器
全
般
に
つ
い
て
で
な
く
復
原
に
適
し
た
～
部
の
器
種
に
限
ら
れ
た
議
論
に
と
ど
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ま
っ
て
い
る
。
木
器
生
産
論
が
そ
う
し
た
限
定
的
な
器
種
の
み
を
扱
う
背
景
に
は
、
石
器
生
産
体
制
の
研
究
で
採
ら
れ
た
方
法
を
踏
襲
し
、
木

器
へ
の
適
用
を
試
み
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
し
か
し
石
材
と
異
な
り
、
木
材
は
原
産
地
を
特
定
し
に
く
く
、
石
器
生
産
と
同
じ
手
法
で
流
通

や
分
業
に
ま
で
論
を
進
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
未
製
品
を
残
さ
な
い
器
品
や
、
用
途
不
明
の
部
材
も
含
め
た
「
広
義
の
木
器
生
産
」
を
考
え
る
に
は
、
未
製
品
を
残
す
零
種
主
体
の
検
討
か

ら
離
れ
、
用
材
や
周
辺
の
植
生
も
考
慮
し
た
上
で
、
よ
り
包
括
的
な
生
産
の
あ
り
方
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
樹
種
同
定
デ
ー
タ

を
も
と
に
し
た
「
木
材
利
用
論
」
と
の
接
点
が
拡
大
す
る
だ
ろ
う
。
木
材
資
源
の
獲
得
・
利
用
と
密
接
に
関
わ
る
「
撰
」
か
ら
十
分
な
情
報
を

引
き
出
す
こ
と
で
従
来
の
生
産
論
の
枠
内
で
は
押
さ
え
ら
れ
な
か
っ
た
施
設
材
や
建
築
材
な
ど
も
含
め
、
よ
り
広
い
枠
組
み
で
木
器
生
産
を
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
木
材
利
用
の
デ
ー
タ
を
生
か
し
て
木
器
生
産
を
把
握
し
直
そ
う
と
い
う
試
み
は
、
す
で
に
地
域
単
位
で
進
み
つ
つ
あ
る
。

　
襖
の
研
究
は
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
資
料
の
集
積
を
待
つ
必
要
が
あ
る
。
本
稿
の
前
半
の
内
容
が
懊
を
識
別
す
る
際
の
手
引
き

と
な
っ
て
、
形
態
や
加
工
痕
、
使
用
痕
の
詳
細
な
観
察
が
な
さ
れ
、
今
後
の
資
料
数
の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
を
願
う
。
実
測
図
か
ら
懊
を
判

断
す
る
に
は
側
面
図
お
よ
び
複
数
箇
所
の
断
面
図
が
必
要
だ
が
、
従
来
の
報
告
で
は
情
報
不
足
は
否
め
ず
、
現
状
で
の
最
善
は
期
し
た
も
の
の
、

今
回
提
示
し
た
資
料
に
実
際
は
襖
で
な
い
遺
物
も
含
ん
だ
可
能
性
は
残
る
。
増
加
す
る
資
料
を
含
め
て
再
検
討
し
、
本
稿
で
は
モ
デ
ル
的
に
提

示
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
木
材
利
用
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
も
、
材
料
を
増
や
し
て
論
証
し
て
い
き
た
い
。

　
模
に
は
「
物
を
割
っ
た
り
、
柄
穴
に
挿
し
込
ん
だ
り
す
る
」
機
能
が
あ
り
、
本
稿
で
は
お
も
に
前
者
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
だ
が
ほ
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
う
～
つ
「
物
と
物
と
を
つ
な
ぎ
合
せ
る
」
と
い
う
働
き
も
担
っ
て
い
る
。
木
製
品
の
考
古
学
的
研
究
と
木
材
利
用
の
研
究
は
、
同
じ
対
象
を

扱
う
研
究
分
野
の
両
輪
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
接
点
を
も
た
ず
個
別
に
進
展
し
て
き
た
。
両
者
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
、
新
た

な
論
点
を
切
り
拓
く
た
め
に
も
、
襖
の
研
究
を
行
う
必
要
性
は
大
き
い
と
考
え
る
。

①
渡
辺
昇
や
穂
積
裕
昌
は
こ
の
方
法
論
に
沿
っ
て
検
討
し
、
畿
内
、
三
重
県
に
お

　
け
る
木
器
生
産
の
素
描
を
試
み
た
（
〔
渡
辺
一
九
八
三
〕
、
〔
穂
積
二
〇
〇
〇
〕
）
。

②
〔
樋
上
二
〇
〇
こ
で
は
尾
張
平
野
の
様
栢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

③
噸
広
辞
苑
臨
第
五
版
「
撰
」
の
項
①
堅
い
材
木
ま
た
は
金
属
で
、

一
端
を
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厚
く
他
端
に
至
る
に
従
っ
て
薄
く
作
っ
た
刃
形
の
も
の
。
物
を
割
っ
た
り
、
押
し

　
上
げ
た
り
、
ま
た
、
物
と
物
と
が
離
れ
な
い
よ
う
に
両
方
に
ま
た
が
ら
せ
て
打
ち

　
込
ん
だ
り
、
柄
穴
に
挿
し
込
ん
だ
り
す
る
。
②
物
と
物
と
を
つ
な
ぎ
合
せ
る
も
の
。

　
ま
た
、
二
つ
の
物
に
挟
ま
れ
る
も
の
。

門
謝
辞
】
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
上
原
真
人
先
生
、
山
中
一
郎
先
生
に
ご
指
導

い
た
だ
い
た
。
ま
た
本
稿
の
着
想
を
得
る
に
際
し
、
神
奈
川
県
池
子
遺
跡
に
お
い
て

山
本
隙
久
、
谷
口
肇
両
氏
の
も
と
木
器
の
整
理
作
業
に
従
事
し
た
こ
と
が
大
き
な
契

機
と
な
っ
た
。
自
頃
よ
り
京
都
大
学
考
古
学
研
究
室
、
出
土
木
器
研
究
会
、
近
江
貝

塚
研
究
会
、
京
都
弥
生
談
話
会
の
み
な
さ
ん
か
ら
は
様
々
な
ご
教
示
を
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
岡
田
文
男
、
山
田
昌
久
両
氏
か
ら
は
木
器
の
研
究
を
続
け
る
な
か
で
的
確

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
授
か
っ
て
き
た
。
本
稿
を
形
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
樋
上
昇
、

飯
塚
武
司
、
扇
崎
由
、
本
吉
恵
理
子
、
佐
々
木
由
香
、
藤
井
裕
之
、
中
原
計
の
諸
氏

か
ら
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　
ま
た
資
料
見
学
に
際
し
て
は
、
以
下
の
方
々
、
機
関
に
と
く
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

　
阿
刀
弘
史
、
荒
井
格
、
石
井
扶
美
子
、
伊
藤
律
子
、
岩
崎
茂
、
上
原
本
膳
、
川
畑

和
弘
、
櫻
田
隆
、
佐
藤
浩
司
、
鈴
木
康
二
、
田
崎
博
之
、
兼
山
淳
、
辻
角
育
子
、
中

川
正
人
、
中
川
寧
、
中
村
弘
、
濱
　
修
、
菱
田
淳
子
、
穂
積
裕
畠
、
片
多
雅
樹
、
山

口
譲
治
、
横
出
洋
二
、
若
林
勝
司
、
霜
津
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
。
束
筆
な
が
ら
み

な
さ
ん
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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委
員
会
　
一
九
九
八
　
噌
寺
野
東
遺
跡
W
（
縄
紋
時
代
谷
部
編
ー
ユ
）
臨
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木製換の基礎的論考（村上）

㈱
鳥
取
県
教
育
文
化
財
団
　
国
土
交
通
省
鳥
取
工
事
事
務
所
　
二
〇
〇
一
　
『
青
谷

　
　
上
寺
地
遺
跡
三
㎞

富
山
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
五
　
『
小
杉
流
通
業
務
団
地
内
遺
跡
群
　
第
七
次
緊

　
　
急
発
掘
調
査
概
要
㎞

差
文
研
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）
　
一
九
七
六
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
W
』

無
文
研
　
一
九
八
一
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
X
』

奈
文
研
　
一
九
八
二
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
H
』

奈
文
研
　
一
九
八
六
　
『
平
城
京
左
京
三
条
二
黒
六
坪
発
掘
調
査
報
告
』

奈
文
研
　
一
九
九
五
　
『
平
城
京
左
京
二
条
温
温
・
三
条
二
塁
発
掘
調
査
報
告
一

　
　
長
屋
王
邸
・
藤
原
麻
呂
邸
の
調
査
⊥

奈
文
理
　
一
九
九
七
　
『
平
城
京
左
京
七
条
一
坊
十
五
・
十
六
坪
』

日
本
考
古
学
協
会
　
一
九
四
九
凹
登
呂
一
前
編
i
駄

B
本
考
古
学
協
会
　
一
九
五
四
㎎
登
呂
…
本
編
1
』

日
本
住
宅
公
団
　
一
九
七
三
　
『
鹿
部
山
遺
跡
』

伸豊

R
鯉
明
教
出
目
委
閣
興
ム
試
　
　
一
九
八
一
　
『
山
木
遺
跡
陣
弟
⊥
ハ
次
調
査
朝
継
出
口
轟
資
臨

東
大
阪
市
教
育
委
員
会
・
㈱
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
　
一
九
九
八
糊
水
回
・
鬼
虎
川

　
　
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

㈲
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
　
一
九
八
八
　
『
鬼
虎
川
遺
跡
調
査
概
要
I
l
遺
物
編

　
　
木
製
品
一
』

働
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
　
一
九
九
六
　
『
西
ノ
辻
遺
跡
第
三
三
次
発
掘
調
査
報
告
蝕

㈱
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
　
一
九
九
八
　
『
鬼
虎
川
遺
跡
第
三
五
一
二
・
三
次
発
掘

　
　
調
査
報
告
睡

兵
庫
県
教
育
委
員
会
　
｝
九
九
四
　
魍
玉
津
田
中
遺
跡
…
第
五
分
冊
隔

平
塚
市
真
田
・
北
金
目
遺
跡
調
査
会
　
一
九
九
九
㎎
平
塚
衛
真
田
・
北
金
目
遺
跡
群

　
　
発
掘
調
査
報
告
書
一
七
一
～
三
区

福
井
県
三
方
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
〇
　
『
江
跨
遺
跡
』

福
岡
市
教
育
委
員
会
　
一
九
七
三
　
『
下
山
門
遺
跡
隔

福
岡
市
教
育
委
員
会
　
一
九
九
　
　
『
比
恵
遺
跡
群
（
一
〇
）
』

福
島
県
教
育
委
員
会
　
　
九
八
一
二
　
糊
東
北
新
幹
線
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
W

　
　
御
山
千
軒
遣
跡
輪

囎
北
海
道
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
一
九
八
九
　
門
忍
路
土
場
遺
跡
・
忍
路
五
遺
跡
臨

三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
〇
〇
　
『
六
大
A
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
（
木

　
　
製
品
編
）
』

美
東
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
　
二
　
『
長
登
銅
山
跡
n
』

夜
須
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
七
　
隅
惣
利
遺
跡
工
㎞

　
　
〔
論
　
　
　
考
〕

ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
ー
ー
グ
ー
ラ
ン
著
　
中
村
友
博
訳
　
一
九
八
一
　
「
加
撃
」
噸
神
奈

　
　
川
考
古
』
第
一
二
号

飯
塚
武
司
　
二
〇
〇
一
　
「
農
耕
社
会
成
立
期
の
木
工
技
術
の
伝
播
と
変
容
」
欄
古
代

　
　
学
研
究
』
　
一
五
五
号

飯
塚
武
司
　
一
九
九
九
　
「
東
日
本
に
お
け
る
古
墳
出
現
期
の
木
工
集
団
」
噸
古
代
文

　
　
化
』
第
五
一
巻
第
五
号
・
第
六
号

岡
本
明
郎
　
一
九
六
六
　
「
労
働
用
具
」
『
日
本
の
考
古
学
』
田

貴
島
恒
夫
・
岡
索
丁
省
五
口
・
林
昭
【
二
　
　
へ
九
⊥
ハ
【
二
　
噸
原
色
木
材
大
図
鑑
』

工
藤
哲
弼
　
一
九
九
六
　
「
第
七
章
　
中
在
家
南
遺
跡
・
押
ロ
選
跡
の
木
製
品
類
レ

　
　
『
中
在
家
南
遺
跡
他
』
第
二
分
冊
、
仙
台
市
教
育
委
員
会

黒
崎
直
　
…
九
九
六
　
蝋
日
本
の
美
術
　
第
三
五
七
号
　
古
代
の
農
具
』

コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ソ
著
　
熊
崎
実
訳
　
一
九
九
八
　
『
日
本
人
は
ど
の
よ
う

　
　
に
森
を
つ
く
っ
て
き
た
の
か
』

佐
原
真
　
～
九
九
四
　
隅
斧
の
文
化
史
』

佐
原
真
　
二
〇
〇
〇
　
「
大
工
道
具
の
日
本
化
」
噌
オ
ラ
ン
ダ
へ
わ
た
っ
た
大
工
道
具
㎞

鈴
木
三
男
・
能
城
修
　
・
植
田
弥
生
　
一
九
八
四
　
「
二
　
加
工
木
の
樹
種
」
『
寿
能

73 （505）



　
　
泥
炭
層
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
l
I
…
人
工
遣
物
・
総
括
編
1
…
』

鈴
木
一
二
男
・
能
城
修
一
　
一
九
九
九
　
「
第
－
章
・
第
七
節
　
池
子
遺
跡
群
出
土
の
木

　
　
製
品
お
よ
び
自
然
木
の
樹
種
」
噸
池
子
避
跡
群
X
隔
第
四
分
冊

鈴
木
三
男
　
二
〇
〇
〇
　
門
門
六
章
　
木
材
」
『
考
古
学
と
植
物
学
』
（
考
古
学
と
自

　
　
然
科
学
③
）

鈴
木
ヨ
男
　
二
〇
〇
二
　
糊
日
本
人
と
木
の
文
化
㎞

関
野
克
　
～
九
五
四
　
門
第
四
節
　
木
材
の
加
工
法
補
遺
」
『
登
呂
一
本
編
1
』

寺
前
直
人
　
二
〇
〇
一
　
「
弥
生
蒔
代
開
始
期
に
お
け
る
磨
製
石
斧
の
変
遷
一
中
部

　
　
瀬
戸
内
地
域
と
大
阪
湾
沿
岸
地
域
を
中
心
と
し
て
一
」
剛
古
文
化
談
叢
瞼
第
四

　
　
四
集

奈
文
研
　
一
九
九
三
　
糊
木
器
集
成
図
録
隔
近
畿
原
始
篇

成
謡
寿
一
郎
　
｝
九
八
四
『
木
の
匠
…
木
工
の
技
術
史
－
輪

成
田
寿
一
郎
　
一
九
九
〇
　
『
日
本
木
工
技
術
史
の
研
究
㎞

原
茂
光
　
一
九
八
一
　
門
二
．
木
取
り
に
つ
い
て
」
明
山
木
遺
跡
第
六
次
調
査
報
告

　
　
書
隔
韮
山
町
教
育
委
員
会

樋
上
昇
　
二
〇
〇
一
「
木
製
品
の
生
産
と
流
通
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
噸
中
部
弥
生
時

　
　
代
研
究
会
第
一
回
例
会
発
表
資
料
要
旨
集
臨

穂
積
裕
昌
　
二
〇
〇
〇
　
「
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
木
器
生
産
体
制
に
つ
い
て
」

　
　
嘱
研
究
紀
要
』
第
九
号
　
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

松
葉
礼
子
　
一
九
九
八
　
「
第
八
節
　
谷
部
か
ら
出
土
し
た
材
の
樹
種
」
『
寺
野
東
遺

　
　
跡
W
（
縄
文
時
代
　
谷
部
編
一
二
）
㎞
栃
木
県
教
育
委
員
会
ほ
か

村
松
貞
次
郎
　
一
九
九
七
　
四
道
具
と
手
仕
事
㎞

山
口
譲
治
　
一
九
入
八
　
「
福
岡
に
お
け
る
弥
生
木
製
農
具
扁
隅
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ

　
　
ル
』
二
九
二
号

若
林
邦
彦
　
二
〇
〇
一
　
「
弥
生
～
古
墳
時
代
に
お
け
る
製
作
途
上
木
製
品
の
繊
土

　
　
傾
向
～
鉄
器
普
及
と
の
関
連
～
」
槻
大
阪
文
化
財
研
究
上
第
二
〇
号

渡
辺
昇
　
一
九
八
三
　
門
集
落
ご
と
の
木
器
保
有
形
態
扁
『
関
西
大
学
考
古
学
研
究
室

　
　
開
設
三
十
周
年
記
念
考
古
学
論
叢
』

　
　
　
〔
図
版
出
典
［
覧
〕

図
2
1
1
　
〔
北
海
道
会
津
セ
ン
タ
ー
一
九
八
九
〕
付
図
田
一
四
　
三
八

同
　
　
2
　
〔
か
な
が
わ
考
古
学
財
団
一
九
九
九
a
〕
五
六
七
頁
第
四
＝
一
図
八
七

同
　
　
3
　
〔
奈
文
研
一
九
八
一
〕
P
L
．
王
八
…
八
七
。
基
端
面
、
断
面
の
図
は

　
　
筆
者
作
成
。

図
3
　
〔
欝
山
県
教
委
㎝
九
八
五
〕
二
四
頁
第
二
三
図
三

図
4
　
〔
君
津
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
i
一
九
九
六
〕
第
三
分
冊
　
七
九
二
頁
第
六
九

　
　
五
図
一
〇
五
、
七
九
三
頁
第
六
九
六
図
一
＝
　
「
斧
台
の
来
製
品
」

図
5
1
1
　
〔
秋
田
梁
埋
文
セ
ン
タ
ー
一
九
九
九
〕
七
二
〇
頁
第
　
○
○
本
図
二
、

　
　
七
二
一
頁
。
町
端
面
、
郷
面
お
よ
び
先
端
側
断
面
の
図
は
筆
者
作
成
。

同
　
　
2
　
〔
愛
知
県
小
坂
井
町
教
委
一
九
六
～
〕
一
四
頁
第
七
図
引
「
先
端
が
削

　
　
ら
れ
た
木
棒
」

同
　
　
3
　
〔
君
津
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
六
〕
第
王
分
冊
　
七
九
二
頁
第

　
　
六
九
五
図
～
〇
三
「
斧
台
の
未
製
品
」

同
　
　
4
　
〔
大
阪
府
教
委
・
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
～
九
八
～
〕
一
四
一
頁
第
八

　
　
【
二
図
三
、
〔
奈
半
里
～
九
九
三
〕
P
L
．
一
一
…
〇
一
一
一
八
を
も
と
に
、
　
一

　
　
部
加
筆
修
正
。

同
　
　
5
　
思
者
実
測
に
よ
る
。

同
　
　
6
・
7
　
〔
三
重
県
埋
文
セ
ン
タ
ー
二
〇
〇
〇
〕
二
七
一
頁
第
一
四
三
図
一

　
　
四
六
四
・
一
四
六
六

同
　
　
8
　
〔
奈
文
研
一
九
八
一
〕
P
L
，
三
八
－
八
五
。
先
端
部
の
断
口
図
は
筆

　
　
者
作
成
。

　
　
　
9
　
〔
天
理
市
教
委
一
九
八
九
〕
九
〇
頁
図
五
一
…
七

図
6
－
1
　
〔
東
大
阪
市
教
委
・
東
大
阪
玉
文
協
｝
九
九
八
〕
九
一
頁
第
六
一
図
～
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木製襖の基礎的論考（村上）

　
　
九
八
「
短
剣
形
の
木
製
品
」

同
　
　
2
　
〔
兵
庫
県
教
委
～
九
九
四
〕
〔
図
版
編
〕
図
版
三
九
五
一
六
四
六
五
「
下

　
　
端
の
尖
る
棒
状
品
」

同
　
3
〔
島
根
県
教
委
～
九
八
二
〕
三
〇
頁
第
｝
九
図
六
「
撰
状
木
製
晶
」

同
　
　
4
　
〔
静
岡
県
埋
文
調
査
研
究
所
　
九
九
六
〕
｝
六
三
頁
～
～
｝
図
七
｝
○

同
　
　
5
　
〔
か
な
が
わ
考
古
学
財
団
一
九
九
九
b
〕
第
八
七
図
一
｝
一
、
筆
者
実

　
　
測
に
よ
る
。

同
　
　
6
　
〔
か
な
が
わ
考
古
学
財
団
一
九
九
九
a
〕
四
九
〇
頁
三
五
四
図
～
三
一
二

同
　

7
〔
国
文
研
一
九
九
三
〕
P
L
．
一
　
1
0
一
一
一
七

　
　
　
8
〔
福
島
県
教
委
一
九
八
三
〕
二
一
一
頁
第
一
八
一
図
一
一
二

同
　
　
9
　
〔
埼
玉
県
埋
文
調
査
事
業
団
一
九
九
一
〕
〈
遣
物
・
遺
構
編
・
第
工
分

　
　
冊
〉
二
四
〇
頁
第
～
九
六
図
九
七
1
～
「
撰
形
木
器
」

図
7
　
〔
か
な
が
わ
考
古
学
財
団
一
九
九
九
a
〕
四
六
九
頁
第
三
三
八
図
二
七
九

図
8
…
1
　
〔
日
本
住
宅
公
団
　
九
七
三
〕
二
〇
八
－
二
〇
九
頁
第
一
二
七
図
二

　
　
「
稜
状
木
製
品
」

同
　
　
2
　
〔
仙
台
市
教
委
一
九
九
六
〕
六
七
一
頁
第
五
五
三
図
－
三
「
棍
棒
状
木

　
　
製
品
」

同
　
　
3
　
〔
群
馬
県
埋
文
調
査
事
業
団
一
九
八
六
〕
函
版
一
四
～
一
二
五
五
「
木

　
　
箆
類
」

同
　
　
4
　
〔
岐
阜
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
八
〕
六
一
頁
第
五
一
図
五
九
九

　
　
門
建
築
部
材
撰
」

同
　
　
5
　
〔
福
井
県
三
方
町
教
委
一
九
九
〇
〕
三
九
頁
第
～
七
図
…
W
四
二
門
先

　
　
端
回
状
木
製
蓋
明

同
　
　
6
　
〔
愛
知
県
埋
文
セ
ン
タ
ー
一
九
八
一
管
図
版
四
七
1
一
〇
〇
「
そ
の
他

　
　
の
棒
状
木
製
品
扁

同
　
　
7
　
〔
北
九
州
市
教
育
文
化
財
翅
一
九
九
五
〕
一
一
七
頁
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A　Comprehensive　Survey　of　Wooden　Wedges

by

MURAKAMI　Yumiko

　　Before　the　introduction　of　the　saw，　boards　could　only　made　by　using　wooden

wedges　and　rnaHets　to　split　them　off　from　logs．　Even　though　the　wedge　occupies

a　significant　position　in　JapaRese　history，　no　research　has　yet　explored　how

precise｝y　these　pieces　of　wood　were　used．　Based　on　89　surviving　sarnples　from

the　early　Jomon　period　thr6ugh　the　ninth　cen加ry，　this　monograph　reveals　how

wedges　were　made，　and　explores　their　importance　as　a　carpentry　tools．

　　Wedges　can　be　divided　into　three　types：　rounded　wedges，　split－wood　wedges，

and　board－like　wedges．　These　wedges　coexisted　at　the　same　time　and　were

likewise　created　from　various　types　of　wood，　with　rounded　wedges　being　made

with　either　hard　or　soft　wood，　split－wood　wedges　made　from　kardwoods，　and

board－like　wedges　made　from　softwoods．

　　One　can　evaluate　the　role　aRd　significaRce　of　wedges　by　exploring　how　they

were　used．　Surviving　boards　contain　vital　clues，　for　marks　that　reveal　how

wedges　were　used　to　split　them．　From　these　boards，　one　can　speculate　that

hardweods　were　used　to　make　tools　and　spades，　and　that　softwoods　were　used

for　building．　Split－wood　wedges　were　used　to　split　ltardwoods，　aRd　to　make　plows

and　spades．　The　hardwood　split－wedges　of　the　middle　Yayoj　period　were　in　ak

probabmaty　used　to　make　spades　and　plows．　Finally，　board　shaped　wedges　were

used　for　splitting　soft　woods，　so　as　to　make　boards　for　constmction，　or　for

strengthening　wood　structures　made　from　these　boards．　To　conclude，　one　gains

greater　insight　into　the　material　culture　of　the　past・by　exploimg　both　how　ancient

too｝s　were　used　and　created，　and　by　paying　attentioR　to　the　woods　that　these

objects　were　constructed　from．

（601）




