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じ
め
に

0
牛
頸
窯
跡
群
の
生
産
動
向

②
九
州
各
国
の
須
恵
器
生
産
動
向

③
九
州
の
須
恵
器
生
産
動
向
か
ら
見
た
変
化
と
画
期

④
ま
と
め

お

わ
り
に

［論
文
要
旨
已

　
西
海
道
、
す
な
わ
ち
現
在
の
九
州
に
お
け
る
八
世
紀
以
降
の
須
恵
器
窯
跡
群
の
生
産
動
向
と
窯
構

造
・
生
産
器
種
の
変
遷
を
、
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
の
事
例
を
中
心
に
見
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
筑
前

麟
で
は
七
世
紀
後
半
頃
に
な
る
と
牛
頸
窯
跡
群
に
窯
跡
が
集
中
し
、
一
国
一
窯
体
制
へ
と
移
行
す
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
時
期
に
成
立
す
る
大
宰
府
政
庁
へ
向
け
て
の
生
産
が
考
え
ら
れ
、
製
品
の
広
範
な
流

通
状
況
か
ら
こ
の
時
期
九
州
で
は
大
宰
府
中
心
の
生
産
体
制
が
と
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

八
世
紀

中
頃
か
ら
後
半
に
な
る
と
、
九
州
各
国
で
は
新
た
な
生
産
地
の
出
現
や
既
存
の
生
産
地
の
再

編
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
甕
・
大
甕
の
生
産
が
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
窯

も
小
型
の
も
の
の
み
と
な
る
。
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
、
大
宰
府
周
辺
で
は
肥
後
で
生
産
さ
れ
た
大

甕
の
出
土
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
牛
頸
窯
跡
群
で
生
産
し
な
い
甕
を
肥
後
か
ら
搬
入

す
る
「
地
域
間
分
業
」
と
考
え
、
大
宰
府
に
よ
る
須
恵
器
生
産
政
策
の
存
在
を
考
え
た
。
ま
た
、
こ

の

時
期
以
降
か
ら
九
世
紀
代
に
は
肥
後
国
で
須
恵
器
生
産
が
盛
ん
と
な
り
、
製
品
は
各
国
へ
も
た
ら

さ
れ
、
各
国
の
窯
跡
群
の
製
品
に
も
肥
後
国
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
中

頃
か
ら
後
半
以
降
は
大
宰
府
中
心
の
生
産
体
制
が
徐
々
に
肥
後
国
を
中
心
と
し
た
生
産
体
制
へ
と
変

化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
九
州
で
は
時
期
に
よ
っ
て
生
産
の
中
心
地
が
移
っ
て
い
る
状
況
が
伺
え

た
。　

九

州
各
国
の
須
恵
器
生
産
体
制
は
、
筑
前
国
以
外
に
も
一
時
的
に
一
国
一
窯
体
制
を
目
指
し
た
と

考
え
ら
れ
る
国
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
平
野
な
ど
の
地
形
的
な
ま
と
ま
り
を
単
位
と
す
る
地
域
レ

ベ
ル

の
生

産
体
制
が
整
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
肥
後
国
は
八
世
紀
中
頃
以
降
後
半
に
か
け
て

生

産
が
盛
ん
と
な
る
窯
跡
群
が
多
く
、
地
域
レ
ベ
ル
の
生
産
体
制
が
整
備
さ
れ
た
良
好
な
モ
デ
ル
で

あ
る
。

　
肥
後
国
で
は
、
九
世
紀
代
に
は
須
恵
器
生
産
だ
け
で
は
な
く
、
鉄
生
産
も
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、

大
宰
府
政
庁
お
よ
び
周
辺
官
衙
群
は
停
滞
す
る
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
生

産
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
の
在
り
方
が
八
世
紀
代
と
は
変
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
背

景
は
明
ら
か
で
な
く
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
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は

じ
め
に

　
古
代
の
土
器
生
産
に
お
い
て
、
五
世
紀
初
頭
ご
ろ
に
伝
来
し
た
須
恵
器
は
窯
と
い

う
焼
成
専
用
の
構
築
物
が
必
要
で
あ
り
、
製
作
に
あ
た
っ
て
は
ロ
ク
ロ
を
使
用
す
る

な
ど
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
異
な
る
技
術
の
下
に
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
須
恵
器
研
究
は
単
に
遺
物
の
編
年
だ
け
で
は
な
く
、
焼
成
に
使
用
さ
れ
た
窯
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
つ
い
て
も
分
布
と
変
遷
か
ら
当
時
の
生
産
体
制
に
つ
い
て
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
、

ま
た
窯
構
造
を
中
心
と
し
た
論
議
は
遺
物
に
は
表
れ
な
い
各
窯
跡
群
の
特
質
を
明
ら

　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
に

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
理
化
学
的
・
考
古
学
的
方
法
に
よ
る
生
産
地
推
定
は
、

単

に
各
窯
跡
群
の
製
品
供
給
範
囲
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
窯
跡
群
の
性
格
に

つ
い
て

も
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
、
古
代
社

会
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
と
考
え
る
。

　
西
海
道
す
な
わ
ち
現
在
の
九
州
に
お
い
て
も
多
数
の
窯
跡
群
が
営
ま
れ
（
図
1
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

五
世
紀
以
降
盛
ん
に
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
最
も
注
目
さ
れ
る
窯
跡
群
は
、

福
岡
県
大
野
城
市
南
部
を
中
心
と
し
、
一
部
は
隣
接
す
る
太
宰
府
市
・
春
日
市
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

広
が
る
牛
頸
窯
跡
群
で
あ
る
（
図
2
）
。
操
業
開
始
は
六
世
紀
中
頃
と
さ
れ
、
以
後
九

世
紀
中
頃
に
い
た
る
ま
で
操
業
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
発
掘
調
査
が
お
こ

な
わ
れ
た
窯
跡
の
数
は
既
に
二
〇
〇
基
を
越
え
て
お
り
、
総
基
数
は
五
〇
〇
基
を
越

え
る
と
想
定
さ
れ
る
九
州
最
大
の
窯
跡
群
と
し
て
著
名
な
遺
跡
群
で
あ
る
。

　
牛
頸
窯
跡
群
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
る
と
、
六
世
紀
中
頃
に
操
業
を
開
始
し
た
頃
、

群
の

北

側
に
広
が
る
福
岡
平
野
周
辺
で
は
小
古
墳
が
次
々
と
造
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
い
わ
ゆ
る
群
集
墳
の
時
代
に
入
る
。
牛
頸
窯
跡
群
内
で
は
、
こ
う
し
た
古
墳
の

祭
祀

に
使
用
す
る
須
恵
器
を
大
量
に
生
産
す
る
た
め
に
操
業
規
模
が
拡
大
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
、
群
は
範
囲
を
広
げ
、
複
数
の
支
群
が
形
成
さ
れ
る
。
群
内
で
は
、
須
恵
器
の
他

に
瓦
を
併
焼
す
る
瓦
陶
兼
業
窯
も
一
部
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
太
宰
府
市
神

　
　
　
　
　
　
（
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ノ
前
二
号
窯
跡
出
土
の
瓦
は
「
泥
状
盤
築
技
法
」
を
用
い
て
作
ら
れ
、
年
代
と
し
て

は
日
本
最
古
の
仏
寺
で
あ
る
飛
鳥
寺
出
土
瓦
の
製
作
時
期
と
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
後
、
牛
頸
窯
跡
群
内
の
一
部
で
は
瓦
陶
兼
業
窯
の
操
業
が
認
め
ら
れ
、
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

世
紀
後
半
と
さ
れ
る
春
日
市
ウ
ト
グ
チ
遺
跡
B
地
点
一
号
窯
跡
で
は
本
格
的
な
瓦
窯

と
し
て
成
立
を
み
る
が
、
以
後
群
内
で
瓦
の
生
産
は
認
め
ら
れ
ず
、
須
恵
器
の
み
の

生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
牛
頸
窯
跡
群
の
東
方
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
所
に

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

大
宰
府
政
庁
が
置
か
れ
、
「
遠
の
朝
廷
」
と
呼
ば
れ
、
西
海
道
の
中
央
政
府
と
し
て
機

能
し
て
い
る
。
牛
頸
窯
跡
群
で
は
、
以
後
大
宰
府
へ
向
け
た
生
産
が
本
格
化
し
て
お

り
、
九
世
紀
中
頃
に
操
業
を
終
了
す
る
ま
で
続
い
て
い
る
。

　
本
稿
で

は
、
八
世
紀
以
降
の
九
州
の
須
恵
器
生
産
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
が
、
中

で
も
牛
頸
窯
跡
群
を
中
心
に
各
国
の
様
相
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、
群
は
六
世

紀

中
頃
か
ら
九
世
紀
中
頃
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
期
間
に
渡
り
操
業
が
お
こ
な
わ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
当
時
の
社
会
背
景
を
鋭
敏
に
反
映
し
生
産
を
お
こ
な
っ
て

い

る
こ
と
と
、
大
宰
府
政
庁
に
近
接
し
、
政
庁
を
含
め
周
辺
官
衙
域
に
向
け
て
の
生

産
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
律
令
期
の
社
会
状
況
や
生
産
体
制
を
考
え
る
上
で

重
要
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

　
以
下

で

は
、
ま
ず
牛
頸
窯
跡
群
に
つ
い
て
窯
構
造
の
変
遷
や
生
産
器
種
の
推
移
を

明
ら
か
に
し
た
後
、
各
国
の
窯
跡
群
の
内
容
を
確
認
し
た
上
で
、
生
産
パ
タ
ー
ン
・

窯
構
造
・
生
産
器
種
・
生
産
体
制
を
ま
と
め
、
九
州
全
体
の
須
恵
器
生
産
体
制
の
在

り
方
と
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
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図1　九州の須恵器窯跡群分布図（須恵器集成図録第6巻より転載、一部改変）
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石木秀啓［牛頸窯跡群と九州の須恵器生産体制］

0
牛
頸
窯
跡
群
の
生
産
動
向

　
本
節
で
は
、
牛
頸
窯
跡
群
の
窯
構
造
の
変
遷
な
ら
び
に
生
産
器
種
の
変
化
に
つ
い

て
、
時
期
ご
と
に
様
相
を
と
ら
え
る
こ
と
で
八
世
紀
以
降
の
牛
頸
窯
跡
群
の
生
産
動

向
を
把
握
し
た
い
。
た
だ
、
八
世
紀
以
降
の
生
産
動
向
に
つ
い
て
特
質
を
明
ら
か
に

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
操
業
開
始
期
か
ら
の
変
遷
過
程
を
把
握
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る

が
、
紙
数
の
都
合
上
、
様
相
の
把
握
の
た
め
七
世
紀
後
半
以
降
に
つ
い
て
取
り
上
げ

る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
。

七
世
紀
後
半

（
図
3
・
5
）

　
　
　
ロ
　

　
杯

B
の
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
、
古
墳
時
代
的
な
杯
H
の
生
産
は
認
め
ら
れ
な
く
な

る
時
期
で
あ
る
。
窯
構
造
は
地
下
式
直
立
煙
道
窯
が
主
体
と
な
り
、
古
墳
時
代
の
牛

頸
窯
跡
群
に
お
い
て
特
有
の
窯
構
造
で
あ
っ
た
多
孔
式
煙
道
窯
は
少
な
く
な
っ
て
い

（1
2
）

る
。
窯
の
全
長
は
五
メ
ー
ト
ル
を
下
回
る
よ
う
な
小
型
の
窯
跡
が
登
場
し
、
そ
の
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

は
大
型
の
窯
跡
（
全
長
五
メ
ー
ト
ル
以
上
）
に
比
べ
て
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
小
型

の

窯
跡
で
は
蓋
杯
を
中
心
と
す
る
小
型
器
種
の
生
産
を
主
に
お
こ
な
っ
て
お

り
、
大
型
の
窯
跡
で
は
小
型
器
種
を
含
ん
で
甕
類
の
生
産
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
甕
の
出
土
量
は
前
代
に
比
べ
て
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
生
産
器
種
と
し

て

は
、
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
皿
・
平
瓶
・
長
頸
壼
・
甕
・
大
甕
な
ど
が
あ
り
、

蓋
杯
の

法
量
分
化
も
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
宮
ノ
本
四
号
窯
跡
で
は
円
面
硯
、
野

添
二
次

二
号
窯
跡
で
は
権
状
製
品
の
出
土
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
後
半
の
牛
頸
窯
跡
群
は
小
型
の
窯
に
お
け
る
小
型

器
種
の
生
産
が
は
じ
ま
る
時
期
で
あ
り
、
前
代
ま
で
の
大
型
の
窯
跡
に
お
け
る
多
器

種
焼
成
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
大
き
な
画
期
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
円
面
硯
や
権
状
製
品
の
出
土
は
律
令
制
の
施
行
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
牛

頸
窯
跡
群
は
成
立
期
の
大
宰
府
へ
向
け
た
生
産
を
開
始
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

八
世
紀
前
半
（
図
3
・
5
）

　
調

と
し
て
の
貢
納
を
示
す
ヘ
ラ
書
き
を
施
し
た
須
恵
器
大
甕
が
ハ
セ
ム
シ
一
二
地

区
灰
原
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
牛
頸
窯
跡
群
の
須
恵
器
（
大
脹
）
が
『
延
喜
式
主
計

式
』
の
規
定
ど
お
り
納
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
事
が
分
か
る
。

　
窯
構
造
は
地
下
式
直
立
煙
道
窯
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
窯
の
大
き
さ
は
前
代
と
同

じ
く
小
型
の
窯
跡
と
大
型
の
窯
跡
に
分
け
ら
れ
る
。
大
型
の
窯
跡
で
は
甕
の
生
産
が

お

こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
長
者
原
窯
跡
群
の
よ
う
に
小
型
の
窯
跡
の
み
で

構
成
さ
れ
る
群
も
あ
る
。
ま
た
窯
跡
の
数
は
前
代
に
比
べ
て
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。

生
産
器
種
と
し
て
は
、
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
皿
・
鉢
・
長
頸
壷
・
短
頸
壼
・

壼
・
甕
・
大
甕
が
あ
り
、
器
種
も
非
常
に
多
く
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
前
半
の
牛
頸
窯
跡
群
は
前
代
に
お
い
て
認
め
ら
れ

た
小
型
の
窯
に
お
け
る
小
型
器
種
の
生
産
が
さ
ら
に
顕
在
化
す
る
時
期
で
あ
る
。
大

型

の
窯
跡
は
少
な
く
な
り
、
さ
ら
に
大
型
の
窯
跡
を
含
ま
な
い
群
が
あ
る
こ
と
は
、

小
型

器
種
の
生
産
が
主
と
し
て
進
め
ら
れ
、
甕
類
は
す
で
に
普
遍
的
な
生
産
物
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
（
図
3
・
6
）

　
前
代
に
比
べ
て
大
型
の
窯
跡
が
減
少
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
小
型
の
窯
跡
と
な

る
。
窯
跡
の
数
は
前
代
と
同
様
に
非
常
に
多
い
。
窯
構
造
は
地
下
式
直
立
煙
道
窯
が

ほ

と
ん
ど
で
あ
る
が
、
道
ノ
下
一
七
号
窯
跡
は
牛
頸
窯
跡
群
で
は
あ
ま
り
例
の
な
い

半
地
下
式
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
窯
は
全
長
四
・
三
六
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅
一
・

八
ニ

メ
ー
ト
ル
の
楕
円
形
プ
ラ
ン
を
呈
し
て
お
り
、
出
土
遺
物
が
高
杯
な
ど
に
限
ら

れ

る
こ
と
か
ら
、
小
型
器
種
の
中
で
も
や
や
大
き
め
の
も
の
を
焼
く
器
種
に
よ
る
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

業
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
器
種
は
前
代
と
同
じ
く
豊
富
で
あ
る
。
ま
た
、
石
坂

C
ー
二
号
窯
跡
は
灰
原
の
み
の
調
査
で
あ
っ
た
が
、
長
頸
壷
の
体
部
に
突
帯
を
巡
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

せ

た
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
同
様
の
遺
物
は
、
窯
跡
で
は
な
い
が
須
恵
器
工
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

集
落
と
考
え
ら
れ
る
塚
原
遺
跡
S
K
一
二
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

　
八
世
紀
代

に
あ
た
る
窯
跡
の
中
で
、
全
長
五
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
大
型
の
窯
跡
を
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図3　牛頸窯跡群の須恵器窯構造変遷図①（S＝1200）
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八
世
紀
後
半
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ユ

　
　
　
　
　
ロ
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喧
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八
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紀
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九
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初
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び
　　　　一1工　　一．・
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九
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］
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図4　牛頸窯跡群の須恵器窯構造変遷図②（S＝1／200）
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図5　牛頸窯跡群出土遺物①（遺物は甕類を1／12、その他を1／6に統一した）
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図6　牛頸窯跡群出土遺物②
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石木秀啓［牛頸窯跡群と九州の須恵器生産体制］

挙
げ

る
と
井
手
四
号
窯
跡
・
ハ
セ
ム
シ
一
ニ
ー
V
号
窯
跡
・
一
二
ー
α
号
窯
跡
二

八
ー
1
号
窯
跡
・
二
〇
ー
皿
号
窯
跡
な
ど
が
あ
る
が
、
確
実
に
八
世
紀
中
頃
以
降
に

あ
た
る
の
は
ハ
セ
ム
シ
一
二
ー
V
号
窯
跡
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
井
手
四
号
窯
跡
・

ハ
セ

ム

シ
一
八
ー
1
号
窯
跡
の
窯
体
床
面
か
ら
は
、
甕
片
の
出
土
が
認
め
ら
れ
甕
類

の
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
以
降
、
九
世
紀
中
頃
と
考
え

ら
れ
る
石
坂
E
ー
三
号
窯
跡
ま
で
牛
頸
窯
跡
群
に
お
い
て
甕
類
の
生
産
を
確
認
で
き

る
窯
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
八
世
紀
中
頃
以
降
、
窯
の
小
型
化
は
一
層
進
み
、
全
長

五

メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
よ
う
な
大
型
の
窯
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
窯
体
内
最
大
高
も
六

〇

セ

ン
チ
を
越
え
る
も
の
は
少
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
甕
類
の
中
で
も
大
甕
の

入

る
よ
う
な
構
造
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
大

型
の

窯
跡
と
甕
類
の
出
土
が
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
一
つ
の
大
き
な
画
期
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
。

八
世
紀
後
半
（
図
4
・
6
）

　
全
長
三

～
四
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
窯
跡
が
多
く
造
ら
れ
、
甕
類
の
出
土
が
認
め
ら

れ

な
く
な
る
。
窯
跡
は
数
基
が
近
接
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
灰
原
か
ら
は
極

め

て

多
量
の
遺
物
が
出
土
す
る
。
遺
物
の
内
容
は
蓋
杯
を
中
心
と
す
る
小
型
器
種
で

あ
り
、
こ
の
時
期
も
生
産
量
が
落
ち
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
本
堂
遺
跡
五
次
調
査
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

で

は
、
こ
の
時
期
を
中
心
と
す
る
灰
原
か
ら
瓦
塔
の
出
土
が
見
ら
れ
た
。
屋
蓋
部
の

み

で
あ
っ
た
が
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
初
め
て
の
事
例
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
入
世
紀
後
半
は
な
お
蓋
杯
を
中
心
と
す

る
小
型
器
種
を
多
量
に
生
産
し
て
い
る
。
ま
た
前
代
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
突
帯
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

も
つ
長
頸
壼
は
、
肥
後
地
域
の
窯
跡
出
土
資
料
に
類
例
が
見
ら
れ
、
瓦
塔
も
九
州
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
豊
前
地
域
の
窯
跡
か
ら
多
く
出
土
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
製
品
の
一
部
に
他

地
域
か

ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
（
図
4
・
7
）

　
窯
跡
の
数
は
前
代
に
比
べ
て
減
少
し
て
お
り
、
生
産
量
も
減
少
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
窯
の
小
型
化
は
最
も
進
む
時
期
で
あ
り
、
井
手
二
四
号
窯
跡
は
全
長
一
・
五

六

メ
ー
ト
ル
と
極
め
て
小
さ
い
。
生
産
さ
れ
る
の
は
、
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
二
局
杯
・

皿
・
鉢
・
壷
な
ど
器
種
も
減
少
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て

生

産
器
種
・
生
産
量
の
減
少
が
認
め
ら
れ
る
。

九
世
紀
前
半
（
図
4
・
7
）

　

窯
跡
の
数
は
前
代
に
比
べ
て
さ
ら
に
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
集
落
遺
跡
で
あ
る
が
、

日
ノ
浦
遺
跡
の
土
坑
か
ら
の
出
土
遺
物
よ
り
該
期
の
窯
跡
の
存
在
が
推
定
さ
れ
て

　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

い

た
。
窯
跡
と
し
て
は
、
本
堂
遺
跡
五
次
調
査
六
号
窯
跡
が
確
認
さ
れ
、
生
産
の
一

端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
現
時
点
で
こ
の
時
期
の
窯
跡
は
他
に
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
日
ノ
浦
遺
跡
・
本
堂
遺
跡
出
土
遺
物
を
見
る
と
、
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
蓋
・
壼

な
ど
が
あ
り
、
器
種
は
前
代
に
比
べ
て
さ
ら
に
減
少
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
九
世
紀
前
半
は
前
代
に
比
べ
て
さ
ら
に

生

産
器
種
・
生
産
量
が
減
少
し
て
お
り
、
須
恵
器
生
産
が
ほ
ぼ
終
息
し
つ
つ
あ
る
段

階
と
考
え
ら
れ
る
。

九
世
紀
中
頃
（
図
4
・
7
）

　
窯
跡
の
数
は
極
め
て
少
な
い
。
石
坂
E
l
三
号
窯
跡
は
全
長
三
・
九
三
メ
ー
ト
ル
、

焼

成
部
最
大
幅
一
・
八
ニ
メ
ー
ト
ル
の
胴
張
り
プ
ラ
ン
を
呈
す
る
。
規
模
的
に
は
道

ノ
下
一
七
号
窯
跡
と
変
わ
ら
な
い
が
、
焚
口
部
に
深
い
舟
底
状
ピ
ッ
ト
を
も
つ
点
や
、

焚
口

部
が
極
端
に
絞
り
込
ま
れ
る
な
ど
前
代
ま
で
の
窯
の
特
徴
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
灰
原
か
ら
は
須
恵
器
杯
蓋
・
杯
身
・
鉢
・
壼
・
甕
・
大
甕
が
出
土
し
た
ほ
か
、

土
師
器
杯
・
皿
・
椀
・
鉢
・
甕
、
黒
色
土
器
椀
・
甕
、
丸
瓦
な
ど
須
恵
器
以
外
の
遺

物
も
灰
原
か
ら
多
量
に
出
土
し
た
。
こ
の
う
ち
大
甕
に
つ
い
て
は
、
二
重
口
縁
を
呈

し
、
熊
本
県
荒
尾
窯
跡
群
な
ど
で
生
産
さ
れ
る
も
の
と
形
態
・
調
整
技
法
が
極
め
て

　
　
　
　
　
（
2
2
）

近
似
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
九
世
紀
中
頃
は
窯
跡
の
数
は
極
め
て
少

な
く
、
窯
構
造
も
前
代
の
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
一
つ
の
画
期
と
し
て
と
ら
え
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る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
出
土
し
た
大
甕
の
特
徴
か
ら
、
操
業
に
あ
た
っ
て
は
肥
後

か

ら
工
人
の
参
加
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
以
降
の
窯
跡
は
現
時
点
で

は

確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
、
牛
頸
窯
跡
群
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
は
終
了
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
以

上
、
七
世
紀
後
半
以
降
の
牛
頸
窯
跡
群
の
生
産
動
向
を
見
て
き
た
。
こ
の
間
に

は
い
く
つ
か
の
画
期
が
認
め
ら
れ
た
が
、
最
も
大
き
な
画
期
は
、
七
世
紀
後
半
の
小

型
の

窯
跡
の
登
場
・
増
加
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
甕
類
の
生
産
量
の
低
下
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
蓋
杯
を
中
心
と
す
る
小
型
器
種
の
生
産
を
主
と
し
て
お
こ
な
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
窯
跡
を
調
査
す
る
と
、
窯
内
・
灰
原
か
ら
出
土
す
る
遺
物

の
大
半
が
蓋
杯
を
中
心
と
す
る
小
型
器
種
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
甕
類
の
出
土
は
非

常

に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
窯
跡
ご
と
の
出
土
器
種
と
数
量
に
つ
い
て

デ

ー
タ
化
さ
れ
た
例
は
少
な
い
が
、
ハ
セ
ム
シ
六
・
二
一
地
区
と
石
坂
窯
跡
E
地
点

に
つ
い
て
窯
内
・
灰
原
出
土
須
恵
器
破
片
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
成
果
が
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
（
2
3
）

て

い
る
。

　

ハ
セ
ム

シ
六
地
区
は
、
窯
跡
三
基
と
土
坑
三
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
窯
跡
は
い

ず
れ
も
二
・
五
～
三
・
八
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
窯
跡
で
あ
り
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八

世
紀
中
頃
に
か
け
て
の
時
期
が
考
え
ら
れ
る
。
窯
内
・
灰
原
か
ら
は
、
杯
蓋
・
杯
身
・

杯
・
皿
・
高
杯
・
短
頸
壷
・
長
頸
壼
・
壼
・
鉢
・
甕
・
托
・
硯
・
鈴
と
い
っ
た
豊
富

な
器
種
が
出
土
し
て
い
る
。
出
土
総
数
は
破
片
数
で
五
九
四
四
六
点
、
器
種
の
判
明

す
る
も
の
は
三
四
〇
〇
七
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
杯
蓋
・
杯
身
は
合
わ
せ
て
二
七

八
一
八
点
と
器
種
の
判
明
す
る
も
の
の
中
で
は
八
一
・
八
％
、
出
土
総
量
に
お
い
て

も
四
六
・
七
％
を
占
め
、
こ
の
時
期
の
主
要
な
生
産
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
甕
は
口
径
二
二
～
三
〇
セ
ン
チ
程
度
の
小
型
の
甕
で
、
出
土
量
は
一
二
六

一
点
、
器
種
の
判
明
す
る
も
の
の
中
で
は
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
蓋
杯
に
比
べ
て
圧

倒
的
に
少
な
い
。

　

ハ
セ

ム

シ
一
二
地
区
は
和
銅
六
年
銘
の
ヘ
ラ
書
き
須
恵
器
を
出
土
し
た
地
区
で
、

窯
跡
一
〇
基
・
土
坑
二
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
窯
跡
は
一
二
ー
V
・
W
・
α
号
窯

跡

は
全
長
五
・
一
五
～
七
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
大
型
の
部
類
に
、
一
二
ー
1
～
W
・

W
・
測
号
窯
跡
は
全
長
二
・
一
～
四
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
窯
跡
で
あ
る
。
窯

内
・
灰
原
か
ら
は
七
世
紀
後
半
か
ら
入
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
遺
物
が
出
土
し
て
お

り
、
破
片
総
数
四
七
七
六
一
点
の
う
ち
杯
蓋
・
杯
身
合
わ
せ
て
二
三
一
〇
一
点
に
対

し
、
甕
は
三
七
九
五
点
で
あ
る
。

　
石
坂
窯
跡
E
地
点
は
九
世
紀
中
頃
と
考
え
ら
れ
る
E
l
三
号
窯
跡
が
あ
り
、
牛
頸

窯
跡
群
で
最
も
新
し
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
灰
原
か
ら
は
須
恵
器
の
ほ
か
土
師
器
・

黒

色
土
器
・
瓦
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
須
恵
器
の
破
片
総
数
一
四
六
二
点

の
う
ち
甕
が
一
四
二
五
点
を
占
め
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
総
基
数
五
〇
〇
基
を
越
え
る
と
言
わ
れ
る
牛
頸
窯
跡
群
の
ほ
ん

の
一
部
の
例
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
ま
ま
生
産
器
種
の
比
率
に
あ
て
る
こ
と

は
危
険
で
あ
る
が
、
報
告
書
に
お
い
て
図
化
さ
れ
た
遺
物
の
数
量
を
表
に
ま
と
め
る

と
甕
類
の
数
は
八
世
紀
後
半
に
い
た
る
と
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

（2
4
）

た
。　

ま
た
中
村
浩
氏
に
よ
れ
ば
、
五
・
六
世
紀
代
の
窯
跡
で
の
生
産
器
種
を
ま
と
め
た

際
、
出
土
破
片
総
数
の
中
で
甕
が
占
め
る
割
合
は
T
G
二
二
号
窯
跡
（
1
型
式
一
～
二

段

階
）
で
約
八
五
％
、
T
G
六
八
号
窯
跡
（
H
型
式
六
段
階
～
皿
型
式
一
段
階
）
で

約
六
〇
％
で
あ
り
、
特
に
初
期
須
恵
器
段
階
に
お
い
て
須
恵
器
は
貯
蔵
具
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
牛
頸
窯
跡
群
に
お
い
て
六
・
七

世
紀
代
の
デ
ー
タ
は
整
理
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
場
・
整
理
段
階
で
の
所
見
か
ら
言

え
ば
、
七
世
紀
前
半
代
ま
で
は
窯
跡
出
土
須
恵
器
の
う
ち
約
半
数
を
甕
が
占
め
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
後
半
以
降
の
牛
頸
窯
跡
群
で
は
小
型
の
窯
に
お
い

て

主

と
し
て
小
型
器
種
を
生
産
し
て
お
り
、
一
部
甕
の
生
産
も
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
の
数
は
蓋
杯
に
比
べ
て
極
め
て
少
な
く
甕
は
主
要
な
生
産
品
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
蓋
杯
を
中
心
と
す
る
小
型
器
種
の
生
産
が
特
化
す
る
背

景
と
し
て
は
、
大
宰
府
に
お
け
る
儀
礼
・
祭
祀
・
蕃
客
の
接
待
・
饗
宴
・
生
活
の
場

面

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
食
器
類
を
大
量
か
つ
安
定
的
に
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
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在
し
た
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
を
大
宰
府
政
庁
に
よ
る
須
恵
器
生
産
政
策
と
位
置
づ

　
（
2
4
）

け
た
。
ま
た
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
間
に
甕
を
生
産
し
な
く
な
り
、
小
型
器
種

の
み

の
生

産
に
う
つ
る
現
象
も
同
様
と
考
え
ら
れ
、
牛
頸
窯
跡
群
は
大
宰
府
の
指
導

の

下

に
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
生
産
量
・
生
産
器
種
は
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
ご
ろ
か
ら
急
減
し
て

お

り
、
九
世
紀
代
の
窯
跡
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
石
坂
E
I
三

号
窯
跡
の
よ
う
な
事
例
は
他
地
域
か
ら
の
技
術
を
取
り
入
れ
、
生
産
を
維
持
し
よ
う

と
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
試
み
は
あ
ま
り
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

り
、
牛
頸
窯
跡
群
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
は
終
了
し
て
い
る
。

②
九
州
各
国
の
須
恵
器
生
産
動
向

　
九

州
の
代
表
的
な
窯
場
で
あ
る
牛
頸
窯
跡
群
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
以

下
で
は
九
州
各
国
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
動
向
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
た

だ
し
、
須
恵
器
窯
跡
は
周
知
の
よ
う
に
大
部
分
が
丘
陵
・
山
間
部
に
位
置
し
て
お
り
、

地
域

に
よ
っ
て
は
そ
う
し
た
地
区
へ
の
開
発
行
為
が
少
な
い
こ
と
も
多
く
、
未
発
見

の

窯
跡
は
相
当
数
存
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
埋
蔵
文
化
財
調
査
の
多

寡
は
、
そ
の
ま
ま
遺
跡
の
分
布
の
精
粗
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、

現
在
認
識
し
う
る
遺
跡
の
分
布
や
内
容
が
古
代
の
在
り
方
を
ど
の
程
度
反
映
し
て
い

る
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
考
え
よ
う
と
す
る
九
州
各
国
に

お

け
る
須
恵
器
生
産
動
向
は
上
記
の
よ
う
な
資
料
的
限
界
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

り
、
今
後
の
調
査
の
進
展
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

く
。　

さ
て
、
古
代
の
須
恵
器
生
産
体
制
を
考
え
る
上
で
重
要
な
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る

の

は
、
北
陸
地
方
の
状
況
で
あ
る
。
北
陸
地
方
は
全
国
的
に
見
て
も
須
恵
器
窯
跡
群

の
多
い
地
域
で
あ
り
、
生
産
動
向
を
見
た
場
合
、
郡
ご
と
の
生
産
が
明
確
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
郡
単
位
に
須
恵
器
窯
跡
群
が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
は
、

郡
ご

と
に
窯
業
を
お
こ
な
う
政
策
が
と
ら
れ
、
「
郡
程
度
の
領
域
を
単
位
と
し
て
窯
業

生

産
体
制
を
整
備
す
る
在
り
方
」
と
し
て
コ
郡
一
窯
（
的
）
体
制
」
が
存
在
し
た

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
北
陸
地
方
の
中
で
も
二
郡
一
窯
（
的
）
体
制
」
が
明

確

な
の
は
越
中
地
域
で
あ
り
、
こ
う
し
た
体
制
が
機
能
し
た
の
は
「
七
・
入
世
紀
で

あ
り
、
九
世
紀
に
は
変
質
が
顕
在
化
し
、
一
〇
世
紀
に
は
消
滅
し
た
」
と
さ
れ
て
い

る
。

　
一
方
、
菱
田
哲
郎
氏
は
上
記
の
「
一
郡
一
窯
体
制
」
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
丹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

波
国
の
須
恵
器
生
産
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
中
で
氏
は
丹
波
国
内
の
窯
業
遺
跡

に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
一
郡
に
一
ヵ
所
の
生
産
地
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を

一
郡
一
窯
型
と
類
型
化
し
、
郡
ご
と
の
消
長
パ
タ
ー
ン
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

七

世
紀
に
生
産
が
は
じ
ま
り
九
世
紀
に
終
了
す
る
パ
タ
ー
ン
と
八
世
紀
中
葉
に
生
産

が
は

じ
ま
り
二
世
紀
ま
で
操
業
が
続
く
パ
タ
ー
ン
の
二
つ
が
存
在
す
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
は
北
陸
地
方
の
須
恵
器
生
産
や
讃
岐
国
に
お
い

て

も
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
操
業
が
長
く
続
く
窯
跡
群
は
国
府
と
の
関
係
が
推
測
で

き
る
も
の
と
し
て
、
各
郡
の
窯
跡
群
に
お
い
て
は
郡
レ
ベ
ル
の
生
産
地
と
国
レ
ベ
ル

の
生
産
地
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
氏
は
一
郡
一
窯
型
と
は
異
な
る
生
産
体
制
を
と
る
地
域
と
し
て
関
東
地
方

を
取
り
上
げ
、
拠
点
的
な
生
産
地
が
成
立
す
る
地
域
と
須
恵
器
生
産
を
お
こ
な
わ
な

い
地
域
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
拠
点
的
な
生
産
地
か
ら
広
域
に
供
給

さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
」
を
広
域
型
の
窯
業
生
産
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
広
域
型
の
窯
か
ら

は
郡
・
国
を
超
え
て
流
通
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
総
基
数
が
三
〇
〇
基
を
超
え
る
大
規
模
な
窯
跡
群
と
し
て
、
陶
邑
窯
跡
群
・

牛
頸
窯
跡
群
・
猿
投
窯
跡
群
・
尾
北
窯
跡
群
・
美
濃
須
衛
窯
跡
群
・
湖
西
窯
跡
群
を

挙
げ
、
国
家
レ
ベ
ル
・
国
レ
ベ
ル
の
生
産
を
お
こ
な
う
集
約
型
の
生
産
地
と
さ
れ
て

い

る
。
こ
う
し
た
一
郡
一
窯
型
の
生
産
地
や
集
約
型
の
生
産
地
に
お
い
て
は
、
八
世

紀
中
頃
に
画
期
が
認
め
ら
れ
、
窯
の
分
布
や
消
長
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
さ

れ
て

い
る
。
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一
方
、
九
州
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
体
制
に
つ
い
て
は
、
岡
田
裕
之
氏
に
よ
り
牛

頸
窯
跡
群
を
含
め
た
北
部
九
州
地
域
の
生
産
動
向
に
つ
い
て
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て

い

る
。
そ
の
中
で
氏
は
、
第
一
の
画
期
（
六
世
紀
後
半
～
七
世
紀
前
半
）
と
第
二
の

画
期
（
七
世
紀
末
～
八
世
紀
前
半
）
の
二
つ
の
画
期
を
設
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の

画
期
は
群
集
墳
な
ど
の
増
加
に
連
動
し
た
生
産
地
の
拡
大
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
成

立

し
た
窯
跡
群
が
第
二
の
画
期
を
境
に
生
産
を
継
続
す
る
群
と
停
止
す
る
群
に
分
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
筆
者
は
八
世
紀
以
降
を
中
心
と
し
た
九
州
各
国
に
お
け
る
窯
跡
群
の
動
向
に

つ
い
て

整
理
を
試
み
た
が
、
窯
跡
出
土
資
料
の
提
示
と
若
干
の
考
察
に
止
ま
っ
た
の

　
　
　
　
（
2
4
）

み

で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
八
世
紀
以
降
の
九
州
各
国
の
窯
跡
に
つ
い

て
、
旧
稿
後
管
見
に
お
よ
ん
だ
資
料
を
加
え
て
概
観
し
て
い
く
。

筑
前
国

　
律
令
期
の
筑
前
国
に
は
、
恰
土
郡
・
志
麻
郡
・
早
良
郡
・
那
珂
郡
・
席
田
郡
・
糟

屋

郡
・
宗
像
郡
・
遠
賀
郡
・
鞍
手
郡
・
嘉
麻
郡
・
穂
波
郡
・
夜
須
郡
・
下
座
郡
・
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

座

郡
・
御
笠
郡
の
計
一
五
郡
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
八
世
紀
以
降
に
須
恵
器
生
産
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

認
め

ら
れ
る
の
は
、
那
珂
郡
・
鞍
手
郡
で
あ
る
。

　
ま
ず
那
珂
郡
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
牛
頸
窯
跡
群
が
あ
る
ほ
か
は
地
別
当
遺
跡

群

に
お
い
て
二
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
（
図
8
・
1
0
）
。
窯
跡
は
、

福
岡
県
那
珂
川
町
に
所
在
し
、
八
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

窯
跡
の
残
存
状
態
は
よ
く
な
か
っ
た
が
、
一
号
窯
跡
は
残
存
長
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の

や
や
大
型
の

窯
跡
、
二
号
窯
跡
は
全
長
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
窯
跡
で
、
一
号

窯
跡
か
ら
は
杯
蓋
・
杯
身
・
壷
類
・
鉢
・
甕
、
二
号
窯
跡
か
ら
は
杯
蓋
・
杯
身
・
皿

が
出
土
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
報
告
者
は
＝
号
窯
跡
は
大
半
を
失
う
も
の
の
二

号
窯
跡
よ
り
規
模
が
大
き
く
、
遺
物
も
二
号
窯
跡
で
は
見
ら
れ
な
い
鉢
・
甕
な
ど
の

大
型

品
も
出
土
し
て
お
り
、
器
種
に
よ
り
分
業
し
て
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　

せ

る
。
」
と
の
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
当
遺
跡
は
牛
頸
窯
跡
群
と
は
や
や
離
れ
た

位
置
に
あ
る
が
、
器
種
に
よ
る
分
業
は
牛
頸
窯
跡
群
と
同
じ
生
産
思
想
の
下
に
操
業

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
那
珂
郡
で
は
総
基
数
五
〇
〇
基
を
超
え
る
牛
頸
窯
跡
群
が
古
墳

時
代
以
来
大
規
模
な
操
業
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
他
に
数
基
程
度
の
小
規
模
な
窯
跡

群
が
存
在
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
こ
の
小
規
模
な
窯
跡
群
は
現
在
の
と
こ
ろ
地
別

当
遺
跡
群
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
調
査
の
進
行
に
よ
っ
て
も
さ
ほ
ど
増

加
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
牛
頸
窯
跡
群
で
は
七
世
紀
後
半
に
全
長
五
メ
ー

ト
ル
以
下
の
小
型
の
窯
跡
が
登
場
し
、
窯
跡
の
数
は
増
加
し
て
お
り
、
古
墳
時
代
よ

り
も
奈
良
時
代
の
方
が
窯
跡
の
数
は
多
い
。
奈
良
時
代
に
は
新
た
な
支
群
の
登
場
も

　
　
　
（
3
2
）

認
め

ら
れ
、
大
宰
府
へ
む
け
て
の
集
中
的
な
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確

実
で

あ
る
。
一
方
、
地
別
当
窯
跡
群
に
お
け
る
器
種
に
よ
る
分
業
は
牛
頸
窯
跡
群
の

影
響
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
、
律
令
期
の
那
珂
郡
で
は
牛
頸
窯
跡
群
に
お
い
て

集
中
し
た
生
産
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
次

に
、
鞍
手
郡
の
状
況
を
み
て
い
き
た
い
。
鞍
手
郡
に
は
広
江
窯
跡
・
八
尋
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

群
・
宮
崎
窯
跡
群
が
あ
る
。
広
江
窯
跡
は
福
岡
県
直
方
市
に
所
在
し
、
窯
体
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
が
、
窯
跡
の
前
庭
部
と
さ
れ
る
溝
状
遺
構
か
ら
多
量
の
須
恵
器
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

土

し
た
（
図
1
0
）
。
遺
物
に
つ
い
て
は
田
村
氏
に
よ
り
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

出
土
遺
物
に
は
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
皿
・
壷
・
甕
が
あ
り
、
杯
身
・
杯
に
関

し
て
は
ー
～
V
類
に
分
類
し
て
い
る
。
杯
蓋
は
量
が
少
な
く
、
つ
ま
み
を
も
つ
も
の

が
生

産
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
甕
は
全
形
を
伺
え
る
よ
う
な

も
の
は
な
い
が
、
蓋
杯
に
対
し
て
量
は
非
常
に
少
な
い
。
時
期
は
八
世
紀
第
三
四
半

期
か
ら
九
世
紀
第
一
四
半
期
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
八
尋
遺
跡
群
は
福
岡
県
鞍
手
郡
鞍
手
町
に
所
在
し
、
窯
跡
］
基
の
調
査
が
お
こ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

わ
れ
、
八
世
紀
中
頃
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
出
土
遺
物
に
は
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
皿
・

鉢
が
あ
る
（
図
1
0
）
。
窯
跡
は
直
立
煙
道
窯
と
思
わ
れ
、
全
長
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
と

小
型
の
窯
跡
で
あ
る
。

　
宮
崎
窯
跡
群
は
福
岡
県
宮
若
市
（
旧
宮
田
町
）
に
所
在
し
、
正
式
報
告
は
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

な
い
が
、
四
基
の
窯
跡
が
調
査
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
全
長
二
・
七
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～
三
・
一
メ
ー
ト
ル
と
小
型
の
窯
跡
で
、
出
土
遺
物
は
杯
蓋
・
杯
身
・
皿
・
高
台
杯
・

無
高
台
杯
・
短
頸
壷
・
甕
な
ど
が
出
土
し
、
八
世
紀
後
半
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
鞍
手
郡
に
お
い
て
は
数
基
単
位
の
小
規
模
な
生
産
の
在
り
方
が

認
め

ら
れ
た
。
時
期
的
に
は
い
ず
れ
も
八
世
紀
中
頃
以
降
の
操
業
で
、
短
期
間
で
終

了
し
て
い
る
。
窯
構
造
に
つ
い
て
は
、
八
尋
遺
跡
群
で
は
地
下
式
直
立
煙
道
窯
、
宮

崎
窯
跡
群
も
地
下
式
構
造
を
採
用
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
全
長
三
メ
ー
ト
ル
前
後
の

小
型
の
窯
跡
で
あ
る
こ
と
は
同
時
期
の
牛
頸
窯
跡
群
の
窯
構
造
に
よ
く
似
て
い
る
。

ま
た
生
産
器
種
に
つ
い
て
も
、
広
江
窯
跡
に
お
い
て
は
遺
構
の
残
存
状
況
が
悪
い
が
、

灰
原

な
ど
か
ら
甕
の
破
片
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
甕
の
生
産
が
確
認
さ
れ
る
。
し

か

し
、
そ
の
量
は
破
片
数
で
わ
ず
か
九
点
と
極
め
て
少
な
く
、
生
産
量
と
し
て
も
多

い

も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
甕
類
の
生
産
量
の
減
少
も
牛
頸
窯
跡
群
と
共

通
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
筑
前
国
内
に
お
い
て
は
牛
頸
窯
跡
群
に
お
け
る
大
規
模
・

長
期
的
な
操
業
に
対
し
、
周
辺
で
は
小
規
模
・
単
発
的
な
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
遺
跡
の
み
が
古
代
の
状
況
を
反
映

し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
八
世
紀
以
降
に
お
い
て
は
牛
頸
窯
跡
群
で
集
中

生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
六
世
紀
代
の
窯
跡
は
恰
土
郡
・

早
良
郡
・
那
珂
郡
・
御
笠
郡
・
糟
屋
郡
・
宗
像
郡
・
鞍
手
郡
・
夜
須
郡
・
下
座
郡
・

上
座
郡

な
ど
広
い
地
域
で
生
産
活
動
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
単
発
的
な
操
業

の

窯
跡
が
多
い
。
宗
像
郡
は
稲
元
日
焼
原
窯
跡
群
な
ど
五
世
紀
後
半
か
ら
操
業
が
開

始

さ
れ
、
以
後
古
墳
時
代
を
通
じ
て
操
業
が
認
め
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
。
窯
の
操
業

は
六
世
紀
代
を
主
と
す
る
が
、
七
世
紀
後
半
以
降
の
窯
跡
の
存
在
も
想
定
さ
れ
、
八

世
紀
代
も
操
業
が
続
く
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
窯
跡
は
未
確

　
　
　
（
3
6
）

認
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
筑
前
国
で
は
六
世
紀
代
に
広
い
地
域
で
認
め
ら
れ
た
生
産
活
動
が
、

奈
良
時
代
に
入
る
と
牛
頸
窯
跡
群
に
集
約
化
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
鞍
手

郡
の

よ
う
に
奈
良
時
代
に
操
業
を
開
始
す
る
事
例
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
小

型
の

窯
構
造
を
採
用
す
る
点
や
、
出
土
遺
物
が
蓋
杯
な
ど
を
中
心
と
す
る
小
型
器
種

が
大
半
を
占
め
甕
類
の
生
産
が
極
め
て
少
な
い
点
な
ど
は
該
期
の
牛
頸
窯
跡
群
の
生

産
状
況
と
よ
く
似
て
お
り
、
牛
頸
窯
跡
群
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
牛
頸
窯
跡
群
の
在
り
方
は
、
一
国
一
窯
体
制
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

筑
後
国

　
律
令
期
の
筑
後
国
に
は
御
原
郡
・
生
葉
郡
・
竹
野
郡
・
山
本
郡
・
御
井
郡
・
三
潴

郡
・
上
妻
郡
・
下
妻
郡
・
山
門
郡
・
三
毛
郡
の
一
〇
郡
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
八
世

紀
以
降
に
須
恵
器
生
産
が
認
め
ら
れ
る
の
は
上
妻
郡
と
三
毛
郡
で
あ
る
。

　
上
妻
郡
で

は
、
八
女
窯
跡
群
が
あ
る
。
群
は
福
岡
県
八
女
市
に
所
在
し
、
筑
紫
国

造
磐
井
の
墓
と
し
て
著
名
な
岩
戸
山
古
墳
や
乗
場
古
墳
な
ど
の
八
女
古
墳
群
の
位
置

す
る
八
女
丘
陵
東
側
の
山
麓
に
位
置
す
る
。
六
世
紀
中
頃
と
考
え
ら
れ
る
中
尾
谷
窯

跡
群

を
最
古
と
し
、
八
世
紀
代
ま
で
操
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
七
世
紀
後
半
か
ら

八
世
紀
前
半
に
は
塚
ノ
谷
二
号
窯
跡
が
あ
る
（
図
8
・
1
1
）
。
全
長
八
・
六
メ
ー
ト
ル
、

幅
○
・
九
八
～
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
細
長
い
プ
ラ
ン
を
呈
す
る
窯
跡
で
、
半
地
下

式
と
推
定
さ
れ
る
。
出
土
遺
物
に
は
、
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
壼
・
短
頸
壼
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

甕
・
大
甕
・
円
面
硯
な
ど
が
あ
る
。
八
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
牛
焼
谷
瓦
窯
跡
が
あ

る
（
図
8
・
1
1
）
。
全
長
五
・
四
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
下
式
と

考
え
ら
れ
る
窯
跡
で
、
焼
成
部
は
傾
斜
が
急
に
な
っ
て
い
る
。
窯
跡
の
時
期
は
二
つ

に
分
け
ら
れ
、
第
－
期
床
面
か
ら
は
須
恵
器
が
出
土
し
瓦
の
出
土
が
な
か
っ
た
こ
と

か

ら
、
当
初
は
須
恵
器
を
焼
成
す
る
窯
跡
と
さ
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
、
第
－
期

床
面
か
ら
は
少
な
く
、
蓋
杯
・
甕
の
破
片
が
少
量
出
土
し
た
の
み
で
焼
成
器
種
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
第
H
期
床
面
や
灰
原
か
ら
は
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
平
瓶
・

甕
・
大
甕
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
三
助
山
窯
跡
群
か
ら
も
古
墳
時
代
の
須
恵
器
に

混
じ
っ
て
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
代
の
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
周
辺
に
窯
跡
の

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

存
在
が
想
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　

ま
た
八
世
紀
前
半
代
に
は
管
ノ
谷
二
号
窯
跡
が
あ
る
（
図
8
・
H
）
。
窯
跡
の
全
長

は
六
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
下
式
直
立
煙
道
窯
で
あ
る
。
出
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土

遺
物
に
は
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
壼
・
甕
・
大
甕
が
あ
り
、
大
甕
の
口
縁
部
外
面
に

は
波
状
文
が
巡
ら
さ
れ
、
牛
頸
窯
跡
群
の
も
の
と
は
異
な
る
特
徴
を
も
つ
。
ま
た
胴

部
内
面
の
当
て
具
痕
に
は
同
心
円
文
と
平
行
条
線
文
が
あ
る
。
管
ノ
谷
一
号
窯
跡
は
、

管
ノ
谷
二
号
窯
跡
と
谷
を
挟
ん
で
位
置
し
て
お
り
、
報
告
者
に
よ
り
八
世
紀
後
半
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
図
8
・
H
）
。
全
長
六
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
下
式
直
立
煙

道
窯
で
、
幅
○
・
九
五
～
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
細
長
い
平
面
プ
ラ
ン
を
呈
す
る
。
杯

蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
皿
・
壼
・
甕
・
大
甕
・
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
瓦
陶
兼
業

窯
と
考
え
ら
れ
る
が
、
瓦
の
量
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
大
甕
口
縁
部
外
面
に
は
波

状
文
が
巡
ら
さ
れ
る
。
ま
た
小
片
で
あ
る
が
、
長
頸
壼
の
肩
部
に
突
帯
を
巡
ら
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

も
の
が
あ
り
、
肥
後
の
窯
跡
群
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
上
妻
郡
に
お
い
て
は
八
女
窯
跡
群
で
六
世
紀
中
頃
以
降
操
業
が

続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
窯
構
造
に
つ
い
て
分
か
る
も
の
に
は
、
塚

ノ
谷
二
号
窯
跡
・
牛
焼
谷
瓦
窯
跡
・
管
ノ
谷
一
・
二
号
窯
跡
が
あ
る
。
地
下
式
・
半

地
下
式
の
両
者
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
全
長
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
窯
跡
で
幅
の
狭

い

細
長
い
プ
ラ
ン
を
と
る
特
徴
が
あ
る
。
生
産
器
種
は
甕
・
大
甕
を
含
め
て
豊
富
な

器
種
が
認
め

ら
れ
、
瓦
の
焼
成
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
管
ノ
谷
一
号
窯
跡

か

ら
は
、
長
頸
壺
の
肩
部
に
突
帯
を
巡
ら
せ
た
も
の
が
あ
り
、
肥
後
の
窯
跡
群
と
の

関
係
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
は
、
小
型
窯
に
よ
る
小
型
器
種
の
生
産
を
主

と
す
る
牛
頸
窯
跡
群
と
は
異
な
る
操
業
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
周
辺

の

調
査
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
た
め
群
の
規
模
や
操
業
を
終
了
す
る
時
期
に
つ

い
て

は
未
解
明
で
あ
る
。

　
一
方
、
三
毛
郡
は
筑
後
国
南
部
に
所
在
し
て
お
り
、
肥
後
国
と
隣
接
す
る
。
勝
立

窯
跡
群
は
、
福
岡
県
大
牟
田
市
に
所
在
し
、
現
在
県
境
で
も
あ
り
、
肥
後
国
と
の
境

と
考
え
ら
れ
る
諏
訪
川
の
北
岸
に
位
置
す
る
。
熊
本
県
荒
尾
窯
跡
群
と
は
諏
訪
川
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

挟
ん

で
位
置
し
て
お
り
、
地
理
的
に
は
荒
尾
窯
跡
群
の
北
辺
部
と
さ
れ
る
。
窯
跡
は

現
在
一
九
基
が
知
ら
れ
る
が
、
操
業
開
始
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
善
徳
五
号
窯

跡

は
大
き
く
破
壊
さ
れ
て
い
た
が
、
甕
の
破
片
し
か
出
土
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
大

甕
を
専
用
に
焼
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
図
9
）
。
遺
物
は
全
形
を
知
り
え

な
い
が
、
口
縁
部
は
二
重
口
縁
を
も
つ
特
徴
が
あ
り
、
形
態
的
に
は
九
世
紀
代
と
思

わ
れ
る
（
図
1
2
）
。
片
平
窯
跡
は
標
高
三
メ
ー
ト
ル
の
水
田
下
に
焚
口
を
検
出
し
、
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

原
の
調
査
が
合
わ
せ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
皿
・
鉢
・

壼
類
・
甕
・
大
甕
な
ど
が
出
土
し
、
八
世
紀
後
半
か
ら
末
頃
の
年
代
が
考
え
ら
れ
る
。

特
徴

に
つ
い
て
は
、
体
部
に
突
帯
を
も
つ
長
頸
壼
や
二
重
口
縁
を
呈
す
る
大
甕
な
ど

肥
後
皮
籠
田
A
窯
跡
と
同
じ
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
（
図
1
2
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
三
毛
郡
で
は
遅
く
と
も
八
世
紀
後
半
代
に
は
操
業
を
開
始
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
片
平
窯
跡
の
出
土
遺
物
か
ら
考
え
る
と
、
肥
後
荒
尾
窯
跡
群
の

影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
、
窯
構
造
は
明
確
で
な
い
も
の
の
大
甕
を
含
ん
で
た
く
さ
ん

の
器
種
を
焼
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
方
善
徳
五
号
窯
跡
で
は
、

窯
跡
が
大
き
く
破
壊
さ
れ
、
遺
物
も
少
な
い
た
め
不
明
な
部
分
が
あ
る
が
、
大
甕
を

専
用
に
焼
成
し
て
お
り
、
甕
の
形
態
か
ら
片
平
窯
跡
よ
り
後
出
す
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
多
器
種
生
産
か
ら
甕
類
の
生
産
の
み
に
移
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
、

そ
の
転
換
は
九
世
紀
代
の
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
規
模
・
内
容
は

明
ら
か
で
な
く
今
後
の
調
査
の
進
展
を
待
ち
た
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
筑
後
国
で
は
六
世
紀
中
頃
か
ら
八
世
紀
後
半
ま
で
継
続
す
る
八

女
窯
跡
群
と
八
世
紀
後
半
頃
に
操
業
を
開
始
す
る
勝
立
窯
跡
群
・
片
平
窯
跡
の
二
つ

の

パ

タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
た
。
古
墳
時
代
の
窯
跡
は
、
御
原
郡
に
お
い
て
六
世
紀
後

半
を
中
心
と
す
る
時
期
に
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
小
郡
市
苅
又
窯
跡
群
が
あ
る
が
、

前
後
に
連
続
す
る
時
期
の
窯
跡
は
少
な
い
。
さ
ら
に
、
今
の
と
こ
ろ
古
墳
時
代
に
お

い
て

も
筑
後
国
各
郡
に
お
い
て
須
恵
器
生
産
を
お
こ
な
っ
て
い
た
状
況
は
看
取
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
資
料
的
制
約
が
あ
る
が
、
筑
後
国
で
は
八
世
紀
前
半
代
に
は

八
女
窯
跡
群
に
須
恵
器
生
産
が
集
約
化
さ
れ
る
状
況
が
伺
え
、
筑
前
国
と
同
じ
よ
う

な
生
産
体
制
が
と
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
八
女
窯
跡
群
で
は
、
管
ノ
谷
一
号
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
肩
部
に
突
帯
を
も

つ
長
頸
壼
の
存
在
か
ら
肥
後
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
勝
立
窯
跡
群
・
片
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豊前 豊後 日向 大隅
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図13　九州東部の須恵器窯構造変遷図①（S＝1／200）
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トギバ3号窯跡

九
世
紀

○

世
紀

，＿〔＿
進一

苺田1号窯跡

て⊃「

　，
一一一z

　

第
2
窯

垣
∩
一

o　　．

古川窯跡

世
紀
以
降

図14　九州東部の須恵器窯構造変遷図②（S＝1／200）
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平
窯
跡
の
出
土
遺
物
か
ら
肥
後
国
荒
尾
窯
跡
群
の
活
動
範
囲
が
筑
後
国
南
部
に
ま
で

及
ん

で

い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
八
世
紀
後
半
頃
の
筑
後
国
内
で
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
系
譜
を
も
つ
工
人
が
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
荒
尾
窯
跡
群
と
は

諏
訪
川
を
境
と
し
国
が
異
な
っ
て
お
り
、
国
を
越
え
た
生
産
活
動
範
囲
が
設
定
で
き

る
こ
と
は
、
三
毛
郡
側
に
古
墳
時
代
か
ら
続
く
よ
う
な
窯
跡
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
経

営
主
体
が
異
な
る
の
か
、
肥
後
・
筑
後
の
国
境
が
現
在
想
定
さ
れ
る
所
と
は
異
な
る

の

か
、
あ
る
い
は
国
・
郡
の
領
域
を
無
視
し
た
形
で
窯
が
展
開
す
る
の
か
検
討
を
要

す
る
事
項
で
あ
る
。

豊
前
国

　
律
令
期
の
豊
前
国
に
は
、
田
河
郡
・
企
救
郡
・
京
都
郡
・
仲
津
郡
・
築
城
郡
・
上

毛
郡
（
以
上
福
岡
県
側
）
・
下
毛
郡
・
宇
佐
郡
（
以
上
大
分
県
側
）
が
あ
る
。
豊
前
国

に
お
け
る
須
恵
器
生
産
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
天
観
寺
山
窯
跡
群
』
の
報
告
書
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

成
果
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
報
告
さ
れ
た
も
の
は
、
各
報
告
者
が
消
滅
し

つ
つ
あ
る
窯
跡
・
灰
原
か
ら
採
集
し
た
も
の
が
主
で
あ
り
、
現
在
で
も
こ
の
地
域
の

須
恵
器
生

産
を
考
え
る
基
礎
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
踏
ま
え
、
小

田
富
士
雄
氏
は
豊
前
地
方
の
須
恵
器
生
産
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
氏
は
、

七

世
紀
中
頃
か
ら
後
半
代
の
窯
跡
は
福
岡
県
築
上
郡
・
大
分
県
中
津
市
・
宇
佐
市
な

ど
の
豊
前
中
・
南
部
地
域
に
集
中
す
る
が
、
八
世
紀
代
に
な
る
と
天
観
寺
山
窯
跡
群

の

周
辺
を
中
心
と
す
る
豊
前
北
部
地
域
に
集
中
移
動
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
「
古
墳

時
代
か
ら
歴
史
時
代
に
同
一
地
域
で
推
移
し
て
ゆ
く
生
産
体
制
は
み
と
め
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

い
」
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
小
田
氏
の
研
究
成
果
を

基

に
、
そ
の
後
の
調
査
成
果
を
加
え
た
上
で
、
各
郡
ご
と
に
須
恵
器
窯
跡
の
動
向
を

と
ら
え
て
い
く
。

　

ま
ず
、
田
河
郡
で
は
一
九
九
五
年
作
成
の
地
名
表
に
は
福
岡
県
福
智
町
（
旧
赤
池

町
）
天
郷
窯
跡
・
田
川
郡
川
崎
町
号
四
郎
窯
跡
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

号
四
郎
窯
跡
は
奈
良
時
代
と
さ
れ
、
操
業
が
確
認
で
き
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

企
救
郡
で

は
、
六
世
紀
終
わ
り
頃
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
操
業
を
お
こ
な
う

天
観
寺
山
窯
跡
群
に
隣
接
し
て
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
窯
跡
が
認

め

ら
れ
る
。
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
に
所
在
し
、
ト
ギ
バ
窯
跡
群
・
洗
子
窯
跡

群
・
御
祖
窯
跡
群
・
山
方
里
窯
跡
群
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
水
晶
山
系
窯
跡
群
と
総
称

さ
れ
て
い
る
。
ト
ギ
バ
窯
跡
群
は
一
九
六
七
・
六
八
年
に
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
お

り
、
三
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
ト
ギ
バ
三
号
窯
跡
は
、
全
長
七
・
四
メ
ー
ト
ル

を
測
り
、
当
初
は
地
下
式
で
あ
っ
た
が
貼
床
に
と
も
な
い
一
部
半
地
下
式
に
移
行
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
煙
道
部
は
直
立
し
て
お
り
、
窯
構
造
と
し
て
は
地
下
式
直

立
煙
道
窯
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
1
4
）
。
出
土
遺
物
に
は
、
杯
蓋
・
杯
身
を
は
じ

め
多
く
の
器
種
を
認
め
ら
れ
、
八
世
紀
後
半
か
ら
末
に
位
置
付
け
ら
れ
る
（
図
1
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

二
〇

〇
一
年
に
は
洗
子
窯
跡
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
窯
体
の
調
査
は
お
こ
な
わ

れ
て

い

な
い
が
、
灰
原
か
ら
は
パ
ン
ケ
ー
ス
四
〇
〇
箱
を
超
え
る
遺
物
が
出
土
し
て

お
り
、
八
世
紀
後
半
か
ら
末
頃
の
年
代
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・

高
杯
・
皿
・
短
頸
壼
・
長
頸
壼
・
横
瓶
・
壷
・
甕
・
大
甕
・
瓦
塔
な
ど
が
あ
り
、
た

く
さ
ん
の
器
種
が
認
め
ら
れ
る
（
図
1
6
）
。
御
祖
窯
跡
群
・
山
方
里
窯
跡
群
で
も
同
じ

よ
う
な
時
期
の
遺
物
が
採
集
さ
れ
て
お
り
（
図
1
7
）
、
周
辺
で
は
八
世
紀
後
半
か
ら
末

に
か
け
て
盛
ん
な
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
水
晶
山
系
窯
跡

群
か

ら
は
や
や
離
れ
る
が
、
籾
ノ
粉
池
窯
跡
群
か
ら
も
同
時
期
の
遺
物
が
採
集
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て

お
り
、
七
～
八
基
の
窯
跡
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
（
図
1
7
）
。

　
以
上

の

よ
う
に
、
企
救
郡
で
は
八
世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
の
操
業
が
盛
ん
な

状
況
が
伺
え
る
。
ま
た
操
業
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
周
防
灘
に
面
す
る
水
晶
山
系
窯

跡
群
と
内
陸
の
籾
ノ
粉
池
窯
跡
群
が
あ
り
、
実
態
が
不
明
な
点
が
多
い
が
複
数
の
生

産
地
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
特
殊
な
遺
物
と
し
て
は
、
御
祖
窯
跡
群
で
円
面

硯
、
ト
ギ
バ
窯
跡
群
・
洗
子
窯
跡
群
・
御
祖
窯
跡
群
・
籾
ノ
粉
池
窯
跡
群
に
お
い
て

瓦
塔
の
生
産
が
認
め
ら
れ
る
。
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（
1
9
）

　
京
都
郡
に
は
、
殿
川
窯
跡
が
あ
る
。
窯
跡
は
福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
に
所
在
し
、

古
代
の
行
政
区
分
と
し
て
は
京
都
郡
に
属
す
る
が
、
先
述
し
た
水
晶
山
系
窯
跡
群
に

地
理
的
・
時
期
的
に
近
接
す
る
こ
と
か
ら
一
連
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
窯

跡
一
基
が
確
認
さ
れ
、
杯
・
皿
・
甕
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
八
世
紀
代
に
あ
た
る

（図
1
7
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
上
毛
郡

に
は
、
照
日
窯
跡
群
・
山
田
窯
跡
群
・
四
郎
丸
窯
跡
群
が
あ
る
。
照
日
窯

跡
群

と
山
田
窯
跡
群
は
福
岡
県
上
毛
町
（
旧
新
吉
富
村
）
に
所
在
し
、
両
者
の
間
は

約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
と
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
一
連
の
窯
跡
群
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
確
認
さ
れ
て
い
る
窯
跡
は
六
世
紀
中
頃
の
も
の
を
最
古
と
し
、

六

世
紀
代
に

は
照
日
窯
跡
群
で
三
基
、
山
田
窯
跡
群
で
一
基
操
業
が
認
め
ら
れ
、
集

中
し
た
生
産
の
在
り
方
が
認
め
ら
れ
る
。
七
世
紀
前
半
の
窯
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い

が
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
瓦
窯
・
瓦
陶
兼
業
窯
が
営
ま
れ
て

い

る
。
照
日
四
号
窯
跡
は
削
平
を
受
け
て
お
り
、
窯
構
造
は
明
ら
か
で
な
い
部
分
が

あ
る
が
、
残
存
長
三
・
七
メ
ー
ト
ル
を
測
る
地
下
式
の
窯
跡
で
あ
る
（
図
1
3
）
。
床
面

か

ら
は
須
恵
器
に
混
じ
っ
て
瓦
片
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
瓦
陶
兼
業
窯
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
に
は
杯
蓋
・
杯
身
・
甕
・
平
瓦
が
あ
る
。
杯
身
は
高
台

を
も
た
ず
、
丸
底
の
も
の
が
主
で
あ
り
、
杯
蓋
は
か
え
り
の
あ
る
も
の
は
な
く
、
口

縁
端
部
を
下
方
に
折
り
曲
げ
る
特
徴
を
も
ち
、
八
世
紀
前
半
の
操
業
が
考
え
ら
れ
る

（図
1
8
）
。

　
四

郎
丸
窯
跡
は
、
福
岡
県
豊
前
市
に
所
在
す
る
。
発
掘
調
査
は
お
こ
な
わ
れ
て
い

な
い
が
、
須
恵
器
と
と
も
に
窯
壁
が
採
集
さ
れ
て
お
り
、
周
辺
に
窯
跡
の
存
在
が
推

定
さ
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
に
は
、
杯
蓋
・
杯
身
・
高
杯
・
甕
な
ど
と
と
も
に
円
面

硯
の
生

産
が
認
め
ら
れ
た
。
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
の
操
業
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
図
1
8
）
。

　

下

毛
郡
に
は
、
大
分
県
中
津
市
所
在
の
伊
藤
田
窯
跡
群
が
あ
り
古
墳
時
代
よ
り
生

産
が
お
こ
な
わ
れ
、
総
基
数
は
五
〇
～
七
〇
基
に
お
よ
ぶ
と
推
定
さ
れ
る
規
模
の
や

や
大
き
な
窯
跡
群
で
あ
る
。
八
世
紀
代
に
下
が
る
窯
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、

城

山
O
区
に
お
い
て
こ
の
時
期
の
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
調
査
の
進
展
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

は
今
後
窯
跡
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
宇
佐
郡
に
は
、
野
森
窯
跡
が
あ
る
。
野
森
窯
跡
は
大
分
県
宇
佐
市
に
所
在
し
、
出

土
遺
物
か
ら
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
杯
蓋
・
杯
身
二
局
杯
・
甕
な
ど

が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
小
片
の
た
め
時
期
は
決
定
し
づ
ら
い
が
、
七
世
紀
後
半
か
ら

八
世
紀
前
半
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
（
図
1
8
）
。

　
以
上
の

こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
豊
前
国
で
は
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
の
窯

跡
が
認
め

ら
れ
る
の
は
上
毛
・
下
毛
・
宇
佐
郡
で
、
八
世
紀
後
半
以
降
の
窯
跡
は
企

救
・
京
都
郡
に
集
中
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
古
墳
時
代
の
窯
跡
は
、
窯
跡
の
実

態
が
明
ら
か
で
な
い
田
河
郡
を
除
い
て
ほ
ぼ
各
郡
に
認
め
ら
れ
、
仲
津
郡
に
は
初
期

須
恵
器
窯
と
し
て
著
名
な
居
屋
敷
窯
跡
が
あ
り
、
五
世
紀
前
半
代
の
操
業
が
想
定
さ

　
　
　
（
4
7
）

れ
て

い

る
。
居
屋
敷
窯
跡
に
継
続
す
る
窯
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
六
世
紀
後
半
に

な
る
と
各
郡
に
お
い
て
一
斉
に
操
業
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
窯
跡
は
照
日
窯

跡
群
や

山
田
窯
跡
群
の
よ
う
に
短
期
的
に
終
わ
る
も
の
と
、
伊
藤
田
窯
跡
群
や
天
観

寺
山
窯
跡
群
の
よ
う
に
七
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
や
や
長
期
的
に
継
続
す
る

窯
跡
群
が
あ
る
。
伊
藤
田
窯
跡
群
は
八
世
紀
代
ま
で
生
産
が
継
続
す
る
可
能
性
が
あ

り
、
天
観
寺
山
窯
跡
群
は
八
世
紀
後
半
代
の
窯
跡
が
近
接
す
る
こ
と
か
ら
、
窯
跡
群

の

周
辺
に
間
の
時
期
を
埋
め
る
よ
う
な
未
発
見
の
窯
跡
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
小
田
氏
が
指
摘
す
る
「
古
墳
時
代
か
ら
歴
史
時
代
に
同
一
地
域

で
推
移

し
て
ゆ
く
生
産
体
制
は
み
と
め
ら
れ
な
い
」
こ
と
は
現
時
点
で
は
変
わ
り
は

な
い
が
、
今
後
の
調
査
次
第
で
は
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
生

産
動
向
か
ら
見
る
と
、
六
世
紀
代
に
成
立
し
た
窯
跡
群
の
周
辺
に
数
十
年
後
に

再
び
操
業
が
認
め
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
操

業
を
再
開
す
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
照
日
・
山
田
窯
跡
群
が
あ
り
、
八
世
紀
後
半

に
操
業
を
開
始
す
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
水
晶
山
系
窯
跡
群
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
前

代
の

操
業
か
ら
数
十
年
が
経
過
し
た
後
に
再
開
さ
れ
て
い
る
が
、
継
続
す
る
こ
と
な

く
短
期
間
で
操
業
を
終
了
し
て
い
る
。

324



［牛頸窯跡群と九州の須恵器生産体制］……石木秀啓

　　一『＝：：こ＼

三≡シ

ー

「＝＝

　
⑥
㊥

◎
団

G

∩
以
〔
拓

／1
0＝〔こ）

　　　‖

吻麟燃。

　　　　二
≡緊ミこ＼
≡一

洗子窯跡（2001年調査）

図16豊前国内の窯跡出土遣物②

325



国立歴史民俗博物館研究報告

　第134集2007年3月

山方里窯跡群

▽［
殿川窯跡群

籾ノ粉池窯跡群A地区
し

〉＿「；プ

籾ノ粉池窯跡群B地区
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御祖窯跡群

図17豊前国内の窯跡出土遺物③
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窯
構
造
に
つ
い
て
判
明
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
ト
ギ
バ
三
号
窯
跡
は
地
下
式
直

立
煙
道
窯
で
あ
り
照
日
窯
跡
群
も
地
下
式
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
生

産
器
種
に
関
し
て
は
、
個
別
の
窯
跡
ご
と
の
比
較
は
難
し
い
が
、
甕
類
の
生
産

は

八
世
紀
後
半
代
ま
で
続
い
て
お
り
、
形
態
・
特
徴
を
見
る
と
肥
後
の
影
響
は
認
め

ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
洗
子
窯
跡
の
調
査
で
は
、
パ
ン
ケ
ー
ス
四
一
三
箱
に
お
よ

ぶ

出
土
遺
物
の
う
ち
、
七
二
箱
が
甕
の
胴
部
片
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
破
片
総
量
に

占
め
る
割
合
は
高
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
瓦
塔
と
い
う
特
殊
品
も
生
産
さ
れ
て
い

た
。
先
述
の
よ
う
に
、
瓦
塔
は
牛
頸
窯
跡
群
で
の
生
産
も
確
認
さ
れ
た
が
、
屋
蓋
の

破
片
の
み
で
他
の
部
位
の
破
片
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
方
、
豊
前
地
域
で
は
複
数
の

窯
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
洗
子
窯
跡
の
調
査
で
は
、
屋
蓋
・
水
煙
・
九
輪
・
風
鐸

な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
組
合
せ
式
の
塔
と
し
て
完
成
さ
れ
、
供

給

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
九
州
の
他
の
窯
跡
群
で
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

遺
物
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
小
田
氏
の
指
摘
の
と
お
り
豊
前
国
で
は
古
墳
時
代
か
ら
奈

良
時
代
に
い
た
る
ま
で
継
続
し
て
操
業
が
続
け
ら
れ
る
窯
跡
群
は
な
く
、
時
期
ご
と

に
窯
跡
群
が
移
動
す
る
在
り
方
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
八
世
紀
前
半
代
の
窯
跡
は
上

毛
・
下
毛
・
宇
佐
郡
に
所
在
す
る
が
、
さ
ほ
ど
継
続
す
る
状
況
は
認
め
ら
れ
ず
、
他

郡
に

お

い
て

同
時
期
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一
郡
一
窯
体
制
を

志
向
し
て
編
成
さ
れ
た
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
逆
に
、
八
世
紀
後
半
以
降
は

窯
跡
が
企
救
郡
南
部
か
ら
京
都
郡
に
か
け
て
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
筑
前
国
の
よ

う
な
一
国
一
窯
的
な
様
相
も
示
し
て
い
る
。
小
田
氏
は
こ
う
し
た
豊
前
北
部
に
お
け

る
窯
跡
の
集
中
が
律
令
期
の
須
恵
器
生
産
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
「
官
窯
的

性
格
」
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
豊
前
中
・
南
部
の
窯
跡
群
で
は
瓦
陶
兼
業

窯
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
豊
前
北
部
の
窯
跡
群
で
は
須
恵
器
生
産
の
み
が
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

な
わ
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
豊
前
国
で
は
八
世
紀
後
半
頃

に
須
恵
器
生
産
と
瓦
生
産
の
再
編
が
お
こ
な
わ
れ
、
須
恵
器
窯
を
一
ヶ
所
に
集
め
る

集
中
し
た
生
産
体
制
へ
と
変
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
大
き
な
画
期
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

豊
後
国

　
律
令
期
の
豊
後
国
に
は
、
日
高
郡
・
球
珠
郡
・
直
入
郡
・
大
野
郡
・
海
部
郡
・
大

分
郡
・
速
見
郡
・
国
東
郡
の
八
郡
が
あ
る
。
従
来
須
恵
器
窯
跡
の
存
在
が
知
ら
れ
て

い

な
い
地
域
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
大
分
県
大
分
市
（
律
令
期
に
お
い
て
は
大

分

郡
）
に
お
い
て
松
岡
窯
跡
群
が
発
見
さ
れ
た
。
窯
跡
は
四
基
発
見
さ
れ
、
い
ず
れ

も
半
地
下
式
の
窯
跡
で
あ
る
。

　
一
号
窯
跡
は
全
長
七
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
二
号
窯
跡
は
全
長
六
・
七
五
メ
ー
ト
ル
以

上
、
三
号
窯
跡
は
全
長
六
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
四
号
窯
跡
は
全
長
五
・
五
メ
ー
ト
ル
以

上

と
若
干
の
大
小
は
あ
る
も
の
の
、
著
し
い
規
模
の
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
（
図
1
3
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ま
た
、
い
ず
れ
の
窯
跡
も
焚
口
部
に
大
き
な
舟
底
状
ピ
ッ
ト
を
配
す
る
特
徴
が
あ
る
。

　
出
土
遺
物
は
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
高
杯
・
皿
・
長
頸
壼
・
短
頸
壼
・
長
胴
壼
・
小

型
壼
・
広
口
壼
・
中
甕
・
大
甕
・
円
面
硯
な
ど
が
あ
り
、
時
期
は
八
世
紀
中
頃
か
ら

後
半
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
型
式
変
化
か
ら
見
る
と
、
一
号
窯
跡
↓
四
・
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

窯
跡
↓
二
号
窯
跡
へ
の
変
化
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
各
窯
跡
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
器
種
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て

い

る
（
図
1
9
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
号
窯
跡
は
中
・
大
甕
の
占
め
る
割
合
が
大

き
く
、
皿
類
の
出
土
が
な
い
。
二
号
窯
跡
は
甕
類
が
全
体
の
半
分
を
占
め
、
残
る
半

分

は
杯
蓋
・
杯
身
・
皿
類
が
均
等
に
占
め
て
お
り
、
長
頸
壼
・
瓶
類
の
出
土
が
あ
る
。

三

号
窯
跡
は
各
器
種
と
も
万
遍
な
く
出
土
し
て
お
り
、
四
基
の
中
で
は
最
も
多
く
の

器
種

を
生
産
し
、
特
に
壼
類
の
種
類
が
多
い
が
、
大
甕
は
出
土
し
て
い
な
い
。
四
号

窯
跡
は
皿
の
出
土
が
な
く
、
杯
よ
り
杯
身
の
割
合
が
多
く
、
大
甕
よ
り
中
甕
の
割
合

が
多
い
。
こ
れ
ら
は
時
期
的
な
並
行
関
係
に
問
題
を
残
し
て
い
る
が
、
各
窯
跡
間
で

分
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
結
果
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
近
接
し
た
窯
跡
に
お
け
る

操
業
の
実
態
を
知
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
牛
頸
窯
跡
群
で

見
ら
れ
た
よ
う
な
窯
の
小
型
化
は
認
め
ら
れ
ず
、
同
じ
よ
う
な
大
き
さ
の
窯
に
お
い

て

器
種
の
分
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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以
上
の

よ
う
に
、
豊
後
国
で
は
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
須
恵
器
窯
の
存
在
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
事
例
が
極
め
て
少
な
く
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
現
時
点

で

は
八
世
紀
中
頃
に
須
恵
器
生
産
の
開
始
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
松
岡

窯
跡
群
に
先
行
す
る
窯
跡
は
確
認
で
き
ず
、
そ
の
技
術
は
他
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
松
岡
窯
跡
群
で
は
、
窯
構
造
か
ら
見
る
と
半
地
下
式
構
造
を
と
る
こ
と
か
ら
、
九

州
西
部
で
顕
著
に
見
ら
れ
る
地
下
式
の
窯
構
造
と
は
異
な
る
。
こ
れ
が
瀬
戸
内
・
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

国
な
ど
他
地
域
か
ら
の
技
術
移
入
か
、
土
質
の
問
題
か
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
網

田
氏
に
よ
り
肥
後
地
域
に
見
ら
れ
る
「
波
状
沈
線
」
を
も
つ
大
甕
の
存
在
が
指
摘
さ

　
　
　
（
5
1
）

れ
て
お

り
、
一
部
の
器
種
に
肥
後
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
技
術
導
入

に
あ
た
っ
て
、
窯
の
構
築
と
須
恵
器
の
製
作
に
あ
た
る
集
団
が
複
数
あ
る
可
能
性
を

示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

肥
前
国

　
律
令
期
の
肥
前
国
は
、
基
鯵
郡
・
養
父
郡
・
三
根
郡
・
神
崎
郡
・
佐
嘉
郡
・
小
城

郡
・
藤
津
郡
・
杵
嶋
郡
（
以
上
佐
賀
県
側
）
・
松
浦
郡
・
彼
杵
郡
・
高
来
郡
（
以
上
長

崎
県
側
）
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
須
恵
器
窯
跡
が
確
認
さ
れ
る
の
は
佐
賀
県
側
の
佐

嘉
郡
・
藤
津
郡
・
杵
島
郡
で
あ
り
、
現
在
の
長
崎
県
側
で
は
未
発
見
で
あ
る
。

　
佐
嘉
郡
で
は
、
不
動
滝
窯
跡
群
が
挙
げ
ら
れ
る
（
図
2
0
）
。
佐
賀
県
佐
賀
市
に
所
在

す
る
が
、
発
掘
調
査
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
杯
蓋
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

杯
身
・
皿
な
ど
が
採
集
さ
れ
て
お
り
、
八
世
紀
代
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
藤
津
郡

に
は
光
武
窯
跡
が
あ
る
（
図
2
0
）
。
佐
賀
県
嬉
野
市
（
旧
塩
田
町
）
に
所
在

し
、
窯
跡
は
す
で
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
出
土
遺
物
に
は
杯
蓋
・
杯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

身
・
杯
・
皿
・
鉢
・
甕
な
ど
が
あ
る
。
八
世
紀
後
半
代
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
光
武

窯
跡
の
近
隣
に
は
高
月
窯
跡
が
知
ら
れ
て
お
り
、
八
世
紀
代
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
杵
島
郡
に
は
向
野
山
窯
跡
群
・
牧
窯
跡
群
が
あ
る
。
向
野
山
窯
跡
は
佐
賀
県
武
雄

市
（
旧
北
方
町
）
に
所
在
し
、
朝
日
ダ
ム
内
の
岸
面
に
三
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
て

　
（
5
3
）

い

る
。
窯
跡
は
ダ
ム
の
築
堤
工
事
に
よ
り
削
平
さ
れ
、
う
ち
一
基
は
窯
跡
の
全
体
な

規
模
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
る
と
全
長
約
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
九
〇
～
一
〇

〇
セ
ン
チ
、
高
さ
一
〇
五
セ
ン
チ
の
半
地
下
式
構
造
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
出

土
遺
物
に
は
杯
蓋
・
杯
身
・
皿
・
長
頸
壼
・
甕
・
土
馬
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
杯

蓋

に
は
か
え
り
を
有
す
る
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
の

時
期
に
あ
た
る
（
図
2
1
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
牧
窯
跡
群
は
北
方
町
教
育
委
員
会
に
よ
り
一
九
七
六
年
に
調
査
・
報
告
さ
れ
、
抜

粋
が

『北
方
町
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
基
の
窯
跡
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
長
さ

三

～
四
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
窯
跡
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
窯
跡
の
残
存
状
態
は

よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
地
下
式
・
半
地
下
式
を
含
め
た
構
造
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
。
出
土
遺
物
に
は
杯
・
椀
・
皿
・
壼
・
甕
な
ど
が
あ
り
、
九
世
紀
代

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
図
2
1
）
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
肥
前
国
で
は
佐
嘉
郡
・
藤
津
郡
・
杵
島
郡
に
お
い
て
窯
跡
の
存

在
が
知
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
数
基
程
度
の
群
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
調
査
が
広

範
囲
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
確
実
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

　
古
墳
時
代
の
窯
跡
は
、
初
期
須
恵
器
窯
と
し
て
神
籠
池
窯
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
。

佐
嘉
郡
に
所
在
し
、
五
世
紀
後
半
の
操
業
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
北
方
町
史
』

に
は
、
佐
賀
県
内
の
窯
業
遺
跡
と
し
て
一
二
ヵ
所
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。
内
訳
は
、

埴
輪
窯
跡
一
ヵ
所
・
瓦
窯
跡
三
ヵ
所
・
須
恵
器
窯
跡
八
ヵ
所
で
あ
り
、
神
籠
池
窯
跡

の

他
に
も
古
墳
時
代
の
須
恵
器
窯
跡
も
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
須
恵
器

窯
跡
の
調
査
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
詳
細
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
肥
前
国
は
須
恵
器
生
産
が
低
調
で
あ
り
、
古
墳
時
代
以

来
各
郡
に
お
い
て
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
な
状
況
を
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

出
土
例
も
少
な
い
た
め
他
地
域
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
荒
尾
産
須
恵
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

と
の
技
法
的
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
操
業
に
あ
た
っ
て
他
地
域

の

工
人

の
参
画
も
想
定
さ
れ
る
。

肥
後
国

　
肥
後
国
は
現
在
の
熊
本
県
に
あ
た
り
、
律
令
期
に
は
玉
名
郡
・
山
鹿
郡
・
菊
池
郡
・
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阿
蘇
郡
・
益
城
郡
・
合
志
郡
・
山
本
郡
・
飽
田
郡
・
託
麻
郡
・
宇
土
郡
・
八
代
郡
・

天

草
郡
・
葦
北
郡
・
球
磨
郡
の
一
四
郡
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
須
恵
器
生

産
に
つ
い
て
は
、
『
生
産
遺
跡
基
本
調
査
報
告
書
n
』
と
し
て
一
九
八
〇
年
に
ま
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

ら
れ
て
お
り
、
以
後
の
研
究
に
お
け
る
基
礎
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

一
九

八
〇

年
時
点
で
熊
本
県
内
で
は
九
〇
ヵ
所
の
須
恵
器
・
瓦
窯
跡
の
生
産
地
が
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
分
布
よ
り
、
北
か
ら
荒
尾
・
植
木
・
熊
飽
・
宇
城
・
八
代
・

球
磨
窯
跡
群
と
六
群
に
大
別
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
こ
の
区
分
を
基
に
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。

　
網
田
龍
生
氏
は
、
こ
れ
ら
の
窯
跡
群
の
動
向
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
氏
は

窯
跡
群
の
動
向
を
郡
ご
と
に
と
ら
え
た
結
果
、
八
世
紀
前
半
代
は
益
城
郡
で
集
約
的

に
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
八
世
紀
後
半
代
に
な
る
と
益
城
郡
・
玉
名
郡
の
二
大

生

産
地
が
肥
後
国
内
で
並
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
八
世
紀
末
ご
ろ
に
な
る

と
、
球
磨
郡
に
お
い
て
生
産
が
は
じ
ま
る
が
、
九
世
紀
中
頃
以
降
に
い
た
る
と
壼
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

甕
な
ど
に
器
種
が
限
定
さ
れ
る
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
氏
は
窯
跡

群

を
旧
郡
単
位
で
把
握
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
須
恵
器
生
産
地
の
全
体
的
な
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

を
誤
る
も
の
と
し
て
改
め
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
旧
国
内
の
郡
ご
と
の
生
産
動
向
を

と
ら
え
、
古
代
の
生
産
体
制
を
復
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

以
下
で

は
網
田
氏
の
研
究
成
果
を
基
に
し
て
、
各
郡
ご
と
に
須
恵
器
窯
跡
の
動
向
を

と
ら
え
て
い
く
。

　
玉
名
郡
は
現
在
の
熊
本
県
荒
尾
市
・
玉
名
市
・
玉
名
郡
に
あ
た
り
、
肥
後
国
の
北

部
に
あ
た
る
。
荒
尾
窯
跡
群
は
荒
尾
市
周
辺
に
広
が
る
窯
跡
群
で
、
『
生
産
遺
跡
基
本

調
査
報
告
書
H
』
の
地
名
表
で
は
約
六
〇
ヵ
所
が
知
ら
れ
て
い
る
。
群
は
大
き
く
二

つ
の
支
群

に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
『
生
産
遺
跡
基
本
調
査
報
告
書
H
』
に
は
多
く
の
窯

跡
か

ら
採
集
さ
れ
た
遺
物
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
発
掘
調
査
さ
れ
た
窯
跡
は
意
外

に
少
な
い
。

　

八
世
紀
後
半
の
資
料
と
し
て
、
網
田
氏
は
荒
尾
市
皮
籠
田
A
窯
跡
を
挙
げ
ら
れ
、

器
種
が
豊
富
で

あ
る
こ
と
、
技
法
上
の
省
力
化
は
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
杯
蓋
・
杯
身
の
種
類
の
多
さ
で
あ
り
、
輪
状
つ
ま

み

を
も
つ
蓋
は
牛
頸
窯
跡
群
で
は
あ
ま
り
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
大
甕
に
つ

い
て

は
、
口
唇
部
が
内
傾
し
、
口
縁
部
外
面
に
波
状
文
を
施
し
て
お
り
、
こ
の
種
の

甕
で
は
古
い
形
態
を
示
す
。
窯
構
造
に
つ
い
て
は
、
正
式
報
告
は
さ
れ
て
い
な
い
が

全
長
入
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
大
型
の
窯
跡
で
、
焚
口
か
ら
燃
焼
部
へ
む
か
っ
て
一
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

下
が
り
、
焼
成
部
へ
か
け
て
上
が
る
構
造
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
九
世
紀
前
半
の
例
と
し
て
は
、
下
谷
窯
跡
・
薬
師
前
窯
跡
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
図

2
2
）
。
前
代
は
器
種
が
豊
富
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
は
減
少
し
て
い
る
。
生
産
の
中

心

は
壼
・
甕
・
大
甕
で
あ
り
、
大
甕
の
口
唇
部
は
水
平
と
な
り
口
縁
部
外
面
に
見
ら

れ

た
波
状
文
は
な
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
九
世
紀
後
半
以
降
の
事
例
と
し
て
は
、
北
山
浦
A
窯
跡
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
壼
・

蓋
・
皿
の
生
産
が
認
め
ら
れ
る
が
、
器
種
は
さ
ら
に
減
少
し
て
い
る
。
窯
構
造
に
つ

い
て

は
、
床
面
に
段
を
作
り
つ
け
る
特
異
な
構
造
を
示
し
て
い
る
（
図
9
）
。
ま
た
こ

の

窯
跡
は
操
業
中
に
天
井
が
崩
落
し
、
窯
詰
め
し
た
製
品
の
量
が
伺
え
、
そ
の
数
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

壼
が
約
二
〇
個
、
皿
が
約
三
〇
個
と
報
告
さ
れ
る
（
図
2
2
）
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、
一

回
の
操
業
に
お
い
て
わ
ず
か
五
〇
個
程
度
し
か
生
産
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、

生

産
効
率
・
コ
ス
ト
は
非
常
に
悪
く
、
生
産
量
自
体
が
極
め
て
落
ち
込
ん
で
い
る
と

見
ら
れ
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
、
荒
尾
窯
跡
群
で
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
に
生
産
の

ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
も
古
い
窯
跡
は
大
和
窯
跡
で
、

六
世
紀
終

わ
り
ご
ろ
に
は
確
実
に
操
業
が
認
め
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
七
世
紀
か

ら
八
世
紀
前
半
の
窯
跡
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
期
は
操
業
が
お
こ
な
わ
れ

て

い

た
と
し
て
も
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
須
恵
器
生

産
の
み
で
瓦
の
焼
成
は
認
め
ら
れ
ず
、
九
世
紀
に
は
い
る
と
器
種
の
減
少
が
認
め
ら

れ
、
九
世
紀
後
半
以
降
に
は
生
産
量
・
器
種
と
も
に
大
き
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
荒
尾
窯
跡
群
は
、
一
部
筑
後
国
南
部
の
三
毛
郡
に
ま
で
お
よ
ぶ
と
い
う
国
・

332



［牛頸窯跡群と九州の須恵器生産体制］・・…石木秀啓

7

）
、

∈1）

し」－6
　　　；ち、

　　、；．∵

一一

蟻
瀞

　　
プ忽／

｛三熱
治

｝㌻
但
い
ヲ
…

窓擾
．
〔

／▽7「‘《

薬師前窯跡

　　　　　　　　　　　　　　下谷窯跡

一
、

二
曇
竺
壕

　

讃

／
カ
ソ

　
ト

乙・乙

＼
｝

、、“ぺ＼、

L＿」・・m『璽：ア

0 。／1…鍮
北山浦A窯跡

図22　肥後国内の窯跡出土遺物①

333



国立歴史民俗博物館研究報告

　第134集2007年3月

三ヲ

＿…シマヨー7
　　　　　　　　一
三一三iン

乙
㌃霧

響
ゾ
“

旦
「
堅
，

雛懸灘ノ

鈴麦平畑遺跡

一冒c－一仁∋

元米ノ山窯跡

一r」〆一叩L■」
｝

丁＝一一’一

一十二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー一，＿＿」

・こヨ

　s　、　　　　　、

二
　
　

べ：ミご：こ：：i

　－一ぐ・＼》さ

　　＼乙’一

萩尾大溜池窯跡群

図23肥後国内の窯跡出土遺物②

334



［牛頸窯跡群と九州の須恵器生産体制］・一・石木秀啓

L』〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　B地点

．’．

．・9．．÷

ぺー

一’．． ”．・

、

一

『 ’

．／一一も，
　　　　『
　　　　　』
　　　　　　』

三 ヲ

0　　　　　　　　10cm

　　　　A地点

八ノ瀬戸窯跡群

＝、」璽』

L

≡ヲ

　　　　　　　　　77

一 『一三二「

二『一

富合平原窯跡群

図24　肥後国内の窯跡出土遺物③

335



国立歴史民俗博物館研究報告

　第134集2007年3月

郡

を
越
え
た
操
業
範
囲
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
は
弥
生
時
代
以
来
同
じ
文
化
圏

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
、
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
も
共
通
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の

律
令
期
に
お
い
て
も
同
様
に
理
解
し
て
よ
い
か
判
断
が
つ
か
な
い
。
窯
構
造
は
、
実

測
図
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
な
点
が
あ
る
が
、
大
型
の
も
の
が
採
用
さ
れ
、

甕
類
を
焼
成
し
て
い
る
。
同
時
期
の
牛
頸
窯
跡
群
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
徴

で

あ
り
、
遺
物
に
つ
い
て
は
技
法
の
省
略
化
が
進
ん
で
い
な
い
点
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
実
態
解
明
が
待
た
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
合
志
郡

に
は
、
植
木
窯
跡
群
が
あ
る
。
『
生
産
遺
跡
基
本
調
査
報
告
書
H
』
に
は
、

鈴
麦
窯
跡
が
挙
げ
ら
れ
る
。
鈴
麦
窯
跡
は
熊
本
県
鹿
本
郡
植
木
町
に
所
在
し
、
ミ
カ

ン
園
造
成
に
よ
り
三
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
に
は
杯
身
・
杯
な

ど
が
あ
り
、
九
世
紀
前
半
代
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
平
成
二
二
年
度
に
は

鈴
麦
平
畑
遺
跡
の
試
掘
調
査
に
よ
り
九
世
紀
前
半
代
に
あ
た
る
杯
身
・
杯
が
出
土
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

て

お
り
、
周
辺
に
窯
跡
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
図
2
3
）
。

　

宇
土
郡
は
、
現
在
の
熊
本
県
宇
土
市
・
宇
土
郡
に
あ
た
る
。
島
原
湾
に
細
長
く
突

き
出
た
宇
土
半
島
一
帯
の
地
域
で
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
郡
域
は
、
一
部
下
益
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

郡
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
は
宇
城
窯
跡
群
が
あ

る
。
群
は
宇
土
郡
・
益
城
郡
に
広
が
り
、
通
常
一
括
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
が
、
こ
こ

で

は
宇
土
郡
域
と
益
城
郡
域
の
窯
跡
群
に
分
け
て
見
て
い
く
。

　
元
米
ノ
山
窯
跡
は
宇
土
市
に
所
在
す
る
。
全
長
一
ニ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
大
型
の

　
　
（
5
5
）

窯
跡
で
、
窯
跡
・
灰
原
か
ら
は
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
鉢
・
壷
・
甕
な
ど
が
出
土
し
て

お

り
、
六
世
紀
後
半
と
七
世
紀
後
半
の
遺
物
が
あ
る
（
図
2
3
）
。
ま
た
、
元
米
ノ
山
窯

跡
の
近

隣
に
は
朱
斗
叶
末
窯
跡
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、
六
世
紀
後
半
ご
ろ
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

周
辺
で
盛
ん
な
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
宇
土
郡
域
で
は
八
世

紀
代
の
窯
跡
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
今
後
発
見
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

益
城
郡
は
、
現
在
の
上
益
城
郡
・
下
益
城
郡
の
地
域
に
あ
た
る
。
先
述
の
と
お
り
、

宇
城
窯
跡
群
が
広
が
る
地
域
で
あ
り
、
盛
ん
な
操
業
が
伺
え
る
。

　
宇
城
市
（
旧
松
橋
町
）
萩
尾
大
溜
池
窯
跡
群
は
、
溜
池
の
周
辺
に
窯
跡
が
所
在
し
、

確
認

さ
れ
た
数
は
七
基
に
の
ぼ
り
、
周
辺
に
も
窯
跡
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

ら
、
一
〇
～
二
〇
基
で
構
成
さ
れ
る
窯
跡
群
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
報
告
さ
れ
て
い

る
の
は
採
集
遺
物
で
あ
る
た
め
資
料
的
制
約
は
あ
る
が
、
杯
蓋
・
杯
身
・
鉢
・
壷
・

甕
な
ど
が
あ
り
、
輪
状
つ
ま
み
を
も
つ
蓋
の
存
在
も
わ
ず
か
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
と

　
　
　
　
　
（
5
1
）

の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
突
帯
を
も
つ
壼
も
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
種
の
遺
物
の
生
産

時
期
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
遺
物
に
は
六
世
紀
代
の
も
の
と
八
世
紀
前
半
代
の

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
六
世
紀
代
の
資
料
は
少
な
い
（
図
2
3
）
。
宇
城
市
（
旧
豊

野
町
）
八
ノ
瀬
戸
窯
跡
は
、
隣
接
す
る
二
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
窯
体
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

完
掘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
号
窯
跡
は
瓦
窯
、
二
号
窯
跡
は
須
恵
器
窯
で
あ
る
（
図

9
）
。
杯
蓋
・
杯
身
・
皿
な
ど
が
あ
る
（
図
2
4
）
。
網
田
氏
に
よ
り
、
八
世
紀
後
半
代

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

の
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
九
世
紀
代
の
窯
跡
と
し
て
は
、
前
葉
期
と
し
て
宇
城
市
（
旧

豊
野

町
）
八
ノ
瀬
戸
窯
跡
群
A
地
点
・
後
半
代
は
下
益
城
郡
富
合
町
富
合
平
原
窯
跡

を
挙
げ
ら
れ
る
。
富
合
平
原
窯
跡
は
三
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
、
「
瓦
を
主
と
し
、
須

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

恵
器
を
従
と
す
る
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
壼
類
・
甕
な
ど
が
出
土
し
て
お

り
、
杯
蓋
・
杯
身
な
ど
の
小
型
器
種
は
少
な
い
（
図
2
4
）
。

　

球
磨
郡
は
、
現
在
の
熊
本
県
南
部
の
人
吉
盆
地
周
辺
に
あ
た
る
。
こ
の
地
域
の
窯

跡
群
は
球
磨
窯
跡
群
が
知
ら
れ
て
お
り
、
『
生
産
遺
跡
基
本
調
査
報
告
書
H
』
で
は

五

ヵ
所
の
窯
跡
が
知
ら
れ
て
お
り
、
須
恵
器
の
み
で
は
な
く
、
瓦
窯
の
存
在
も
知
ら

　
　
　
（
5
5
）

れ
て

い
る
。

　

発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
下
り
山
窯
跡
群
の
み
で
あ
る
。
九
基
の
窯
跡
の

時
期
は
出
土
遺
物
よ
り
二
期
に
分
け
ら
れ
、
下
り
山
一
期
は
八
世
紀
中
頃
か
ら
九
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

紀
代
、
二
期
は
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
前
半
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
下

り
山
一
期
は
四
・
五
・
七
・
八
号
窯
跡
が
あ
り
、
七
・
八
↓
五
↓
四
号
窯
跡
の
順
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
窯
構
造
は
地
下
式
直
立
煙
道
窯
で
あ
り
、
築
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

順

に
し
た
が
い
小
型
化
し
て
い
く
様
子
が
伺
え
る
（
図
8
）
。
出
土
遺
物
に
は
杯
身
・

杯

蓋
・
杯
・
高
杯
・
皿
・
鉢
・
甕
な
ど
が
あ
る
が
、
器
種
は
豊
富
で
は
な
い
。
ま
た
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甕
は
中
小
型
の
も
の
の
み
で
、
大
甕
は
図
化
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
甕
の
生
産
が

認
め

ら
れ
る
の
は
七
・
八
号
窯
跡
の
み
で
あ
り
、
五
・
七
・
八
号
窯
跡
に
お
い
て
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

型
品
の
占
め
る
割
合
が
高
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
図
2
5
）
。

　
下

り
山
二
期
は
一
～
三
号
窯
跡
が
あ
り
、
椀
・
鉢
・
瓶
・
壼
・
甕
が
あ
る
。
窯
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

造
か

ら
薩
摩
カ
ム
イ
ヤ
キ
窯
跡
と
の
類
似
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
下
り
山
窯
跡
が

奥
壁
か
ら
や
や
焚
口
側
へ
よ
っ
た
と
こ
ろ
に
直
立
煙
道
を
設
置
す
る
の
に
対
し
、
カ

ム

イ
ヤ
キ
窯
跡
は
傾
斜
煙
道
を
採
用
す
る
点
で
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
各

器
種
の
製
作
痕
跡
の
観
察
か
ら
、
両
者
の
窯
工
人
が
相
互
に
交
流
が
し
て
い
た
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

は
確
認
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
肥
後
国
で
は
宇
土
郡
・
益
城
郡
に
広
が
る
宇
城
窯
跡
群
に
お
い

て
、
ほ
ぼ
六
世
紀
後
半
代
か
ら
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
継
続
的
に
操
業
が
お
こ
な
わ

れ
て

い

る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
八
世
紀
以
降
は
益
城
郡
内
で
連
続
し
た
操
業
が
伺
え
、

肥
後
国
内
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
の
中
心
と
な
る
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、
八
世
紀
後

半
に
は
玉
名
郡
・
球
磨
郡
、
九
世
紀
前
半
代
に
は
合
志
郡
に
生
産
が
拡
大
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
、
網
田
氏
の
見
解
を
裏
付
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
氏
は
玉

名
郡
に
所
在
す
る
荒
尾
窯
跡
群
を
取
り
上
げ
、
技
法
の
特
徴
か
ら
荒
尾
産
須
恵
器
を

抽
出
し
た
結
果
、
福
岡
県
・
佐
賀
県
・
長
崎
県
・
熊
本
県
の
広
い
地
域
に
分
布
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
出
土
遺
物
に
つ
い
て
は
、
特
に
輪
状
つ
ま
み
を
も
つ
杯
蓋
・
体
部
に
突
帯
を
つ
け

る
長
頸
壼
・
二
重
口
縁
を
呈
す
る
大
甕
は
他
地
域
の
窯
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
と
は
少

な
く
、
こ
れ
ら
の
器
種
の
生
産
が
肥
後
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
窯
構
造
は
、
資
料
数
が
少
な
く
、
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
下
り
山
窯
跡

群
で
は
時
期
が
降
る
に
つ
れ
て
規
模
が
縮
小
す
る
傾
向
が
伺
え
る
。
ま
た
、
皮
籠
田

A
窯
跡
や
北
山
浦
A
号
窯
跡
例
か
ら
考
え
る
と
、
基
本
的
に
は
大
型
の
窯
を
採
用
し

て

い

た
よ
う
で
あ
り
、
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
と
は
異
な
る
在
り
方
を
示
す
。

　

肥
後
国
は
、
九
世
紀
代
に
は
九
州
の
須
恵
器
生
産
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
九
世
紀
後
半
以
降
に
位
置
付
け
ら
れ
る
北
山
浦
A
窯
跡
に
み
る
よ
う
に
、
生

産
量
は
落
ち
込
ん
で
お
り
、
そ
の
活
動
は
活
発
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ

か

ら
約
一
〇
〇
年
以
上
の
間
須
恵
器
生
産
の
様
相
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
世
紀
後

半
に
な
る
と
下
り
山
窯
跡
群
に
お
い
て
須
恵
器
生
産
が
認
め
ら
れ
る
。
下
り
山
一
・

二
期
の
間
を
埋
め
る
よ
う
な
窯
跡
が
存
在
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
同
じ
丘
陵
斜

面
上

に
位
置
し
、
窯
構
造
も
煙
道
の
配
置
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
地
下
式
直
立
煙

道
窯
を
踏
襲
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。
小
規
模
な
が
ら
生
産
活
動
が
続
く
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
時
期
的
な
懸
隔
は
大
き
い
。

日
向
国

　

日
向
国
は
、
現
在
の
宮
崎
県
全
域
と
鹿
児
島
県
の
一
部
を
含
ん
だ
地
域
に
あ
た
る
。

臼
杵
郡
・
児
湯
郡
・
那
珂
郡
・
宮
崎
郡
・
諸
県
郡
が
あ
り
、
確
認
さ
れ
て
い
る
窯
跡

の
数

は
少
な
い
が
臼
杵
郡
・
宮
崎
郡
に
所
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
確
認
さ

れ
て

い

る
窯
跡
は
、
い
ず
れ
も
八
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
が
、
古
墳
時
代
の
窯
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

の
存
在
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
臼
杵
郡
は
、
宮
崎
県
北
部
の
延
岡
市
・
日
向
市
・
東
臼
杵
郡
・
西
臼
杵
郡
に
あ
た

る
。
こ
の
地
域
の
窯
跡
は
、
古
川
窯
跡
・
苺
田
窯
跡
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
延
岡
市
に

所
在
す
る
。
苺
田
窯
跡
は
二
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
、
う
ち
一
基
を
完
掘
し
て
い
る
。

一
号
窯
跡
は
焚
口
部
を
削
平
さ
れ
て
い
た
が
、
全
長
七
メ
ー
ト
ル
程
度
と
推
定
さ
れ

る
半
地
下
式
の
窯
跡
で
あ
る
。
遺
物
量
は
少
な
い
が
、
蓋
・
椀
・
杯
・
壼
・
甕
が
認

め

ら
れ
る
。
甕
の
当
て
具
に
は
平
行
条
線
文
と
車
輪
文
が
使
わ
れ
て
お
り
、
口
縁
部

形
態
か
ら
み
る
と
大
甕
の
類
と
さ
れ
生
産
が
確
認
で
き
る
。
時
期
は
三
〇
世
紀
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

頃
よ
り
下
ら
な
い
時
期
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
2
6
）
。

　

古
川
窯
跡
は
未
報
告
の
た
め
詳
細
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
窯
跡
は
一
部
重
複
す

る
が
三
基
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
半
地
下
式
の
窯
跡
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
煙
道
は
直
立
し
て
い
る
。
二
号
窯
跡
は
、
全
長
四
・
五
五
メ
ー
ト

ル

と
小
型
の
窯
跡
で
あ
る
。
焼
成
部
奥
側
に
は
、
一
・
二
号
窯
跡
と
も
に
分
焔
柱
と

考
え
ら
れ
る
石
材
や
粘
土
柱
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
6
9
）
。
時
期
は
九
～
一
〇
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

紀
ご
ろ
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
図
1
4
）
。
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宮
崎
郡
は
宮
崎
市
周
辺
に
あ
た
る
。
こ
の
地
域
の
窯
跡
は
、
下
村
窯
跡
群
・
松
ヶ

迫
窯
跡
群
が
あ
る
。
下
村
窯
跡
群
は
、
旧
佐
土
原
町
の
中
央
部
近
く
に
所
在
す
る
佐

土

原
丘
陵
周
辺
に
位
置
す
る
。
窯
跡
は
、
丘
陵
斜
面
か
ら
須
恵
器
・
瓦
が
採
集
さ
れ

る
こ
と
か
ら
一
九
九
〇
年
よ
り
試
掘
調
査
・
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
A
～
E
の
五

地

区
か
ら
一
〇
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
窯
体
は
い
ず
れ
も
半
地
下
式
の
小
型
の

窯
跡
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
出
土
遺
物
に
は
杯
蓋
・
杯
身
・
杯
・
皿
・
高
杯
・
鉢
・
壼
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

甕
・
瓦
な
ど
が
あ
り
、
八
～
一
〇
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
図

2
6
・
2
7
）
。

　
松
ヶ
迫
窯
跡
は
、
一
九
六
六
年
に
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
窯
跡
二
基
が
調
査

さ
れ
、
こ
の
他
に
も
周
辺
か
ら
須
恵
器
が
表
採
さ
れ
て
お
り
、
窯
跡
の
存
在
が
想
定

さ
れ
る
。
窯
跡
は
二
・
八
～
三
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
窯
跡
で
あ
る
こ
と
が
知

　
　
　
　
（
7
1
）

ら
れ
て
い
る
。
時
期
は
、
牛
頸
窯
跡
群
資
料
と
の
対
比
か
ら
、
一
号
窯
跡
を
八
世
紀

後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
、
二
号
窯
跡
を
八
世
紀
中
頃
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
九
世

紀
代
の
操
業
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
日
向
国
で
は
窯
跡
の
存
在
は
少
な
い
が
、
い
ず
れ
も
八
世
紀
中
頃

以
降
の
操
業
が
考
え
ら
れ
る
。
窯
構
造
は
全
長
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
小
型
の
窯
跡
が

ほ

と
ん
ど
で
あ
り
、
確
認
さ
れ
て
い
る
窯
跡
は
い
ず
れ
も
半
地
下
式
構
造
を
採
用
し

て

い

る
こ
と
か
ら
、
九
州
東
部
に
お
け
る
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
小
型
の

窯
に
お
い
て
も
甕
の
生
産
が
認
め
ら
れ
、
下
村
窯
跡
群
C
…
三
号
窯
跡
灰
原
か
ら
は

大
甕
の
出
土
も
認
め
ら
れ
る
。

薩
摩
国

　
薩
摩
国
は
現
在
の
鹿
児
島
県
西
部
と
甑
島
を
含
ん
だ
地
域
に
あ
た
る
。
出
水
郡
・

高
城
郡
・
薩
摩
郡
・
甑
嶋
・
伊
作
郡
・
日
置
郡
・
阿
多
郡
・
河
辺
郡
・
頴
娃
郡
・
揖

宿
郡
・
給
黎
郡
・
諮
山
郡
・
鹿
児
島
郡
の
一
三
郡
が
あ
る
。
こ
の
地
域
の
須
恵
器
窯

跡
も
日
向
・
大
隅
国
と
同
様
に
非
常
に
数
が
少
な
く
、
高
城
郡
・
阿
多
郡
に
お
い
て

須
恵
器
窯
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

高
城
郡
に
は
、
鶴
峯
窯
跡
群
が
あ
る
。
薩
摩
川
内
市
（
旧
川
内
市
）
に
所
在
す
る

薩
摩
国
府
跡
の
北
東
約
一
キ
ロ
の
所
に
位
置
し
、
二
基
の
瓦
窯
と
と
も
に
須
恵
器
窯

跡
一
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
鶴
峯
三
号
窯
跡
は
須
恵
器
窯
跡
で
あ
り
、
焼
成
部
の

み

の

調
査
で
あ
っ
た
が
、
半
地
下
式
構
造
を
と
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
構
造
の

特
徴
と
し
て
は
、
「
燃
焼
部
入
口
で
天
井
が
一
段
低
く
つ
く
ら
れ
、
中
央
に
支
柱
を
設

け
て
い
た
こ
と
と
、
煙
道
近
く
の
西
寄
り
に
も
急
傾
斜
で
内
傾
す
る
壁
面
を
支
え
る

支
柱
を
設
け
て
」
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
粘
土
柱
の
直
径
は
、
二
〇
セ
ン

チ

程
度
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
8
）
。
遺
物
は
少
量
で
あ
り
、
杯
蓋
・
杯
身
・
甕
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

ど
が
出
土
し
て
い
る
。
八
世
紀
前
半
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
図
2
9
）
。

　
阿
多
郡
に
は
、
中
岳
山
麓
窯
跡
群
が
あ
る
。
群
は
、
薩
摩
半
島
の
中
央
部
に
あ
る

南
さ
つ
ま
市
（
旧
金
峰
町
）
中
岳
南
西
山
麓
に
分
布
す
る
。
窯
跡
群
は
一
九
八
四
年

に
ス
サ
入
り
粘
土
塊
が
発
見
さ
れ
て
以
降
、
上
村
俊
雄
氏
ら
の
調
査
に
よ
り
遺
物
が

採
集
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
発
掘
調
査
を
経
て
い
な
い
た
め
、
窯

体
の
様
相
は
明
ら
か
で
は
な
い
部
分
が
あ
る
が
、
す
べ
て
半
地
下
式
で
あ
っ
た
と
推

　
　
　
　
　
（
7
3
）

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
分
布
調
査
で
荒
平
窯
跡
群
第
一
・
二
支
群
・
獄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

山
窯
跡
群
第
一
・
二
支
群
・
テ
ン
ド
堀
窯
跡
群
の
五
つ
の
群
が
知
ら
れ
て
い
る
。
分

布
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
窯
跡
の
数
は
三
〇
基
前
後
あ
り
、
中
岳
山
麓
に
お
け
る

集
中
的
な
生
産
が
想
定
さ
れ
る
。

　

出
土
遺
物
は
壼
・
甕
の
み
で
、
器
形
的
特
徴
か
ら
九
世
紀
代
か
ら
一
〇
世
紀
初
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

の
年
代
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
図
2
9
）
。
ま
た
、
壼
の
底
部
外
面
に
同
心
円
タ
タ
キ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

施
す
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
上
村
俊
雄
氏
・
網
田
龍
生
氏
は
肥
後
荒
尾
地
域

の

窯
跡
出
土
資
料
と
の
共
通
点
を
取
り
上
げ
、
開
窯
は
「
肥
後
（
荒
尾
）
の
工
人
に

よ
る
も
の
」
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
窯
体
の
支
柱
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ

る
ス
サ
入
り
粘
土
柱
が
出
土
し
て
お
り
、
鶴
峯
三
号
窯
跡
な
ど
と
の
類
似
性
を
伺

わ
せ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
薩
摩
国
で
須
恵
器
窯
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
二
ヶ
所
の
み
で

あ
り
、
極
め
て
少
な
い
も
の
と
い
え
る
。
時
期
的
に
は
八
世
紀
以
前
の
窯
跡
は
確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
、
九
世
紀
以
降
に
盛
ん
な
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
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未
調
査
の
た
め
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
中
岳
山
麓
窯
跡
群
は
先
述
の
よ
う
に

荒
尾
地
域
の

工
人

に
よ
り
開
窯
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
窯
構
造

に
つ
い
て
、
焼
成
部
奥
に
支
柱
を
設
け
る
点
は
肥
後
国
下
り
山
窯
跡
群
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
窯
の
操
業
や
窯
構
造
は
肥
後
国
内
の
窯
跡

群

と
共
通
す
る
点
が
多
く
、
影
響
を
強
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
隅
国

　

大

隅
国
は
現
在
の
鹿
児
島
県
東
部
を
中
心
と
し
た
地
域
に
あ
た
る
。
『
和
名
類
聚

抄
』
に
よ
れ
ば
、
大
隅
国
内
の
郡
と
し
て
、
菱
刈
郡
・
桑
原
郡
・
噌
唄
郡
・
大
隅
郡
・

姶
羅
郡
・
肝
属
郡
・
駅
護
郡
・
熊
毛
郡
の
八
郡
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
大
隅
国
は
七
一

三

（和
銅
六
）
年
に
噌
唄
郡
・
大
隅
郡
・
姶
羅
郡
・
肝
属
郡
の
四
郡
で
成
立
し
、
七

一
七

～
七
四
九
（
養
老
～
天
平
）
年
間
に
は
桑
原
郡
、
七
五
五
（
天
宝
勝
宝
七
）
年

に
菱
刈
郡
、
八
二
四
（
天
長
元
）
年
に
多
徴
島
の
併
合
に
よ
り
駅
護
郡
・
熊
毛
郡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

加
え
、
結
果
八
郡
と
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
立
国
・
立
郡
過
程
は

複
雑
で

あ
る
。
大
隅
国
の
須
恵
器
窯
跡
は
少
な
く
、
菱
刈
郡
で
岡
野
窯
跡
群
が
確
認

さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
菱
刈
郡
に
は
、
岡
野
窯
跡
群
が
所
在
す
る
。
岡
野
窯
跡
群
は
鹿
児
島
県
菱
刈
町
に

所
在
し
、
一
九
八
二
年
に
林
道
工
事
に
よ
つ
て
窯
体
が
発
見
さ
れ
、
四
基
が
調
査
さ

れ

た
。
皿
号
窯
跡
は
最
も
残
り
が
よ
く
、
地
下
式
直
立
煙
道
窯
で
あ
る
。
残
存
長
四
・

ニ

メ
ー
ト
ル
で
、
焼
成
部
奥
に
は
分
焔
柱
が
認
め
ら
れ
る
（
図
1
4
）
。
出
土
遺
物
に
は

杯
・
椀
・
鉢
・
盤
・
壼
・
甕
が
あ
り
、
調
査
者
に
よ
れ
ば
八
世
紀
末
～
九
世
紀
初
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
か
け
て
の
時
期
が
考
え
ら
れ
る
（
図
2
9
）
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
大
隅
国
の
須
恵
器
窯
跡
は
調
査
例
が
極
め
て
少
な
い
。
窯
構
造

に
つ
い
て
は
、
岡
野
皿
号
窯
跡
は
窯
内
に
分
焔
柱
を
も
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
特
徴

は
薩
摩
鶴
峯
三
号
窯
跡
・
肥
後
下
り
山
五
号
窯
跡
な
ど
と
類
似
し
て
い
る
。
北
部
九

州
で
は
あ
ま
り
確
認
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
土
質
の
関
係
も
考
え
ら
れ
、

こ
の
地
域
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。

③
九
州
の
須
恵
器
生
産
動
向
か
ら
見
た
変
化
と
画
期

　

以

上
、
か
な
り
冗
長
と
な
っ
た
が
、
八
世
紀
以
降
の
九
州
各
国
の
須
恵
器
生
産
に

つ
い
て

取
り
上
げ
て
き
た
（
表
1
）
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
生
産
パ
タ
ー
ン
・
窯
構
造
・

生

産
器
種
の
各
項
目
ご
と
に
分
け
て
ま
と
め
た
上
で
、
生
産
体
制
に
つ
い
て
言
及
し

て

い
き
た
い
。

生
産
パ
タ
ー
ン

　
生

産
パ
タ
ー
ン
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
筑
前
牛
頸
窯
跡

群
や

筑
後
八
女
窯
跡
群
の
よ
う
に
、
国
内
の
］
ヶ
所
の
窯
跡
群
で
六
世
紀
代
か
ら
八
・

九
世
紀
代

に
い
た
る
ま
で
継
続
し
て
生
産
が
認
め
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
肥
後

国
で
も
、
宇
城
窯
跡
群
に
お
い
て
六
世
紀
代
か
ら
生
産
が
認
め
ら
れ
、
同
様
の
生
産

パ

タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
豊
前
国
で
は
小
田
富
士
雄
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
古
墳
時
代
か
ら
継

続
す
る
窯
跡
群
は
認
め
ら
れ
ず
、
豊
後
国
・
日
向
国
・
薩
摩
国
・
大
隅
国
に
い
た
っ

て

は
、
古
墳
時
代
の
窯
跡
は
未
確
認
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
窯
の
操
業
が
認
め

ら
れ
る
の
は
、
薩
摩
国
を
除
く
と
い
ず
れ
も
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
時

期
で
あ
る
。
ま
た
豊
前
国
で
は
水
晶
山
窯
跡
群
へ
の
窯
跡
の
集
中
が
認
め
ら
れ
、
肥

後
荒
尾
窯
跡
群
も
八
世
紀
後
半
に
は
操
業
規
模
を
拡
大
さ
せ
て
お
り
、
群
の
一
部
は

筑
後
国
南
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の

時
期
に
新
た
な
生
産
地
の
発
生
や
生
産
の
拡
大
が
認
め
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
九
州
全
体
に
認
め
ら
れ
る
事
象
で
あ
り
、
生
産
地

の
集
約
化
、
生
産
規
模
の
拡
大
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
い
た
る
と
、
多
く
の
窯
跡
群
が
操
業
を

停
止
、
も
し
く
は
生
産
規
模
が
減
少
す
る
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
豊
前
水
晶
山

系
窯
跡
群
や
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
で
は
窯
跡
の
数
が
減
少
し
、
豊
後
松
岡
窯
跡
群
は
九

世
紀
代
へ
は
継
続
し
な
い
。
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表1　九州の須恵器窯跡群変遷表

国名 郡名 窯跡群名 5世紀 6世紀 7世紀 8世紀 9世紀 10世紀 11世紀 12世紀
恰十郡

志麻郡

新開窯跡
早良郡

重留窯跡

牛頸窯跡群
那珂郡

地別当遺跡群

席田郡

糟屋郡 岩長浦窯跡群

宗像郡 稲元日焼原・三郎丸遺跡群
筑前 遠賀郡 野間窯跡群

古門窯跡群
鞍手郡

広江・八尋・宮崎窯跡群
嘉麻郡

穂波郡 井手ヶ浦窯跡群

夜須郡 小隈・山隈・八並窯跡群
下座郡

ヒ座郡

隈西小田窯跡群
御笠郡

推子ヶ尾・裏ノ田窯跡群

御原郡 苅又窯跡群

生葉郡

竹野郡

山本郡

御井郡
筑後

三潴郡

上妻郡 八女窯跡群

ド妻郡

山門郡

三池郡 勝立・片平窯跡群

田河郡 天郷窯跡・号四郎窯跡 1

企救郡 水晶山系窯跡群

向野山・殿川窯跡群 1
京都郡

荘原池窯跡群 1 1

豊前
仲津郡 居屋敷窯跡

築城郡 船迫窯跡群 1
‘

上毛郡
山田東・照日窯跡群

四郎丸窯跡群

下毛郡 伊藤田窯跡群

宇佐郡 野森窯跡群・新池窯跡群
日高郡

球珠郡

直入郡

大野郡
豊後

海部郡

大分郡 松岡窯跡群

速見郡

国東郡

基難郡

養父郡

三根郡

神崎郡

神龍池窯跡
佐嘉郡

不動滝窯跡群

肥前 小城郡

藤津郡 光武窯跡群・高月窯跡群

向野山窯跡群
杵島郡

牧窯跡群

松浦郡

彼杵郡

高来郡

玉名郡 荒尾窯跡群

山鹿郡

菊池郡 1

阿蘇郡

益城郡 宇城窯跡群 1

合志郡 植木窯跡群 1

肥後
山本郡

飽田郡

託麻郡

宇土郡 宇城窯跡群

八代郡

天草郡

葦北郡

球磨郡 下り山窯跡群
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国名 郡名 窯跡群名 5世紀 6世紀 7世紀 8世紀 9世紀　　　10世紀 11世紀 12世紀

薙田窯跡群
臼杵郡

古川窯跡

児湯郡

日向 那珂郡

下村窯跡群
宮崎郡

松ヶ迫窯跡群

諸県郡

出水郡

高城郡 鶴峯窯跡群

薩摩郡

甑嶋

伊作郡

日置郡

薩摩 阿多郡 中岳山麓窯跡群

河辺郡

頴娃郡

揖宿郡

給黎郡

裂｝山郡

鹿児島郡

菱刈郡 岡野窯跡群

桑原郡

噌唄郡

大隅郡
大隅

姶羅郡

肝属郡

駅護郡

熊毛郡

　
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
肥
後
国
や
日
向
下
村
窯
跡
群
・
薩
摩
中
岳
山
麓
窯
跡

群
な
ど
の
中
・
南
部
九
州
に
お
い
て
は
九
世
紀
代
に
お
い
て
も
な
お
生
産
を
継
続
す

る
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
筑
後
国
で
は
、
八
女
窯
跡
群
で
は
九
世
紀
代
の
窯
跡

は
確
認
で
き
な
い
が
、
肥
後
荒
尾
窯
跡
群
の
一
部
と
見
ら
れ
る
勝
立
窯
跡
群
に
お
い

て

操
業
が
継
続
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
薩
摩
中
岳
山
麓
窯
跡
群
は
荒
尾
窯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

跡
群

の

工
人
が
操
業

に
関
わ
っ
た
可
能
性
が
示
さ
れ
、
筑
前
牛
頸
石
坂
E
ー
三
号
窯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

跡
で
も
二
重
口
縁
を
呈
す
る
大
甕
の
存
在
か
ら
肥
後
の
工
人
の
関
与
が
想
定
さ
れ
、

九

世
紀
代
は
肥
後
国
を
中
心
と
し
て
須
恵
器
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
影
響
は
各

国
に
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
九
州
で
一
〇
世
紀
代
に
操
業
す
る
須
恵
器
窯
跡
は
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ら
れ
ず
、
存
在
し
て
も
小
規
模
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
九
州
の
須
恵
器
生
産
は
九

世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
に
入
る
頃
に
各
国
と
も
終
了
し
て
い
る
が
、
そ
の
在
り
方

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

窯
構
造

　
窯
構
造
に
つ
い
て
は
、
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
で
は
七
世
紀
後
半
に
は
全
長
五
メ
ー
ト

ル

以
下
の
小
型
の

窯
が
出
現
し
、
以
後
八
世
紀
前
半
に
は
大
型
の
窯
も
並
行
し
て
つ

く
ら
れ
る
が
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
な
る
と
小
型
の
窯
の
み
と
な
る
状
況
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
一
方
、
肥
後
荒
尾
窯
跡
群
や
豊
後
松
岡
窯
跡
群
な
ど
で
は
全
長
七

～
八
メ
ー
ト
ル
の
比
較
的
大
型
の
窯
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筑
前
牛
頸
窯
跡

群
に
お
け
る
窯
の
小
型
化
は
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。

　
窯
跡
の
規
模
以
外
に
築
窯
方
法
を
見
て
い
く
と
、
豊
後
松
岡
窯
跡
群
や
日
向
国
内

の

窯
跡
で
は
半
地
下
式
の
窯
跡
が
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
筑
前
国
・
筑
後
国
・
肥

後
国
に
お
い
て
は
地
下
式
の
窯
跡
が
多
い
。
ま
た
薩
摩
国
・
大
隅
国
・
肥
後
下
り
山

窯
跡
群
に
お
い
て
は
、
焼
成
部
内
に
天
井
を
支
え
る
支
柱
が
配
置
さ
れ
る
事
例
が
認

め

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
九
州
の
東
部
・
西
部
・
南
部
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
窯
構
造
が
選
択
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
窯
構
造
の
違
い
は
地
域
ご
と

の

地

質
の
違
い
に
よ
り
生
じ
た
可
能
性
と
、
新
た
に
操
業
を
開
始
す
る
窯
跡
群
に
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あ
っ
て
は
招
来
さ
れ
た
工
人
の
故
地
に
あ
る
も
の
を
採
用
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
今

後
事
例
の
増
加
を
待
っ
て
検
討
し
た
い
。

生
産
器
種

　
生

産
器
種
に
つ
い
て
は
、
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
で
は
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け

て

窯
の
小
型
化
と
と
も
に
甕
類
の
生
産
が
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
小
型
器
種
の
み
の

生

産
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
牛
頸
窯
跡
群
に
お
け
る
小
型
の

窯
の
登
場
は
七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
り
、
八
世
紀
前
半
代
ま
で
は
小
型
・
大
型
の

窯
を
使
い
器
種
を
焼
き
分
け
る
「
窯
間
分
業
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
成

立

し
た
ば
か
り
の
大
宰
府
へ
む
け
て
、
蓋
杯
を
中
心
と
す
る
小
型
器
種
を
主
と
し
て

供
給
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
方
法
と
考
え
ら
れ
、
小
型
の
窯
の
成
立
は
小
型
器
種
の

大
量
か

つ
安
定
的
供
給
と
効
率
的
操
業
を
目
的
と
し
て
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
牛
頸
窯
跡
群
で
は
八
世
紀
前
半
代
が
最
も
器
種
が
豊
富
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
な
り
操
業
を
開
始
ま
た
は
拡
大
す
る
豊

前
水
晶
山
系
窯
跡
群
・
豊
後
松
岡
窯
跡
群
・
肥
後
荒
尾
窯
跡
群
・
下
り
山
窯
跡
群
で

は
、
豊
富
な
器
種
の
生
産
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
で
は
、
甕
類
の

生

産
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
が
、
蓋
杯
を
は
じ
め
と
す
る
小
型
器
種
の
生
産
が
続
い

て

い

る
。
器
種
の
減
少
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
生
産
量
は
極
め
て
多
く
、
中
で
も

蓋
杯
の

占
め
る
割
合
は
高
い
。
ま
た
、
道
ノ
下
一
七
号
窯
跡
で
は
、
高
杯
な
ど
の
出

土
か

ら
、
小
型
器
種
の
中
で
も
さ
ら
に
焼
き
分
け
を
お
こ
な
う
「
窯
間
分
業
」
が
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
窯
間
分
業
」
は
複
数
の
窯
跡
が
見
つ
か
っ
た
豊
後

松
岡
窯
跡
群
で
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
窯
ご
と
に
焼
成
す
る
器
種
が
一
律
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

特
徴
的
な
器
種
と
し
て
は
、
筑
前
牛
頸
石
坂
C
l
二
号
窯
跡
・
筑
後
管
ノ
谷
二
号

窯
跡
で
出
土
し
た
肩
部
に
突
帯
を
つ
け
る
長
頸
壼
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
肥
後
国
内
で

主

と
し
て
生
産
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
の
器
種
に
お
い
て
肥
後
の
影
響

が
九

州
北
部
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
豊
前
で
は
肥
後
の
特
徴
を

も
つ
製
品
は
今
の
と
こ
ろ
生
産
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
二
重
口
縁
を
も
つ
大
甕
は
、
福
岡
県
下
で
集
成
を
試
み
た
結
果
、
約
四
〇

例
あ
ま
り
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
破
片
資
料
が
多
い
が
、
時
期
的
に
は
八

世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
代
の
年
代
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
大
甕

は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
は
肥
後
荒
尾
窯
跡
群
・
筑
後
片
平
窯
跡
・
豊
後

松
岡
窯
跡
群
な
ど
で
生
産
が
確
認
さ
れ
る
。
豊
後
松
岡
窯
跡
群
で
は
こ
の
種
の
甕
は

一
点
の
み
の
出
土
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
は
肥
後
国
を
中
心
と
し
た
地
域
で

の
生
産
が
主
と
考
え
ら
れ
る
。
九
世
紀
中
頃
は
筑
前
牛
頸
石
坂
E
ー
三
号
窯
跡
に
お

い
て

出
土
し
て
お
り
、
肥
後
国
以
外
で
も
生
産
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
先
に
取
り
上
げ
た
福
岡
県
下
の
事
例
の
う
ち
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
ま

で
の

も
の
は
肥
後
国
内
で
生
産
さ
れ
た
製
品
が
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考

　
　
　
（
2
4
）

え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
福
岡
県
下
の
出
土
状
況
を
見
る
と
、
大
宰
府
・
筑
後
国
府
周
辺
で
の
出
土

が
六

割
近
く
を
占
め
る
。
特
に
大
宰
府
周
辺
で
の
出
土
が
多
い
が
、
牛
頸
窯
跡
群
で

生

産
さ
れ
な
い
大
甕
が
肥
後
国
か
ら
大
宰
府
へ
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
う
し
た
結
果
は
、
小
型
器
種
を
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
、
大
型
器
種
を
肥
後
国

内
の
窯
に
求
め
る
「
地
域
間
分
業
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
大
宰
府

に
よ
る
須
恵
器
生
産
政
策
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
九

世
紀
以

降
に
な
る
と
、
椀
・
壷
・
甕
類
が
多
く
な
り
、
全
体
と
し
て
器
種
が
減

少

し
て
い
る
。
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
で
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
石
坂
E
l
三
号
窯
跡

に
お
い
て
二
重
ロ
縁
を
も
つ
大
甕
の
生
産
が
認
め
ら
れ
、
肥
後
の
工
人
の
関
与
と
考

え
ら
れ
る
。
同
様
の
甕
は
筑
後
勝
立
善
徳
五
号
窯
跡
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で

き
、
薩
摩
中
岳
山
麓
窯
跡
群
で
は
操
業
開
始
は
肥
後
の
工
人
に
よ
る
も
の
と
想
定
さ

れ
、
こ
の
時
期
の
須
恵
器
生
産
の
中
心
が
肥
後
に
あ
り
、
そ
の
影
響
が
各
地
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
肥
後
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
も
肥
後
北
山

浦
A
号
窯
跡
に
見
る
よ
う
に
、
九
世
紀
後
半
代
に
は
生
産
器
種
は
壷
・
蓋
・
皿
と
甕

類
の
生
産
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
一
回
の
操
業
あ
た
り
の
生
産
量
も
五
〇
個
程
度
と

生
産
器
種
・
生
産
量
と
も
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。
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生
産
体
制

　

九

州
の
八
世
紀
以
降
に
お
け
る
須
恵
器
窯
跡
の
動
向
を
見
て
い
く
中
で
、
最
も
大

き
な
画
期
と
考
え
ら
れ
る
の
は
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の

時
期
に
な
る
と
、
九
州
島
内
で
最
も
規
模
の
大
き
い
牛
頸
窯
跡
群
で
は
大
型
の
窯

を
採
用
し
な
く
な
り
甕
類
の
生
産
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
小
型
の
窯
に
お
い
て
蓋

杯

を
中
心
と
す
る
小
型
器
種
の
生
産
の
み
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
生
産
志

向
が
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
器
種
は
減
少
し
て
い
る
も
の

の
、
窯
跡
の
数
は
依
然
と
し
て
多
く
、
生
産
量
自
体
は
前
代
と
同
様
な
い
し
は
増
加

し
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
時
期
に
は
新
た
に
操
業
を
開
始
す
る
窯
跡
や
、
窯
跡
の
数
が
増
大
し

操
業
が
盛
ん
に
な
る
窯
跡
群
が
あ
る
。
豊
前
水
晶
山
系
窯
跡
群
は
、
そ
れ
ま
で
豊
前

中
南
部
地
域
に
あ
っ
た
窯
跡
群
が
、
六
世
紀
代
に
操
業
さ
れ
た
天
観
寺
窯
跡
群
周
辺

に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
肥
後
荒
尾
窯
跡
群
で
は
、
こ
の
時
期
以
降
窯
跡
の
数
が

増
大
し
、
そ
の
製
品
は
肥
後
国
内
の
み
な
ら
ず
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
な
ど
北
部
九
州

へ
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
豊
後
松
岡
窯
跡
群
・
肥
後
下
り
山
窯
跡
群
・
日
向

下
村
窯
跡
群
な
ど
そ
れ
ま
で
須
恵
器
生
産
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
地
域
に

窯
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
時
期
に
九

州
各
国
で
須
恵
器
生
産
体
制
に
変
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
九
州
内
の
須
恵
器
窯
跡
の
分
布
と
変
遷
を
確
認
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
、
律
令
期
に
お
け
る
各
国
の
須
恵
器
生
産
状
況
は
、
「
郡
程
度
の
領
域
を
単
位
と
し

て

窯
業
生
産
体
制
を
整
備
す
る
在
り
方
」
と
し
て
北
陸
地
方
な
ど
で
顕
著
な
一
郡
一

窯
体
制
と
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
古

墳
時
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
旧
国
内
の
広
い
地
域
で
須
恵
器
生
産
が
確
認
で

き
る
の
は
筑
前
国
・
豊
前
国
く
ら
い
で
、
筑
後
国
・
肥
前
国
・
肥
後
国
は
各
国
］
～
二
ヶ

所
程
度
の
生
産
地
し
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
豊
後
国
・
日
向
国
・
薩
摩
国
・

大
隅
国
に
い
た
っ
て
は
、
現
時
点
で
は
こ
の
時
期
の
窯
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
古
墳
時
代
以
来
の
須
恵
器
生
産
体
制
の
中
で
、
律
令
期
の
須
恵
器
生

産
体
制
に
お
い
て
最
も
著
し
い
変
化
を
見
せ
る
の
は
筑
前
国
で
あ
る
。
筑
前
国
で
は
、

七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
な
る
と
牛
頸
窯
跡
群
以
外
の
地
域
で
は
窯
跡
が
少
な

く
な
る
一
方
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
窯
跡
の
数
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
世
紀
代

に
筑
前
国
内
で
成
立
す
る
窯
跡
に
つ
い
て
は
、
宗
像
郡
で
窯
跡
の
存
在
が
想
定
さ
れ

る
が
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
鞍
手
郡
八
尋
・
宮
崎
窯
跡
群
な
ど
で
は
小
型
の
窯

を
採
用
す
る
点
な
ど
牛
頸
窯
跡
群
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
筑
前
国
に
お
い
て
は
、
牛
頸
窯
跡
群
に
お
け
る
一
国
一
窯
体
制
が
存
在
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
筑
前
国
で
は
一
国
一
窯
体
制
が
律
令
期
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
た
が
、

他
国
で
は
時
期
に
よ
っ
て
窯
が
国
内
の
一
つ
の
地
域
に
集
中
す
る
場
合
が
あ
る
。
筑

後
国
で
は
、
古
墳
時
代
の
窯
跡
は
少
な
い
が
、
八
女
窯
跡
群
で
は
六
世
紀
中
頃
か
ら

入
世
紀
後
半
に
い
た
る
ま
で
の
生
産
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
特
に
八
世
紀
前
半
に
お

い
て

は
こ
の
地
域
に
窯
が
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
肥
後
国
で
は
、
宇
城
窯
跡
群
に
お

い
て

六
世
紀
代
か
ら
八
世
紀
代
に
い
た
る
ま
で
生
産
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
特
に
八

世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
こ
の
地
域
に
窯
が
集
中
し
て
い
る
。
さ
ら
に
豊
前
国
で
は
、

八
世
紀
後
半
に
な
る
と
窯
が
水
晶
山
周
辺
に
集
中
す
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上

の
例

は
、
約
半
世
紀
ほ
ど
の
間
に
国
内
の
一
つ
の
地
域
で
集
中
的
に
窯
の
操
業
が
認

め

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
時
的
に
一
国
一
窯
体
制
が
志
向
さ
れ
た
と
評
価
す
る
こ

と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
後
調
査
の
進
展
を
ま
っ
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。　

ま
た
、
筑
後
国
・
肥
前
国
・
肥
後
国
・
日
向
国
で
は
、
同
時
期
に
国
内
の
数
ヵ
所

で
窯
の
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
窯
は
郡
ご
と
で
は
な
く
、
平
野
・
盆
地
な
ど

あ
る
一
定
の
地
形
的
な
ま
と
ま
り
の
下
に
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
律
令
制

下
の

郡
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
地
域
圏
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
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④
ま
と
め

　
八
世
紀
以
降
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
生
産
規
模
が
拡
大
し
て
い
く
。
窯
構
造
は
、
七

世
紀
後
半
以
降
、
全
長
五
メ
ー
ト
ル
を
下
回
る
よ
う
な
小
型
の
窯
が
採
用
さ
れ
、
小

型
化

は
八
世
紀
を
通
じ
て
進
行
し
て
い
く
。
小
型
の
窯
で
は
蓋
杯
を
中
心
と
す
る
小

型
器
種
の
生
産
が
盛
ん
で
あ
り
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
な
る
と
、
甕
類
を
生
産

し
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
牛
頸
窯
跡
群
で
は
、
八
世
紀
以
降
、

大
宰
府
に
お
け
る
饗
宴
・
蕃
客
の
接
待
な
ど
に
使
用
す
る
供
膳
具
中
心
の
生
産
へ

移
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
消
費
地
で
あ
る
大
宰
府
政
庁
周
辺
で
は
、
八

世
紀
後
半
ご
ろ
に
は
肥
後
国
内
で
生
産
し
た
甕
が
出
土
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
牛
頸

窯
跡
群
で
生
産
さ
れ
な
く
な
っ
た
甕
を
他
地
域
に
求
め
る
「
地
域
間
分
業
」
の
結
果

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
在
り
方
か
ら
、
大
宰
府
に
よ
る
須
恵
器
生
産
政
策
が
存

在
し
、
牛
頸
窯
跡
群
は
大
宰
府
の
指
導
の
下
に
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
筑
前
国
内
に
お
け
る
須
恵
器
窯
跡
群
の
動
向
か
ら
、
七
世
紀
後
半
以
降
の

操
業

は
牛
頸
窯
跡
群
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
、
一
国
一
窯
体
制
が
と
ら
れ
、
群
は
国

レ
ベ
ル
の
生
産
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
製
品
は
、
胎
土
分
析
に
よ
り
肥

　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

前
大
黒
町
遺
跡
や
豊
後
石
田
遺
跡
な
ど
広
範
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と

か

ら
、
国
レ
ベ
ル
を
超
え
た
生
産
を
お
こ
な
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
西
海
道
に
お
い
て
は
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
各
国
と
も
に
新

た
な
須
恵
器
生
産
地
の
成
立
や
既
存
の
生
産
地
の
再
編
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
各
国
と
も
に
須
恵
器
生
産
体
制
が
整
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
在
り
方
は
、
筑
前
国
は
一
国
一
窯
体
制
、
豊
前
国
は
一
国
一
窯
体
制
を
志

向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
国
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
一
郡
一
窯
体
制

は
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
肥
後
国
の
よ
う
に
国
内
の
数
ヵ
所
に
生
産
地
が
設
け
ら
れ
る

の

が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
新
設
・
再
編
さ
れ
る
窯
跡
群
の

中
に
は
、
日
向
下
村
窯
跡
群
の
よ
う
に
国
府
の
近
く
に
設
け
ら
れ
、
国
レ
ベ
ル
の
生

産
を
担
っ
た
窯
跡
群
も
あ
る
。
し
か
し
、
肥
後
国
に
お
い
て
、
荒
尾
窯
跡
群
や
下
り

山
窯
跡
群
の
よ
う
に
国
府
と
は
離
れ
た
地
域
で
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ

の

時
期
の
窯
跡
群
す
べ
て
が
国
府
に
近
接
し
、
国
府
へ
の
供
給
を
目
的
と
し
て
生
産

が

お
こ
な
わ
れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
窯
跡
群
は
、

平
野
・
盆
地
な
ど
あ
る
一
定
の
地
形
的
な
ま
と
ま
り
の
下
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

供
給
範
囲
は
郡
内
に
止
ま
ら
な
い
可
能
性
が
高
く
、
網
田
氏
の
研
究
に
お
い
て
も
宇

城
・
荒
尾
産
須
恵
器
が
肥
後
国
内
外
へ
広
範
に
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

　
　
　
　
（
5
1
）

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
特
に
肥
後
国
で
は
、
須
恵
器
窯
跡
群
は
律
令
制
下
の

郡

と
は
異
な
る
何
ら
か
の
地
域
圏
の
下
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
製
品
は
郡
を
超
え
て
国

内
の
広
い
地
域
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
的
な
在
り
方
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
地
域
単
位
の
生
産
体
制
は
、
事
例
が
少
な
い
な
が
ら
肥
前
国
・
日
向
国
に
お
い
て

も
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
西
海
道
各
国
の
須
恵
器
生
産
体
制
が
一
律
で
は
な

か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
入
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
各
国
で
整
備
さ
れ
た
須
恵
器
生
産
体

制
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
な
る
と
早
く
も
変
化
が
生
じ
る
。
一
国
一
窯

体
制
に
あ
っ
た
筑
前
国
で
は
こ
の
時
期
を
境
に
窯
跡
の
数
が
急
減
し
、
九
世
紀
に
入

る
と
さ
ら
に
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
豊
前
国
に
お
い
て
も
窯
跡
の
滅
少
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
肥
後
国
内
で
は
荒
尾
・
宇
城
・
球
磨
窯
跡
群
と
い
っ
た
地
域
単

位
の
操
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
日
向
国
に
お
い
て
も
下
村
窯
跡
群
・
苺
田
窯
跡
群
の
在

り
方
か
ら
操
業
が
盛
ん
な
様
子
が
伺
え
る
。
ま
た
、
薩
摩
中
岳
山
麓
古
窯
跡
群
や
筑

前
石
坂
E
i
三
号
窯
跡
な
ど
肥
後
国
の
工
人
の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
窯
跡
が
各
地
に

認
め

ら
れ
る
の
も
九
世
紀
代
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
世
紀
代
は
肥
後
を

中
心
と
し
て
薩
摩
・
日
向
国
な
ど
の
九
州
中
南
部
の
各
国
で
操
業
が
盛
ん
で
、
そ
の

影
響
は
九
州
北
部
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
か

ら
、
八
世
紀
代
の
中
で
も
特
に
前
半
代
で
は
、
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
に
お
け

る
操
業
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
立
地
よ
り
大
宰
府
の
関
与
が
極
め
て
強
い
と
考
え
ら

れ

る
こ
と
か
ら
、
西
海
道
で
は
大
宰
府
中
心
の
須
恵
器
生
産
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た

348



石木秀啓［牛頸窯跡群と九州の須恵器生産体制］

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
い
た
る
と
各
国
で
須
恵

器
生

産
体
制
が
整
え
ら
れ
、
九
世
紀
に
入
る
と
肥
後
国
中
心
の
生
産
体
制
へ
移
行
す

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
で
は
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け

て

甕
の
焼
成
が
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
り
、
消
費
地
で
は
肥
後
国
で
生
産
さ
れ
た
甕
が

持

ち
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
「
地
域
間
分
業
」
を
想
定
し
た
。
肥
後
国
内
の
窯
跡
で
も

特

に
荒
尾
窯
跡
群
の
生
産
量
の
拡
大
は
顕
著
で
あ
り
、
製
品
は
肥
後
国
内
の
み
な
ら

ず
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
各
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
肥
後
荒
尾

窯
跡
群
は
国
レ
ベ
ル
を
超
え
た
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
、
生
産
の
中
心
が
肥
後
国
へ
移

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
八
世
紀
以
降
の
須
恵
器
生
産
体
制
の
動
向
に
つ
い
て
、
社
会
的
背
景

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
菱
田
氏
は
八
世
紀
中
頃
に
窯
業
生
産
の
画
期
が
あ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

指
摘

し
、
国
衙
主
導
の
生
産
が
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に

か

け
て
西
海
道
各
国
で
認
め
ら
れ
る
新
た
な
須
恵
器
生
産
地
の
成
立
や
既
存
の
生
産

地
の
再
編

が
、
す
べ
て
国
衙
主
導
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
日
向
国
の
事

例
か

ら
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
鉄
生
産
に
つ
い
て
、
長
屋
伸
氏
は
福
岡
県
福
岡
市
元
岡
・
桑
原
遺
跡
群
等

の
事
例
か

ら
筑
前
国
志
摩
郡
を
中
心
と
す
る
地
域
で
八
世
紀
後
半
に
最
盛
期
を
迎
え

る
の
に
対
し
、
九
世
紀
代
に
な
る
と
急
速
に
衰
退
し
、
肥
後
小
岱
山
麓
に
大
規
模
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

製
鉄
遺
跡
群
が
営

ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
氏
の
指
摘
は
、
須
恵
器
生

産
だ
け
で
は
な
く
、
鉄
生
産
も
九
世
紀
代
に
な
る
と
肥
後
国
中
心
に
移
行
す
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
山
村
信
榮
氏
は
八
・
九
世
紀
代
の
西
海
道
に
つ
い
て
、
九
世
紀
に
な
る
と

郡
衙

と
推
定
さ
れ
る
遺
跡
が
小
規
模
化
し
、
各
国
の
国
府
で
は
礎
石
建
物
に
変
更
さ

れ
壮
麗
化
す
る
の
に
対
し
、
大
宰
府
政
庁
お
よ
び
周
辺
官
衙
群
で
は
八
世
紀
代
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

の

を
維
持
し
、
停
滞
す
る
状
況
が
指
摘
さ
れ
た
。
西
海
道
下
で
最
も
盛
ん
に
操
業
を

お

こ
な
っ
た
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
は
、
緑
紬
や
灰
粕
な
ど
の
施
粕
陶
器
生
産
に
移
行
す

る
こ
と
な
く
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
は
操
業
を
縮
小
し
て
い
る
。
瓦
生
産
に

見
る
よ
う
に
、
常
に
当
時
の
最
新
器
種
を
生
産
し
て
き
た
牛
頸
窯
跡
群
が
こ
の
時
期

に
衰
退
す
る
の
は
山
村
氏
の
指
摘
す
る
大
宰
府
の
停
滞
状
況
と
不
可
分
で
あ
り
、
政

庁
や

周
辺
官
衙
に
お
い
て
八
世
紀
ほ
ど
多
量
の
須
恵
器
を
必
要
と
し
な
く
な
る
状
況

が

あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
氏
の
指
摘
さ
れ
る
九
世
紀
に
お
け
る
地
域
の

瓦
解
は
急
激
な
需
要
減
を
招
き
、
大
宰
府
だ
け
で
は
な
く
筑
前
国
内
の
須
恵
器
生
産

を
担
う
牛
頸
窯
跡
群
の
生
産
組
織
を
破
壊
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
牛
頸
窯
跡
群

で
最
後

に
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
石
坂
E
ー
三
号
窯
跡
は
、
こ
う
し

た
生
産
組
織
の
崩
壊
に
対
し
、
肥
後
国
内
の
窯
工
人
の
力
を
借
り
て
甕
中
心
の
生
産

を
目
指
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
、
筑
前
牛
頸
窯
跡
群
の
終
焉
過
程
や
筑
前
国
か
ら
肥
後
国
へ
の
須

恵

器
・
鉄
生
産
体
制
の
移
動
に
つ
い
て
、
明
確
な
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
参
考
と

し
て
延
暦
一
四
（
七
九
五
）
年
に
肥
後
国
が
上
国
か
ら
大
国
へ
と
昇
格
す
る
こ
と
を

挙
げ
て

お
き
た
い
。
板
楠
和
子
氏
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
「
肥
後
国
は
、
天
武
系
か

ら
天
智
系
に
切
り
か
わ
っ
た
光
仁
天
皇
即
位
に
さ
い
し
、
白
亀
瑞
祥
に
よ
る
宝
亀
改

元

（七
七

〇
）
年
と
い
う
重
要
な
役
割
」
を
果
た
し
、
桓
武
天
皇
と
の
関
わ
り
も
指

　
　
　
　
　
（
7
9
）

摘

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、
肥
後
荒
尾
窯
跡
群
が
生
産
を
拡
大
し
、
須
恵
器
生

産
の
中
心
が
筑
前
国
か
ら
肥
後
国
へ
動
き
、
肥
後
国
内
で
地
域
レ
ベ
ル
の
生
産
体
制

が
整

え
ら
れ
る
頃
で
あ
り
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
点
と
考
え
る
が
、
本
稿
は
考
古
学

的
成
果
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
差
し
控
え
た
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
の

よ
う
に
、
八
世
紀
以
降
の
九
州
の
須
恵
器
生
産
体
制
に
つ
い
て
ま
と
め
て

き
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
消
費
地
出
土
の
須
恵
器
の
生
産
地
推
定
が
可
能
と

な
る
よ
う
に
、
各
窯
跡
群
の
製
品
の
特
徴
を
整
理
・
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら

れ

る
。
客
観
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
は
、
胎
土
分
析
結
果
が
あ
り
、
大
い
に
活
用
し
て
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い

く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
肉
眼
観
察
に
基
づ
い
た
考
古
学
的
な
手
法
に
よ
る

産
地
推
定
は
熊
本
県
内
で
開
始
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
研
究
の
遅

れ
て

い

る
分
野
で
あ
り
、
牛
頸
窯
跡
群
を
抱
え
る
筆
者
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
る
。

次

に
、
今
回
は
瓦
生
産
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
筑
前
牛
頸

窯
跡
群
で
は
七
世
紀
後
半
以
降
、
須
恵
器
の
み
の
生
産
へ
移
り
、
瓦
窯
は
大
宰
府
周

辺
で
操
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
生
産
組
織
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ

る
。
し
か
し
、
肥
後
宇
城
窯
跡
群
で
は
瓦
窯
と
並
存
す
る
場
合
も
あ
り
、
生
産
体

制
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
九
世
紀
以
降
の
須
恵

器
編
年
は
今
後
検
討
し
て
い
く
べ
き
分
野
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
回
の
報
告
に
掲
げ

た
資
料
の
内
、
実
見
を
果
た
し
て
い
な
い
資
料
も
多
く
、
誤
解
を
し
て
い
る
部
分
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ご
叱
正
を
賜
り
た
い
。

　
最
後
に
、
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
左
記
の
方
々
か
ら
研
究
会
で
の
有
益
な

ご

助
言
を
賜
り
、
遺
物
実
見
の
際
に
は
多
大
な
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し

て

感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
が
そ
の
学
恩
に
報
い
る
こ

と
が
で
き
た
の
か
甚
だ
心
も
と
な
い
。
今
後
と
も
研
鎖
に
努
め
た
い
。

　
網
伸
也
・
網
田
龍
生
・
池
田
榮
史
・
池
邉
千
太
郎
・
小
田
富
士
雄
・
金
田
一
精
・

北
野
博
司
・
斎
部
摩
矢
・
坂
井
義
哉
・
佐
藤
浩
司
・
出
合
宏
光
・
徳
永
貞
紹
・
中
島

恒
次

郎
・
中
村
浩
・
中
村
渉
・
林
潤
也
・
藤
原
学
・
舟
山
良
一
・
松
林
豊
樹
・
美
濃

口

紀
子
・
村
木
二
郎
・
望
月
精
司
・
山
田
邦
和
・
山
中
章
・
山
村
信
榮
（
五
〇
音
順
、

敬
称
略
）

註（
1
）
　
北
陸
古
代
土
器
研
究
会
一
九
九
四
『
北
陸
古
代
土
器
研
究
』
第
四
号

（
2
）
　
窯
跡
研
究
会
一
九
九
九
・
二
〇
〇
四
『
窯
跡
研
究
会
第
一
・
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
須
恵
器
窯

　
　
の
技
術
と
系
譜
一
・
二
』

（
3
）
　
三
辻
利
一
氏
の
一
連
の
研
究
に
よ
る
。

（
4
）
　
舟
山
良
一
・
松
本
敏
三
・
池
田
榮
史
一
九
九
六
『
須
恵
器
集
成
図
録
』
第
五
巻
西
日
本
編

　
　
雄
山
閣

（
5
）
　
小
田
富
士
雄
・
柳
田
康
雄
一
九
七
〇
『
野
添
・
大
浦
窯
跡
群
』
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書

　
　
四
三
集

（
6
）
　
上
野
精
志
一
九
九
三
「
n
．
位
置
と
環
境
」
『
牛
頸
小
田
浦
遺
跡
群
』
大
野
城
市
文
化
財
調
査

　

報
告
書
第
四
〇
集

（
7
）
　
酒
井
仁
夫
・
石
松
好
雄
・
高
橋
章
一
九
七
九
『
神
ノ
前
窯
跡
』
大
宰
府
町
文
化
財
調
査
報
告

　

書
第
二
集

（
8
）
　
大
脇
清
一
九
九
一
「
研
究
ノ
ー
ト
丸
瓦
の
製
作
技
術
」
『
研
究
論
集
α
』
奈
良
国
立
文
化
財
研

　
　
究
所
学
報
第
四
九
冊

（
9
）
　
中
村
昇
平
・
森
井
千
賀
子
二
〇
〇
四
『
ウ
ト
グ
チ
遺
跡
B
地
点
』
春
日
市
文
化
財
調
査
報
告

　
　
書
第
三
九
集

（
1
0
）
　
石
松
好
雄
ほ
か
二
〇
〇
二
『
大
宰
府
政
庁
跡
』
九
州
歴
史
資
料
館

（
1
1
）
　
須
恵
器
の
器
種
分
類
呼
称
に
つ
い
て
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
使
用
す
る
平
城
京
分
類
に

　
　
よ
っ
た
。

（
1
2
）
　
舟
山
良
一
一
九
九
九
「
九
州
の
須
恵
器
窯
」
『
窯
跡
研
究
会
第
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
須
恵
器
窯

　
　
の
技
術
と
系
譜
』

（
1
3
）
　
石
木
秀
啓
二
〇
〇
四
「
筑
前
」
『
窯
跡
研
究
会
第
三
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
須
恵
器
窯
構
造
資
料
集

　
　
二
』
窯
跡
研
究
会

（
1
4
）
　
池
辺
元
明
ほ
か
一
九
八
九
『
牛
頸
窯
跡
群
H
』
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
九
集

（
1
5
）
　
舟
山
良
＝
九
八
五
『
牛
頸
石
坂
窯
跡
　
C
地
点
　
』
大
野
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一

　
　
四
集

（
1
6
）
　
徳
本
洋
一
・
舟
山
良
一
・
石
木
秀
啓
一
九
九
五
『
牛
頸
塚
原
遺
跡
群
』
大
野
城
市
文
化
財
調

　
　
査
報
告
書
第
四
四
集
　
S
K
一
二
は
七
世
紀
代
か
ら
八
世
紀
後
半
ま
で
の
遺
物
を
含
ん
で
い

　
　
る
。
こ
の
た
め
、
突
帯
を
も
つ
長
頸
壼
は
こ
の
時
期
に
あ
た
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

（
1
7
）
　
中
村
浩
ほ
か
二
〇
〇
四
『
牛
頸
本
堂
遺
跡
群
n
』
大
野
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
四
集

（
1
8
）
　
松
本
健
郎
ほ
か
一
九
八
〇
『
生
産
遺
跡
基
本
調
査
報
告
書
H
』
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第

　
　
四
八
集

（
1
9
）
　
小
田
富
士
雄
ほ
か
一
九
七
七
『
天
観
寺
山
窯
跡
群
』
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
会

（
2
0
）
　
舟
山
良
＝
九
九
四
「
W
　
二
．
廃
棄
土
坑
（
S
K
）
出
土
土
器
に
つ
い
て
」
『
牛
頸
日
ノ
浦

　
　
遣
跡
群
』
大
野
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
二
集

（
2
1
）
　
中
村
浩
・
石
木
秀
啓
二
〇
〇
五
『
牛
頸
本
堂
遺
跡
群
皿
』
大
野
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第

　
　
六

八
集

（
2
2
）
　
石
木
秀
啓
一
九
九
七
『
牛
頸
石
坂
窯
跡
ー
E
地
点
ー
』
大
野
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四

　
　
九
集

（
2
3
）
　
中
村
浩
編
一
九
八
九
「
第
五
章
　
遺
物
」
『
牛
頸
ハ
セ
ム
シ
窯
跡
群
n
』
大
野
城
市
文
化
財
調

　
　
査
報
告
書
第
三
〇
集
　
な
お
数
量
に
つ
い
て
は
、
表
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
数
値
を
再
計
算
し
た

　
　
も
の
で
あ
る
。
註
2
2
に
同
じ
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（
2
4
）
　
石
木
秀
啓
二
〇
〇
四
「
九
州
の
須
恵
器
生
産
－
特
に
八
世
紀
以
降
を
中
心
と
し
て
ー
」
「
第
七

　
　
回
西
海
道
古
代
官
衙
研
究
会
資
料
集
』

（
2
5
）
　
中
村
浩
一
九
九
〇
『
研
究
入
門
須
恵
器
』
柏
書
房

（
2
6
）
　
宇
野
隆
夫
一
九
九
四
コ
郡
一
窯
的
体
制
に
つ
い
て
」
「
北
陸
古
代
土
器
研
究
』
第
四
号

（
2
7
）
　
菱
田
哲
郎
二
〇
〇
二
「
考
古
学
か
ら
み
た
古
代
社
会
の
変
容
」
『
日
本
の
時
代
史
五
　
平
安

　
　
京
』
吉
川
弘
文
館

（
2
8
）
　
岡
田
裕
之
二
〇
〇
三
「
北
部
九
州
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
の
動
向
」
「
古
文
化
談
叢
』
第
四
九

　
　
集
　
九
州
古
文
化
研
究
会

（
2
9
）
　
名
古
屋
市
博
物
館
一
九
九
二
『
和
名
類
聚
抄
』
名
古
屋
市
博
物
館
資
料
叢
書
n
　
以
下
郡
名

　
　
な
ど
は
こ
れ
に
準
ず
る
。

（
3
0
）
　
こ
の
う
ち
、
牛
頸
窯
跡
群
が
中
心
的
に
位
置
す
る
大
野
城
市
は
近
世
で
は
御
笠
郡
に
あ
た

　
　

る
。
一
方
、
大
野
城
市
大
字
牛
頸
所
在
の
ハ
セ
ム
シ
窯
跡
群
一
二
地
区
出
土
の
ヘ
ラ
書
き
須
恵

　
　
器

に
は
奈
珂
（
那
珂
）
郡
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
大
野
城
市
南
部
に
お
い
て
は
古
代
に
は
近
世

　
　
と
異
な
る
郡
域
設
定
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
古
代
の
那
珂
郡
の
範
囲
に
つ
い
て

　
　
は

現
段
階
で
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
牛
頸
窯
跡
群
の
範
囲
は
御
笠
郡
の
一
部
に
ま
で
お
よ
ぶ
可

　
　
能
性
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
牛
頸
窯
跡
群
全
体
を
那
珂
郡
と
し
て
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

（
3
1
）
　
佐
藤
昭
則
一
九
九
七
『
地
別
当
遺
跡
群
』
那
珂
川
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
〇
集

（
3
2
）
　
西
村
康
一
九
八
三
「
陶
邑
・
猿
投
・
牛
頸
」
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
三
〇
周
年
記
念

　
　
論
文
集
　
文
化
財
論
叢
』

（
3
3
）
　
旧
稿
で
は
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
筑
前
東
部
窯
跡
群
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
広
江
窯
跡
は
や

　
　
や

離
れ

た
位
置
に
あ
り
、
領
域
の
設
定
と
し
て
適
当
で
は
な
い
た
め
改
め
た
い
。

（
3
4
）
　
田
村
悟
一
九
九
四
『
広
江
窯
跡
』
直
方
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
集

（
3
5
）
　
池
ノ
上
・
曲
田
・
古
後
一
九
九
四
『
八
尋
遺
跡
群
』
鞍
手
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
集

（
3
6
）
　
白
木
ほ
か
二
〇
〇
一
『
三
郎
丸
・
堂
ノ
上
C
』
宗
像
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
〇
集

（
3
7
）
　
小
田
富
士
雄
ほ
か
一
九
六
九
『
塚
ノ
谷
窯
跡
群
－
八
女
古
窯
跡
群
調
査
報
告
1
ー
』
八
女
市

　
　
教
育
委
員
会

（
3
8
）
　
小
田
富
士
雄
ほ
か
一
九
七
二
『
立
山
山
窯
跡
群
　
八
女
古
窯
跡
群
調
査
報
告
W
・
総
集
篇
　
』

　
　
八
女
市
教
育
委
員
会

（
3
9
）
　
小
田
富
士
雄
ほ
か
一
九
七
一
『
管
ノ
谷
窯
跡
群
ー
八
女
古
窯
跡
群
調
査
報
告
皿
ー
』
八
女
古

　
　
窯
跡
群
調
査
団

（
4
0
）
　
山
田
元
樹
一
九
九
四
『
久
福
木
・
立
山
遺
跡
皿
　
勝
立
・
善
徳
五
号
窯
跡
』
大
牟
田
市
文
化

　
　
財
調
査
報
告
書
第
四
四
集

（
4
1
）
　
坂
井
・
山
田
・
中
村
二
〇
〇
四
『
片
平
窯
跡
』
大
牟
田
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
八
集

（
4
2
）
　
小
田
富
士
雄
一
九
七
七
「
第
三
部
　
第
三
　
豊
前
地
方
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
の
諸
問
題
」

　
　
『
天
観
寺
山
窯
跡
群
』
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
会

（
4
3
）
　
池
辺
・
飛
野
・
高
橋
一
九
九
五
『
照
日
遺
跡
群
』
新
吉
富
村
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
集

（
4
4
）
　
田
村
和
裕
二
〇
〇
三
『
洗
子
窯
跡
』
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
九
九
集

（
4
5
）
　
森
田
勉
ほ
か
］
九
七
六
『
垂
水
廃
寺
』
新
吉
富
村
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
集

（
4
6
）
　
栗
焼
健
児
ほ
か
一
九
八
五
『
伊
藤
田
城
山
窯
跡
群
』
中
津
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
集

（
4
7
）
　
副
島
邦
弘
ほ
か
一
九
九
六
『
居
屋
敷
遺
跡
』
一
般
国
道
一
〇
号
椎
田
道
路
関
係
埋
蔵
文
化
財

　
　
調
査
報
告
第
六
集
　
福
岡
県
教
育
委
員
会

（
4
8
）
　
池
邊
千
太
郎
二
〇
〇
一
「
豊
後
須
恵
器
窯
跡
に
つ
い
て
」
『
大
分
縣
地
方
史
』
第
一
八
〇
号

（
4
9
）
　
池
邉
千
太
郎
二
〇
〇
二
「
豊
後
の
須
恵
器
松
岡
窯
跡
の
調
査
」
第
一
二
四
回
九
州
古
文
化
研

　
　
究
会
発
表
資
料

（
5
0
）
　
石
木
秀
啓
二
〇
〇
四
「
九
州
地
域
の
古
代
後
半
期
須
恵
器
窯
構
造
」
『
窯
跡
研
究
会
第
三
回
シ

　
　

ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
須
恵
器
の
技
術
と
系
譜
二
』

（
5
1
）
　
網
田
龍
生
二
〇
〇
三
「
古
代
荒
尾
産
須
恵
器
と
宇
城
産
須
恵
器
」
『
先
史
学
・
考
古
学
論
究
W

　
　
　
熊
本
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
創
設
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
時
期
に
関
し
て
は
、
網
田

　
　
氏
の
見
解
に

従
う
も
の
と
す
る
。

（
5
2
）
　
峯
崎
幸
清
一
九
九
六
『
冬
野
瓦
窯
跡
・
光
武
須
恵
器
窯
跡
調
査
概
報
　
大
草
場
遺
跡
発
掘
調

　
　
査
報
告
書
』
塩
田
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
＝
二
集

（
5
3
）
　
北
方
町
一
九
八
五
『
北
方
町
史
上
巻
』

（
5
4
）
　
木
下
之
治
一
九
七
六
『
牧
古
窯
跡
』
北
方
町
教
育
委
員
会

（
5
5
）
　
松
本
健
郎
ほ
か
一
九
八
〇
『
生
産
遺
跡
基
本
調
査
報
告
書
H
』
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第

　
　
四

八
集

（
5
6
）
　
網
田
龍
生
一
九
九
四
「
奈
良
時
代
　
肥
後
の
土
器
」
『
先
史
学
・
考
古
学
論
究
　
熊
本
大
学
文

　
　
学
部
考
古
学
研
究
室
創
設
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
』

（
5
7
）
　
舟
山
良
一
一
九
九
六
コ
九
九
六
年
度
の
窯
跡
の
発
掘
お
よ
び
研
究
の
動
向
（
そ
の
二
　
一

　
　
九
州
」
『
窯
跡
通
信
』
第
六
号

（
5
8
）
　
坂
本
経
尭
一
九
七
九
「
小
代
山
麓
古
窯
趾
群
調
査
報
告
」
『
肥
後
上
代
文
化
の
研
究
』

（
5
9
）
　
植
木
窯
跡
群
は
山
本
郡
内
に
あ
る
が
、
山
本
郡
は
八
五
九
（
貞
観
元
）
年
に
合
志
郡
よ
り
分

　
　
置
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
板
楠
和
子
ほ
か
一
九
九
九
『
熊
本
県
の
歴
史
』
山

　
　
川
出
版
社
）
。
取
り
上
げ
る
窯
跡
の
年
代
か
ら
い
く
と
立
郡
前
と
思
わ
れ
る
た
め
、
合
志
郡
と
し

　
　
て
取
り
扱
っ
た
。

（
6
0
）
　
中
原
幹
彦
二
〇
〇
二
『
平
成
＝
二
年
度
植
木
町
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
植
木
町
文
化
財

　
　
調
査
報
告
書
第
一
五
集

（
6
1
）
　
山
本
文
市
二
〇
〇
三
「
第
六
章
　
奈
良
時
代
の
宇
土
郡
　
第
一
節
地
方
行
政
の
し
く
み
」
『
新

　
　
宇
土
市
史
』
通
史
編
第
一
巻

（
6
2
）
　
中
原
幹
彦
↓
九
九
六
「
熊
本
の
古
墳
時
代
須
恵
器
素
描
」
『
肥
後
考
古
』
第
九
号

（
6
3
）
　
出
合
宏
光
二
〇
〇
四
「
下
り
山
窯
跡
の
研
究
」
肥
後
考
古
学
会
第
二
二
八
回
例
会
資
料

（
6
4
）
　
石
木
秀
啓
二
〇
〇
四
「
肥
後
」
『
須
恵
器
窯
構
造
資
料
集
二
』
窯
跡
研
究
会

（
6
5
）
　
新
東
・
青
崎
一
九
八
五
『
カ
ム
イ
ヤ
キ
古
窯
跡
群
1
』
伊
仙
町
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
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書
（
五
）

（
6
6
）
　
出
合
宏
光
二
〇
〇
三
「
カ
ム
イ
ヤ
キ
窯
跡
と
下
り
山
窯
」
『
琉
球
大
学
考
古
学
研
究
集
録
』
第

　
　
四
号

（
6
7
）
　
小
田
富
士
雄
一
九
九
二
「
日
向
に
お
け
る
須
恵
器
窯
跡
調
査
の
成
果
　
故
石
川
恒
太
郎
先
生

　
　
の
業
績
に
寄
せ
て
　
」
『
宮
崎
考
古
』
第
一
二
号
　
石
川
恒
太
郎
先
生
追
悼
論
文
集

（
6
8
）
　
小
田
富
士
雄
一
九
八
三
「
延
岡
市
・
苺
田
窯
跡
」
『
宮
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
六
集

（
6
9
）
　
註
6
7
に
同
じ

（
7
0
）
　
木
村
明
史
一
九
九
二
『
下
村
窯
跡
概
要
報
告
書
1
』
佐
土
原
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
集

　
　

木
村
明
史
一
九
九
六
『
下
村
窯
跡
群
報
告
書
〈
基
礎
資
料
編
〉
』
佐
土
原
町
文
化
財
調
査
報
告

　
　
書
第
一
〇
集

（
7
1
）
　
秋
成
雅
博
二
〇
〇
四
「
宮
崎
市
松
ヶ
迫
窯
跡
に
つ
い
て
」
宮
崎
考
古
学
会
第
四
八
回
例
会
資

　
　
料

（
7
2
）
　
小
田
富
士
雄
・
河
口
貞
徳
一
九
七
五
「
第
W
部
　
鶴
峯
窯
跡
の
調
査
」
『
薩
摩
国
府
跡
・
国
分

　
　
寺
跡
』
鹿
児
島
県
考
古
学
会

（
7
3
）
　
上
村
俊
雄
一
九
八
四
「
鹿
児
島
県
荒
平
須
恵
器
古
窯
趾
群
発
見
の
意
義
と
そ
の
問
題
点
に
つ

　
　
い
て
」
『
古
文
化
談
叢
』
第
一
四
集

（
7
4
）
　
上
村
俊
雄
・
坪
根
伸
也
一
九
八
五
「
鹿
児
島
県
中
岳
山
麓
須
恵
器
古
窯
跡
群
に
関
す
る
一
考

　
　
察
」
『
古
文
化
談
叢
』
第
一
五
集

（
7
5
）
　
永
山
修
一
ほ
か
一
九
九
九
『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社

（
7
6
）
　
宮
内
克
己
一
九
九
六
『
市
第
一
遺
跡
・
石
田
遺
跡
』
久
住
町
教
育
委
員
会

（
7
7
）
　
長
屋
伸
二
〇
〇
四
「
八
～
九
世
紀
の
鉄
生
産
に
つ
い
て
の
概
要
」
『
第
七
回
西
海
道
古
代
官
衙

　
　
研
究
会
資
料
集
』

（
7
8
）
　
山
村
信
榮
二
〇
〇
二
「
九
世
紀
の
大
宰
管
内
」
『
古
代
文
化
』
第
五
四
巻
第
二
号

（
7
9
）
　
板
楠
和
子
一
九
九
九
「
二
章
　
律
令
国
家
の
成
立
と
展
開
」
『
県
史
四
三
　
熊
本
県
の
歴
史
』

　
　
山
川
出
版
社

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
野
城
市
教
育
委
員
会
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
六
年
五
月
三
一
日
受
理
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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The　Remains　of　Ushikubi　Kilns　and　tlle　Kyushu　Sue　Ware　Production　System　from　the

End　of　the　8th　Century

IsHIIq　Hidetaka

　　　Astudy　was　made　of　prodllction　trends　and　changes　in　the　types　of　ware　produced　at　8th　c四tury　and　later　Sue　ware

kilns　in　Saikaido，　present－day　Kyushu，　by　investigating　the　remains　of　Ushikubi　kilns　in　Chikuzen．　It　reveals　that　in

Chikllzell　at　around　the　latter　part　of　the　7th　century　there　was　a　concentration　of　kilns　at　the　Ushikubi　kiln　site，　the　re－

sult　of　a　change　to　a　system　of　one　kiln　per　province．　It　is　thought　that　this　production　system　was　intended　to　supply

the　Daza血govemment　that　was　established　during　this　period，　and　it　would　appear　from　the　wide　distribution　of　prod－

ucts　that　during　this　time　the　production　system　in　Kyushu　centered　on　Dazaifu．　However，　from　the　middle　through　to

the　end　of　the　8th　century，　new　production　areas　emerged　along　with　a　reorganization　of　existing　production　areas　in

the　island’s　provinces．　There　is　no　evidence　of　the　production　ofjars（“kame”）and　large　jars　from　this　time　at　the　Ushi－

kubi　kiln　site，　and　the　size　of　kilns　became　smaller　as　well．　Large　jars　produced　in　Higo　have　been　excavated　from　the

area　surrounding　Dazaifu，　suggesting　that　they　replaced　those　made　at　Ushikubi．　This　is　thought　to　represent　an　inter－

regional　division　of　labor　whereby　lars　from　Higo　not　produced　in　the　Ushikubi　kilns　were　brought　to　the　area，　suggest－

ing　the　existence　of　a　policy　in　Dazaifu　for　the　production　of　Sue　ware．　Sue　ware　production　prospered　in　Higo　Province

from　this　time　throUgh　the　gth　cent山y．　Its　products　were　taken　around　the　country　where　they　had　an　in且uence　on

earthenware　made　in　local　kilns．　From　this　we　can　assume　that　from　the　middle　through　to　the　latter　part　of　the　8th　cen－

tury　the　production　system　centered　on　Dazaifu　gradually　changed　to　a　system　that　centered　on　production　in　Higo，　il－

lustrating　that　in　Kyushu　the　center　of　production　was　shifヒed　at　dif』rent　times．

　　　Although　there　were　other　provinces　in　Kyushu　that　like　Chikuzen　had　a　one　province，　one　kiln　system　fOr　Sue

ware　production，　basically　systems　were　arranged　on　a　regional　level　with　a　particular　geographical　area，　such　as　a　plain，

comprising　one　unit．　There　are　many　remains　of　kilns　from　Higo　Province　that　were　actively　producing　during　the　pe－

riod仕om　the　middle　through　to　the　end　of　the　8th　century，　which　serves　as　a　good　example　of　a　production　system　ad－

opted　on　a　regional　level．

　　　During　the　9th　century　Higo　Province　not　only　produced　Sue　ware　but　also　began　concentrating　on　iron　production，

achange　indicative　of　the　decline　of　the　Dazaifu　govemment　and　surrounding　govemment　o狂ices．　This　suggests　that　a

仕ansfomation　was　taking　place　in　local　communities　involved　in　production　marking　a　change加m　the　8th　century，

though　as　the　reasons　fbr　this　are　unclear　further　investigation　is　needed．
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