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【
要
約
】

木
製
農
具
は
初
期
農
耕
社
会
の
経
済
基
盤
を
支
え
た
道
具
で
あ
り
︑
農
耕
の
拡
散
や
発
展
を
論
じ
る
う
え
で
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
重
視
さ
れ

て
き
た
︒
さ
ら
に
農
具
に
は
製
作
途
中
の
未
成
品
も
多
く
伴
う
た
め
︑
生
産
体
制
論
に
お
い
て
も
存
在
感
を
示
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
年
代
観
は
共

伴
土
器
に
依
存
し
て
お
り
︑
資
料
相
互
の
関
係
性
が
曖
昧
で
あ
る
た
め
に
応
用
的
な
議
論
が
阻
害
さ
れ
て
き
た
︒
そ
こ
で
本
論
で
は
木
器
独
自
の
時
間
的

指
標
を
得
る
た
め
に
︑
主
要
な
農
具
で
あ
る
広
鍬
に
つ
い
て
型
式
学
的
な
検
討
を
お
こ
な
い
︑
広
鍬
編
年
を
構
築
し
た
︒
完
成
品
の
形
態
変
化
を
指
標
と

す
る
従
来
の
変
遷
観
に
︑
未
成
品
か
ら
読
み
取
れ
る
製
作
技
術
の
変
化
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
︑
双
方
の
変
化
を
検
証
す
る
と
と
も
に
︑
未
成
品
に
立
脚

し
た
木
器
生
産
論
へ
の
道
筋
を
提
示
し
た
︒
広
鍬
の
製
作
は
四
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
︑
と
く
に
弥
生
時
代
中
期
中
葉
に
規
格
化
を
意
図
し
た
製
作

技
術
の
転
機
を
見
い
だ
し
た
︒
本
論
は
木
器
製
作
遺
構
を
機
軸
と
す
る
従
来
の
木
器
生
産
論
に
新
た
な
視
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
一
巻
三
号

二
〇
一
八
年
五
月

は

じ

め

に

一
九
三
七
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
奈
良
県
唐
古
・
鍵
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
︑
弥
生
土
器
に
伴
っ
て
多
量
の
木
製
農
具
が
見
つ
か
っ
た①
︒

こ
の
発
見
が
︑
農
耕
の
は
じ
ま
り
が
弥
生
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
︑
農
耕
活
動
を
支
え
た
多
様
な
農
具
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
る
こ
と
に
な
る
︒
農
具
研
究
は
個
々
の
機
能
を
推
定
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
︑
そ
の
時
間
的
な
変
化
や
地
域
間
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
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図 1　各部名称

頭
部

刃
部

刃縁
【鍬身】

【泥除】

【鍬柄】

泥除装置

隆起

肩部

頸部

柄孔

き
た
︒
さ
ら
に
近
年
で
は
︑
未
成
品
に
着
目
し
た
生
産
体
制
論
に
ま
で
裾
野
を
広
げ
て
お
り
︑
今
や

木
器
研
究
の
な
か
で
も
最
も
幅
広
い
領
域
を
扱
う
分
野
と
言
っ
て
よ
い
︒

こ
う
し
た
議
論
の
基
幹
と
な
る
資
料
の
所
属
年
代
は
共
伴
土
器
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
︒
厳
密
に

言
え
ば
︑
土
器
年
代
を
通
し
て
そ
れ
ら
を
包
含
す
る
遺
構
の
年
代
を
推
定
し
︑
そ
こ
に
包
含
さ
れ
る

木
器
も
同
時
期
に
埋
没
し
た
こ
と
を
前
提
に
︑
遺
構
の
年
代
を
木
器
に
付
与
す
る
︒
と
こ
ろ
が
木
器

の
場
合
︑
多
く
の
資
料
が
時
期
判
断
の
難
し
い
流
路
か
ら
出
土
す
る
︒
流
路
内
の
土
層
は
︑
河
床
の

攪
乱
や
上
流
か
ら
の
流
れ
込
み
に
よ
っ
て
複
雑
に
堆
積
す
る
た
め
︑
時
期
を
広
く
見
積
も
ら
ざ
る
を

得
な
い
︒
そ
の
た
め
木
器
の
年
代
も
厳
密
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
変
遷
を
提
示
で
き
な
い
と

い
う
問
題
が
︑
応
用
的
な
議
論
を
阻
害
し
て
き
た
︒

個
別
の
出
土
状
況
で
は
判
断
が
難
し
い
わ
け
だ
が
︑
木
器
自
体
の
年
代
を
直
接
的
に
測
る
も
の
さ
し
︑
す
な
わ
ち
﹁
木
器
編
年
﹂
が
あ
れ
ば

こ
の
問
題
を
払
拭
で
き
る
︒
実
際
に
木
器
編
年
は
農
具
を
中
心
に
試
み
ら
れ
て
き
た
が②
︑
共
伴
土
器
に
依
拠
し
て
資
料
を
配
列
す
る
と
い
う
方

法
を
採
っ
て
お
り
︑
上
述
の
問
題
を
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
変
遷
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
む
ろ
ん
形
態
的
変
化
の
摘
出
は
試
み
ら
れ
て
き
た
が
︑
あ

く
ま
で
共
伴
土
器
が
与
え
る
年
代
を
前
提
と
す
る
の
で
︑
資
料
相
互
の
関
係
性
も
必
然
的
に
捉
え
難
く
な
っ
て
い
る
︒
木
器
研
究
が
各
領
域
で

深
化
し
つ
つ
あ
る
な
か
で
︑
基
盤
と
な
る
べ
き
編
年
が
曖
昧
な
状
況
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

そ
こ
で
本
論
で
は
︑
共
伴
土
器
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
現
在
の
方
法
論
を
見
直
し
︑
型
式
学
的
観
点
か
ら
木
器
編
年
を
構
築
す
る
︒
す
べ
て

の
農
具
を
扱
う
の
は
困
難
で
あ
る
た
め
︑
今
回
は
そ
の
対
象
と
し
て
弥
生
時
代
に
全
国
的
に
使
用
さ
れ
た
広
鍬③
を
取
り
上
げ
る
︒
広
鍬
は
刃
幅

一
五
㎝
以
上
で
刃
縁
が
直
線
的
な
鍬
を
指
し
︑
土
を
寄
せ
る
﹁
引
き
鍬
﹂
と
し
て
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
面④
に
は
泥
は
ね
を
防
ぐ
泥
除

が
装
着
さ
れ
る
場
合
が
あ
る⑤
︒

広
鍬
に
は
製
作
途
中
の
未
成
品
が
豊
富
な
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
︒
木
器
の
製
作
で
は
︑
表
面
の
切
削
を
重
ね
る
こ
と
で
加
工
の
痕
跡
が
次
々
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に
上
書
き
さ
れ
る
た
め
︑
完
成
品
か
ら
製
作
の
過
程
を
復
元
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
未
成
品
は
そ
の
欠
点
を
補
完
す
る
有
用
な
材
料
と
な
る
︒

そ
の
製
作
方
法
が
時
間
的
に
変
化
す
る
な
ら
ば
︑
完
成
品
の
変
化
に
照
ら
す
こ
と
で
両
者
の
変
遷
観
を
相
互
に
検
証
で
き
る
だ
ろ
う
︒
以
上
の

手
続
き
か
ら
導
出
し
た
型
式
学
的
変
化
を
︑
共
伴
土
器
の
年
代
を
も
っ
て
編
年
を
お
こ
な
う
こ
と
が
本
論
の
方
針
で
あ
る
︒

本
論
で
は
未
成
品
・
完
成
品
が
と
も
に
豊
富
な
近
畿
地
方
を
対
象
と
す
る
︒
よ
り
細
か
な
地
域
性
ま
で
う
か
が
え
る
こ
と
は
先
学
の
説
く
と

こ
ろ
で
あ
る
が⑥
︑
小
地
域
単
位
で
は
資
料
の
乏
し
い
時
期
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
考
慮
し
︑
ま
ず
は
近
畿
地
方
全
体
を
包
括
す
る
枠
組
み
を
優
先

し
た
い
︒
広
鍬
の
出
現
は
弥
生
時
代
開
始
期⑦
に
さ
か
の
ぼ
る
が
︑
古
墳
時
代
以
降
は
木
器
自
体
の
出
土
量
が
激
減
す
る
た
め
︑
明
確
な
下
限
は

明
ら
か
で
な
い
︒
現
時
点
で
は
︑
共
伴
土
器
の
年
代
か
ら
存
在
の
確
実
な
四
世
紀
ま
で
を
中
心
的
な
製
作
時
期
と
考
え
る
︒

①

末
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙
二
郎
﹃
大
和
唐
古
彌
生
式
遺
跡
の
研
究
﹄

︵
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
一
六
冊
︑
一
九
四
三
年
︶︒

②

上
原
真
人
﹃
木
器
集
成
図
録

近
畿
原
始
篇
﹄︵
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史

料
第
三
六
冊
︑
一
九
九
三
年
︶︒
以
下
︑
本
文
中
で
は
﹃
木
器
集
成
﹄
と
記
す
︒

③

柄
と
身
が
結
合
さ
れ
た
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
は
少
な
く
︑
ま
た
柄
単
体
で
は

用
途
を
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
︑
鍬
身
単
体
で
認
識
さ
れ
る
場
合
が

多
い
︒
以
下
で
は
︑
広
鍬
の
鍬
身
を
指
し
て
便
宜
的
に
広
鍬
と
呼
称
す
る
︒
な
お

本
論
で
は
︑
上
原
真
人
が
広
鍬
と
し
て
扱
う
資
料
の
一
部
を
区
別
し
除
外
し
て
い

る
︒
具
体
的
に
は
︑︵
一
︶
平
面
形
態
が
長
方
形
を
呈
す
る
︑︵
二
︶
泥
除
装
置
を

も
た
な
い
︑︵
三
︶
隆
起
が
弓
状
な
い
し
は
円
形
を
呈
す
る
︑
の
三
点
を
満
た
す

資
料
群
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
泥
除
を
必
要
と
し
な
い
点
で
︑
泥
除
を
用
い
る
広
鍬

と
は
使
い
方
が
異
な
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
筆
者
は
別
器
種
と
し
て
認
識

す
る
︒
ま
た
︵
一
︶
と
︵
二
︶
を
満
た
し
な
が
ら
︑
隆
起
形
態
が
狭
義
の
広
鍬
と

共
通
す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
刃
縁
の
使
い
減
り
が
狭
義
の
広
鍬
よ

り
も
顕
著
で
あ
り
︑
や
は
り
用
途
の
点
で
区
別
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
︑

上
述
の
要
素
を
備
え
る
事
例
を
除
く
資
料
群
を
﹁
広
鍬
﹂
と
す
る
︒

④

叙
述
に
際
し
て
は
使
用
者
か
ら
見
て
前
後
上
下
左
右
を
指
示
す
る
︒

⑤

近
年
︑
泥
除
の
機
能
を
見
直
す
動
き
も
あ
る
︒
山
田
昌
久
﹁
弥
生
時
代
の
木
工

技
術
と
農
具
生
産
﹂︵﹃
穂
落
と
し
神
の
足
跡

農
具
で
ひ
も
と
く
弥
生
社
会

﹄

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
︑
二
〇
一
二
年
︶
一
一
〇

一
一
七
頁
︑
黒
須
亜
希

子
﹁
木
製
﹁
泥
除
﹂
の
再
検
討

弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
の
出
土
事
例
を
中
心
と

し
て

﹂︵﹃
日
本
考
古
学
﹄
第
四
三
号
︑
日
本
考
古
学
協
会
︑
二
〇
一
七
年
︶
三

九

五
八
頁
︒

⑥

黒
須
亜
希
子
﹁
近
畿
﹂︵﹃
季
刊
考
古
学
﹄
第
一
〇
四
号

雄
山
閣
︑
二
〇
〇
八

年
︶
三
九

四
四
頁
︒

⑦

弥
生
時
代
の
実
年
代
は
研
究
者
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
が
︑
藤
尾
慎
一
郎
に

よ
れ
ば
近
畿
地
方
中
央
部
で
は
紀
元
前
六
世
紀
ご
ろ
に
稲
作
が
開
始
さ
れ
る
︵
藤

尾
慎
一
郎
﹃
弥
生
文
化
像
の
新
構
築
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
年
︶︶︒
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第
一
章

製
作
工
程
と
割
付
技
法

�

製
作
工
程
に
関
す
る
従
来
の
理
解

広
鍬
の
製
作
技
術
は
︑
前
述
の
唐
古
・
鍵
遺
跡
で
段
階
の
異
な
る
複
数
の
未
成
品
が
出
土
し
た
こ
と
で
︑
そ
の
製
作
工
程
が
注
目
さ
れ
た①
︒

そ
の
分
析
の
な
か
で
︑
広
鍬
は
一
ｍ
程
度
の
板
材
か
ら
複
数
個
体
を
製
作
す
る
が
︑
特
定
の
段
階
ま
で
連
結
状
態
で
加
工
を
進
め
︑
お
お
ま
か

な
成
形
が
完
了
し
た
と
こ
ろ
で
切
断
し
て
個
別
に
仕
上
げ
る
特
徴
的
な
製
作
工
程
が
復
元
さ
れ
た
︒
こ
の
製
作
方
法
は
連
結
製
作
と
呼
ば
れ
︑

新
出
資
料
を
ふ
ま
え
て
工
程
の
細
分
化
が
進
ん
で
い
る②
︒

工
程
の
復
元
に
関
心
が
集
ま
る
な
か
で
︑
製
作
技
術
の
時
間
的
変
化
に
踏
み
込
ん
だ
中
原
計
は
︑
連
結
製
作
の
確
立
以
前
に
素
材
を
予
め
個

体
ご
と
に
切
断
す
る
単
体
製
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
転
機
を
弥
生
時
代
前
期
に
求
め
た③
︒
単
体
製
作
は
︑
縄
文
時
代
晩
期

か
ら
出
土
例
の
あ
る
諸
手
鍬
に
も
用
い
ら
れ
る
技
術
で
あ
り④
︑
広
鍬
導
入
期
の
技
術
継
承
に
一
石
を
投
じ
る
議
論
と
言
え
る⑤
︒
ま
た
概
略
的
で

は
あ
る
が
︑
研
究
の
草
創
期
を
担
っ
た
黒
崎
直⑥
や
根
木
修⑦
は
︑
新
し
い
時
期
の
資
料
ほ
ど
加
工
が
粗
雑
化
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
技
術
的
変
化
を
分
析
す
る
た
め
の
有
効
な
視
点
は
提
示
さ
れ
て
き
た
が
︑
資
料
に
即
し
た
検
討
は
未
だ
途
上
段
階
に
あ
る
︒

ま
た
分
析
に
枠
組
み
を
与
え
る
製
作
工
程
も
生
産
や
保
管
の
問
題
を
射
程
と
す
る
こ
と
が
多
く
︑
変
化
を
把
握
す
る
に
は
別
の
視
点
か
ら
細
分

を
見
直
す
必
要
が
あ
る
︒
本
章
で
は
︑
広
鍬
の
素
材
獲
得
か
ら
製
品
化
ま
で
の
過
程
を
整
理
し
た
う
え
で
︑
黒
崎
・
根
木
両
氏
が
指
摘
す
る
加

工
の
粗
雑
化
に
注
意
し
な
が
ら
︑
製
作
技
術
の
変
化
を
検
討
す
る
︒
以
下
で
は
製
作
工
程
を
︑
第
Ⅰ
工
程
︵
伐
採
・
玉
切
り
︶
︑
第
Ⅱ
工
程
︵
製

材
︶
︑
第
Ⅲ
工
程
︵
割
付
︶
︑
第
Ⅳ
工
程
︵
切
断
︶
︑
第
Ⅴ
工
程
︵
仕
上
げ
︶
の
五
つ
に
大
別
し
︑
必
要
に
応
じ
て
小
工
程
を
設
定
す
る⑧
︒
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�

素
材
獲
得
地
に
お
け
る
加
工

広
鍬
の
素
材
に
は
︑
直
径
六
〇
㎝
程
度
の
ア
カ
ガ
シ
亜
属
の
幹
を
板
状
に
分
割
し
て
利
用
す
る
︒
伐
採
か
ら
板
材
を
生
成
す
る
ま
で
の
作
業

は
樹
木
の
生
育
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
︑
そ
の
段
階
の
未
成
品
が
遺
存
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑
近
年
は
加
工
実
験
等
を
経
て
素
材

の
生
成
過
程
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
て
い
る
︒
紙
幅
の
都
合
上
︑
こ
こ
で
は
第
Ⅰ
・
Ⅱ
工
程
の
お
お
ま
か
な
流
れ
を
述
べ
て
お
く
︒

第
Ⅰ
工
程

樹
木
の
伐
採
お
よ
び
玉
切
り
を
お
こ
な
い
︑
丸
太
材
を
生
成
す
る
︒
樹
木
の
全
方
位
か
ら
加
工
を
お
こ
な
う
た
め
︑
切
断
面
が
錐

状
に
突
出
す
る
︒
伐
採
と
玉
切
り
で
は
作
業
姿
勢
や
加
工
動
作
に
違
い
が
あ
る
が
︑
現
状
で
は
伐
採
痕
と
玉
切
り
痕
の
区
別
は
難
し
い
︒

第
Ⅱ
工
程

楔
を
用
い
て
丸
太
材
を
放
射
状
に
分
割
し
︑
板
状
の
広
鍬
素
材
を
取
り
出
す
︒
楔
割
自
体
は
楔
と
掛
矢
を
用
い
て
木
材
を
分
割
す

る
作
業
だ
が
︑
こ
れ
に
木
口
面
調
整
と
柾
目
面
調
整
が
伴
う
︒
前
者
は
木
口
面
︵
樹
軸
に
直
交
す
る
面
︶
を
平
滑
に
削
る
工
程
で
あ
る
︒
農
具
素

材
で
は
木
口
面
と
樹
皮
側
の
二
方
向
か
ら
楔
を
打
ち
込
む⑨
た
め
︑
木
口
面
を
予
め
平
坦
に
な
ら
し
て
お
く⑩
︒
丸
太
材
で
は
寝
か
せ
た
状
態
で
工

具
を
振
り
下
ろ
す
た
め
︑
加
工
痕
は
お
お
む
ね
求
心
状
に
形
成
さ
れ
る
︒
一
方
の
柾
目
面
調
整
は
︑
割
裂
き
に
よ
り
生
じ
る
柾
目
面
︵
樹
軸
に

平
行
し
︑
そ
の
中
心
を
通
る
面
︶
を
斫
っ
て
交
錯
し
た
繊
維
を
除
去
す
る
工
程
で
︑
柾
目
面
に
残
る
楔
の
痕
跡
は
上
書
き
さ
れ
て
消
滅
す
る
︒

第
Ⅰ
・
Ⅱ
工
程
は
今
回
の
編
年
作
業
に
直
接
影
響
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
木
口
面
の
形
成
要
因
を
推
察
す
る
際
に
後
述
す
る
第
Ⅳ
工
程
の

切
断
痕
と
混
同
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
り
︑
加
工
面
の
形
状
や
加
工
方
向
を
ふ
ま
え
た
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
︒

�

集
落
に
お
け
る
加
工

製
材
さ
れ
た
板
材
は
集
落
に
搬
入
さ
れ
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
二
次
的
な
製
材
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
器
種
別
の
製
作
に
移
行
す
る
︒
広
鍬
の

場
合
は
割
付⑪
︑
切
断
︑
仕
上
げ
の
三
工
程
を
経
て
製
作
さ
れ
る
︒

第
Ⅲ
工
程

長
大
な
板
材
か
ら
︑
複
数
の
個
体
を
同
時
に
成
形
す
る⑫
︒
次
節
で
詳
述
す
る
︒

広鍬の編年（鶴来）
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第
Ⅳ
工
程

連
結
さ
れ
た
広
鍬
を
個
体
ご
と
に
切
断
す
る
︒
両
柾
目
面
か
ら
Ｖ
字
形
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
中
央
で
折
り
取
る
た
め
︑
切
断
面

は
﹁
く
﹂
字
形
を
呈
す
る
︒
泥
除
装
置
に
ゲ
タ⑬
を
採
用
す
る
場
合
は
︑
切
断
後
に
前
面
に
段
を
作
り
出
し
て
大
ま
か
な
位
置
を
決
定
す
る
︒

第
Ⅴ

�

工
程

鍬
身
全
体
の
本
整
形
を
お
こ
な
い
︑
泥
除
装
置
を
除
く
ほ
ぼ
す
べ
て
の
部
位
の
形
態
が
確
定
す
る⑭
︒

第
Ⅴ

�

工
程

柄
孔
の
穿
孔
お
よ
び
泥
除
装
置
の
本
整
形
を
お
こ
な
う
︒
広
鍬
は
鍬
身
と
柄
︑
泥
除
の
三
点
が
緩
み
な
く
固
定
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
︑
柄
孔
や
泥
除
装
置
の
形
状
は
そ
の
強
度
に
大
き
く
影
響
す
る
︒
仕
上
げ
の
際
に
は
︑
鍬
身
本
体
に
加
え
て
柄
と
泥
除
の
未
成
品
を
手

元
に
用
意
し
︑
結
合
状
態
を
確
認
し
な
が
ら
微
調
整
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

連
結
製
作
で
は
原
則
と
し
て
以
上
の
手
順
が
遵
守
さ
れ
る
が
︑
柄
孔
の
穿
孔
は
第
Ⅳ
工
程
で
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
こ
れ
は
第
Ⅴ

二
工
程
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
﹁
仮
穿
孔
﹂
と
考
え
ら
れ
︑
本
来
よ
り
も
刃
幅
の
広
い
工
具
を
使
用
し
な
が
ら
も
最
終
的
な
規
格
を
超
え

な
い
よ
う
調
整
さ
れ
る
︒
な
お
︑
単
体
製
作
の
場
合
は
素
材
か
ら
直
接
本
整
形
に
移
行
す
る
た
め
︑
第
Ⅲ
・
Ⅳ
工
程
が
存
在
し
な
い
︒

�

割

付

技

法

既
述
の
通
り
広
鍬
の
製
作
方
法
に
は
単
体
製
作
と
連
結
製
作
が
あ
り
︑
前
者
か
ら
後
者
へ
の
変
化
が
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
視
点
は
当
然
重
要

で
あ
る
が
︑
数
量
の
点
で
は
連
結
製
作
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
て
お
り
︑
そ
の
内
的
変
化
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
連
結
製
作
で

は
隆
起
成
形
に
多
大
な
労
力
が
投
下
さ
れ
る
こ
と
を
飯
塚
が
指
摘
し
て
お
り
︑
そ
の
分
変
化
を
生
じ
や
す
い
と
考
え
る
︒
そ
こ
で
第
Ⅲ
工
程
に

お
け
る
加
工
の
組
み
合
わ
せ
を
割
付
技
法
と
呼
称
し
て
︑
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る
︵
図
�
︶
︒
な
お
︑
細
分
工
程
は
各
技
法
に
独
立
し
て
与

え
ら
れ
︑
そ
の
内
容
は
技
法
間
で
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︒

Ａ
技
法

第
Ⅲ

�
工
程
で
中
桟
削
出
︵
木
口
面
に
平
行
す
る
断
面
形
状
を
凸
字
形
に
加
工
︶
を
お
こ
な
い
︑
第
Ⅲ

�
工
程
で
隆
起
の
位
置
お
よ

び
形
態
を
お
お
よ
そ
確
定
す
る
︒
第
Ⅲ

�
工
程
で
平
面
成
形
︵
長
側
面
に
対
す
る
抉
り
加
工
︶
を
お
こ
な
う
Ａ�

技
法
と
︑
平
面
成
形
を
省
く
Ａ�

技
法
に
細
分
で
き
る
︒
Ａ�

技
法
の
多
く
は
身
が
湾
曲
す
る
よ
う
に
第
Ⅲ

�
工
程
で
前
面
の
削
り
込
み
も
お
こ
な
う
︒
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図 2　割付技法

Ⅲ―

１

Ⅲ―

２

Ⅲ―

３

Ⅳ

A 技法 B技法 C技法

A1技法 A2技法 B1技法 B2技法 C2技法C1技法

Ｂ
技
法

第
Ⅲ

�
工
程
で
中
桟
削
出
を
お
こ
な
い
︑
第
Ⅲ

�
工
程
で
突
出
部
の
一
部
を
切
除
︑
第
Ⅲ

�
工
程
で
平
面
成
形
を
お
こ
な
う
︒

成
形
さ
れ
た
隆
起
が
個
体
の
刃
縁
に
達
す
る
も
の
を
Ｂ�

技
法
︑
器
高
に
対
し
て
半
分
程
度
の
長
さ
と
な
る
も
の
を
Ｂ�

技
法
に
細
分
す
る
︒

Ｃ
技
法

第
Ⅲ

�
工
程
で
先
行
的
に
平
面
成
形
を
お
こ
な
う
︒
第
Ⅲ

�
工
程
に
お
い
て
隆
起
部
を
弓
形
に
加
工
し
︑
刃
部
に
相
当
す
る
部

分
を
削
っ
て
薄
く
す
る
Ｃ�

技
法
と
︑
第
Ⅲ

�
工
程
の
み
で
加
工
を
終
了
す
る
Ｃ�

技
法
に
細
分
で
き
る
︒

広鍬の編年（鶴来）
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図 3　A技法
1　瓜破（A・B技法・第Ⅲ-1 段階）、2　安満（A技法・第Ⅲ-2 段階）、3　川西根成柿（A1技法・第Ⅲ-3 段階）
4　池島・福万寺（A1技法・第Ⅳ段階）、5　川西根成柿（A1技法・第Ⅳ段階）、6　鬼虎川（A2技法・第Ⅳ段階）
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図 4　B技法
1・2　池上曽根（B1技法・第Ⅳ段階）、3　大中の湖南（B1技法・第Ⅳ段階）、

4　大中の湖南（B2技法・第Ⅲ-3 段階）、5・7　玉津田中（B2技法・第Ⅳ段階）、6　中久世（B2技法・第Ⅳ段階）
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割
付
技
法
は
加
工
の

手
順
と
隆
起
の
成
形
方

法
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ

る
が
︑
成
形
さ
れ
た
平

面
の
形
状
︵
枠
形
︶
も

技
法
ご
と
に
ま
と
ま
り

を
示
す
︒
Ａ�

技
法
で
は

隆
起
の
高
さ
︑
あ
る
い

は
や
や
刃
部
に
近
い
位

置
で
緩
や
か
な
括
れ
を

施
す
︵
図
�

�
・
�
︶
︒

Ａ�

技
法
と
Ｂ�

技
法
の
一

部
は
平
面
成
形
を
省
略

す
る
た
め
︑
第
Ⅳ
段
階

で
は
枠
形
は
長
方
形
を

呈
す
る
︵
図
�

�
︶
︒

Ｂ
・
Ｃ
技
法
で
は
頭
部

幅
を
減
じ
る
よ
う
に
成

形
さ
れ
る
が
︑
Ｂ�

技
法

広鍬の編年（鶴来）
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図 5　C技法
1　鴨都波（C1技法・第Ⅳ段階）、2　柳（C2 技法・第Ⅲ-1 段階）、
3　玉津田中（C1技法・第Ⅳ段階）、4　柳（C2 技法・第Ⅳ段階）
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4

で
は
側
縁
全
体
が
直
線
的
に
斜
行

す
る
︵
図
�

�
・
�
︶
の
に
対

し
て
︑
Ｂ�

・
Ｃ�

技
法
で
は
肩
部
を

形
成
し
て
上
端
と
の
間
が
直
線
的

あ
る
い
は
内
湾
し
︵
図
�

�
・

	
︑
図
�

�
︶
︑
さ
ら
に
Ｃ�

技
法

で
は
肩
部
と
上
端
の
間
で
強
く
屈

折
す
る
︵
図
�

�
︶
︒
枠
形
は
後

述
す
る
完
成
品
の
平
面
形
態
を
反

映
す
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
︑
平

面
形
態
が
時
間
的
に
変
化
す
る
な

ら
ば
︑
割
付
技
法
は
時
期
差
を
表

す
は
ず
で
あ
る⑮
︒

そ
こ
で
隆
起
成
形
に
注
目
し
よ

う
︒
最
も
丁
寧
な
成
形
を
お
こ
な

う
の
は
︑
隆
起
の
上
下
両
端
を
明

瞭
に
作
り
だ
す
Ａ
技
法
で
あ
る
︒

つ
づ
い
て
隆
起
上
半
部
の
成
形
を

省
略
し
︑
隆
起
ど
う
し
の
連
結
も

10 (474)



み
ら
れ
る
Ｂ
技
法
︑
さ
ら
に
頭
部
の
厚
み
を
調
整
す
る
だ
け
の
Ｃ
技
法
の
順
に
簡
略
化
な
い
し
は
粗
雑
化
す
る
こ
と
か
ら
︑
Ａ
↓
Ｂ
↓
Ｃ
と
い

う
変
遷
が
想
定
で
き
る
︒
ま
た
︑
Ｂ�

技
法
に
対
し
て
Ｂ�

技
法
で
は
隆
起
幅
の
調
整
を
省
く
ほ
か
︑
Ｃ�

技
法
と
比
べ
て
Ｃ�

技
法
で
は
隆
起
成
形
の

度
合
が
さ
ら
に
低
下
す
る
な
ど
︑
細
分
技
法
の
間
に
も
加
工
精
度
の
差
異
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

前
述
の
よ
う
に
︑
第
Ⅲ
工
程
の
平
面
成
形
は
完
成
形
態
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
︒
Ａ�

技
法
と
Ｂ�

技
法
の
一
部
は
平
面
成
形
を
お
こ
な
わ
な
い

が
︑
こ
れ
は
完
成
形
態
が
長
方
形
に
近
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
完
成
形
態
が
連
続
的
な
変
化
を
示
す
と
す
れ
ば
︑
両
技
法
は
時
期
的

に
も
近
接
す
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
︒
同
様
に
枠
形
の
共
通
す
る
Ｂ�

技
法
と
Ｃ�

技
法
も
近
い
時
期
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
︑
Ａ
↓
Ｂ�

↓
Ｂ�

↓
Ｃ�

↓
Ｃ�

と
い
う
一
連
の
変
化
が
導
か
れ
る
︒
さ
ら
に
先
学
を
参
照
す
れ
ば
︑
Ａ
技
法
よ
り
も
古
い

時
期
に
単
体
製
作
が
位
置
づ
け
ら
れ
る⑯
︒
単
体
製
作
に
よ
る
未
成
品
は
側
縁
に
括
れ
を
も
ち
︑
ま
た
前
面
を
削
り
込
む
点
で
Ａ�

技
法
に
近
く
︑

変
化
の
方
向
性
は
一
致
し
て
い
る
︒

①

末
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙
二
郎
﹃
大
和
唐
古
彌
生
式
遺
跡
の
研
究
﹄

︵
前
掲
︶︒

②

飯
塚
武
司
﹁
農
耕
社
会
成
立
期
の
木
工
技
術
の
伝
播
と
変
容
﹂︵﹃
古
代
学
研

究
﹄
第
一
五
五
号
︑
古
代
学
研
究
会
︑
二
〇
〇
一
年
︶
二
〇

三
一
頁
ほ
か
︒

③

中
原
計
﹁
木
製
品
に
お
け
る
弥
生
時
代
前
期
の
画
期

広
鍬
Ⅰ
式
の
製
作
工
程

の
変
化
を
中
心
に

﹂︵﹃
待
兼
山
論
叢
﹄
史
学
篇
第
三
七
号
︑
大
阪
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
三
年
︶
二
七

五
〇
頁
︒

④

正
林
護
﹁
里
田
原
遺
跡
出
土
木
器
の
復
原
的
考
察
﹂︵﹃
古
代
学
研
究
﹄
第
七
九

号
︑
古
代
学
研
究
会
︑
一
九
七
六
年
︶
二
二

二
八
頁
︒

⑤

諸
手
鍬
と
初
期
的
な
広
鍬
が
単
体
製
作
を
採
用
す
る
点
は
同
意
す
る
が
︑
そ
の

素
材
の
生
成
過
程
は
根
本
的
に
異
な
る
と
筆
者
は
考
え
る
︒
と
く
に
第
Ⅰ
工
程
に

お
け
る
規
格
と
の
関
連
を
想
定
す
る
が
︑
詳
細
は
別
稿
で
論
じ
た
い
︒

⑥

黒
崎
直
﹁
木
製
農
耕
具
の
性
格
と
弥
生
社
会
の
動
向
﹂︵﹃
考
古
学
研
究
﹄
第
一

六
巻
第
三
号
︑
考
古
学
研
究
会
︑
一
九
七
〇
年
︶
二
一

四
二
頁
︒

⑦

根
木
修
﹁
木
製
農
耕
具
の
意
義

弥
生
時
代
を
中
心
に

﹂︵﹃
考
古
学
研
究
﹄

第
二
二
巻
第
四
号
︑
考
古
学
研
究
会
︑
一
九
七
六
年
︶
九
三

一
一
六
頁
︒

⑧

本
論
で
は
︑
資
料
の
観
察
を
通
じ
て
︑
一
連
の
製
作
手
順
に
お
け
る
時
間
的
単

位
と
し
て
認
識
可
能
な
作
業
内
容
を
﹁
工
程
﹂
の
最
小
単
位
と
す
る
︒
特
定
の
加

工
作
業
で
あ
る
ａ
工
程
が
完
了
あ
る
い
は
中
断
し
て
い
る
状
態
を
ａ
段
階
と
呼
ぶ
︒

⑨

村
上
由
美
子
﹁
木
製
楔
の
基
礎
的
論
考
﹂︵﹃
史
林
﹄
第
八
五
巻
第
四
号
︑
史
学

研
究
会
︑
二
〇
〇
二
年
︶
三
六

七
五
頁
︒

⑩

調
整
を
要
す
る
木
口
面
は
原
則
と
し
て
一
方
の
み
で
あ
る
︒
他
方
が
調
整
を
受

け
な
い
場
合
︑
加
工
が
進
ん
だ
段
階
で
も
端
部
に
伐
採
・
玉
切
り
痕
が
残
る
︒

⑪

飯
塚
の
前
掲
論
文
で
は
加
工
ⅲ
を
割
付
工
程
と
す
る
が
︑
作
業
工
程
の
転
換
も

考
慮
し
て
︑
飯
塚
分
類
の
加
工
ⅱ
～
加
工
ⅳ
を
第
Ⅲ
工
程
に
再
編
す
る
︒
加
工
ⅰ

は
泥
除
未
成
品
を
指
す
と
思
わ
れ
る
た
め
︑
製
作
工
程
に
は
ふ
く
ま
な
い
︒

⑫

本
論
で
は
大
ま
か
な
形
態
を
作
り
出
す
加
工
を
﹁
成
形
﹂︑
最
終
的
な
形
態
に

調
整
す
る
加
工
を
﹁
本
整
形
﹂
と
し
て
区
別
す
る
︒
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⑬

第
二
章
を
参
照
︒

⑭

隆
起
や
端
面
に
も
調
整
が
及
ぶ
た
め
︑
第
Ⅴ
段
階
未
成
品
で
は
第
Ⅳ
工
程
以
前

の
加
工
痕
は
観
察
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
後
述
す
る
割
付
技
法
は
︑
第
Ⅳ
段
階

ま
で
の
未
成
品
に
つ
い
て
の
み
判
断
可
能
で
あ
る
︒
一
方
︑
第
Ⅴ
段
階
未
成
品
は

諸
形
態
が
ほ
ぼ
確
定
す
る
こ
と
か
ら
︑
形
態
的
に
は
完
成
品
に
準
ず
る
︒

⑮

仮
に
第
Ⅳ
工
程
で
平
面
成
形
を
お
こ
な
う
と
す
る
と
︑
長
方
形
の
枠
形
は
独
立

し
た
時
期
を
示
さ
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
平
面
成
形
が
お
こ
な
わ
れ
た
第

Ⅳ
段
階
未
成
品
の
切
断
面
で
は
︑
平
面
成
形
が
切
断
に
先
行
す
る
︒
す
な
わ
ち
平

面
成
形
は
原
則
と
し
て
第
Ⅲ
工
程
の
作
業
で
あ
り
︑
こ
れ
に
該
当
し
な
い
Ａ�

技
法

と
Ｂ�

技
法
の
一
部
は
第
Ⅴ
工
程
ま
で
成
形
さ
れ
な
い
と
断
定
で
き
る
︒

⑯

中
原
は
前
掲
論
文
の
な
か
で
︑
単
体
製
作
か
ら
連
結
製
作
へ
の
移
行
期
に
隆
起

を
方
形
に
成
形
す
る
技
法
を
想
定
す
る
︒
兵
庫
県
本
山
遺
跡
に
お
い
て
︑
単
体
・

連
結
の
双
方
で
方
形
隆
起
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
指
摘
で
興
味
深
い
︒

し
か
し
︑
唐
古
・
鍵
遺
跡
で
は
隆
起
を
紡
錘
形
に
成
形
す
る
単
体
製
作
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
う
し
た
成
形
技
法
が
普
遍
的
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
︒

製
作
技
術
の
小
地
域
性
を
示
す
可
能
性
も
あ
る
が
︑
本
論
で
は
保
留
す
る
︒

第
二
章

型

式

学

的

検

討

�

型
式
学
的
変
化
に
関
す
る
従
来
の
理
解

つ
ぎ
に
完
成
品
の
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
︒
共
伴
土
器
に
し
た
が
っ
て
広
鍬
完
成
品
を
配
列
し
︑
初
め
て
そ
の
時
間
的
変
化
を
導
い
た

の
は
黒
崎
直
で
あ
る①
︒
資
料
が
少
な
く
列
島
全
体
を
対
象
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
下
に
お
い
て
︑
隆
起
形
態
に
時
期
差
を
見
出
し
た
の
は
ま

さ
し
く
Ê
眼
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
上
原
真
人
が
﹃
木
器
集
成
﹄
の
な
か
で
隆
起
形
態
と
平
面
形
態
の
相
関
性
を
論
じ
て
︑
形
態
と
機
能
の
両

面
で
広
鍬
が
古
墳
時
代
前
期
ま
で
連
続
性
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
上
原
の
業
績
に
前
後
し
て
一
九
九
〇
年
頃
か
ら
農
具
組
成
の
研
究

が
各
地
で
盛
ん
に
な
る
が
︑
そ
の
指
標
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
が
平
面
形
態
で
あ
る
︒
最
近
で
は
黒
須
亜
希
子
が
平
面
形
態
や
泥
除
装
置
に
基

づ
く
型
式
設
定
を
お
こ
な
い
︑
泥
除
装
置
が
時
期
判
断
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る②
︒

し
か
し
︑
導
出
さ
れ
た
変
化
は
あ
く
ま
で
共
伴
土
器
に
依
拠
し
た
配
列
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
︒
も
し
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
が
一
連
の
変
化
を
示

す
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
相
関
を
分
析
す
る
こ
と
で
広
鍬
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
り
︑
さ
ら
に
資
料
相
互
の
関
係
も
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ

で
︑
広
鍬
を
構
成
す
る
部
品
の
変
化
を
ま
ず
解
析
し
︑
つ
ぎ
に
そ
の
総
体
で
あ
る
広
鍬
の
変
化
を
追
究
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
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図 6　形態分類

泥除装置縦断面形態

隆起形態

平面形態

三角双孔 庇ゲタ 軒ゲタ

露台ゲタ 蟻溝

曲身 直身

鼓形 冠形 鐘形 魚籃形
１種 ２種３種２種１種 ３種２種１種

凸 1 凸 2 凸 3 凸 4x 凸 5 弓凸 4y

�

分

類

時
間
的
な
変
化
が
想
定
さ
れ
る
平
面
形
態
︑
隆
起
形

態
︑
泥
除
装
置
に
加
え
て
︑
身
中
央
を
通
る
縦
断
面
形

態
を
取
り
上
げ
る
︒

平
面
形
態

広
鍬
の
平
面
形
態
に
は
︑
形
態
的
特
徴
を

共
有
す
る
ま
と
ま
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ

を
鼓
形
︑
冠
形
︑
鐘
形
︑
魚
籃
形
の
四
類
型
に
大
別
し
︑

必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
細
分
す
る
︒
鼓
形
は
︑
側

面
が
身
の
中
ほ
ど
で
大
き
く
内
湾
し
︑
頭
部
幅
と
刃
部

幅
が
同
程
度
と
な
る
︒
側
縁
に
突
起
を
も
つ
場
合
が
あ

る③
︒
冠
形
は
︑
頭
部
全
体
が
左
右
に
拡
張
し
︑
そ
の
下

方
に
フ
字
形
の
抉
り
を
も
つ
︒
拡
張
部
の
幅
が
ほ
ぼ
一

定
の
�
種
︑
上
方
ほ
ど
幅
を
減
じ
る
�
種
︑
頭
部
が
著

し
く
縮
小
し
た
�
種
に
細
分
す
る
︒
鐘
形
は
︑
頭
部
か

ら
刃
縁
に
か
け
て
ゆ
る
や
か
に
幅
を
広
げ
る
︒
鍬
身
上

端
が
直
線
的
で
比
較
的
幅
広
と
な
る
�
種
と
︑
頭
部
幅

と
隆
起
幅
が
同
程
度
の
�
種
に
細
分
す
る
︒
魚
籃
形
は
︑

刃
部
の
立
ち
上
が
り
が
垂
直
で
︑
隆
起
の
高
さ
に
肩
部

広鍬の編年（鶴来）
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を
形
成
し
て
大
き
く
内
湾
す
る
︒
肩
部
か
ら
頭
部
に
か
け
て
ゆ
る
や
か
に
内
湾
す
る
�
種
︑
肩
部
と
頭
部
の
間
で
屈
折
し
て
頸
部
を
形
成
す
る

�
種
︑
頸
部
か
ら
頭
部
が
逆
ハ
字
に
広
が
る
�
種
に
細
分
す
る
︒

隆
起
形
態

隆
起
は
柄
と
の
接
触
面
積
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
で
着
柄
を
安
定
化
す
る
機
能
を
も
つ
︒
す
な
わ
ち
厚
み
こ
そ
が
文
字
通
り
隆
起
の

本
質
で
あ
っ
て
︑
形
態
自
体
に
は
意
匠
性
が
強
く
変
化
が
生
じ
や
す
い
︒
こ
こ
で
は
横
断
面
形
態
に
よ
っ
て
大
別
す
る
上
原
の
視
点
に
従
い
︑

横
断
面
が
凸
字
形
を
呈
す
る
﹁
凸
型
﹂︑
弓
状
に
ふ
く
ら
む
﹁
弓
型
﹂
に
分
け
た
う
え
で
︑
前
者
を
以
下
の
よ
う
に
細
分
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑

紡
錘
形
を
呈
す
る
も
の
︵
凸
�
型
︶
︑
凸
�
型
の
下
半
部
を
引
き
延
ば
し
た
も
の
︵
凸
�
型
︶
︑
逆
水
滴
形
で
身
部
長
の
三
分
の
二
以
上
の
も
の

︵
凸
�
型
︶
︑
逆
水
滴
形
で
身
部
長
の
半
分
程
度
の
も
の
︵
凸
�
型
︶
︑
逆
水
滴
形
で
隆
起
の
幅
と
長
さ
が
同
程
度
の
も
の
︵
凸
�
型
︶
に
分
か
れ

る
︒
さ
ら
に
凸
�
型
は
︑
先
端
が
整
え
ら
れ
る
凸
4x
型
と
ゆ
る
や
か
に
斜
行
す
る
凸
4y
型
に
細
分
す
る
︒

縦
断
面
形
態

身
中
央
の
縦
断
面
に
つ
い
て
︑
前
面
が
ゆ
る
や
か
に
屈
曲
す
る
も
の
を
﹁
曲
身
﹂︑
直
線
的
な
も
の
を
﹁
直
身
﹂
と
す
る
︒

泥
除
装
置

泥
除
を
固
定
す
る
た
め
の
補
助
的
な
装
置
を
指
す④
︒
装
着
方
法
の
観
点
で
は
︑
柄
孔
の
左
右
に
緊
縛
用
の
穿
孔
を
施
す
﹁
三
角
双

孔
﹂︑
前
面
の
柄
孔
上
方
に
水
平
方
向
の
突
帯
を
も
つ
﹁
ゲ
タ
﹂︑
断
面
ハ
字
形
の
溝
を
水
平
方
向
に
施
す
﹁
蟻
溝
﹂
が
あ
る
︒
さ
ら
に
ゲ
タ
は
︑

身
の
上
端
か
ら
離
れ
て
突
帯
を
設
け
る
﹁
庇
ゲ
タ
﹂︑
身
の
上
端
に
接
し
て
突
帯
を
設
け
る
﹁
軒
ゲ
タ
﹂︑
板
を
貼
り
付
け
た
よ
う
な
突
出
部
を

も
つ
﹁
露
台
ゲ
タ⑤
﹂
に
細
分
さ
れ
る
︒

�

属

性

の

分

析

つ
ぎ
に
︑
各
属
性
に
お
い
て
時
期
差
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
類
型
を
確
認
し
よ
う
︒

平
面
形
態
に
は
二
つ
の
重
要
な
変
遷
観
が
あ
る
︒
一
つ
は
﹃
木
器
集
成
﹄
で
指
摘
さ
れ
る
﹁
刃
部
幅
を
一
定
に
保
ち
つ
つ
︑
頭
部
が
縮
小
す

る
と
い
う
変
遷
﹂
で
あ
り
︑
軽
量
化
・
低
重
心
化
に
よ
る
操
作
性
の
向
上
が
図
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
︒
も
う
一
つ
は
刃
部
の
拡
張
で
あ

る
︒
刃
部
の
形
状
に
は
ハ
字
形
に
開
く
も
の
と
垂
直
に
立
ち
上
が
る
も
の
が
あ
り
︑
後
者
の
ほ
う
が
刃
部
の
面
積
が
広
い
︒
刃
部
が
大
き
い
ほ
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図 7　拡張部の形成過程（S=1/10）

川崎遺跡 池島・福万寺遺跡 木の本遺跡 安満遺跡

鼓形 冠形 1種

ど
移
動
で
き
る
土
量
も
大
き
く
な
り
︑
作
業
の
合
理
化
を
促
進
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
︑
刃
部
の

立
ち
上
が
り
は
ハ
字
形
か
ら
直
立
へ
変
化
す
る
と
想
定
で
き
る
︒
こ
の
変
化
は
す
な
わ
ち
肩
部
が
形

成
さ
れ
る
過
程
と
読
み
替
え
て
よ
い
︒

ま
ず
頭
部
形
態
に
注
目
す
る
と
︑
鼓
形
だ
け
が
刃
部
と
同
程
度
の
頭
部
幅
を
も
つ
こ
と
か
ら
︑
鼓

形
は
他
類
型
に
先
行
す
る
と
想
定
さ
れ
る
︒
ま
た
大
別
類
型
の
内
部
で
は
︑
冠
形
�
種
↓
�
種
↓
�

種
︑
鐘
形
�
種
↓
�
種
が
想
定
で
き
る
︒
魚
籃
形
で
は
頸
部
が
明
瞭
に
な
る
か
︑
あ
る
い
は
退
化
し

て
曖
昧
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒

一
方
の
刃
部
形
態
で
は
︑
ハ
字
形
に
開
く
刃
部
が
鼓
形
お
よ
び
冠
形
�
種
︑
鐘
形
�
種
で
み
ら
れ

る
︒
た
だ
し
冠
形
�
種
に
は
肩
部
を
備
え
る
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
ち
ょ
う
ど
転
換
期
を
ま
た
ぐ
可

能
性
が
あ
る
︒
そ
の
他
の
類
型
で
は
刃
部
が
広
く
︑
肩
部
も
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
か
ら
︑
前
出
の
三

類
型
よ
り
も
新
し
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
変
遷
観
は
︑
頭
部
の
縮
減
か
ら
予
想
さ
れ
る
変
化
と
整
合
し
て

い
る
︒

少
々
煩
雑
な
の
で
一
度
整
理
し
て
お
こ
う
︒
最
古
段
階
に
は
鼓
形
が
位
置
づ
け
ら
れ
︑
つ
づ
い
て

頭
部
の
縮
減
段
階
に
冠
形
と
鐘
形
が
出
現
す
る
︒
そ
の
後
︑
刃
部
の
拡
張
に
伴
っ
て
冠
形
と
鐘
形
に

形
態
変
化
が
生
じ
︑
魚
籃
形
の
成
立
も
そ
れ
以
後
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
︒

二
つ
の
視
点
で
始
原
的
な
鼓
形
に
は
︑
側
縁
に
微
弱
な
抉
り
や
段
を
形
成
す
る
事
例
が
あ
る
︵
図

	
︶
︒
こ
れ
ら
は
鼓
形
の
一
部
に
設
け
ら
れ
る
突
起
よ
り
も
冠
形
�
種
の
頭
部
形
態
に
近
く
︑
型
式

学
的
な
連
関
が
想
定
さ
れ
る
︒
頭
部
幅
と
刃
部
の
形
状
か
ら
冠
形
が
後
出
す
る
の
で
︑
鼓
形
か
ら
冠

形
�
種
へ
の
系
列
的
な
変
化
が
考
え
ら
れ
る
︒
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隆
起
形
態
に
つ
い
て
上
原
は
凸
型
と
弓
型
を
別
系
統
と
し
て
整
理
し
た
が
︑
先
述
の
よ
う
に
本
論
で
は
弓
型
の
一
部
を
別
器
種
と
理
解
し
て

対
象
か
ら
除
外
し
た
︒
残
る
同
系
統
の
弓
型
は
凸
型
の
隆
起
側
縁
が
退
化
し
た
形
態
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
凸
型
か
ら
弓
型
へ
の
変
化
が
想
定

さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
凸
�
型
に
も
退
嬰
的
な
側
縁
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
︑
凸
型
の
な
か
で
は
最
も
新
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
隆
起

上
半
部
の
形
態
や
隆
起
長
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
︑
凸
�
↓
凸
�
↓
凸
�
↓
凸
�
↓
凸
�
↓
弓
と
い
う
連
続
的
な
変
化
が
得
ら
れ
る
︒

泥
除
装
置
は
固
定
方
法
の
根
本
的
な
違
い
を
背
景
と
し
て
︑
各
類
型
が
構
造
的
に
独
立
す
る
︒
そ
の
た
め
形
態
的
な
連
続
性
を
予
想
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
︑
泥
除
本
体
の
形
態
は
対
応
す
る
泥
除
装
置
に
固
有
で
あ
り
︑
ゲ
タ
の
細
分
類
型
を
除
け
ば
類
型
間
で
互
換
性
は
な
い
︒
泥
除

本
体
の
分
布
に
は
偏
り
が
み
ら
れ
な
い
た
め
︑
泥
除
の
固
定
技
術
に
地
域
差
や
系
統
差
は
な
く
︑
近
畿
地
方
全
体
で
均
一
に
変
化
す
る
可
能
性

が
高
い
︒
し
た
が
っ
て
泥
除
装
置
も
時
期
差
を
表
す
と
予
想
さ
れ
る
︒﹃
木
器
集
成
﹄
で
は
共
伴
土
器
を
参
考
に
三
角
双
孔
↓
ゲ
タ
↓
蟻
溝
と

い
う
変
遷
観
が
提
示
さ
れ
る
︒
技
術
的
見
地
で
は
︑
蟻
溝
に
は
鉄
製
工
具
と
高
度
な
設
計
技
術
が
不
可
欠
な
の
で
相
対
的
に
新
し
い
類
型
と
推

定
さ
れ
︑
こ
の
変
遷
観
に
合
致
す
る
︒

①

黒
崎
直
﹁
木
製
農
耕
具
の
性
格
と
弥
生
社
会
の
動
向
﹂︵
前
掲
︶︒

②

黒
須
亜
希
子
﹁
木
製
﹁
泥
除
﹂
の
再
検
討

弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
の
出
土
事

例
を
中
心
と
し
て

﹂︵
前
掲
︶︒
黒
須
は
上
原
分
類
に
対
し
て
﹁
平
面
形
態
は
再

加
工
に
よ
っ
て
変
化
す
る
た
め
︑
分
類
の
方
法
と
し
て
は
本
質
的
に
意
味
を
成
さ

な
い
﹂
と
指
摘
す
る
が
︑
黒
須
自
身
も
平
面
形
態
を
分
類
の
基
底
と
す
る
点
は
矛

盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒
確
か
に
広
鍬
を
狭
鍬
や
又
鍬
に
再
加
工
し
た
事
例
は
確
認

で
き
る
が
︑
広
鍬
自
体
が
別
の
広
鍬
か
ら
再
加
工
さ
れ
た
例
は
知
ら
ず
︑
断
定
で

き
る
も
の
で
は
な
い
︒
あ
る
程
度
の
数
量
が
確
認
さ
れ
︑
そ
れ
ら
が
形
態
的
特
徴

を
共
有
す
れ
ば
︑
分
類
自
体
は
妥
当
と
い
う
立
場
を
筆
者
は
と
る
︒

③

側
縁
の
突
起
は
泥
除
を
緊
縛
固
定
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
こ
と
を
黒
須
が
前

掲
論
文
で
示
し
て
い
る
が
︑
突
起
が
な
く
て
も
固
定
は
可
能
で
あ
る
た
め
︑
突
起

の
有
無
を
本
質
的
な
差
異
と
し
て
認
識
せ
ず
︑
細
分
は
お
こ
な
わ
な
い
︒

④

黒
須
論
文
で
は
︑
冠
形
に
み
ら
れ
る
ク
ラ
ン
ク
状
の
段
に
紐
掛
け
の
機
能
を
想

定
す
る
︒
し
か
し
︑
段
の
位
置
が
実
際
の
資
料
で
は
黒
須
の
説
明
に
合
致
せ
ず
︑

緊
縛
の
直
接
的
痕
跡
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
現
時
点
で
は
紐
結
合
の

複
合
利
用
は
保
留
し
︑
広
鍬
前
面
に
施
さ
れ
る
装
置
に
限
っ
て
分
類
す
る
︒

⑤

露
台
ゲ
タ
は
近
江
地
域
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
局
所
的
な
形
態
と
考
え
ら
れ
る

が
︑
区
別
し
て
認
識
す
る
必
要
か
ら
分
類
を
設
定
す
る
︒
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17 1
1 2

3 1 5
2 3 3 1 1 2

3 5 1 1 5 1
2 2 5 9 26 17

1 2 14 9 6

表１　平面・隆起形態対応表

第
三
章

広

鍬

の

変

遷

�

型
式
設
定
と
割
付
技
法

前
章
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
平
面
形
態
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
系
統
が
想
定
さ
れ
た
︒
既
往
の
農
具
研
究

に
お
い
て
も
平
面
形
態
は
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
属
性
で
あ
り
︑
系
統
の
違
い
は
変
遷
を
整
理
す
る
う
え
で

大
き
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
一
連
の
型
式
学
的
変
化
が
想
定
さ
れ
る
平
面
形
態
を
も
っ
て

広
鍬
を
三
群
に
分
類
し
︑
そ
の
内
的
変
化
を
諸
属
性
の
相
関
か
ら
検
討
す
る
︒
対
象
資
料
は
本
論
末
尾
の
付

表
に
掲
載
し
た
が
︑
そ
の
う
ち
平
面
形
態
と
隆
起
形
態
が
特
定
で
き
る
も
の
を
抽
出
し
て
表
�
に
示
し
た①
︒

Ⅰ
群

鼓
形
あ
る
い
は
冠
形
の
平
面
形
態
を
も
つ
広
鍬
群
を
指
す
︒
平
面
形
態
は
凸
型
と
正
の
相
関
を
示
し
︑

と
く
に
鼓
形
と
凸
�
型
に
は
か
な
り
密
接
な
結
び
つ
き
が
看
取
で
き
る
︒
そ
こ
で
平
面
形
態
を
指
標
と
し
て

型
式
を
設
定
し
よ
う
︒
す
な
わ
ち
鼓
形
を
Ⅰ
ａ
式
︑
冠
形
�
種
を
Ⅰ
ｂ
式
︑
冠
形
�
種
を
Ⅰ
ｃ
式
︑
冠
形
�

種
を
Ⅰ
ｄ
式
と
す
る②
︒

泥
除
装
置
と
諸
型
式
に
は
強
い
相
関
が
み
と
め
ら
れ
る
︒
泥
除
装
置
の
始
源
と
さ
れ
る
三
角
双
孔
は
Ⅰ
ａ

式
に
の
み
採
用
さ
れ
︑
頭
部
の
縮
減
期
に
は
姿
を
消
す
︒
ゲ
タ
は
Ⅰ
ａ
式
の
兵
庫
県
戎
町
遺
跡
例
が
最
も
古

い
が
︑
主
に
Ⅰ
ｂ
式
～
Ⅰ
ｄ
式
に
対
応
す
る
︒
さ
ら
に
庇
ゲ
タ
が
Ⅰ
ｂ
・
Ⅰ
ｃ
式
︑
軒
ゲ
タ
が
Ⅰ
ｄ
式
と
そ

れ
ぞ
れ
組
み
合
い
︑
地
域
性
の
強
い
露
台
ゲ
タ
を
除
く
と
類
型
間
の
時
期
差
も
想
定
で
き
る
︒

縦
断
面
形
態
に
は
系
列
的
な
変
化
を
予
想
し
て
い
な
い
が
︑
曲
身
が
Ⅰ
ａ
式
の
半
数
を
占
め
る
ほ
か
は
す

べ
て
直
身
と
な
る
︒
Ⅰ
ａ
式
の
な
か
で
も
新
し
い
と
想
定
さ
れ
る
凸
�
型
は
直
身
と
組
み
合
う
こ
と
か
ら
︑

広鍬の編年（鶴来）
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図 8　完成形態（1）
1   川崎（Ia 式）、2   瓜破（Ia 式）、3   戎町（Ia 式）、4   大中の湖南（Ib 式）、5   池上曽根（Ib 式）

6   安満（Ib 式）、7   大中の湖南（IIc 式）、8   山賀（IIc 式）、9   亀井（IId 式）

1

2 3

4 5 6

7 8 9

0 20cm
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図 9　完成形態（2）
1　鴨都波（Id 式）、2　池上曽根（IIa 式）、3　鬼虎川（IIa 式）、4　瓜生堂（IIb 式）
5　恩智（IIIa 式）、6　玉津田中（IIIa 式）、7　芝生（IIIb 式）、8　亀井（IIIb 式）

9・10　柳（IIIb 式）、11　下長（IIIb 式）、12　赤野井湾（IIIb 式）

1 2
3

4 5 6

7
8 9

1110 12

0 20cm
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曲
身
と
直
身
は
時
期
差
を
表
し
︑
Ⅰ
ａ
式
の
時
期
に
転
換
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

つ
づ
い
て
各
型
式
に
対
応
す
る
製
作
技
法
を
推
定
し
︑
第
一
章
で
想
定
さ
れ
た
変
化
と
の
整
合
性
を
検
証
す
る
︒
最
初
期
の
製
作
技
法
と
位

置
づ
け
た
単
体
製
作
で
は
︑
縦
断
面
が
弓
な
り
に
反
っ
て
お
り
身
中
央
の
括
れ
た
枠
形
が
成
形
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
特
徴
は
そ
れ
ぞ
れ
曲
身
と

鼓
形
に
対
応
し
︑
Ⅰ
ａ
式
の
な
か
で
も
古
い
時
期
の
資
料
群
が
該
当
す
る
︒
こ
れ
ら
は
想
定
さ
れ
た
型
式
学
的
変
化
の
最
古
段
階
に
相
当
す
る

こ
と
か
ら
︑
製
作
技
法
の
変
遷
観
に
整
合
す
る
︒

Ａ
技
法
の
枠
形
と
紡
錘
形
の
隆
起
は
︑
完
成
品
に
お
け
る
鼓
形
と
凸
�
型
に
そ
れ
ぞ
れ
一
致
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
Ａ�

技
法
に
み
ら
れ
る
前
面

の
削
り
込
み
は
曲
身
に
対
応
す
る③
︒
反
対
に
隆
起
を
紡
錘
形
に
成
形
す
る
の
は
Ａ
技
法
に
限
ら
れ
る
か
ら
︑
Ⅰ
ａ
式
は
す
べ
て
同
技
法
に
よ
る

と
断
定
で
き
る④
︒
Ａ�

・
Ａ�

技
法
は
完
成
形
態
で
識
別
で
き
な
い
が
︑
括
れ
の
目
立
た
な
い
大
阪
府
安
満
遺
跡
例
︵
図
�

�
︶
は
Ａ�

技
法
に
対

応
す
る
と
み
ら
れ
る⑤
︒

凸
�
型
を
特
徴
と
す
る
Ⅰ
ｂ
式
に
は
Ｂ�

技
法
が
対
応
す
る
︒
Ｂ�

技
法
の
枠
形
に
は
︑
平
面
成
形
を
省
く
長
方
形
と
頭
部
を
狭
め
る
鐘
形
が
あ

り
︑
頭
部
の
縮
減
す
る
冠
形
�
種
に
当
て
は
ま
る
︒
短
小
な
凸
�
・
�
型
を
も
つ
事
例
︵
図
�

�
・
�
︶
の
場
合
は
︑
滋
賀
県
大
中
の
湖
南

遺
跡
の
出
土
例
に
み
ら
れ
る
︑
紡
錘
形
の
長
大
化
し
た
Ａ�

技
法
を
素
材
と
す
る
︒
し
た
が
っ
て
Ⅰ
ｂ
式
は
Ａ�

技
法
お
よ
び
Ｂ�

技
法
に
対
応
す
る
︒

Ⅰ
ｃ
式
と
Ⅰ
ｄ
式
は
直
立
し
た
刃
部
と
狭
小
な
頭
部
を
も
ち
︑
凸
�
型
よ
り
も
短
い
凸
�
型
を
主
体
と
す
る
︒
凸
�
型
は
下
半
部
の
整
形
度

に
よ
っ
て
凸
4x
型
と
凸
4y
型
に
細
分
さ
れ
る
が
︑
後
者
の
下
半
部
が
斜
行
す
る
の
は
第
Ⅲ
工
程
で
斜
行
面
が
形
成
さ
れ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る⑥
︒

し
た
が
っ
て
Ⅰ
ｃ
・
Ⅰ
ｄ
式
に
は
Ｂ�

・
Ｃ�

技
法
が
対
応
す
る
︒

な
お
︑
図
�

	
～
�
を
み
る
と
︑
Ⅰ
ｃ
式
と
Ⅰ
ｄ
式
で
は
器
高
に
差
が
み
ら
れ
る
︒
法
量
差
は
未
成
品
に
も
表
れ
て
お
り
︑
図
�

�
は

Ⅰ
ｃ
式
に
︑
図
�

	
は
Ⅰ
ｄ
式
と
の
対
応
が
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
違
い
は
時
期
差
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
Ｂ�

技
法
の
う
ち
長
方
形
と

な
る
も
の
を
長
規
格
︑
方
形
に
近
い
も
の
を
短
規
格
と
し
て
お
こ
う
︒
ち
な
み
に
Ｃ�

技
法
の
規
格
は
Ｂ�

技
法
の
短
規
格
と
ほ
ぼ
一
致
す
る⑦
︒

以
上
の
分
析
か
ら
︑
Ⅰ
群
の
型
式
変
化
は
想
定
さ
れ
た
製
作
技
法
の
変
化
と
矛
盾
な
く
整
合
し
て
い
る
︒
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Ⅱ
群

平
面
形
態
が
鐘
形
と
な
る
広
鍬
群
を
指
し
︑
す
べ
て
直
身
で
あ
る
︒
平
面
形
態
と
隆
起
形
態
は
一
定
の
相
関
を
示
す
も
の
の
︑
隆
起
は

若
干
間
延
び
す
る
印
象
を
受
け
る
︒
一
方
で
泥
除
装
置
と
隆
起
形
態
に
は
強
い
相
関
が
み
と
め
ら
れ
る
︒
凸
�
型
で
は
ゲ
タ
の
み
を
採
用
す
る

の
に
対
し
て⑧
︑
凸
�
型
お
よ
び
弓
型
で
は
主
に
蟻
溝
が
対
応
し
︑
隆
起
の
型
式
学
的
変
化
を
ふ
ま
え
る
と
両
者
の
間
に
は
明
確
な
時
期
差
が
想

定
で
き
る
︒
凸
�
型
の
資
料
は
泥
除
装
置
を
設
け
て
い
な
い
が
︑
Ⅰ
群
を
参
照
す
る
と
凸
�
型
の
段
階
で
は
ゲ
タ
が
主
体
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
こ
で
Ⅱ
群
の
う
ち
凸
�
型
以
前
の
資
料
群
を
Ⅱ
ａ
式
︑
凸
�
型
以
降
を
Ⅱ
ｂ
式
と
す
る
︒
Ⅰ
ｄ
式
に
お
い
て
凸
�
型
と
軒
ゲ
タ
の
対
応
例
が

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
蟻
溝
の
導
入
は
凸
�
型
よ
り
も
や
や
遅
れ
る
だ
ろ
う
︒

つ
ぎ
に
対
応
す
る
割
付
技
法
を
特
定
す
る
︒
Ⅰ
群
の
分
析
を
通
じ
て
凸
�
型
と
Ｂ
技
法
の
対
応
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
枠
形
も
鐘
形
�
種

に
よ
く
類
似
し
て
お
り
︑
Ⅱ
ａ
式
の
多
く
が
Ｂ
技
法
に
よ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
凸
�
型
に
は
︑
Ⅰ
群
の
検
討
か
ら
短
規
格
の
Ｂ�

技
法
ま
た

は
Ｃ�

技
法
が
相
当
し
︑
平
面
形
態
の
観
点
で
も
整
合
的
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
凸
�
型
で
は
そ
れ
以
前
の
凸
型
と
比
べ
て
側
面
の
立
ち
上
が
り

が
緩
く
な
る
こ
と
か
ら
︑
中
桟
削
出
を
お
こ
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
す
な
わ
ち
Ⅱ
ｂ
式
の
段
階
で
は
Ｂ�

技
法
が
棄
却
さ
れ
て
Ｃ�

技
法
を
単

独
で
用
い
て
お
り
︑
さ
ら
に
隆
起
の
本
整
形
を
簡
略
化
す
る
こ
と
で
弓
型
を
創
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
対
応
関
係
を
整
理
す
る
と
︑
Ⅱ
ａ
式
の
古
い
段
階
で
は
Ｂ
技
法
が
用
い
ら
れ
︑
凸
�
型
段
階
に
お
い
て
Ｂ�

・
Ｃ�

技
法
に
変
化
し
︑
さ

ら
に
Ⅱ
ｂ
式
で
は
Ｃ�

技
法
だ
け
が
継
続
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
Ⅱ
群
に
お
い
て
も
諸
属
性
と
割
付
技
法
に
は
相
関
が
み
と
め
ら
れ
る
︒

Ⅲ
群

魚
籃
形
の
広
鍬
群
が
相
当
し
︑
す
べ
て
直
身
で
あ
る
︒
表
�
で
は
相
対
的
に
古
い
段
階
の
隆
起
と
魚
籃
形
�
種
の
結
び
つ
き
が
目
立
つ

一
方
︑
凸
�
型
お
よ
び
弓
型
で
は
必
ず
し
も
一
方
向
的
な
変
化
は
読
み
取
れ
な
い⑨
︒
だ
が
泥
除
装
置
と
の
相
関
も
加
味
す
る
と
︑
Ⅱ
群
と
同
様

に
凸
�
型
と
凸
�
型
の
間
に
転
換
点
を
看
取
で
き
る
︒
そ
こ
で
魚
籃
形
�
種
で
凸
�
型
を
も
つ
資
料
群
を
Ⅲ
ａ
式
︑
凸
�
型
お
よ
び
弓
型
を
も

つ
す
べ
て
の
広
鍬
群
を
Ⅲ
ｂ
式
と
す
る
︒

つ
づ
い
て
割
付
技
法
と
の
対
応
を
検
討
し
よ
う
︒
Ⅲ
ａ
式
の
平
面
形
態
は
短
規
格
の
Ｂ�

・
Ｃ�

技
法
の
枠
形
と
一
致
し
︑
凸
�
型
も
隆
起
成
形

と
矛
盾
し
な
い
︒
Ⅲ
ｂ
式
に
は
明
瞭
な
頸
部
を
形
成
す
る
魚
籃
形
�
・
�
種
が
加
わ
り
︑
枠
形
の
観
点
で
Ｃ�

技
法
の
導
入
が
想
定
さ
れ
る
︒
た
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だ
し
凸
�
・
弓
型
の
魚
籃
形
�
種
が
存
続
す
る
こ
と
か
ら
︑
Ｃ�

技
法
と
の
共
存
を
考
え
た
い
︒
す
な
わ
ち
Ⅲ
ｂ
式
で
は
︑
Ⅲ
ａ
式
で
想
定
さ
れ

る
Ｂ�

・
Ｃ�

技
法
に
加
え
て
Ｃ�

技
法
が
新
た
に
出
現
す
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
Ⅲ
ａ
式
か
ら
Ⅲ
ｂ
式
へ
の
変
化
は
割
付
技
法
の
順
序
と
整
合
的
で
あ
る
︒

�

型
式
間
の
併
行
関
係

前
節
で
は
広
鍬
の
変
化
を
系
統
ご
と
に
分
析
し
︑
さ
ら
に
割
付
技
法
の
技
術
的
変
化
と
正
の
相
関
を
示
す
こ
と
を
確
か
め
た
︒
平
面
形
態
を

異
に
す
る
各
型
式
は
︑
系
列
的
に
変
化
す
る
諸
属
性
と
製
作
技
術
を
共
有
す
る
︒
こ
の
関
係
性
を
利
用
し
て
型
式
間
の
併
行
関
係
を
検
討
す
る
︒

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
Ｂ�

技
法
を
共
有
す
る
Ⅰ
ｂ
式
と
Ⅱ
ａ
式
で
あ
る
︒
両
者
は
ハ
字
形
の
刃
部
形
状
を
ふ
く
み
︑
凸
�
型
お
よ
び
庇
ゲ

タ
を
共
有
す
る
こ
と
か
ら
存
続
時
期
が
重
複
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
Ⅰ
ｂ
式
は
頭
部
幅
の
広
い
例
︵
図
�

�
︶
を
ふ
く
む
の
に
対

し
て
︑
Ⅱ
ａ
式
で
は
成
立
段
階
で
頭
部
の
縮
減
が
進
行
し
て
い
る
︒
ま
た
Ⅱ
ａ
式
に
は
凸
�
型
や
軒
ゲ
タ
と
い
っ
た
新
し
い
類
型
が
伴
い
︑
割

付
技
法
も
Ｂ�

技
法
ま
で
対
応
す
る
こ
と
か
ら
︑
Ⅰ
ｂ
式
が
Ⅱ
ａ
式
に
先
行
し
て
成
立
し
︑
後
者
は
よ
り
新
し
い
時
期
ま
で
存
続
す
る
︒

後
続
の
Ⅱ
ｂ
式
で
は
蟻
溝
が
新
た
に
導
入
さ
れ
る
が
︑
こ
の
泥
除
装
置
は
Ⅰ
群
で
は
採
用
例
が
な
い⑩
︒
し
た
が
っ
て
Ⅰ
ｄ
式
の
下
限
は
︑
凸

�
型
の
成
立
か
ら
蟻
溝
導
入
ま
で
の
時
期
に
あ
た
る
と
想
定
さ
れ
る
︒
Ⅱ
ｂ
式
は
凸
�
型
の
出
現
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
︑
Ⅰ
ｄ
式
と

の
重
複
期
間
は
さ
ほ
ど
長
く
な
い
︒
凸
�
型
が
Ⅰ
ｃ
・
Ⅰ
ｄ
・
Ⅱ
ａ
式
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
凸
�
型
が
現
れ
る
ま
で
Ⅱ
ａ
式
は
Ⅰ
群
の

諸
型
式
と
併
行
す
る
︒

Ⅲ
ａ
式
は
凸
�
型
と
ゲ
タ
を
備
え
︑
さ
ら
に
器
高
が
短
規
格
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
Ⅰ
ｄ
式
と
ほ
ぼ
同
時
に
成
立
し
併
行
す
る
と
推
定
さ
れ
る
︒

後
続
す
る
Ⅲ
ｂ
式
は
︑
凸
�
型
と
い
う
指
標
を
共
有
す
る
Ⅱ
ｂ
式
と
併
行
す
る
が
︑
下
限
に
つ
い
て
は
隆
起
成
形
を
省
略
し
た
Ｃ�

技
法
を
導
入

す
る
Ⅲ
ｂ
式
の
ほ
う
が
新
し
い
時
期
ま
で
存
続
す
る
可
能
性
が
高
い
︒
た
だ
し
︑
Ⅲ
ｂ
式
の
な
か
で
も
Ｃ�

技
法
が
共
存
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
︑
Ｃ�

技
法
の
導
入
期
に
Ⅱ
ｂ
式
が
す
で
に
途
絶
し
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
︒
現
時
点
で
は
Ⅱ
ｂ
式
の
下
限
に
つ
い
て
は
保
留
し
た
い
︒
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�

土
器
年
代
に
よ
る
検
証

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
各
群
の
併
行
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
つ
づ
い
て
共
伴
土
器
に
よ
っ
て
型
式
間
の
関
係
を
検
証
し
て
い
く
が
︑
近

畿
地
方
で
は
土
器
編
年
の
併
行
関
係
が
地
域
間
で
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
︒
今
回
は
近
畿
地
方
全
体
に
適
用
で
き
る
広
鍬
編

年
を
構
築
す
る
た
め
に
︑
各
地
の
共
伴
事
例
を
ひ
と
つ
の
尺
度
で
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
︑
か
な
り
大
雑
把
な
年
代
観
と
な
る
こ
と
を
承
知
で

以
下
の
よ
う
に
時
期
を
判
断
す
る
︒
す
な
わ
ち
弥
生
時
代
前
期
︵
ヘ
ラ
描
直
線
文
︶
︑
同
中
期
前
葉
︵
櫛
描
文
の
採
用
︶
︑
同
中
期
中
葉
︵
櫛
描
文
の

盛
用
︶
︑
同
中
期
後
葉
︵
凹
線
文
の
出
現
︶
︑
同
後
期
︵
櫛
描
文
・
凹
線
文
の
衰
退
︶
︑
古
墳
時
代
前
期
初
頭
︵
庄
内
式
併
行
期
︶
︑
同
前
期
︵
布
留
式
併

行
期
︶
に
分
け
る⑪
︒

完
成
形
態
に
お
け
る
検
討
結
果
は
付
表
に
記
載
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
最
も
古
い
Ⅰ
ａ
式
で
は
︑
凸
�
型
を
も
つ
資
料
は
す
べ
て
弥
生
時
代

前
期
に
収
ま
る
︒
大
阪
府
鬼
虎
川
遺
跡
の
第
七
次
調
査
土
坑
三
で
は
︑
Ａ�

技
法
と
Ｂ�

技
法
の
第
Ⅳ
段
階
未
成
品
が
共
伴
し
て
お
り
︑
前
期
末
か

ら
中
期
前
葉
の
土
器
を
伴
う
︒
さ
ら
に
約
一
五
ｍ
離
れ
た
土
坑
四
で
は
︑
Ａ�

技
法
の
第
Ⅳ
段
階
未
成
品
に
前
期
末
の
高
坏
が
伴
う
こ
と
か
ら
︑

前
期
の
終
焉
ま
で
は
Ａ
技
法
が
存
続
す
る
︒
ま
た
戎
町
遺
跡
で
は
同
じ
く
前
期
末
の
河
道
か
ら
凸
�
型
と
庇
ゲ
タ
を
併
せ
持
つ
資
料
が
出
土
す

る
︒
凸
�
型
は
Ⅰ
ａ
式
の
︑
庇
ゲ
タ
は
Ⅰ
ｂ
式
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
前
期
末
は
両
型
式
の
境
界
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

後
続
す
る
Ⅰ
ｂ
・
Ⅰ
ｃ
式
で
は
時
期
の
限
定
が
難
し
い
が
︑
Ⅰ
ｃ
式
で
凸
4y
型
を
も
つ
新
方
遺
跡
例
が
中
期
前
葉
ま
で
に
収
ま
る
こ
と
か
ら
︑

Ⅰ
ｂ
式
か
ら
Ⅰ
ｃ
式
が
中
期
前
葉
に
相
当
す
る
と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
︒
こ
れ
ら
に
つ
づ
く
Ⅰ
ｄ
式
は
︑
中
期
中
葉
か
ら
中
期
後
葉
に
あ
た
る

と
想
定
さ
れ
る
︒
大
阪
府
野
々
井
遺
跡
で
は
︑
第
一
・
二
次
調
査
土
坑
一
三
二

〇
〇
か
ら
Ⅰ
ｄ
式
に
対
応
す
る
Ｃ�

技
法
第
Ⅳ
段
階
未
成
品
が

出
土
す
る⑫
︒
共
伴
土
器
に
は
中
期
前
葉
後
半
の
特
徴
が
み
ら
れ
︑
遅
く
と
も
中
期
前
葉
末
に
は
Ｃ�

技
法
の
成
立
が
想
定
で
き
る
︒
も
っ
と
も
︑

Ⅰ
ｄ
式
の
成
立
段
階
で
は
Ｂ�

技
法
が
主
体
的
と
考
え
ら
れ
︑
Ｃ�

技
法
は
ま
だ
局
地
的
な
様
相
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う⑬
︒

Ⅱ
群
の
前
半
期
で
あ
る
Ⅱ
ａ
式
は
ほ
ぼ
中
期
前
葉
の
年
代
を
示
し
て
お
り
︑
事
実
上
は
Ⅰ
ｂ
・
Ⅰ
ｃ
式
に
併
行
す
る
資
料
群
と
考
え
ら
れ
る
︒
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図10　広鍬群の関係
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Ⅱ
群
で
は
平
面
形
態
で
は
な
く
隆
起
形
態
に
よ
っ
て
型
式
を
設
定
し
た
が
︑

鐘
形
�
種
︵
図
�

�
︶
と
同
�
種
︵
図
�

�
︶
が
時
期
差
を
示
さ
な
い

こ
と
か
ら
も
︑
こ
の
区
分
は
妥
当
だ
ろ
う
︒
Ⅱ
ｂ
式
は
中
期
前
葉
か
ら
古

墳
時
代
前
期
ま
で
の
幅
広
い
時
期
を
示
す
︒
蟻
溝
を
具
備
す
る
例
が
弥
生

時
代
後
期
以
降
に
限
定
さ
れ
る
点
は
︑
蟻
溝
に
対
応
し
な
い
Ⅰ
群
が
中
期

に
終
焉
す
る
こ
と
と
整
合
す
る
︒
他
方
で
Ⅱ
ｂ
式
の
上
限
は
中
期
前
葉
と

な
り
︑
属
性
の
共
有
関
係
か
ら
想
定
さ
れ
る
成
立
期
を
遡
る
こ
と
に
な
る
︒

と
く
に
蟻
溝
の
有
無
が
共
伴
土
器
の
時
期
差
に
直
結
す
る
よ
う
だ
︒
こ
の

問
題
が
型
式
学
的
分
析
の
誤
り
に
よ
る
も
の
か
︑
共
伴
関
係
を
見
直
す
必

要
が
あ
る
の
か
︑
現
時
点
で
は
判
断
し
か
ね
る
︒
Ⅱ
ａ
式
と
の
前
後
関
係

に
は
影
響
せ
ず
︑
対
応
す
る
Ｃ�

技
法
と
も
整
合
的
で
あ
る
の
で
︑
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
︒

Ⅲ
ａ
式
は
中
期
中
葉
か
ら
中
期
後
葉
に
収
ま
り
︑
併
行
関
係
が
想
定
さ
れ
る
Ⅰ
ｄ
式
と
も
一
致
す
る
︒
Ⅲ
ｂ
式
で
は
︑
蟻
溝
を
も
た
な
い
数

例
が
中
期
に
遡
る
ほ
か
は
弥
生
時
代
後
期
以
後
の
年
代
を
示
し
︑
Ⅲ
ａ
式
に
後
出
す
る
と
と
も
に
後
期
を
画
期
と
し
て
蟻
溝
が
採
用
さ
れ
る
こ

と
を
裏
付
け
る
︒
Ⅲ
ｂ
式
の
う
ち
︑
魚
籃
形
�
種
は
相
対
的
に
古
い
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
︑
具
体
的
な
区
分
は
提
示
し
か
ね
る
︒
近
江
地
域

で
は
弓
型
よ
り
も
凸
�
型
が
好
ま
れ
る
な
ど
︑
地
域
性
も
み
ら
れ
る
︒
よ
り
小
さ
な
領
域
で
検
討
す
る
こ
と
で
︑
型
式
内
部
の
変
化
が
明
瞭
に

み
え
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

以
上
︑
共
伴
土
器
を
参
照
し
て
検
証
を
進
め
て
き
た
︒
数
件
の
土
坑
出
土
例
を
除
け
ば
大
半
が
流
路
に
所
属
し
︑
年
代
幅
が
広
い
ば
か
り
か
︑

共
伴
関
係
の
重
み
も
事
例
ご
と
に
異
な
る
の
が
実
情
で
あ
る
︒
ま
た
一
部
で
属
性
の
相
関
と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
︑
検
討
の

余
地
を
残
す
結
果
と
な
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
想
定
さ
れ
た
変
化
の
方
向
性
が
全
体
的
に
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

24 (488)



図11　属性および技法の消長

1期 2期 3期 4期
鼓形

冠形１
冠形２
冠形３

鐘形１
鐘形２

魚籃形１
魚籃形２
魚籃形３

曲身
直身

凸 1
凸 2
凸 3
凸 4x
凸 4y

弓

三角双孔
庇ゲタ
露台ゲタ
軒ゲタ
蟻溝

A1
A2

B1
B2

C1
C2

凸 5

平　

面

断
面

隆　

起

泥
除
装
置

製
作
技
法

単体

�

広
鍬
製
作
の
画
期

前
節
ま
で
の
検
討
を
図
化
す
る
と
図
10
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
︒
ま
た
諸
属
性
の
消
長
は
図
11
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
型
式
間
の

関
係
を
ふ
ま
え
て
︑
広
鍬
の
製
作
時
期
を
以
下
の
四
つ
に
分
期
す
る
︒

�
期
は
広
鍬
の
導
入
か
ら
Ⅰ
ａ
式
の
終
焉
ま
で
を
指
し
︑
本
格
的
な
水
田
稲
作
の
開
始
に
伴
っ
て
斉
一
的
な
広
鍬
が
近
畿
地
方
一
円
に
普
及

す
る
︒
縦
断
面
の
ほ
か
に
形
態
的
変
化
は

み
ら
れ
な
い
が
︑
技
術
面
で
は
第
一
章
で

ふ
れ
た
連
結
製
作
へ
の
転
換
と
い
う
重
要

な
変
革
期
を
内
包
す
る
︒
た
だ
し
完
成
形

態
で
Ａ�

技
法
と
識
別
で
き
な
い
こ
と
︑
ま

た
縦
断
面
形
態
の
変
化
が
泥
除
の
着
装
方

法
と
連
動
す
る
と
い
う
指
摘⑭
も
あ
る
こ
と

か
ら
︑
縦
断
面
形
態
の
転
変
を
も
っ
て
�

期
を
前
半
と
後
半
に
細
分
す
る
︒

�
期
は
Ⅰ
ｂ
式
の
成
立
か
ら
Ⅰ
ｃ
式
の

終
焉
ま
で
を
指
す
︒
諸
形
態
が
急
速
に
変

化
し
︑
複
数
の
型
式
が
同
時
期
に
並
立
す

る
︒
機
能
性
の
向
上
を
意
図
し
た
平
面
形

態
の
改
良
も
進
め
ら
れ
る
︒

広鍬の編年（鶴来）
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�
期
は
広
鍬
の
規
格
が
変
化
す
る
Ⅰ
ｄ
式
お
よ
び
Ⅲ
ａ
式
の
成
立
を
画
期
と
す
る
︒
下
半
部
整
形
を
省
略
す
る
凸
4y
型
が
増
加
す
る
こ
と
か

ら
形
態
面
で
は
退
行
期
と
も
受
け
取
れ
る
が
︑
後
述
す
る
よ
う
に
割
付
技
法
の
規
範
は
強
化
さ
れ
る
︒

�
期
は
蟻
溝
出
現
以
降
の
時
期
を
指
す
︒
蟻
溝
の
登
場
は
︑
鉄
製
工
具
と
高
度
な
指
物
技
術
の
獲
得
を
示
す
︒
隆
起
成
形
を
省
略
す
る
Ｃ�

技

法
が
導
入
さ
れ
る
ほ
か
︑
本
整
形
に
お
い
て
も
弓
型
に
象
徴
さ
れ
る
簡
略
化
が
進
行
し
て
お
り
︑
作
業
量
を
極
力
削
減
す
る
点
を
特
徴
と
す
る
︒

前
節
の
検
討
か
ら
︑
�
期
＝
弥
生
時
代
前
期
︑
�
期
＝
同
中
期
前
葉
︑
�
期
＝
同
中
期
中
葉
～
中
期
後
葉
︑
�
期
＝
同
後
期
以
降
と
な
る
︒

①

原
則
と
し
て
完
成
品
を
対
象
と
す
る
が
︑
工
程
上
は
第
Ⅴ

�
段
階
で
泥
除
装

置
を
除
く
諸
形
態
が
整
形
さ
れ
て
お
り
︑
完
成
品
と
同
等
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
こ
で
本
論
で
は
第
Ⅴ

�
段
階
未
成
品
も
分
析
対
象
に
ふ
く
め
る
︒

②

表
�
で
は
鼓
形
の
一
部
が
凸
4x
型
と
対
応
す
る
︒
こ
れ
ら
に
は
山
陰
地
方
の
影

響
が
想
定
さ
れ
る
た
め
︑
Ⅰ
ａ
式
か
ら
除
外
し
︑
別
稿
で
論
じ
る
︒

③

Ａ�

技
法
の
内
容
は
前
面
の
加
工
も
ふ
く
め
て
単
体
製
作
と
酷
似
す
る
た
め
︑
完

成
形
態
に
お
い
て
両
者
を
客
観
的
に
識
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
中
原
は
括
れ
の

位
置
か
ら
そ
の
差
異
を
認
識
す
る
よ
う
だ
が
︑
今
回
集
成
し
た
完
成
形
態
で
は
判

別
し
得
な
か
っ
た
︵
中
原
計
﹁
木
製
品
に
お
け
る
弥
生
時
代
前
期
の
画
期

広
鍬

Ⅰ
式
の
製
作
工
程
の
変
化
を
中
心
に

﹂︵
前
掲
︶︶︒

④

唯
一
凸
�
型
を
も
つ
滋
賀
県
大
中
の
湖
南
遺
跡
例
は
︑
後
述
す
る
Ⅰ
ｂ
式
と
同

様
に
︑
隆
起
を
や
や
長
大
に
成
形
す
る
Ａ�

技
法
に
よ
る
と
考
え
る
︒

⑤

Ⅰ
ａ
式
の
う
ち
直
身
と
な
る
広
鍬
は
Ａ�

技
法
で
製
作
さ
れ
る
が
︑
同
時
に
曲
身

も
製
作
可
能
で
あ
り
︑
Ａ�

技
法
が
必
ず
し
も
Ａ�

技
法
に
先
行
す
る
と
は
限
ら
な
い
︒

⑥

第
Ⅲ
工
程
で
斜
行
面
が
形
成
さ
れ
て
も
︑
第
Ⅴ
工
程
の
調
整
次
第
で
凸
4x
型
と

凸
4y
型
の
ど
ち
ら
に
も
な
り
得
る
︒

⑦

完
成
形
態
に
お
い
て
︑
両
者
は
弓
型
を
除
い
て
成
形
方
法
を
復
元
で
き
な
い
︒

し
た
が
っ
て
完
成
品
で
は
基
本
的
に
両
者
を
識
別
し
な
い
︒

⑧

泥
除
装
置
が
確
定
し
な
い
第
Ⅴ

�
段
階
は
﹁
ゲ
タ
﹂
と
記
載
す
る
が
︑
段
の

位
置
か
ら
多
く
は
庇
ゲ
タ
と
推
定
さ
れ
る
︒

⑨

魚
籃
形
�
種
の
一
部
も
凸
�
型
と
対
応
す
る
が
︑
こ
れ
ら
は
総
合
的
な
特
徴
か

ら
新
し
い
時
期
の
資
料
だ
と
判
断
さ
れ
る
︒
い
ず
れ
も
湖
南
地
域
の
出
土
例
で
あ

り
︑
隣
接
す
る
他
地
域
の
影
響
も
想
定
さ
れ
る
た
め
︑
型
式
設
定
か
ら
除
外
す
る
︒

⑩

Ⅰ
ｄ
式
の
大
阪
府
下
池
田
遺
跡
例
に
は
溝
状
の
泥
除
装
置
が
み
ら
れ
る
が
︑
溝

の
断
面
が
凹
字
形
を
呈
す
る
た
め
︑
蟻
溝
の
技
術
的
要
件
を
満
た
さ
な
い
︒
軒
ゲ

タ
の
派
生
的
形
態
か
︑
蟻
溝
を
模
倣
し
た
も
の
と
類
推
さ
れ
る
︒

⑪

近
畿
地
方
に
お
け
る
各
時
期
の
開
始
年
代
は
︑
放
射
性
炭
素
一
四
年
代
測
定
の

成
果
︵
西
本
豊
弘
編
﹃
弥
生
時
代
の
新
年
代
﹄
新
弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
第
一
巻
︑

雄
山
閣
︑
二
〇
〇
六
年
︶
を
参
考
に
す
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
前
六
世
紀
ご
ろ
︵
弥
生

時
代
前
期
︶︑
前
四
世
紀
ご
ろ
︵
同
中
期
︶︑
後
一
世
紀
ご
ろ
︵
同
後
期
︶︑
後
三

世
紀
ご
ろ
︵
古
墳
時
代
︶
と
推
定
さ
れ
る
︒

⑫

︹
文
献
五
〇
︺

⑬

同
時
期
の
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
第
二
阪
和
国
道
敷
内
Ｓ
Ｆ

〇
七
五
に
お
い

て
も
Ｃ�

技
法
が
み
と
め
ら
れ
る
一
方
︑
和
泉
地
域
以
外
で
は
Ｃ�

技
法
の
上
限
が
中

期
中
葉
を
遡
ら
な
い
︒
良
好
な
基
準
資
料
が
限
ら
れ
る
た
め
推
測
の
域
を
出
な
い

が
︑
Ｃ�

技
法
が
和
泉
地
域
を
起
点
と
し
て
拡
散
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

⑭

黒
須
亜
希
子
﹁
木
製
﹁
泥
除
﹂
の
再
検
討

弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
の
出
土
事

例
を
中
心
と
し
て

﹂︵
前
掲
︶︒
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第
四
章

広
鍬
生
産
の
様
相

こ
こ
ま
で
近
畿
地
方
に
お
け
る
広
鍬
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
︑
形
態
的
属
性
や
製
作
技
術
の
変
化
を
も
と
に
画
期
を
設
定
し
た
︒
つ
づ
い
て

本
章
で
は
︑
製
作
上
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
変
遷
の
意
義
を
検
討
し
て
︑
各
時
期
に
社
会
的
な
評
価
を
与
え
た
い
︒
こ
こ
で
は
形
態

変
化
の
背
景
や
未
成
品
の
様
相
︑
使
用
工
具
等
の
視
点
か
ら
背
後
に
あ
る
生
産
体
制
を
見
通
し
て
︑
そ
の
時
期
的
な
変
容
を
み
て
い
こ
う
︒

�

製
作
の
最
適
化
が
生
み
出
す
形
態
的
変
化

割
付
技
法
の
変
化
は
隆
起
成
形
の
簡
略
化
と
し
て
端
的
に
理
解
で
き
る
が
︑
使
用
工
具
の
観
点
で
も
一
貫
し
た
方
向
性
を
把
捉
で
き
る
︒
当

然
な
が
ら
木
材
加
工
で
は
大
形
工
具
の
ほ
う
が
効
率
よ
く
材
を
削
る
こ
と
が
で
き
︑
逆
に
細
部
の
調
整
に
は
小
形
工
具
が
適
し
て
い
る
︒
飯
塚

武
司
は
保
存
状
態
の
良
好
な
資
料
か
ら
工
具
幅
を
割
り
出
し
︑
工
程
が
進
む
ほ
ど
小
形
工
具
で
細
部
を
丁
寧
に
加
工
す
る
と
述
べ
る①
︒
筆
者
自

身
も
北
陸
地
方
の
農
具
未
成
品
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
︑
第
Ⅱ
工
程
と
第
Ⅲ
工
程
で
は
工
具
幅
の
傾
向
に
差
が
み
ら
れ
た
︒
現
実
的
に
は
作
業
者

ご
と
に
工
具
編
成
が
異
な
る
可
能
性
や
︑
同
一
工
程
で
複
数
の
工
具
を
併
用
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
少
な
く
と
も
成
形
と
本
整
形
で
は

工
具
の
大
小
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
は
十
分
に
想
定
で
き
る
︒

大
形
工
具
の
使
用
を
前
提
と
す
る
と
︑
割
付
技
法
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
最
も
古
い
Ａ
技
法
で
は
︑
仕
上
げ
工
程

を
待
た
ず
に
丁
寧
な
紡
錘
形
の
隆
起
を
削
り
出
す
︒
隆
起
側
縁
に
は
ピ
ッ
チ
の
細
か
い
加
工
痕
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
︑
大
形
工
具
を
小
さ

く
慎
重
に
振
っ
て
削
る
か
︑
あ
る
い
は
小
形
工
具
に
持
ち
替
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
Ｂ�

技
法
で
は
隆
起
側
縁
と
上
半
部
の
加
工
が

保
留
さ
れ
︑
Ｂ�

技
法
で
は
隆
起
下
半
部
も
斜
め
に
面
を
削
り
出
す
に
と
ど
ま
る
︒
す
な
わ
ち
Ｂ
技
法
で
は
中
桟
削
出
に
よ
る
側
縁
形
態
を
残
す

こ
と
で
︑
隆
起
成
形
を
一
回
分
省
略
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
Ｃ
技
法
で
は
中
桟
削
出
を
省
い
て
︑
少
な
い
労
力
で
隆
起
の
位
置
を
確
定
す
る
と
と

も
に
刃
部
を
削
り
出
し
て
い
る
︒

広鍬の編年（鶴来）
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こ
う
し
た
一
連
の
変
化
は
た
だ
ス
ト
ロ
ー
ク
回
数
を
減
ら
す
だ
け
で
な
く
︑
細
か
な
作
業
を
第
Ⅴ
工
程
に
先
送
り
す
る
こ
と
で
製
作
工
程
全

体
の
最
適
化
を
図
る
過
程
と
し
て
理
解
で
き
る
︒
ま
た
頭
部
に
手
の
込
ん
だ
加
工
を
要
す
る
Ⅰ
ｂ
～
Ⅰ
ｄ
式
に
お
い
て
も
︑
第
Ⅴ
工
程
に
細
部

加
工
を
回
す
一
方
で
︑
大
ま
か
な
成
形
は
大
形
工
具
を
用
い
る
第
Ⅲ
工
程
で
お
こ
な
わ
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
割
付
技
法
の
合
理
化
は
新
た
な
形
態
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
Ⅱ
ａ
式
の
成
立
過
程
を
整
理
し
よ

う
︒
Ⅱ
ａ
式
は
図
�

�
の
よ
う
な
Ｂ�

技
法
未
成
品
か
ら
製
作
さ
れ
︑
そ
の
枠
形
は
完
成
形
態
に
よ
く
似
て
い
る
︒
Ⅱ
ａ
式
に
先
行
し
て
成
立

す
る
Ⅰ
ｂ
式
で
は
当
初
Ａ�

技
法
を
用
い
る
が
︑
凸
�
型
を
採
用
す
る
図
�

�
の
段
階
で
は
す
で
に
頭
部
幅
を
狭
め
た
枠
形
が
成
立
し
て
い
た

可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
後
︑
凸
�
型
が
創
出
さ
れ
て
図
�

�
・
�
の
よ
う
な
未
成
品
が
現
れ
︑
Ⅱ
ａ
式
の
製
作
が
開
始
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑

鐘
形
�
種
よ
り
も
古
く
に
Ｂ�

技
法
の
枠
形
は
確
立
さ
れ
︑
こ
れ
を
祖
形
と
し
て
Ⅱ
ａ
式
が
製
作
さ
れ
た
と
い
う
考
え
が
成
り
立
つ
︒

Ｂ�

技
法
を
素
材
と
す
る
Ⅲ
ａ
式
も
同
様
で
あ
る
︒
Ｂ�

技
法
の
確
立
は
�
期
後
半
の
Ⅰ
ｃ
式
に
伴
っ
て
お
り
︑
長
方
形
の
両
角
を
落
と
し
た
よ

う
な
枠
形
が
生
み
出
さ
れ
る
︒
こ
の
枠
形
は
冠
形
の
形
態
変
化
を
う
け
た
も
の
だ
が
︑
�
期
に
入
る
と
そ
の
形
態
を
写
し
取
る
よ
う
に
魚
籃
形

�
種
が
成
立
す
る
︒
鐘
形
�
種
か
ら
の
派
生
も
想
定
さ
れ
る
が
︑
Ⅲ
ａ
式
に
先
行
す
る
Ｂ�

技
法
の
枠
形
を
利
用
す
る
こ
と
か
ら
︑
少
な
か
ら
ず

影
響
を
受
け
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

い
ず
れ
の
場
合
も
︑
完
成
形
態
に
あ
わ
せ
て
割
付
技
法
が
変
容
し
た
の
で
は
な
く
︑
第
Ⅴ
工
程
に
お
け
る
省
力
化
の
結
果
と
し
て
新
し
い
平

面
形
態
が
成
立
す
る
︒
第
Ⅴ
工
程
の
省
略
と
い
う
点
で
は
︑
図
�

�
の
よ
う
な
凸
4y
型
に
は
Ｂ�

技
法
の
隆
起
成
形
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
例

が
み
ら
れ
る
し
︑
Ｃ
技
法
を
も
と
に
し
た
弓
型
隆
起
も
当
て
は
ま
る
︒
滋
賀
県
中
兵
庫
遺
跡
例
に
は
︑
第
Ⅴ

�
工
程
で
成
形
さ
れ
た
段
を
そ

の
ま
ま
泥
除
装
置
と
し
て
利
用
し
た
と
み
ら
れ
る
ゲ
タ
も
存
在
す
る
︒︒

す
な
わ
ち
機
能
上
の
要
請
だ
け
で
な
く
︑
作
業
の
合
理
化
に
よ
っ
て
も
広
鍬
の
形
態
変
化
は
促
進
さ
れ
る
︒
た
だ
し
Ⅱ
ａ
式
や
Ⅲ
ａ
式
は
型

式
と
し
て
確
立
さ
れ
て
継
続
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
う
し
た
﹁
逸
脱
﹂
は
製
作
者
個
人
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
合
理
的
な
製
作

方
法
と
し
て
系
統
的
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

28 (492)



�

割
付
技
法
の
規
範

柔
軟
性
を
も
つ
第
Ⅴ

�
工
程
に
対
し
て
第
Ⅲ
工
程
の
個
体
差
は
小
さ
く
︑
割
付
技
法
に
は
厳
格
な
規
範
が
う
か
が
え
る
︒
連
結
製
作
そ
の

も
の
が
強
い
規
範
を
示
す
が
︑
そ
の
規
範
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
配
置
方
式
に
注
目
す
る
︒
た
と
え
ば
図
�

�
は
個
体
の
向
き
が
交

互
に
な
る
が
︑
す
べ
て
同
じ
向
き
で
も
製
作
に
支
障
は
な
い
︒
本
来
は
制
約
の
な
い
配
置
に
ま
で
規
則
性
が
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
割
付
技

法
の
厳
格
さ
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
︒
は
じ
め
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
黒
崎
直
は
︑
配
置
方
式
が
広
鍬
の
形
態
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能

性
を
指
摘
し
た②
︒
飯
塚
は
こ
の
視
点
を
深
化
し
て
︑
新
し
い
時
期
に
は
配
置
の
規
則
性
が
失
わ
れ
る
と
語
る③
︒
割
付
技
法
が
時
期
差
を
示
す
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
い
ま
︑
技
法
ご
と
に
配
置
方
式
を
検
討
し
た
い
︒

ま
ず
Ａ
技
法
の
配
置
で
は
︑
各
個
体
の
刃
部
あ
る
い
は
頭
部
が
互
い
に
接
す
る
︵
図
�

�
・
�
︶
︒
九
州
地
方
を
起
源
と
す
る
連
結
製
作
は
︑

当
初
は
二
個
体
で
製
作
さ
れ
て
い
た④
︒
福
岡
県
下
稗
田
遺
跡
の
二
個
体
連
結
は
双
方
の
頭
部
を
端
部
側
に
向
け
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
配
置
を
原

型
と
し
て
四
個
体
連
結
が
生
み
出
さ
れ
︑
列
島
各
地
へ
拡
散
し
た
の
だ
ろ
う
︒
各
個
体
が
交
互
に
向
き
合
う
こ
の
配
置
を
双
向
式
と
呼
ぼ
う
︒

近
畿
地
方
で
は
�
期
の
間
は
双
向
式
が
堅
持
さ
れ
る
が
︑
先
述
し
た
�
期
末
の
戎
町
遺
跡
例
に
伴
う
三
個
体
連
結
の
未
成
品
は
︑
各
個
体
の
方

向
を
揃
え
て
配
置
す
る
︒
こ
の
配
置
方
式
を
単
向
式
と
名
づ
け
る
︒
現
時
点
で
本
例
よ
り
も
遡
る
単
向
式
の
資
料
は
み
ら
れ
な
い
︒

Ｂ
技
法
の
う
ち
Ｂ�

技
法
は
連
結
状
態
の
未
成
品
を
欠
く
の
で
︑
Ｂ�

技
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
二
個
体
が
残
る
兵
庫
県
玉
津
田
中
遺
跡
例

︵
図
�

�
︶
は
�
期
以
来
の
双
向
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
大
中
の
湖
南
遺
跡
例
︵
図
�

�
︶
は
�
期
末
に
導
入
さ
れ
る
単
向
式
を
採
用
し

て
お
り
︑
二
つ
の
方
式
が
同
時
期
に
混
在
す
る
︒
さ
ら
に
大
中
の
湖
南
遺
跡
で
は
同
一
地
点
で
双
向
式
も
出
土
し
て
お
り
︑
製
作
系
統
の
分
化

な
い
し
は
規
範
の
軟
化
が
生
じ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒

Ｃ
技
法
で
は
双
向
式
は
消
失
し
て
単
向
式
が
単
独
で
用
い
ら
れ
︑
再
び
配
置
方
式
が
統
一
さ
れ
る
︒
Ｂ�

技
法
で
双
向
式
を
採
用
し
た
玉
津
田

中
遺
跡
に
お
い
て
も
︑
Ｃ�

技
法
の
段
階
で
は
単
向
式
に
変
化
す
る
︒
�
期
は
Ｂ�

技
法
か
ら
Ｃ�

技
法
へ
主
体
が
移
る
時
期
で
あ
る
が
︑
�
期
の
開

広鍬の編年（鶴来）
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始
と
ほ
ぼ
同
時
に
Ｃ�

技
法
を
導
入
す
る
地
域
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
変
革
の
画
期
を
�
期
の
は
じ
ま
り
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
︒

Ｃ�

技
法
を
特
徴
づ
け
る
の
は
個
体
連
結
部
の
形
態
的
な
画
一
性
で
あ
る
︒
奈
良
県
鴨
都
波
遺
跡
例
︵
図
�

�
︶
で
は
長
側
面
に
直
交
す
る

方
向
か
ら
平
面
成
形
を
お
こ
な
う
が
︑
鋭
角
を
な
す
頭
部
加
工
に
手
間
を
か
け
る
︒
図
�

�
の
よ
う
な
双
向
式
と
す
る
か
︑
頭
部
の
小
さ
い

Ⅰ
ｄ
式
の
場
合
は
切
断
後
に
平
面
成
形
を
お
こ
な
え
ば
容
易
に
加
工
で
き
る
が
︑
あ
え
て
単
向
式
を
選
択
的
に
残
し
た
背
景
に
は
︑
規
格
品
の

量
産
が
意
図
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
︒
図
�

�
を
み
る
と
︑
一
個
体
あ
た
り
の
器
高
と
隆
起
の
長
さ
が
対
応
し
て
い
な
い
︒
双
向
式
の
割
付

に
は
相
応
の
下
準
備
が
必
要
だ
が
︑
�
期
に
は
完
成
品
の
法
量
的
偏
差
が
大
き
く
︑
そ
も
そ
も
規
格
性
が
重
視
さ
れ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
︒
一

方
�
期
に
は
平
面
成
形
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
で
整
然
と
し
た
割
付
を
実
現
し
︑
法
量
差
の
小
さ
い
規
格
品
を
生
み
出
し
て
い
る
︒
�
期
が
示
す

規
範
の
強
化
と
規
格
化
の
様
相
は
︑
Ｃ�

技
法
の
導
入
が
製
作
上
の
合
理
化
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
木
器
生
産
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を

示
唆
す
る
︒

�

作
業
単
位
の
変
化

加
工
の
中
断
さ
れ
た
未
成
品
が
生
じ
る
要
因
に
つ
い
て
は
︑
い
く
つ
か
の
考
え
が
提
示
さ
れ
て
き
た
︒
根
木
修
は
石
製
工
具
に
よ
る
加
工
で

は
木
器
表
面
を
軟
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
︑
小
工
程
ご
と
に
水
漬
処
理
が
施
さ
れ
る
と
述
べ
た⑤
︒
こ
れ
に
対
し
て
穂
積
裕
昌
は
︑
未
成
品

の
多
く
が
破
損
す
る
こ
と
か
ら
︑
失
敗
品
が
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る⑥
︒
ま
た
若
林
邦
彦
は
︑
未
成
品
が
特
定
の
器
種
に
集
中
す
る
傾
向

が
強
い
こ
と
か
ら
︑
技
術
的
要
因
よ
り
も
保
管
の
意
図
が
大
き
い
と
推
測
す
る⑦
︒

こ
う
し
た
議
論
と
は
別
に
︑
工
具
の
使
い
分
け
と
い
う
視
座
か
ら
﹁
加
工
が
中
断
さ
れ
る
要
因
﹂
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
飯
塚
や
桃

井
宏
和
は
製
作
工
程
と
加
工
動
作
︑
工
具
の
有
機
的
な
連
関
を
強
調
し
︑
加
工
工
程
の
区
切
り
が
工
具
の
差
異
を
表
す
こ
と
を
示
す⑧
︒
と
く
に
︑

工
具
を
持
ち
替
え
る
際
に
作
業
が
休
止
さ
れ
︑
結
果
的
に
未
成
品
が
生
じ
る
と
い
う
桃
井
の
提
言
は
注
目
さ
れ
る
︒
表
�⑨

を
み
る
と
︑
未
成
品

の
出
土
数
は
第
Ⅳ
段
階
が
突
出
し
て
多
く
︑
段
階
ご
と
に
均
等
で
は
な
い
︒
表
で
は
細
分
工
程
を
省
い
た
が
︑
Ａ
技
法
の
第
Ⅲ

�
・
Ⅲ

�

30 (494)



表 2　出土未成品の点数

割付技法
第Ⅲ段階
第Ⅳ段階

第Ⅴ段階

A1 A2 B1 B2 C1 C2

型式 Ⅰa Ⅰb Ⅰc Ⅰd Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb

10 0 0 4 9 2

28 12 6 18 29 9

11 7 6 0 3 0 0 1
細分技法の判別できる資料のみ計数

段
階
未
成
品
は
各
二
点
に
と
ど
ま
り
︑
以
後
の
工
程
と
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
桃
井
説
に
従
え
ば
︑
第
Ⅲ
工
程
で
は
同
一
の
工
具
で
連
続
的

に
作
業
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
︑
出
土
数
の
多
寡
を
端
的
に
説
明
で
き
る
︒
こ
う
し
た
実
際
の
作
業
上
の
区
分
を
作
業
単
位
と
呼
ん
で
お

こ
う
︒

出
土
数
が
安
定
す
る
第
Ⅳ
段
階
未
成
品
に
は
︑
切
り
離
さ
れ
て
単
体
に
な
っ
た
も
の
と
︑
そ
の
残
部
と
し
て
の
連
結
未
成
品
の
二
者
が
あ
る
︒

残
部
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
第
Ⅳ
工
程
で
は
一
度
に
す
べ
て
切
り
離
す
の
で
は
な
く
︑
必
要
な
数
を
連
結
品
か
ら
持
ち
出
す
の
だ
ろ
う
︒

遺
物
と
し
て
出
土
す
る
第
Ⅳ
段
階
は
︑
単
体
で
あ
れ
連
結
状
態
で
あ
れ
こ
の
残
部
が
﹁
保
管
﹂
さ
れ
た
状
態
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
︑
作
業
単
位
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
︒

第
Ⅴ

�
段
階
は
平
面
お
よ
び
隆
起
の
本
整
形
を
終
え
た
段
階
で
あ
り
︑
柄
孔
の
穿
孔
と
泥
除
装
置
の
本
整

形
を
残
し
て
い
る
︒
第
Ⅴ

�
工
程
で
は
︑
柄
や
泥
除
の
未
成
品
と
組
み
合
わ
せ
て
微
調
整
を
お
こ
な
う
の
で
︑

鍬
身
単
体
で
可
能
な
加
工
は
第
Ⅴ

�
工
程
ま
で
に
完
了
す
る
︒
第
Ⅴ
段
階
未
成
品
が
確
認
で
き
る
型
式
は
�

～
�
期
に
集
中
し
︑
�
期
以
降
で
は
わ
ず
か
一
例
に
と
ど
ま
る⑩
︒
未
成
品
が
加
工
作
業
の
休
止
を
示
す
な
ら
ば
︑

�
期
以
前
は
第
Ⅴ

�
工
程
後
に
作
業
が
い
っ
た
ん
休
止
さ
れ
る
が
︑
�
期
以
降
は
連
続
的
に
第
Ⅴ

�
工
程

へ
進
ん
だ
こ
と
に
な
る
︒

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
︑
�
期
以
前
は
第
Ⅳ
・
第
Ⅴ

�
工
程
が
ひ
と
つ
づ
き
の
作
業
単
位
と
し
て
区
分
さ
れ

る
の
に
対
し
て
︑
�
期
以
降
は
さ
ら
に
第
Ⅴ

�
工
程
ま
で
を
連
続
的
な
工
程
に
内
包
す
る
︒
第
Ⅴ

�
工
程

で
は
柄
な
ど
他
の
部
材
と
の
調
整
を
要
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
︑
�
期
以
前
は
第
Ⅲ
段
階
の
連
結
状
態
か
ら
︑

鍬
身
単
体
で
可
能
な
段
階
ま
で
加
工
し
た
う
え
で
未
成
品
を
保
管
し
て
︑
部
材
が
そ
ろ
う
と
最
終
的
な
仕
上
げ

を
お
こ
な
う
︒
対
す
る
�
期
で
は
︑
必
要
な
部
材
を
そ
ろ
え
た
う
え
で
第
Ⅳ
工
程
へ
進
む
と
考
え
ら
れ
る
︒
規

格
化
の
進
展
と
あ
わ
せ
て
�
期
の
画
期
を
大
き
く
評
価
す
る
材
料
で
あ
る
︒

広鍬の編年（鶴来）
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�

鉄
製
工
具
の
導
入

木
器
の
製
作
に
お
け
る
鉄
製
工
具
の
導
入
と
普
及
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
︑
近
畿
地
方
に
つ
い
て
は
黒
須
亜
希
子
が

最
新
の
動
向
を
ま
と
め
て
い
る⑪
︒
し
た
が
っ
て
今
更
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
な
い
が
︑
蟻
溝
の
加
工
に
は
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

蟻
溝
の
加
工
に
鉄
製
工
具
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑
そ
の
採
用
率
の
高
さ
は
目
を
引
く
︒
蟻
溝
の
出
現
以
降
に
成
立
す

る
Ⅱ
ｂ
・
Ⅲ
ｂ
式
で
は
︑
ほ
ぼ
す
べ
て
の
広
鍬
に
蟻
溝
が
採
用
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
�
期
を
構
成
す
る
Ⅰ
ｄ
式
や
Ⅱ
ａ
式
で
は
泥
除
装

置
の
採
用
率
は
低
調
で
あ
る
︒
と
く
に
蟻
溝
と
相
関
性
の
高
い
凸
�
・
弓
型
を
除
く
と
︑
採
用
率
は
半
数
以
下
に
と
ど
ま
る
︒
泥
除
は
用
途
に

応
じ
て
脱
着
さ
れ
る
付
属
的
な
道
具
で
あ
り
︑
広
鍬
と
常
に
セ
ッ
ト
で
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
広
鍬
の
投
入
さ
れ
る
土
壌
に
よ
っ
て
は
︑

手
間
の
掛
か
る
装
置
の
加
工
を
製
作
時
に
回
避
す
る
選
択
肢
も
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う⑫
︒

で
は
�
期
の
蟻
溝
が
対
照
的
に
高
い
採
用
率
を
示
す
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
鉄
製
工
具
は
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
代
物
で
は
な
く
︑
首
長

層
に
よ
っ
て
厳
重
に
管
理
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑬
︒
蟻
溝
の
加
工
は
特
定
の
工
人
に
よ
り
︑
広
鍬
の
使
用
者
︵
消
費
者
︶
と
は
切
り
離
さ

れ
た
場
で
お
こ
な
わ
れ
︑
そ
の
高
度
な
加
工
技
術
は
彼
ら
に
よ
っ
て
占
有
・
継
承
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
生
産
体
制
の
変
容
を
受
け
て
︑
多
様
な

環
境
お
よ
び
用
途
に
対
応
可
能
な
規
格
品
と
し
て
︑
蟻
溝
を
施
し
た
広
鍬
が
量
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
�
期
に
お
け
る
蟻
溝
の
出

現
は
︑
単
に
鉄
製
工
具
の
普
及
を
示
す
の
で
は
な
く
︑
身
近
な
生
業
用
具
で
あ
る
農
具
の
生
産
が
限
ら
れ
た
工
人
の
な
か
で
完
結
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
︒
同
時
に
︑
�
期
ま
で
は
広
鍬
の
製
作
者
と
そ
の
使
用
者
が
同
一
で
あ
る
か
︑
少
な
く
と
も
個
別
の
要
望
に
応
え
う
る
程
度
の
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
︒

樋
上
昇
は
伊
勢
湾
周
辺
地
域
の
鍬
を
分
析
し
︑
弥
生
時
代
の
鍬
は
法
量
的
偏
差
が
大
き
く
︑
民
具
学
的
な
機
能
分
化
が
み
と
め
ら
れ
な
い
こ

と
を
指
摘
す
る⑭
︒
こ
の
バ
ラ
つ
き
は
︑
使
用
者
の
身
体
的
特
徴
に
合
わ
せ
た
鍬
が
製
作
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
た
可
能
性
を
樋
上
は
想
定
し
︑
製

作
者
と
使
用
者
が
同
一
ま
た
は
距
離
的
に
近
い
関
係
に
あ
る
と
推
測
し
た
︒
と
こ
ろ
が
古
墳
時
代
に
は
鍬
の
規
格
性
が
高
ま
り
器
種
の
区
分
が
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明
確
に
な
る
︒
こ
の
変
化
は
木
材
資
源
の
偏
在
を
背
景
と
し
て
︑
生
産
地
と
消
費
地
が
乖
離
し
て
鍬
の
商
品
化
が
生
じ
た
結
果
と
さ
れ
る
︒

樋
上
の
分
析
は
伊
勢
湾
周
辺
を
対
象
と
し
て
お
り
︑
ま
た
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
へ
の
移
行
期
に
画
期
を
求
め
る
点
で
筆
者
の
立
場
と
は

や
や
異
な
る
が
︑
時
期
が
新
し
く
な
る
と
規
格
化
が
進
行
す
る
点
︑
そ
の
背
後
に
生
産
体
制
の
変
化
を
想
定
す
る
点
で
は
本
論
の
主
旨
と
一
致

す
る
︒
本
論
で
は
�
期
に
お
け
る
Ｃ�

技
法
の
導
入
が
規
格
化
を
意
図
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
︑
�
期
か
ら
�
期
に
か
け
て
木
器
製
作
主
体

の
段
階
的
な
変
容
も
示
唆
さ
れ
る
︒
精
製
容
器
な
ど
特
定
の
器
種
で
は
︑
弥
生
・
古
墳
時
代
の
﹁
専
業
化
﹂
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑

今
後
は
広
鍬
の
よ
う
な
普
遍
的
な
道
具
に
つ
い
て
も
地
域
的
な
生
産
構
造
や
そ
の
変
化
の
解
明
が
期
待
さ
れ
る
︒

①

飯
塚
武
司
﹁
農
耕
社
会
成
立
期
の
木
工
技
術
の
伝
播
と
変
容
﹂︵
前
掲
︶︒

②

黒
崎
直
﹁
木
製
農
耕
具
の
性
格
と
弥
生
社
会
の
動
向
﹂︵
前
掲
︶︒

③

飯
塚
武
司
﹁
農
耕
社
会
成
立
期
の
木
工
技
術
の
伝
播
と
変
容
﹂︵
前
掲
︶︒
た
だ

し
飯
塚
は
東
日
本
ま
で
対
象
と
す
る
︒
飯
塚
は
連
結
さ
れ
る
個
体
数
に
も
言
及
す

る
が
︑
連
結
状
態
の
未
成
品
で
も
す
で
に
第
Ⅳ
工
程
に
移
行
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
り
︑
端
部
の
形
成
過
程
を
ふ
ま
え
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒

④

中
原
計
﹁
木
製
品
に
お
け
る
弥
生
時
代
前
期
の
画
期

広
鍬
Ⅰ
式
の
製
作
工
程

の
変
化
を
中
心
に

﹂︵
前
掲
︶︒

⑤

根
木
修
﹁
木
製
農
耕
具
の
意
義

弥
生
時
代
を
中
心
に

﹂︵
前
掲
︶︒

⑥

穂
積
裕
昌
﹁
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
木
器
生
産
体
制
に
つ
い
て
～
三
重
県

内
の
木
器
出
土
遺
跡
か
ら
の
素
描
～
﹂︵﹃
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀

要
﹄
第
九
号
︑
二
〇
〇
一
年
︶
二
三

三
二
頁
︒

⑦

若
林
邦
彦
﹁
弥
生
～
古
墳
時
代
に
お
け
る
製
作
途
上
木
製
品
の
出
土
傾
向
～
鉄

器
普
及
と
の
関
連
～
﹂︵﹃
大
阪
文
化
財
研
究
﹄
第
二
〇
号
︑
大
阪
府
文
化
財
セ
ン

タ
ー
︑
二
〇
〇
一
年
︶
四
一

四
七
頁
︒

⑧

飯
塚
武
司
﹁
農
耕
社
会
成
立
期
の
木
工
技
術
の
伝
播
と
変
容
﹂︵
前
掲
︶︑
桃
井

宏
和
﹁
木
材
の
加
工
技
術
の
特
徴

加
工
動
作
へ
の
着
目

﹂︵﹃
木
の
考
古
学
﹄

海
青
社
︑
二
〇
一
二
年
︶
三
五
一

三
五
九
頁
︒

⑨

成
形
が
曖
昧
で
あ
る
た
め
に
類
型
の
判
別
が
困
難
な
資
料
に
つ
い
て
は
や
む
を

得
ず
除
外
し
た
︒

⑩

Ⅱ
ａ
式
は
�
期
ま
で
存
続
す
る
が
︑
こ
こ
で
計
数
さ
れ
た
資
料
は
す
べ
て
凸
�

型
を
も
つ
こ
と
か
ら
�
期
に
相
当
す
る
︒

⑪

黒
須
亜
希
子
﹁
近
畿
地
方
に
お
け
る
農
工
具
の
鉄
器
化
に
つ
い
て
﹂︵﹃
木
製
品

か
ら
み
た
鉄
器
化
の
諸
問
題
﹄
考
古
学
研
究
会
︑
二
〇
一
七
年
︶
九
七

一
〇
六

頁
︒

⑫

先
述
の
よ
う
に
︑
黒
須
亜
希
子
は
冠
形
に
お
い
て
紐
結
合
に
よ
る
泥
除
装
着
の

可
能
性
を
指
摘
す
る
の
で
︑
泥
除
の
装
着
率
は
想
定
よ
り
高
い
可
能
性
が
あ
る
︒

一
方
で
鐘
形
で
は
紐
結
合
は
不
可
能
で
あ
り
︑
黒
須
も
泥
除
を
装
着
し
な
い
鍬
の

存
在
を
認
め
る
こ
と
か
ら
︑
作
り
分
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
︒

⑬

樋
上
昇
﹁
木
製
品
専
業
工
人
の
出
現
と
展
開
︵
上
︶︵
下
︶

伊
勢
湾
周
辺
地

域
に
お
け
る
木
製
品
の
生
産
と
流
通
を
め
ぐ
っ
て

﹂︵﹃
古
代
学
研
究
﹄
第
一
六

八
号
︑
古
代
学
研
究
会
︑
二
〇
〇
五
年
︶
一

一
八
頁
・
同
一
六
九
号
二
一

三

七
頁
︒

⑭

樋
上
昇
﹁
鍬
の
機
能
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
﹂︵﹃
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
研
究
紀
要
﹄
第
七
号
︑
二
〇
〇
六
年
︶
四
六

六
一
頁
︒

広鍬の編年（鶴来）
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お

わ

り

に

本
論
で
は
近
畿
地
方
に
お
け
る
広
鍬
の
編
年
案
を
提
示
し
︑
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
木
器
生
産
体
制
に
つ
い
て
簡
単
な
考
察
を
お
こ
な
っ
た
︒

諸
属
性
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
製
作
遺
構
を
機
軸
と
す
る
従
来
の
木
器
生
産
論
に
新
た
な
視
点
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

最
後
に
本
論
で
提
示
し
た
広
鍬
製
作
の
変
遷
に
つ
い
て
︑
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
︒

弥
生
時
代
前
期
に
近
畿
地
方
に
導
入
さ
れ
る
広
鍬
は
︑
形
態
と
技
術
の
両
面
に
お
い
て
規
格
性
が
強
く
︑
個
体
の
配
置
方
式
ま
で
厳
密
に
継

承
さ
れ
た
︒
変
化
の
緩
慢
で
あ
っ
た
前
期
と
は
対
照
的
に
︑
中
期
前
葉
に
は
機
能
性
の
向
上
を
目
指
し
て
急
速
に
形
態
変
化
が
進
む
と
と
も
に
︑

配
置
方
式
に
も
多
様
性
が
生
ま
れ
る
︒
製
作
工
程
の
各
所
で
省
力
化
が
生
じ
て
お
り
︑
前
期
と
比
べ
る
と
製
作
上
の
規
範
は
軟
化
す
る
︒
と
こ

ろ
が
中
期
中
葉
に
は
︑
規
格
的
な
割
付
技
法
が
普
及
し
て
再
び
配
置
方
式
が
統
一
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
作
業
単
位
に
も
変
化
が
及
ぶ
こ
と
か
ら
︑

生
産
体
制
の
転
機
を
迎
え
る
と
み
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
後
期
に
は
︑
鉄
製
工
具
の
普
及
と
と
も
に
広
鍬
生
産
が
少
数
の
工
人
に
委
ね
ら
れ
る
︒
中

期
以
前
と
異
な
り
型
式
学
的
変
化
の
認
識
が
難
し
い
こ
と
も
︑
こ
う
し
た
生
産
構
造
の
変
化
に
起
因
す
る
可
能
性
も
あ
る
︒

な
お
今
回
は
近
畿
地
方
全
体
の
変
遷
を
提
示
す
る
た
め
︑
内
部
に
存
在
す
る
小
地
域
性
に
つ
い
て
は
捨
象
し
た
部
分
も
大
き
い
︒
近
江
地
域

に
し
か
分
布
し
な
い
露
台
ゲ
タ
の
よ
う
に
特
定
の
類
型
が
偏
在
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
属
性
の
組
み
合
わ
せ
に
地
域
的
な
特
徴
が
表
れ
る
こ
と

も
あ
る
︒
割
付
技
法
に
も
細
分
の
余
地
が
あ
り
︑
完
成
品
と
あ
わ
せ
て
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
未
成
品
の
流
通
圏
を
特
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ

ろ
う
︒
未
成
品
出
土
の
有
無
に
基
づ
く
従
前
の
生
産
構
造
論
を
検
証
す
る
う
え
で
︑
こ
の
視
点
は
有
効
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
他
地
域
の
影
響
を
鑑
み
て
型
式
設
定
か
ら
除
外
し
た
資
料
群
は
︑
地
域
間
関
係
を
論
じ
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
︒
他

地
域
の
形
態
的
特
徴
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
で
諸
属
性
の
変
遷
観
に
一
致
し
な
い
組
み
合
わ
せ
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
︑
当
該
資
料
か
ら
両
地
域

の
併
行
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ま
で
広
鍬
の
拡
散
を
説
明
す
る
に
は
主
に
平
面
形
態
が
重
視
さ
れ
て
き
た
が
︑
複
数
の
属
性

を
同
時
に
扱
う
こ
と
で
よ
り
精
確
に
地
域
間
交
流
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

34 (498)



同
様
に
製
作
技
術
に
つ
い
て
も
地
域
を
超
え
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒
形
態
的
特
徴
の
共
有
関
係
に
基
づ
く
従
来
の
議
論
で
は
︑
何
ら
か
の

交
流
は
み
と
め
ら
れ
て
も
︑
そ
の
背
景
ま
で
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
︒
具
体
的
な
交
流
関
係
を
特
定
し
や
す
い
製
作
技
術
と
あ
わ
せ
て

分
析
す
る
こ
と
で
︑
農
具
の
拡
散
と
い
う
現
象
は
技
術
移
転
の
結
果
な
の
か
︑
あ
る
い
は
模
倣
の
連
続
に
よ
る
も
の
か
︑
と
い
う
論
点
に
ま
で

踏
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
は
他
地
域
で
も
編
年
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
︑
次
の
課
題
と
し
て
取
り

組
み
た
い
︒

︻
謝
辞
︼

本
稿
は
二
〇
一
七
年
一
月
に
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
し

た
修
士
論
文
の
一
部
を
書
き
改
め
た
も
の
で
す
︒
修
士
論
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑

吉
井
秀
夫
先
生
︑
下
垣
仁
志
先
生
か
ら
懇
切
な
御
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
ま
た

村
上
由
美
子
先
生
︑
福
山
博
章
氏
に
は
日
頃
よ
り
多
く
の
御
助
言
を
賜
り
︑
京
都
大

学
考
古
学
研
究
室
の
諸
氏
︑
京
都
弥
生
文
化
談
話
会
を
は
じ
め
各
地
の
研
究
会
の
諸

兄
よ
り
貴
重
な
御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

資
料
調
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
以
下
の
方
々
︑
機
関
か
ら
多
大
な
ご
配
慮
を
い
た

だ
き
ま
し
た
︒
末
筆
な
が
ら
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒︵
敬
称
略
︑
五
十
音
順
︶

阿
刀
弘
史

北
中
恭
裕

木
許
守

鐵
英
記

小
竹
森
直
子

柴
田
将
幹

清
水
邦

彦

清
水
琢
哉

瀬
口
眞
司

中
東
正
之

濱
田
延
充

安
土
城
考
古
資
料
館

茨

木
市
文
化
財
資
料
館

御
所
市
教
育
委
員
会

滋
賀
県
教
育
委
員
会

田
原
本
町
教

育
委
員
会

寝
屋
川
市
立
埋
蔵
文
化
財
資
料
館

兵
庫
県
立
考
古
博
物
館

大
和
高

田
市
教
育
委
員
会

な
お
︑
本
稿
は
平
成
二
八
年
度
公
益
財
団
法
人
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
若
手
研
究
助

成
お
よ
び
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
︵
課
題
番
号
：
一
七
Ｊ
〇
七
一
九

二
︶
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

資
料
掲
載
文
献
︵
行
頭
の
数
字
は
付
表
内
の
所
収
文
献
番
号
に
対
応
︶

一

安
土
町
教
育
委
員
会
﹃
西
才
行
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
一
九
八
三
年
︶

二

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
高
島
バ
イ
パ
ス
新
旭
町
内
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
﹄
四

︵
一
九
八
四
年
︶

三

米
原
町
教
育
委
員
会
﹃
入
江
内
湖
遺
跡
︵
行
司
町
地
区
︶
発
掘
調
査
報
告

書
﹄︵
一
九
八
八
年
︶

四

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
一
般
国
道
一
六
一
号
線
︵
高
島
バ
イ
パ
ス
︶
建
設
に

伴
う
新
旭
町
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅴ
﹄︵
一
九
九
三
年
︶

五

能
登
川
町
教
育
委
員
会
﹃
斗
西
遺
跡
︵
二
次
調
査
︶﹄︵
一
九
九
三
年
︶

六

長
浜
市
教
育
委
員
会
﹃
地
福
寺
遺
跡
・
塚
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
一

九
九
五
年
︶

七

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
赤
野
井
湾
遺
跡
﹄︵
一
九
九
八
年
︶

八

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
中
兵
庫
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶

九

能
登
川
町
教
育
委
員
会
﹃
石
田
遺
跡
・
中
沢
遺
跡
・
斗
西
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇

一
年
︶

一
〇

守
山
市
教
育
委
員
会
﹃
下
長
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅷ
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶

一
一

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹁
史
跡

大
中
の
湖
南
遺
跡
﹂﹃
緊
急
地
域
雇
用
特
別

交
付
金
事
業
に
伴
う
出
土
文
化
財
管
理
業
務
報
告
書
﹄︵
二
〇
〇
二
年
︶

一
二

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
柳
遺
跡
Ⅰ
・
下
戸
刈
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
四
年
︶
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一
三

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
黒
田
Ｂ
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
五
年
︶

一
四

能
登
川
町
教
育
委
員
会
﹃
石
田
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
五
年
︶

一
五

草
津
市
教
育
委
員
会
﹃
柳
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅰ
﹄︵
二
〇
〇
七
年
︶

一
六

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
柳
遺
跡
Ⅳ
﹄︵
二
〇
〇
八
年
︶

一
七

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
赤
野
井
浜
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
九
年
︶

一
八

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
七
条
浦
遺
跡
・
志
那
湖
底
遺
跡
﹄︵
二
〇
一
一
年
︶

一
九

守
山
市
教
育
委
員
会
﹃
下
之
郷
遺
跡
の
史
跡
整
備
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書

Ⅱ
﹄︵
二
〇
一
二
年
︶

二
〇

滋
賀
県
教
育
委
員
会
﹃
琵
琶
湖
東
南
部
草
津
川
地
域
の
湖
底
・
湖
岸
遺
跡
﹄

︵
二
〇
一
三
年
︶

二
一

日
本
考
古
学
協
会
﹁
京
都
府

深
草
遺
跡
﹂﹃
日
本
農
耕
文
化
の
生
成

本

文
篇
﹄︵
一
九
六
一
年
︶

二
二

︵
財
︶
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
﹃
京
都
府
遺
跡
調
査
報
告

書
﹄
第
六
冊
︵
一
九
八
六
年
︶

二
三

︵
財
︶
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
﹃
京
都
府
遺
跡
調
査
報
告

書
﹄
第
二
八
冊
︵
二
〇
〇
〇
年
︶

二
四

末
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙
二
郎
﹃
大
和
唐
古
彌
生
式
遺
跡
の
研
究
﹄

︵
一
九
四
三
年
︶

二
五

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
﹃
大
福
遺
跡
﹄︵
一
九
七
八
年
︶

二
六

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
﹃
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅲ
﹄︵
一
九
八

〇
年
︶

二
七

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
﹃
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報

一
九
八
二
年
度

︵
第
一
分
冊
︶﹄︵
一
九
八
三
年
︶

二
八

御
所
市
教
育
委
員
会
﹃
鴨
都
波
一
二
次
概
報
﹄︵
一
九
九
二
年
︶

二
九

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
﹁
藤
原
宮
の
調
査
﹂﹃
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査

概
報
﹄
二
五
︵
一
九
九
五
年
︶

三
〇

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
﹃
坪
井
・
大
福
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
〇
年
︶

三
一

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
﹃
保
津
・
宮
古
遺
跡
第
三
次
発
掘
調
査
報

告
﹄︵
二
〇
〇
三
年
︶

三
二

田
原
本
町
教
育
委
員
会
﹃
唐
古
・
鍵
遺
跡
Ⅰ
﹄︵
二
〇
〇
九
年
︶

三
三

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
﹃
川
西
根
成
柿
遺
跡
﹄︵
二
〇
一
一
年
︶

三
四

大
和
高
田
市
教
育
委
員
会
﹃
柿
の
内
東
遺
跡
一
次

菅
原
西
遺
跡
一
次

川

西
根
成
柿
遺
跡
一
次
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
二
〇
一
二
年
︶

三
五

桜
井
市
教
育
委
員
会
﹃
纒
向
石
塚
古
墳
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
二
〇
一
二
年
︶

三
六

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
﹃
一
町
西
遺
跡
Ⅱ
﹄︵
二
〇
一
三
年
︶

三
七

日
本
考
古
学
協
会
﹁
大
阪
府

瓜
破
遺
跡
﹂﹃
日
本
農
耕
文
化
の
生
成

本

文
篇
﹄︵
一
九
六
一
年
︶

三
八

瓜
生
堂
遺
跡
調
査
会
﹃
瓜
生
堂
遺
跡
﹄︵
一
九
七
一
年
︶

三
九

瓜
生
堂
遺
跡
調
査
会
﹃
瓜
生
堂
遺
跡

資
料
編
﹄︵
一
九
七
二
年
︶

四
〇

︵
財
︶
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
池
上
遺
跡

木
器
編
﹄︵
一
九
七
八
年
︶

四
一

瓜
生
堂
遺
跡
調
査
会
﹃
恩
智
遺
跡
Ⅰ
﹄︵
一
九
八
〇
年
︶

四
二

︵
財
︶
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
﹃
若
江
北
遺
跡
﹄︵
一
九
八
五
年
︶

四
三

︵
財
︶
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
﹃
鬼
虎
川
の
木
質
遺
物
﹄︵
一
九
八
七
年
︶

四
四

寝
屋
川
市
教
育
委
員
会
﹃
高
宮
八
丁
遺
跡

木
器
編
﹄︵
一
九
八
九
年
︶

四
五

大
阪
府
教
育
委
員
会
﹃
河
内
平
野
遺
跡
群
の
動
態
Ⅵ
﹄︵
一
九
九
三
年
︶

四
六

東
大
阪
市
教
育
委
員
会
﹃
西
ノ
辻
遺
跡
第
二
二
次
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
一

九
九
五
年
︶

四
七

大
阪
府
教
育
委
員
会
﹃
河
内
平
野
遺
跡
群
の
動
態
Ⅲ
﹄︵
一
九
九
六
年
︶

四
八

︵
財
︶
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
﹃
下
田
遺
跡
﹄︵
一
九
九
六
年
︶

四
九

︵
財
︶
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
﹃
鬼
虎
川
遺
跡
第
三
三
次
発
掘
調
査
報
告
﹄

︵
一
九
九
六
年
︶

五
〇

大
阪
府
教
育
委
員
会
﹃
野
々
井
遺
跡
Ⅱ
﹄︵
一
九
九
七
年
︶

五
一

東
大
阪
市
教
育
委
員
会
﹃
西
ノ
辻
遺
跡
第
一
七
次
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
一

九
九
九
年
︶
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五
二

︵
財
︶
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
﹃
瓜
生
堂
・
若
江
北
・
山
賀
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
書
﹄︵
一
九
九
九
年
︶

五
三

大
阪
府
教
育
委
員
会
﹃
河
内
平
野
遺
跡
群
の
動
態
Ⅶ
﹄︵
一
九
九
九
年
︶

五
四

東
大
阪
市
教
育
委
員
会
﹃
瓜
生
堂
遺
跡
第
四
六
次
発
掘
調
査
中
間
報
告
書
﹄

︵
二
〇
〇
〇
年
︶

五
五

︵
財
︶
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
池
島
・
福
万
寺
遺
跡
二
﹄︵
二
〇
〇
二

年
︶

五
六

︵
財
︶
大
阪
市
文
化
財
協
会
﹃
瓜
破
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅲ
﹄︵
二
〇
〇

三
年
︶

五
七

大
阪
府
教
育
委
員
会
﹃
木
の
本
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
四
年
︶

五
八

︵
財
︶
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
瓜
生
堂
遺
跡
Ⅰ
﹄︵
二
〇
〇
四
年
︶

五
九

︵
財
︶
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
山
賀
遺
跡
﹄︵
二
〇
〇
七
年
︶

六
〇

︵
公
財
︶
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
池
島
・
福
万
寺
遺
跡
一
三
﹄︵
二
〇

一
一
年
︶

六
一

高
槻
市
教
育
委
員
会
﹃
安
満
遺
跡
確
認
調
査
報
告
書
﹄︵
二
〇
一
三
年
︶

六
二

︵
財
︶
大
阪
市
文
化
財
協
会
﹃
加
美
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅵ
﹄︵
二
〇
一
五

年
︶

六
三

兵
庫
県
教
育
委
員
会
﹃
播
磨
・
権
現
遺
跡
﹄︵
一
九
七
二
年
︶

六
四

兵
庫
県
教
育
委
員
会
﹃
北
青
木
遺
跡
﹄︵
一
九
八
六
年
︶

六
五

神
戸
市
教
育
委
員
会
﹁
新
方
遺
跡
︵
東
方
地
点
︶

第
二
次
調
査

﹂﹃
昭

和
五
九
年
度
神
戸
市
埋
蔵
文
化
財
年
報
﹄︵
一
九
八
七
年
︶

六
六

神
戸
市
教
育
委
員
会
﹃
戎
町
遺
跡
第
一
次
発
掘
調
査
概
報
﹄︵
一
九
八
九
年
︶

六
七

兵
庫
県
教
育
委
員
会
﹃
玉
津
田
中
遺
跡

第
五
分
冊
﹄︵
一
九
九
六
年
︶

六
八

芦
屋
市
教
育
委
員
会
﹃
平
成
一
一
・
一
二
年
度
国
庫
補
助
事
業
芦
屋
市
内
遺

跡
発
掘
調
査
﹄︵
二
〇
〇
六
年
︶

六
九

上
原
真
人
﹃
木
器
集
成
図
録

近
畿
原
始
篇
﹄︵
一
九
九
三
年
︶

図
版
出
典

以
下
︑︹

︺
内
数
字
は
参
考
文
献
の
番
号
に
対
応
す
る
︒
本
稿
図
版
は
︑
す
べ
て

掲
載
図
面
を
再
ト
レ
ー
ス
し
た
︒

図
三
：
一

︹
五
六
︺︒
二

︹
六
九
︺︒
三
・
五

︹
三
四
︺︒
四

︹
六
〇
︺︒
六

︹
四
三
︺︒
図
四
：
一
・
二
〇

︹
四
〇
︺︒
三
・
四

︹
一
一
︺︒
五
・
七

︹
六
七
︺︒
六

︹
六
九
︺︒
図
五
：
一

︹
二
八
︺︒
二
・
四

︹
一
六
︺︒
三

︹
六
七
︺︒
図
七
：︹
五
五
・
五
七
・
六
九
︺︒

図
八
：
一

︹
六
九
︺︒
二

︹
三
七
︺︒
三

︹
六
六
︺︒
四

︹
一
一
︺︒
五

︹
四
〇
︺︒
六

︹
六
九
︺︒
七

︹
一
一
︺︒
八

︹
五
九
︺︒
九

︹
四
五
︺︒
図

九
：
一

︹
二
八
︺︒
二

︹
四
〇
︺︒
三

︹
四
三
︺︒
四

︹
四
七
︺︒
五

︹
四

一
︺︒
六

︹
六
七
︺︒
七

︹
六
九
︺︒
八

︹
五
三
︺︒
九
・
一
〇

︹
一
六
︺︒

一
一

︹
一
〇
︺︒
一
二

︹
七
︺︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶

広鍬の編年（鶴来）
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付表　広鍬集成

1 - -1 Y 57
1 - -1 Y 44
1 - -1 Y 34
1 - -1 Y 34
1 × Y 8-1 69
1 Y 69
1 Y 8-2 37
1 Y 58
1 Y 57
1 Y 55
1 - -1 Y 34
1 - -1 Y 64
1 Y 44
1 Y 33
1 -1 Y 66
1 Y 8-3 66
2 Y 11
- Y 61
4x -1 Y 22
4x - -1 Y 44

1 1 - -1 Y 8-6 69
1 2 -1 Y 8-4 11
1 2 -1 Y 11
1 3 -1 Y 8-5 40
1 3 - -1 Y 69
1 3 - -1 Y 21
1 4x - -1 Y 21
2 4x × Y 24
2 4x -1 Y 8-7 11
2 4x - -1 - 8-8 59
2 4y Y 17
2 4y -1 Y 6
2 4y Y 65
3 3 × Y 11
2 4x Y 23
3 4x × Y 9-1 28
3 4x × Y 52
3 4y × Y 8-9 45
3 4y Y 11
3 4y Y 11
3 4y Y 29
3 4y Y 69
3 5 × Y 32
3 5 Y 67
1 3 -1 Y 11
1 3 -1 - 40
1 3 -1 Y 40
1 3 Y 40
1 3 Y 9-2 40
1 4y - -1 Y 49
2 4x × Y 9-3 43
2 4y × Y 25

a

a

*1

b

c

d

 〔 凡例 〕

未整形および欠損により形態が不明な属性はハイフンで示す。なお欠損等により型式を判別できなかった資料は掲載していない。

共伴土器のYは弥生時代を、Kは古墳時代を示す。なお筆者が共伴土器を検討できず、報告書等の年代観に従った場合は（ ）とする。

Ⅱb～Ⅲbでは点数が膨大であることから、1遺跡内で平面・隆起形態が共通する場合は代表的な 1点を表示し、所収欄の（ ）内に点数を示す。

型式欄中の *1 には山陰地方の影響が、*2 には東日本地域の影響がみられるため、本文中の型式と区別して提示する。

38 (502)



1 5 Y 26
1 5 × Y 41
1 5 Y K 16
1 × Y 9-4 47
2 5 × Y 38,39 2
2 5 × Y 69
2 5 - 20
2 - 18
2 Y 42
1 4x × Y 54
1 4y Y 19
1 4y × Y 9-5 41
1 4y × - 51
1 4y Y 9-6 67 2
1 5 × Y K 10
1 5 Y 7 2
1 5 Y K 12,16 2
1 5 × Y 33
1 5 × 30
1 5 - 9-7 69
1 5 Y 47
1 Y 9
1 × K 1
1 Y 8
1 Y K 12,16 6
1 - Y 47
1 × Y 43
1 Y 9-8 53 2
1 K 68
2 5 - 7 6
2 5 Y K 10 4
2 5 Y 8
2 5 Y K 9-9 12,16 12
2 5 K 4
2 5 Y 27
2 5 Y K 35
2 × Y K 14
2 Y K 9-10 16 2
2 Y 69
2 Y 31
2 K 36
2 Y 26
2 Y 55
2 × Y K 63

B 3 5 K 13
3 5 K 3 2
3 5 K 5
3 5 - 7 5
3 5 Y K 9-11 10 3
3 5 Y 8
3 5 Y K 15,16 3
3 5 K 2
3 K 3
3 - 9-12 7
3 K 69
3 K 62
3 K 53
3 K 48
3 4x K 3
3 4x Y K 16
3 4y K 3

*2

a

b

b

広鍬の編年（鶴来）
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Typological Sequence of the Hoe: Production of Wooden Artifacts

in the Kinki Region in Early Agrarian Society

by

TSURUGI Kosuke

Wooden farming tools have been indispensable in academic discussions of

the diffusion and development of agriculture because these tools supported

the economic infrastructure of during the initial stage of agrarian society. As

farming tools in particular are directly linked to farming methods, they have

affected how we think about agricultural production capacity. Moreover, as

we can easily find unfinished hoes, they play a major role in arguments

about the production system. However, we must depend on the associated

pottery to date these hoes. Because the relationship between these artifacts

is unclear as it is based on the estimated dating of the pottery, practical

debate has been hindered. A criterion for dating wooden artifacts

exclusively is needed to overcome these negative circumstances.

Thus, in this article I have created a typology of this important farming

implement, the hoe, and constructed a chronology. The methodology is as

follows; the hoe consisted of several independent constituent parts and each

of them changed typologically. As an individual artifact is represented by a

set of contemporary constituent parts, we can retrace changes in the hoe

through the changes in the combinations. We can elucidate changes in

production technique by examining the production process through an

analysis of unfinished items. I indicate the mutual integration of changes in

production technique and form and finally verify the set of seriations based

on the associated pottery. A chronology based on the form of the hoe was

completed through this process. The target area of this study was the Kinki

region where many artifacts have been excavated.

The production process for the hoe can be divided into five stages; the

lumbering of timber, sawing the wood, designing the layout of parts,

separating out the parts, and finishing the tool. Changes over time can be

seen in the layout stage. In carving the bulge in which the handle is

inserted, each bulge was carefully made at first, but the work gradually

became cruder. It can be assumed that the intention was to save labor in
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shaving by using large tools. On the other hand, a typological analysis shows

that all constituent attributes, with the exception of the silhouette, changed

serially. This change is consistent with the change in the production

technique. If each seriation of attributes is correct, we can regard artifacts

that have a common form as contemporary, and can understand the

relationship between types. This seriation can be divided into four phases.

The hoe is thought to have been introduced into the Kinki region at the

start of the Yayoi period, approximately 8000 years ago. Phase 1 corresponds

to the Early Yayoi period, when both the production technique and form

were standardized. Phase 2 corresponds to the early part of Middle Yayoi

period, when the form was modified to improve functionality and the

production process began to be simplified. At the same time, the original

form was ultimately simplified leading to the production of a new form. In

this phase the arrangement of the layout became variegated and the criteria

for production was relaxed. Phase 3 corresponds to the latter part of Middle

Yayoi period, when the criteria for production were strengthened and stages

in the production process changed. This technical transition may

demonstrate a turning point in the production system. Phase 4 corresponds

to the Late Yayoi period and thereafter, when almost all hoes have devices

that have been carved with iron tools. As it is thought that few people had

access to iron tools during the Yayoi period, an intensive production system

may have established. It has been pointed out that such a production system

is seen in some refined products, and we anticipate that the system used for

common tools will also be clarified.

Arguments concerning production of wooden artifacts have so far been

based on storage structures, and information gleaned from the artifacts

themselves has been limited. The approach used in this study differs

completely from previous methods, so it will play an important role in

verifying earlier research. Furthermore a solution to the question of cultural

interchange among regions can be anticipated when chronologies of the

various regions are established.
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