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は

じ

め

に

初
期
須
恵
器
の
名
称
は
、
「
日
本
で
須

恵
器
生
産
が
開
始
さ
れ
た
と
き
か
ら
、

地
方
窯
が
成
立
す
る
ま
で
の
最
初
の
数
十
年
間
、
須
恵
器
は
陶
邑
と
そ
の
周
辺
か

ら
、

一
元
的
に
供
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
限
ら

(
1

)

れ
た
時
期
の
須
恵
器
を

一
括
し
て
、
初
期
須
恵
器
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
」。
「初
期

須
恵
器
と
は
、
T
K
七
三
、
T
K
二

一
六
、
T
K
二
〇
八
の
各
型
式
に
属
す
る
須

(
2
)

の
総
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
田
辺
昭
三
氏
が
最
初
に
定
義
し
た
こ
と

は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

こ
の
定
義
の
根
底
に
は
、
陶
邑
古
窯
跡
群
の
調
査
成
果
と
、
地
方
窯
の
調
査

・

検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
社
会

・
政
治
史
的
な
点
を
重
視
し
て
説
い
て
い
る
と

い
え
る
。
事
実
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
、
陶
邑
古
窯
跡
群

(以
下
陶
邑
窯
と
す

る
)
・
一
須
賀
窯
跡
を
除
い
て
は
、
T
K

二
〇
八
型
式

に
遡
る
窯
跡
は
発
見
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
名
称
は
、
地
方
窯

の
上
限
を

一
つ
の
基
準
に
し
た
た
め
、
そ
の

後
の
調
査
が
進
展
し
て
い
く
な
か
で
、
か
な
り
の
矛
盾
を
生
ん
だ
こ
と
も
確
か
で

(
3

)

あ
る
。
そ
れ
は
、
宮
城
県
大
蓮
寺
窯
跡
、
愛
知
県
東
山
二

一
八
ー
1

(
四
八
)
号

(
4

)

(
5

)

(
6

)

窯
跡
、
同
県
城
山
二

・
三
号
窯
跡
、
香
川
県
宮
山
窯
跡
な
ど
の
、
T
K
二
〇
八
型

式
も
し
く
は
そ
れ
に
や
や
先
行
す
る
地
方
窯

の
発
見
で
あ
り
、
地
方
窯
出
現
の
上

限
時
期
の
修
正
が
必
要
に
な

っ
て
き
た
。

(
7
)

(
8
)

ま
た
そ
の
後
も
、
愛
知
県
東
山

一
一
一
号
窯
跡
と
、
香
川
県
三
郎
池
西
窯
跡
、

(
9

)

福
岡
県
小
隈

・
山
隈

・
八
並
窯
跡
な
ど
の
、
さ
ら
に
古
段
階
に
遡
る
可
能
性
の
あ

る
須
恵
器
窯
の
発
見
が
相
次
い
で
な
さ
れ
、
「初
期
須
恵
器
」
の
概
念
に
含
ま
れ
て

い
る

「
一
元
的
な
供
給
」

に
対
し
て
、
再
検
討
を
求
め
る
動
き
が
表
面
化
し
て
き

た
。
特
に
、

こ
れ
ら
の
地
方
窯
跡
出
土

の
須
恵
器
の
な
か
に
、
陶
邑
窯
と
は
異
な

る
形
態

・
技
法
を
有
す
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
地
方
窯
の
成
立
は
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
全
て
が
陶
邑
窯
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
朝
鮮
半
島
か
ら
直
接
的
に

渡
来
し
た
工
人
に
よ
っ
て
生
産
が
開
始
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
が

「多
(10
)

元
的
」
に
行
わ
れ
た
と
す
る

「
多
元
論
」
が
提
唱
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
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確
か
に
、
北
部
九
州
に
お
け
る
窯
跡
推
定
地
採
集
品
お
よ
び

一
部
調
査
出
十
の

(11
)

遺
物
は
、
陶
邑
窯

の
最
古
段
階
の

一
群
と
比
較
し
て
、
形
態

・
技
法
の
面
で
か
な

り
の
違
い
を
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、
他
地
域
の
窯
跡
群
に
全
て

当

て
は
ま
る
と
い
っ
た
こ
と
は
か
な
り
の
論
議
が
必
要
で
あ
る
し
、
詳
細
な
検
討

を
要
す
る
最
大

の
課
題
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
「多
元
論
」
と
は
、
系
譜
的
な
点
を
問
題
に
す
る
の
か
、
上
限

の
問
題
を

再
論
議
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

「初
期
須
恵
器
」
と
呼
ば
れ
る
段
階
の
窯
跡
の
存
在

の
み
を
指
摘
す
る
の
か
と
言
っ
た
問
題
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
、

小
稿
で
は
、
「多
元
論
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
、
は
た
し
て
す

べ
て
の
初
期
須
恵
器

窯
が
陶
邑
窯
と
系
譜
を
異
に
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
焦
点
を
絞

っ
て
、
各
窯
跡
の

出
L
遺
物
の
検
討
を
通
し
て
、
そ
の
是
非

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
初
期
須
恵
器

の
名
称
と

「多
元
論
」

各
地
域

で
初
期

に
遡
る
須
恵
器
窯
跡
の
発
見
、
な
ら
び
に

「多
元
論
」
の
提
唱

は
、
「初
期
須
恵
器
」
の
概
念

の
訂
正
を

迫
る
と
と
も
に
、
場
A口
に
よ

っ
て
は
、

そ
の
名
称
そ
の
も
の
を
失
い
か
ね
な
い
要
素
を
も

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
「初
期

須
恵
器
」
の
名
称
が
、
陶
邑
窯
の

一
元
的
な
供
給
を
基
本
的
な
内
容
と
し
て
出
発

し
た
た
め
で
あ
り
、
仮
に
、
「多
元
的
」

と
呼
ば
れ
る
生
産
が

一
般
的
な
場
合
に

は
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の

「初
期
須
恵
器
」
の
概
念
で
は
、
当
て
は
ま
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
概
念
の
整
理
は
、
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

一
元
的

な
供
給
を
基
礎
に
据
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
矛
盾
を
生
む
結
果
に
な

る
た
め
、
切
り
放
し
て
考
え
た
ほ
う
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
、
筆
者
は
、
「初
期
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
を
設
定
す

る
場
合
、
初
期
須
恵
器
と
は
、
定
型
化
前
の
須
恵
器
、

つ
ま
り
日
本
で
須
恵
器
生
産

が
開
始
し
、
規
格
化
さ
れ
る
ま
で
の
須
恵
器

(T
K
七
三

・
T
K
二

一
六
型
式
)
と

(12
)

し
た
ほ
う
が
妥
当

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
「初
期
須
恵
器
」
を
技
術
的

側
面
か
ら
据
え
て
定
義
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る
。
第

一
に
、
生
産
に
お

け
る
変
革
点
を
重
視
し
て
区
別
し
、
初
期
須
恵
器
の
範
囲
を
囲
ん
だ
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
方
向
性
は
、
後
に
田
辺
氏
も

「須
恵
器
の
定
型
化
を
も

っ
て
初
期
須
恵
器

の
終
焉
と
す
る
な
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
T
K
二
〇
八
型
式

の
前
半
段
階
ま
で
を
初

(13
)

期
須
恵
器
の
範
囲
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
今
日
に
お
け
る

一
つ
の
基
準
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
初
期
須
恵
器
」
の
定
義
は
、
単
に
古
相
と
い
う
だ
け
で
は
不

充
分
と
い
え
る
。
初
期
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
の
須
恵
器
が
、
そ
の
後
の
須
恵
器

の
比
較
し
て
明
確
に
区
別
で
き
、
そ
の
特
質
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
と
い
え

る
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
、
製
作
技
術
の
向
上
と
、
技
術
水
準
の
平
均
化
を
示

す
時
期
は
、
初
期
を
画
す
る
最
大
の
指
標
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し

一
方
で
は
、
「初
期
須
恵
器
」
の
用
語
は
、
陶
邑
窯

で
見
ら
れ
る
変
化

・

変
遷
を
基
に
す
る
の
で
あ

っ
て
、
地
方
窯
が
陶
邑
窯
と
は
系
譜
を
異
に
し
て
成
立

し
、
発
展
す
る
と
い
う
説
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る
見
解

8



第1表 初期須恵器の段階の窯跡

窯 跡 名 所 在 地 時 期 備 考

陶邑古窯跡群 大阪府堺 市 ・和 泉市 ・岸和田市 ・狭山町 TK73～

一一須 賀2号 窯跡 大阪府南河内郡河南町東山 TK73

吹田32号 窯跡 大阪府吹田市朝日が丘

大蓮寺窯跡 宮城県仙台市原町 ON46

東山111号 窯跡 愛知県名古屋市昭和区伊勝町 ON46

東 山218-1号 窯 跡 愛知県名占屋市千種区稲船通 ON46

三郎池西窯跡 香川県高松市南奥

宮山窯跡 香川県三豊郡豊中町比地大 ON46

小隈窯跡 福岡県朝倉郡夜須町下高場 採集 ・
一部調査

山隈窯跡 福岡県朝倉郡三輪町山隈 採集

八並窯跡 福岡県朝倉郡夜須町三並 採集

そ
の
代
表
的
な
例
は
、
福
岡
県
小
隈

・
山
隈

・
八
並
窯
跡
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

こ
の

「多
元
論
」
の
主
要
な
根
拠
は
、
各
地
域
の
窯
跡
出
土
の
須
恵
器
の
な
か

に
、
陶
邑
窯
と
は
異
な
る
形
態

・
技
法

・
意
匠
を
も

つ
一
群
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
本
項
で
は
、
そ
の
諸
説

に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
、
「多
元
論
」
の

現
状
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

初
期
須
恵
器
が
、
陶
邑
窯
か
ら
各
地

へ
一
元
的
に
供
給
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見

解
に
対
し
て
、
こ
の
期
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
は
、
陶
邑
窯
と
は
系
譜
を
異
に
し

た
、
渡
来
の
工
人
に
よ

っ
て
多
発
的
に
開
始
さ
れ
た
と
す
る

「
多
元
論
」
が
提
唱

さ
れ
た
こ
と
は
、
小
稿
の
初
め
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

、

「多
元
論
」

の
現
状

9

小
稿
で
は
、
こ
う
し
定
義
の
上
に
た

っ
て
、
以
下

「
初
期
須
恵
器
」
の
名
称
を

用
い
る
が
、
「初
期
須
恵
器
」

の
特
質
は
、
地
方
窯
の
成
立

の
あ
り
方
も
加
味
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
、
「多
元
論
」

の
是
非
は
、
重
要
な
方
向
性
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
出
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
が
、
陶
邑
窯

を
中
心
に
展
開
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は

な
い
し
、
事
実
、
次
節
以
降
で
述
べ
る
各
地
の
地
方
窯
の
須
恵
器
を
み
て
も
、
か

な
り
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
お
そ
ら
く
、
陶
邑
窯
の
主
導
的
な
存
在
が
想
定
で

き
る
の
で
あ
る
。



の
窯

跡

は
、

充

分

な

調

査

が

な

さ
れ

て

い
な

い

た
め

、

そ

の
全

容

は
不

明

で
あ

る

(14
)

が
、
採
集
さ
れ
た
遺
物
は
、
同
県
池
の
上

・
古
寺
墳
墓
群
、
茶
臼
塚
古
墳
な
ど
で

出
上
し
た
陶
質
土
器

・
須
恵
器
の
甕

・
壷
な
ど
と
共
通
し
た
特
徴
を
も

つ
点

で
知

ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
陶
邑
窯
と
は
違

っ
た
形
態
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
橋
口
達
也
氏
は
こ
の
点

に

つ
い
て
、
「陶
邑

で
須
恵
器
生
産
が

開
始
さ
れ
た
頃
、
少
な
く
と
も
北
部
九
州
で
も
須
恵
器
が
生
産
さ
れ
始
め
て
い
た
。

こ
の

一
つ
を
と

っ
て
も
須
恵
器
生
産
が

一
元
的
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
明

(15
)

ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
、
陶
邑
窯
の
初
期

に
遡
る
須
恵
器
と
同
時
期
に
地
方
窯
が

存
在
す
る
可
能
性
を
基
に
、
須
恵
器
生
産

の

「多
元
的
な
開
始
」
を
説
い
て
い
る
。

一
方
、
斉
藤
孝
正
氏
は
、
愛
知
県
東
山

一
一
一
号
窯
の
調
査
と
、
出
土
し
た
須

恵
器
を
検
討
す
る
な
か
で
、
陶
邑
窯
の
須
恵
器
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
と
し
て
、

(
一
)
杯
の
口
縁
部
の
立
ち
上
が
り
が
長

い
点
、
(
二
)
器
台
脚
部
が
丸
み
を
も

ち
、
下
部
が
強
く
外
方

へ
屈
曲
す
る
点
、

(三
)
無
蓋
高
杯
の
透
か
し
孔
が
多
い

点
、
(
四
)
甕
体
部
外
面
に
凹
線
文
を
施

す
点
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
東
山

一
=

号
窯
は
、
「大
阪
府

一
須
賀

二
号
窯

(中
略
)
、
大
蓮
寺
窯
跡
と
同
様
に

(中
略
)、
陶
邑
窯
と
は
異
な
る
系
譜
に
連
な
る
可
能
性
が
強
く
、
凹
線
文
の
存

(16
)

在
か
ら
大
蓮
寺
窯
跡
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
」
と
し
て
、
陶
邑
窯
と
は
全
く
違

っ

た
系
譜
の
製
品
で
あ
る
と
述
べ
、
地
方
窯

の
成
立
過
程
が
必
ず
し
も
陶
邑
窯
を
経

由
し
て
い
な
い
点
を
説
い
て
い
る
。

ま
た
、
香
川
県
三
郎
池
西
窯
跡
を
調
査
し
た
松
本
敏
三
氏
は
、
同
窯
跡
出
土
の

高
杯
の
脚
部
の
形
態
と
、
甕
底
部
の
製
作
技
術
が
陶
邑
窯
と
は
違

っ
た
あ
り
方
を

示
す
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
県
宮
山
窯
跡
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
須
恵
器
工

(17
)

人
は
、
陶
邑
窯
か
ら
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
推
定
さ
れ
る
と
し
て
系
譜
の

違
い
を
述

べ
て
い
る
。

宮
城
県
大
蓮
寺
窯
跡
に

つ
い
て
は
、
斉
藤
氏
も
少
し
触
れ
て
い
る
が
、
中
村
浩

氏
も
同
様
に
、
少
な
く
と
も
陶
邑
窯
と
は
異
な
る
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ

(18
)

と
は
想
像
さ
れ
る
と
し
て
、
叩
き
目
の
違
い
を
留
意
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

以
上
の
例
が
、
陶
邑
窯
と
は
違

っ
た
形
態

・
技
法
の
存
在
を
説
く
代
表
的
な
も

の
と
い
え
る
が
、
確
か
に
報
告
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
陶
邑
窯
で
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
手
法
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
系
譜
を
異
に
す

る
と
い
う

「多
元
論
」
の
重
要
な
根
拠
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
近
年
に
な

っ
て
、
岩
崎
直
也
氏
は
、
各
地

の
須
恵
器
生
産
の
始
ま
り
は
、

す
べ
て
が
陶
邑
窯
と
系
譜
を
異
に
し
て
、
多
元
的
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

地
方
窯
出
土
須
恵
器
の
微
妙
な
差
異
は
、
殆
ど
が
朝
鮮
半
島
で
の
地
域
的
な
差
異

(19
)

に
連
な
る
と
い
う
、
大
胆
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。

「多
元
論
」
の
根
拠
は
右
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
論
と
し
て
の
説
明
は

詳
し
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
須
恵
器
生
産
の
開
始
期
に
お
け
る
、
陶
邑

窯
か
ら
の

一
元
的
な
供
給
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
「多
元
的
」
と
い
う
名
称
を

用
い
、
陶
邑
窯
と
は
違

っ
た
形
態

・
技
法
の
須
恵
器
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
系

譜
の
違
う
工
人
に
よ
る
窯
の
成
立
を
説
い
て
い
る
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
一
元
的
」
と
い
う
言
葉
が

「供
給
」
に
使
わ
れ
て
い
る
に
対
し
て
、
「
多
元
」

は

「生
産
」
に
付
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
概
ね
以
上
の
よ
う
な
点
に
整
理
で

一10一
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き
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

一
つ
だ
け
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
初
期
須
恵
器
の
段
階
に
多
く
の
地
方
窯
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、

窯
の
成
立
が
異
系
譜

・
同

一
系
譜
と
い
う
問
題
は
区
別
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

コ

元
的
」

に
対
す
る

「多
元
的
」
は
、
供
給

の

面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
系
譜
の
差
異
を
論
議
し
な
く
て
も
成
り
立

つ
し
、
仮
に
陶

邑
窯
と
同
系
譜
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
陶
邑
窯
と
の
共
通
点

「多
元
論
」
の
主
要
な
内
容
で
あ
る
工
人

の
系
譜

の
違
い
と
、
そ
の
生
産

の
開

始
は
、
占
墳
時
代
の
文
物

・
技
術
の
導
入

の
あ
り
方
を
説
く
重
要
な
手
掛
か
り
と

い
え
よ
う
。
こ
の
時
代
の
技
術
の
導
入
は
、
須
恵
器
生
産
に
留
ま
ら
ず
多
岐

に
わ

た
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
対
外
交
渉
史
を
組
み
立

て
る
上
で
不
可
欠
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
点
に
お
い
て
、
須
恵
器
生
産

成
立
期
に
お
け
る
工
人
の
渡
来
と
、
そ
の
系
譜
を
そ
れ
ぞ
れ
異
に
し
て
成
立
す
る

と
い
っ
た
こ
と
は
、
詳
細
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例

の

一
つ
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

陶
邑
窯
と
系
譜
を
異
に
し
て
生
産
が
開
始
さ
れ
た
と
す
る
も
の
は
、
前
掲
し
た

と
お
り
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
北
部
九
州

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
形
態

・
技

法
の
面
か
ら
見
て
も
そ
の
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他

の
窯
跡

に
つ
い
て
み
る
と
、
陶
邑
窯
に
は
な
い
特
徴
は
盛
ん
に
主
張

・
強
調
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
が
、
同

一
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
他

の
要
素
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
さ

ほ
ど
理
解
が
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
他
の
要
素
と
し
た
も
の
の
な

か
に
は
、
陶
邑
窯
と
共
通
し
た
特
徴
を
も

つ
も
の
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
場
合

が
多
く
存
在
し
、
異
系
譜
と
す
る
に
は
、
再
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
愛
知
県
東
山

一
一
一
号
窯
跡
の
須
恵
器
を
み
て
み
よ
う
。
東
山

一
=

号
窯
跡
で
出
土
し
た
杯
は

(第

一
図
)、
斉
藤
氏
も
述

べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
大

き
く
四
類

に
分
類

で
き
る
。
そ
れ
は
、

A
、
小
型
で
丸
み
を
も

つ
深
い
体
部
に
、
短
い
受
部
と
内
傾
す
る
口
縁
部
を
付

け
る
も
の

(第

一
図
-
四
)。

B
、
内
傾
す
る
口
縁
部

に
、
膨
ら
み
の
あ
る
体
部
を
付
け
る
も
の

(第

一
図
-

五
)
。

C
、
浅
く
平
ら
ぎ
み
の
体
部

に
、
長
あ
の
立
ち
上
が
り
を
付
け
る
も
の

(第

一

図
-
七

・
八
)。

D
、
B
類
と
C
類

の
中
間
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
四
類
は
、
筆
者
は
多
少

の
時
間
差
を
も

っ
て
存
在
し
た
可
能
性
が
強

い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
別
に
し
て
も
、
A

・
B
類
お
よ
び
D
類
と
し
た
も
の
は
、

陶
邑
窯
に
お
い
て
も
確
実

に
存
在
し
て
い
る
器
形
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

C
類
と
し
た
口
縁
部
が
長
く
な
る
の
も
、
陶
邑
窯
に
お
い
て
よ
く
似
た
傾
向
を
示

す
も
の
が
あ
る
。

第
二
図
は
、
陶
邑
窯
跡
出
土

の
須
恵
器
で
あ
る
。
T
K
一
二

六
、
O
N
四
六
号

窯
跡
出
土

の
遺
物
を
中
心
に
掲
示
し
て
い
る
が
、
第

一
図
と
比
較
し
て
い
た
だ
き

一12一
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た
い
。
杯
の
形
態
を
見
る
と
、
東
山

一
一
一
号
窯
の
A

・
B
類

(第

一
図
四

・
五
)

と
し
た
も
の
は
、
T
K
二

一
六
型
式

の
も
の

(第
二
図
-

一
・
二
)
に
よ
く
似
て

い
る
し
、
C

・
D
類

の
立
ち
上
が
り
が
高
く
な
る
傾
向
は
、
O
N
四
六
号
窯
の
も

の
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。
蓋

に
お
い
て
も
、
口
縁
部
が
長
く
な
る
点
は
両
者

と
も
同
じ
で
あ
る
。
O
N
四
六
号
窯
跡
の
須
恵
器
は
、
口
縁
端
部
に
面
を
も
た
せ

る
も
の
と
、
浅
く
沈
線
状

に
窪
ま
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、

こ
の
特
徴
は
C

・
D
類

と
共
通
し
て
い
る
。

一
方
、
T
K
二

一
六
号
窯
の
端
部
を
丸
く
厚
め
に
仕
上
げ
る

も
の
は
、
A

・
B
類
と
共
通
す
る
。

外
面
に
施
さ
れ
た
箆
削
り
は
、
不
定
方
向
の
も
の
も
あ
る
が
、
回
転
箆
削
り
は

幅
の
狭
い
、
比
較
的
緩
い
回
転
の
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
内
面
の
仕
上
げ
撫
で
は
、

不
定
方
向
に
、
広
範
囲
に
丁
寧
に
施
す
も
の
が
多
く
、
両
者

に
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
東
山

一
=

号
窯
の
須
恵
器
は
、
陶
邑
窯
と
か
な

り
共
通
し
た
特
徴
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
特
に
A

・
B
類
と
し
た
も
の
は
、

T
K
二

一
六
型
式
の
須
恵
器
と
よ
り
共
通
す
る
特
徴
を
も

っ
て
い
る
。
異
な
る
特

徴
を
も

つ
一
方
で
、
こ
う
し
た
共
通
す
る
特
徴
を
も

つ
こ
と
は
、
単

に
系
譜
の
違

い
と
し
て
即
断
す
る
に
は
、
再
検
討
を
要
す
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
東
山

一
一
一
号
窯
を
考
え
る
場
合
は
、
直
線
距
離

で
北
方

に
約

七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
存
在
す
る
、
東
山
二

一
八
l
I

(
四
八
)
号
窯
を
あ

わ
せ
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
窯
跡
は
、

=

一
号
窯
よ
り
後
出
す
る
と

言
う
見
解
も
あ
る
が
、
筆
者
は
、
同

一
型
式

の
な
か
で
と
捉
え
て
も
差
し

つ
か
え

な
い
と
考
え
て
い
る
。
蓋
杯

の
形
態
は
、

=

一
号
窯
の
B
類
と
共
通
す
る
も
の

一13一



と
、
C

・
D
類
に
近
い
傾
向
を
示
す
も
の
と
が
あ
る
。
第
二
図
-

一
二
は
、
O
N
四

六
号
窯
の
も
の

(第
二
図
-
七
～
九
)
に
形
態
的
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
解
る

し
、
箆
削
り

・
撫
で
の
特
徴
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
み
て
も
、
東
山

一

一
一
・
二

一
八
号
窯
の
須
恵
器
は
、
陶
邑
窯
と
か
な
り
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

も
ち
ろ
ん
、
蓋
杯
を
み
て
も
全
て
が
共
通
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
一
一
号
窯

の
C
類
と
し
た
、
極
端
に
立
ち
上
が
り
の
長
い
も
の
は
他
に
例
を
み
な
い
し
、
多

少
の
差
異
は
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
こ
と
は
、
時
間
的
な
経
過
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
し
、
工
人
差

・
地
域
差
と
い
っ
た
も
の
が
芽
ば
え
始
め
て
い
た

と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
東
山
窯
で
は
そ
う
し
た
こ
と
が
言
え

る
の
で
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
陶
邑
窯
と
は
違

っ
た
形
態

・
技
法
を
有
す
る
と
さ
れ
て
き
た
窯
跡
も
、

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
同
じ
窯
内
よ
り
か
な
り
陶
邑
窯
と
類
似
し
た

一
群
の

須
恵
器
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
同
じ
こ
と
は
、
宮
城
県
人
蓮
寺
窯
跡
出

土
の
甕

・
器
台
、
ま
た
、
香
川
県
宮
山
窯
跡
出
十
の
蓋
杯
で
も
言
え
る
こ
と
で
あ

り
、
単
に
陶
邑
窯
と
の
系
譜
の
違
い
で
説
明
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
須
恵
器
の

一
部
の
器
形
の
み
が
別
系
譜
で
、
他
の
も
の
は
陶
邑
窯
と
の
関
係

で
考
え
る
こ
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
逆
に
こ
う
し
た
共
通

性
を
ど
う
説
明
す
る
か
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
両
者
の
特
徴
の
整
理
と
、

お
よ
び
、
そ
れ
を
含
め
た
総
合
的
な
検
討

に
よ
っ
て
、
地
方
窯
の
成
立
や
、
系
譜

の
問
題
を
論
議
す
る
の
が
望
ま
し
い
姿
と

い
え
る
し
、

一
部
の
特
徴
の
み
を
取
り

出
し
て
位
置
付
け
る
の
は
控
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
、

「
多
元
論
」

の
修
正

前
節
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
各
地
の
須
恵
器
窯
は
陶
邑
窯
と
は
系
譜
を
異
に

し
て
、
直
接
的
に
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
た
工
人
に
よ

っ
て
成
立
し
た
と
い
う
根

拠
は
、
出
土
遺
物
の
総
A
口的
な
検
討
に
よ
っ
て
、
修
正
が
必
要
に
な

っ
て
き
た
。

少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
窯
跡
出
土
の
須
恵
器
は
、
系
譜
を
異
に
す
る
の
で
は

な
く
、
陶
邑
窯
を
含
め
た
国
内
か
ら
の
影
響
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
国
内
か
ら
の
影
響
と
い
う
点
は
別
に
し
て
も
、
蓋
杯
に
見
ら
れ
た
特
徴
は
、

日
本
で

一
定
期
間
経
過
し
た
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
え
、
直
接
的
に
朝
鮮

半
島
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
見
解
と
同
様
に
、
陶
質
土
器
と
須
恵
器
の
器
種

構
成
の
問
題
か
ら
、
従
来
の

「多
元
論
」
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
も
の
も
あ
る
。

山
田
邦
和
氏
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
半
島
伽
耶

・
新
羅
の
陶
質
土
器
は
、
有
蓋
の
高

杯
を
主
に
供
膳
用
土
器
と
し
て
用
い
、
蓋
杯
の
占
め
る
割
合
は
ご
く
僅
か
な
率
で

あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
陶
邑

・
高
蔵
七
三
号
窯
の
段
階
で
は
、
既
に
蓋

杯
が
供
膳
用
土
器
と
し
て
、
主
流
を
占
め

つ
つ
あ
る
と
い
う
。
こ
の
あ
り
方
は
、

陶
邑

・
高
蔵
七
三
号
窯
が
す
で
に
日
本
化
し
た
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
、

蓋
杯
の
出
土
を
認
め
る
東
山

=

一
号
窯
跡
の
須
恵
器
に
つ
い
て
も
、
日
本
化
し

た
段
階
の
も
の
と
し
、
直
接
的
に
朝
鮮
半
島
に
系
譜
を
求
め
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
と
い
う
。
そ
し
て
、
東
山

一
=

号
窯
跡
の
系
譜
は
、
宮
城
県
大
蓮
寺
窯
跡
と
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(20
)

と
も
に
、
陶
邑
窯
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
し
て
い
る
。

筆
者
が
須
恵
器
の
形
態
と
技
法
の
検
討

に
よ
っ
て
、
陶
邑
窯
と
の
共
通
性
を
指

摘
し
た
の
と
同
様
に
、
器
種
構
成
の
あ
り
方
か
ら
同
じ
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
朝

鮮
半
島
で
の
、
地
域
的
な
差
異
の
確
認
や
、
高
蔵
七
三
号
窯
が
ど
れ
ほ
ど
日
本
化

し
て
い
る
か
と
い
っ
た
問
題
点
は
多
く
残

る
が
、
筆
者
も
基
本
的
に
は
賛
同
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
説
を
借
り
る
な
ら
ば
、
陶
邑
窯
の
T
K
七
三
型
式
以
後
の
須
恵
器
と
共
通

す
る
特
徴
を
も

つ
各
窯
跡
出
土
の
須
恵
器

は
、
完
全
に
日
本
化
さ
れ
た
段
階
の
も

の
と
い
え
、
ま
し
て
や
、
朝
鮮
半
島
に
直
接
的
に
結
び
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
に
直
接
的
に
系
譜
す
る
場
合
は
、
そ
の
形
態
や
技
法

・

器
種
構
成
と
い
っ
た
も
の
が
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
彼
地
の
も
の
と
区
別
で
き

な
い
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ま
で
の

「多
元
論
」
は
、
大
幅
な
修
正
を
必
要
と
し

て
く
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
陶
邑
窯
と
は
系
譜
を
異
に
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら

(21
)

れ

る

も

の

は
、

北

部

九

州

の

一
群

と

、

大

阪

府

一
須

賀

二
号

窯

、

吹

田

三

二

号
窯

(22
)

跡

で
あ

る

。

こ
れ

ま

で

の

よ
う

に
、

初

期

須

恵

器

の
段

階

の
窯

が
、

全

て
系

譜

の

異

な

る

も

の

で
あ

る
と

い

っ
た

こ
と

は
、

と

う

て

い
成

り
立

た

な

い

し
、

か

な

り

違

っ
た

組

み

立

て

に
な

っ
て
く

る

の

で
あ

る
。

本

来

「
多

元
」

と

は
、
多

く

の
本

源

・
出

発

点

が

あ

る

と

い
う

内

容

で
あ

る
が

、

こ
う

し

た

場

A
口
に

は
、

必

ず

し

も

適

切

な

用
語

と

は
言

え

な

い
。

こ
れ

ら

の
窯

跡

は

、

短

期

間

の
う

ち

に
操

業

が

停

止

さ

れ

た

り
、

ま

た
、

短

期

間

の

う

ち

に
陶

邑

窯
に
準
ず
る
形
で
、
日
本
化
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
本
来
の
系
譜
を
さ
ほ
ど
継

承
し
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。

本
源
が
異
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
独
自

の
形
で
発
展

・
変
化
す
る
こ
と

は
充
分
に
予
想

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
特
徴
は
、
多
少
存
在

す
る
と
は
い
え
、
初
期
須
恵
器
の
段
階

の
窯
跡
で
は
、
均

一
化
し
た
形
で
製
作
さ

れ
た
も
の
が
多
く
、
系
譜
を
異
に
し
て
独
自
に
発
展
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
の

で
あ
る
。

一
つ
に
は
器
種
構
成

に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
し
て
個
々
の
形
態

・
技
法

の
面
に
お
い
て
窺
え
る
の
で
あ
る
。

各
地
域
に
お
い
て
、
陶
邑
窯
と
は
多
少
異
な
る
形
態

・
技
法
が
存
在
し
て
も
、

そ
れ
は
、
日
本
化
後

の
変
化
か
、
別
系
譜

の
要
因
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
は
、
遺
物

の
総
合
的
な
検
討

に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

う
し
た
点
に
お
い
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の

「多
元
論
」
は
大
幅
な
修
正

を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
初
期
須
恵
器
の
段
階
の
窯
跡
は
、
無
秩
序
に
系
譜
を

異
に
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
系
譜
を
異
に
す
る
窯
跡
は
、
ご
く
限
ら
れ
た

地
域
に
小
規
模
な
形
で
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
北
部
九
州

と
、
大
阪
平
野
の
周
辺
部
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

初
期
須
恵
器
の
段
階
の
窯
跡
は
、
前
掲
し
た
よ
う
に
い
く

つ
か
存
在
し
て
い
る
。

近
年
、
そ
れ
ら
の
窯
跡
は
、
そ
の
殆
ど
が
、
陶
邑
窯
と
は
系
譜
を
異
に
し
て
独
自
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に
成
立
し
、
そ
の
系
譜
は
、
直
接
的
に
朝
鮮
半
島
に
由
来
し
、
渡
来
し
た
r
人
に

よ

っ
て
生
産
が
開
始
さ
れ
た
と
す
る

「多
元
論
」
が
提
唱
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

小
稿
は
、
そ
う
し
て
成
立
し
た
窯
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め

つ
つ
も
、
必
ず
し

も
全
て
の
窯
跡
が
系
譜
を
異
に
す
る
の
で
な
く
、
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
に
留
ま
る

と
い
う
点
を
説
い
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
出
上
遺
物
を
比
較
す
る
場
合
、
陶
邑
窯
と

の
相
違
点
の
み
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
が
、
筆
者
は
逆
に
、
陶
邑
窯
の
須

恵
器
と
の
共
通
点

・
組
成
等
を
整
理

・
検
討
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
述

べ
た
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
各
地
域
で
成
立
し
た
窯
跡
に
お

い
て
、
日
本
化
し
た
段
階
の
須
恵
器
を

伴
う
場
合
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
陶
邑
窯
を
含
め
た
国
内
か
ら
の
伝
播

・
波

及
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
化
し
た
須
恵
器
が
、
直
接
的
に
朝
鮮
半
島

に
由
来
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
系
譜
を
異
に
し
て
生
産
を
開
始
し
た
窯
跡
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

再
、、、述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
地
域
に
お
い

(23
)

て
も
、
今
後
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
充
分

に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
成
立
し

た
窯
と
、
国
内
で
展
開

・
波
及
し
た
も
の
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
混
同
す
る
の
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
を
明
確
に
区
別
し

た
b
で
、
論
議
す
る
必
要
性
を
、
繰
り
返

し
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

各
地
域
の
須
恵
器
生
産
は
、
こ
の
両
者

の
い
ず
れ
か
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
こ
の
様
相
を
区
別
し
て
組
み
立
て
て
い
く
の
が
、
日

本
の
須
恵
器
生
産
の
成
立
と
、
展
開
を
考

え
る
上
で
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
小
稿
で
は
、
こ
う
し
た
様
相
を
組
み
立
て
る
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な

い
が
、
陶
邑
窯
を
含
め
た
国
内
か
ら
の
波
及

・
影
響
に
よ

っ
て
成
立
す
る
波
及
型

と
、
突
発
的
に
系
譜
を
異
に
し
て
成
立
す
る
突
発
型
に
整
理
し
て
、
突
発
型
は
、

短
期
間
の
う
ち
に
消
滅
す
る
も
の
と
、
陶
邑
窯
に
見
ら
れ
る
日
本
的
な
須
恵
器
に

短
期
間
の
う
ち
に
変
換
す
る
も
の
に
分
け
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

全
国
的
な
須
恵
器
の
均

一
化
と
、
供
膳

・
使
用
形
態
の
定
型
化
は
、
土
師
器
に

見
ら
れ
る
様
相
と
比
較
し
て
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
須
恵
器
生
産
の

規
制
や
統
制
が
あ

っ
た
こ
と
も
予
想
で
き
る
し
、
そ
う
し
た
場
合

の
中
央
と
地
方

の
問
題
や
、
社
会
組
織
の
関
わ
り
が
重
要
に
な

っ
て
こ
よ
う
。

さ
ら
に
、
渡
来
し
た
人
々
の
跡
を
示
す
、
韓
式
系
土
器
な
ど
の
遺
物
や
出
土
遺

(
24

)

構
、
お
よ
び
そ
の
分
布
と
渡
来
工
人
と
の
関
係
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
し
、
全
国

で
確
認
さ
れ
て
い
る
初
期
須
恵
器
の
な
か
に
、
陶
邑
産
の
も
の
が
か
な
り
確
認
さ

れ
て
い
る
と
い

っ
た
、
従
来
の

一
元
的
供
給
に
準
ず
る
あ
り
方
も
、
再
度
論
じ
ら

(25
)

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

[付
記
]
拙
稿
は
、
本
学
文
化
財
学
科
教
授
で
あ
ら
れ
た
、
井
上
薫

・
毛
利
久

両
先
生
の
御
退
職
記
念
論
集
の
片
隅
を
汚
す
小
文
と
し
て
草
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
志
し
の
半
ば
、
毛
利
久
先
生
は

一
九
八
七
年
九
月

一
〇
日
、
療
養
生

活
の
か
い
も
空
し
く
、
論
集
の
刊
行
を
待
た
ず
し
て
他
界
さ
れ
、
図
ら
ず
も
拙
稿

が
追
悼
論
集
の

一
部
を
埋
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
追
悼
論
文
に
し
て
は
、
あ
ま
り

に
も
拙
い
内
容
を
お
許
し
頂
く
と
と
も
に
、
温
和
な
御
性
格
の
中
に
も
、
厳
し
い
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学
問
の
研
究
姿
勢
の
在
り
方
を
我
々
に
教
え
て
頂
い
た
、

を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

毛
利
久
先
生
の
御
冥
福

小

稿

を

記

す

に
あ

た

り

ま

し

て
、
次

の
方

々

・
機

関

よ

り

資

料

見

学

の
御

配

慮

、

有

益

な

御

教

示

を

頂

き

ま

し

た

。

記

し

て
感

謝

申

し
上

げ

ま
す

。

斉

藤

孝

正

、

荒

木

実

、

相

田

則

美

、

松

本

敏

三

、

斎

藤

賢

一
、

平

安

学

園

、

荒

木

集

成

館

、

名

占

屋

大

学

、

瀬

戸

内

海

歴

史

民

俗

資

料

館

。

註

(
1
)
田
辺
昭
三

「
須
恵
器

の
誕
生
」
『
日
本
美
術

工
芸
』

三
九
〇

一
九
七

一
年
。

(
2
)
田
辺
昭
三

「
須
恵
器
生
産

の
開
始
と
展
開
」

『
日
本
美
術

工
芸
」

三
九

一

一
九
七

一
年
。

(
3
)
渡
辺
泰
伸

ほ
か

『
陸
奥
国
官
窯
跡
群
」

H

(
『
古
窯
跡

研
究
会
研

究
報
告
」

第

4
冊

古
窯

跡
研
究
会
)

一
九
七
六
年
。

(4
)
荒
木

実

ほ
か

「東
山

二

一
八
号
窯

の
古
式

須
恵
器

に

つ
い
て
」

『
古
代
人

』
第

三

三
号

一
九
七
八
年
。

(5
)
七
原
恵
史

ほ
か

『
尾
張
旭
市

の
古
窯
」

尾
張
旭
市
教
育
委
員
会

一
九
七

八
年
。

(6
)
松
本
敏

三

「讃
岐
出
土

の
須
恵

器

宮

山
窯
跡

の
須
恵

器
」

『
瀬
戸
内
歴

史
民
俗

資

料
館
年
報
』
七

一
九
八

二
年
。

(
7
)
斉
藤
孝

正

「猿
投
窯
成

立
期

の
様
相
」
『
名
古
屋
大

学
文
学
部

論
集
」

L
X
X

X

W

史
学
二
九

一
九
八
三
年
。

(8
)
松
本
敏
三

「
四
国
地
方
」

(『
日
本
陶
磁

の
源
流
」

須
恵

器
出
現

の
謎
を
探
る

第
二

章

柏
書
房
)

一
九
八

四
年
。

(
9
)
平
田
定
幸

「
朝
倉

の
初
期
須
恵
器
窯
」

(『
甘
木
市
史
資
料
」
考
古
編

第
三
章
第

二

節

甘
木
市
)

一
九
八

四
年
。

(10
)

い
わ
ゆ
る

「
多
元
論
」

の
名
称

は
、
橋

口
達
也
氏
が
田
辺
昭
三
氏

の

「
陶
邑
窯

か
ら

の

一
元
的
な
供
給
」
と
し

た
見
解

に
対

し
て
、
須
恵
器
生
産

は
各
地

で

「
多
元
的
な
開

始
」
を
す

る
、
と
し

て
述

べ
た
こ
と
に
始

ま
る
と
考

え
ら
れ

る
。
橋

口
達
也

「
北
部
九

州

に
お
け

る
陶
質
土
器
と
初
期
須
恵
器
」

(
『古
寺
墳
墓
群
」

H

『
甘
木
市
文
化
財
調

査
報
告
』

一
四

甘
木
市
教
育
委
員
会
)

一
九

八
三
年
。

(
11
)
近
年
、
夜
須
町
教
育
委
員
会

に
よ

っ
て
、
小
隈
窯
跡

の
調
査
が
行
わ
れ

る
と
聞
く
。

(
12
)
植
野
浩

三

「西

日
本

の
初
期
須
恵

器
-

三

ッ
城
古
墳

の
須
恵
器
を
中
心

に
し

て
ー
」

『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
九

号

一
九
八
〇
年
。

(
13
)

田
辺
昭

三

「初
期
須
恵

器

に

つ
い
て
」
(
『
考
古
学
論
考
』
小
林
行
雄
博
士
古
稀
記
念

論
文
集

平

凡
社

)

一
九
八
二
年
。

(
14
)
橋

口
達
也

『池

の
上
墳
墓
群
」
(
『
甘
木
市
文
化
財
調
査
報
告
」

五

甘
木
市
教
育
委

員
会

)

一
九
七
九
年
、
同

『
古
寺
墳
墓
群

(
『
甘
木
市
文
化
財

調
査
報
告

」

一
四

甘
木
市
教

育
委
員
会
)

一
九
八
三
年
、
柳
田
康
男

『
小
田
茶
臼
塚
古
墳
』

(
『甘
木
市

文

化
財
調
査
報
告
」
四

甘
木
市
教
育
委
員
会
)

一
九
七
九
年
。

(
15
)
前
掲

橋

口
達
也

「
北
部
九
州

に
お
け

る
陶
質
土
器
と
初
期
須
恵
器
」
(
『古
寺
墳
墓

群
』

H

『
甘
木
市
文
化
財
調
査
報
告
』

一
四

甘
木
市
教
育
委
員
会
)

一
九
八
三
年
。

(16
)
前
掲
註

(
7
)
。

(17
)
前
掲
註

(8
)
。

(
18
)
中
村

浩

「
須
恵
器
生
産

の
諸
段
階
-
地

方
窯
成
立

に
関
す

る

一
試

考
1
」
『
考

古

学
雑
誌
』
第
六
七
巻
第

一
号

一
九

八

一
年
。

(
19
)
岩
崎
直
也

「
尾
張
型
須
恵

器
の
提

唱
」

『信
濃
』
第

三
九
巻
第

四
号

一
九
八
七
年
。

(
20
)
山

田
邦
和

「
須
恵
器

生
産

系
譜

論

の
現
状
」

(
同
志
社

大
学

考
古

学

シ
リ

ー
ズ

H
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『考
古
学
と
移
住

・
移
動
』
同
志
社
人
学
考
古
学

シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
)

一
九
八
五
年
。

(
21
)
大
阪
府
教
育
委

員
会

『
河
南
町
東
山
所
在
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
」

一
九
六
九
年
。

(
22
)
藤

原

学

『埋

蔵
文

化
財
緊
急
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和
六
〇
年
度

吹
田
市
教
育
委

員
会

一
九
八
六
年
。

(
23
)
今
後

そ
う
し
た
可
能
性

の
あ
る
地
域
と
し

て
、
和
歌
山
県

・
岡
山
県

・
愛
媛
県
、
他

が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
地
域

で
出
七
し
た
須
恵
器

(陶
質
十
器
)

の
な
か

に
は
、

陶

邑
窯

に
は
な
い
形
態
や
装
飾
、
胎
上
が
違
う
も

の
が
存
在
し

て
お

り
、
窯

の
存
在

が

推
定

で
き
る

(武

内
雅
人

「
和
歌
山
県

に
お

け
る
発
生
期

の
須
恵
器
窯

」
『
和
歌

山
県

埋

蔵
文

化
財
情
報
」

一
七

社
団
法
人
和
歌
山
県
文
化
財
研
究
会

一
九
八
五
年
、
島

崎

東

「
岡
山
県

の
初

期
須
恵

器

に

つ
い
て

(
予
察
)
」
『
古

文
化
談

叢
」
第

一
六
集

一
九
八
六
年
、
愛

媛
県

の
状
況
は
、
相
田
則
美
氏
御
教
示

に
よ
る
。
愛
媛
県
出
作
遺
跡

で
は
、
陶
邑
窯
と
共
通
す
る
形
態

・
技
法
を
も

つ
も

の
と
、
異
な

る
も

の
が
共
存
し

て

出
L
し

て
い
る
)
。
ま
た
、
各
地

の
占
墳

に
お

い
て
、
害
窯

を
用

い

て
焼
成

し
た
と
考

え
ら
れ
る
埴
輪
が
多
数
出
ト
し

て
い
る
が
、

そ
れ
は
以
前

に
も
触

れ
た
よ

う
に
、

(前

掲
註
12
)
、
須
恵
器
を
同
時

に
生
産
し

て
い
る
可
能
性
を

も

っ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ

の
事
実
が
直
接
的

に
系
譜
を
異

に
す

る
と

い
う
解
釈

に
は

つ
な
が
ら
な

い
の
で
あ

る
。

(
24
)
韓
式
系
上
器

の
出
土
は
、
近
畿

・
九
州
地
方
を
中
心

に
し

て
全
国
的

に
認

め
ら
れ

て

き

て
い
る

(
植
野
浩
三

「
韓
式
系
土
器

に

つ
い

て
の
予
察
」

『
奈
良
大

学
紀
要
』

第

一

二
号

一
九
八
三
年
、
韓
式
十
器
研
究
会

『
韓
式
系
土
器
研
究
」

1

一
九
八
七
年
、

埋
蔵
文

化
財
研
究
会

『
弥
生

・
古
墳
時

代

の
大

陸
系
士
器

の
諸
問
題
」

一
九

八
七

年
)
。
特

に
こ
の
な
か

で
、
軟
質
系
土
器

は
、
渡
来

し
た
人

々

の
直
接

的
な
痕
跡

を
示

す
資
料
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
し
、
須
恵
器

工
人
を
含
め
た
渡
来
人

の
流
入

の
あ

り
方

を
説
く
手
掛
か
り

に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。

(
25
)
三
辻
利

一
氏
を
中
心
と
す

る
須
恵
器

の
産
地
同
定

の
成
果

に
よ
れ
ば
、
岩
手
県
か

ら

鹿
児
島
県

に
及
ぶ
広

い
範
囲

に
、
陶

邑
窯

の
製
品

が
認

め
ら
れ
る
と

い
う
。

こ
れ
は
、

か

つ
て

一
元
的
供
給

と

い
わ
れ
た
あ
り
方

に
準
ず

る
形

と
も
言

え
、
あ
ら
た
め

て
陶
邑

窯

の
位
置
付

け
を
行

う
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
重
要
な

こ
と
は
、
初
期

の

須
恵

器
窯

が
存
在

す
る
地
域

に
お
い

て
も
、
陶
邑
窯

の
製
品
を
認
あ

る
こ
と

で
あ
り
、

「多

元
論
」

と

の
関
係
を
整

理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
同
様
な

こ
と
は
、

楢
崎
彰

一
氏
も
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
系
譜
を
異

に
す

る
と

い
う
地
方
窯

の
成
立
が
、
即
、

陶
邑
窯

の

一
元
説

の
崩
壊

と
捉

え
る

べ
き
で
は
な

い
と

さ
れ
、
色

々
な
要
素
を
検
討

し

て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
る

(楢
崎
影

一
監
修

『
日
本
陶
磁

の
源
流
」
須
恵

器
出

現

の
謎
を
探

る

第

三
章

柏
書
房

一
九
八

四
年
)
。
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