
最
古
の
須
恵
器
型
式
設
定
の
手
続
き

植

野

浩

三

 

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
最
古
の
須
恵
器
型
式
は
、

一
九
六
〇
年
代
以
降
の
陶
邑
古
窯
趾

群
の
調
査

・
研
究
を
基
に
、
T
K
七
三
号
窯
跡
等
の
遺
物
の

一
群
を
も

っ
て
T
K

　
ユ

　

七
三
型
式
と
命
名
さ
れ
た
。

こ
の
判
断
は
、

現
段
階
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
は

な
く
、
最
古
の

一
群
を
示
す
指
標

に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
九
八
六
年
に
始

ま

っ
た
大
庭
寺
遺
跡
の
調
査
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
た
T
K
七
三

号
窯
跡
に
は
含
ま
れ
な
い
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
、
T
K
七
三
型
式
の
再
検
討
と

　　
　

再
編
成
が
必
要
に
な

っ
て
き
た
。

小
稿
で
は
こ
う
し
た
中

に
お
い
て
、
初
出
段
階
の
須
恵
器
の
相
対
的
な
位
置
付

け
の
確
認
が
必
要
と
考
え
る
た
め
、
最
古
型
式
の
認
定
と
そ
の
考
え
方
を
整
理
し

て
、
初
期
須
恵
器
研
究

の

一
助
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

最
古
段
階
の
須
恵
器

の
解
釈
と
し
て
は
、

T
K
七
三
号
窯
跡
の
前
に
大
庭
寺
遺

跡
の
T
G
二
三

一
・
二
三
二
号
窯
跡
が
存
在
し
、
そ
の
後
T
K
七
三
号
窯
跡
が
成

立
し
た
と
す
る
考
え
方
が
優
勢
で
あ
る
檎
Ψ

一
方
で
は
両
者
を
ほ
ぼ
同
時
期
と
し

て
、
内
容
の
違
い
を
朝
鮮
半
島
で
の
系
譜
の
違
い
と
し
て
認
識
す
る
二
者
が
あ

嶺
㌍
ま
た
、
T
K
七
三

・
T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
や

一
須
賀
二
号
窯
跡
の

相
対
的
な
年
代

の

一
部
に
つ
い
て
も
意
見
が
分
か
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
変
遷
の

　ら
　

解
釈
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
遺
物
の
解
釈
論
で
あ
る

型
式
学
的
な
理
解
と
と
も
に
、
最
終
的
に
は
消
費
地
の
遺
跡
で
の
出
土
状
況
や
分

析
を
通
し
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
研
究
成
果
と

型
式
学
的
方
法
を
基
に
、
ま
ず
具
体
的
な
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

幸

い
に
も
近
年
、
大
庭
寺
遺
跡
の
出
土
遺
物
と
T
K
七
三
号
窯
跡
の
資
料
を
埋

　　
　

め
る
遺
跡
と
し
て
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
が
調
査
さ
れ
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
。

次
章
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
T
K
七
三
号
窯
跡
の
成
立
と
変
遷
を
理
解
す
る
上
で

非
常
に
好
資
料
で
あ
る
。
初
出
段
階
か
ら
そ
の
後
の
須
恵
器
の
変
化
を
合
理
的
か

つ
具
体
的
に
把
握
で
き
る
内
容
を
も
ち
、
前
述
の
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
も

っ

て
い
る
た
め
、
小
稿
で
は
中
心
的
に
と
り
上
げ

て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
大

庭
寺
遺
跡
の
資
料
に
関
し
て
は
、
そ
の

一
部
が
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
窯
跡
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の
灰
原
資
料
は
現
在
整
理
中

で
あ
る
た
め
、

の
必
要
な
も
の
に
留
め
る
。

引
用
す
る
も
の
は
灰
原
以
外

の
出
土

、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
の
概
要
と
特
徴

O
N
二
三

一
号
窯
跡
は
大
阪
府
堺
市
菱
木
に
所
在
す
る
。
広
義
に
は
野
々
井
西

遺
跡
と
呼
称
さ
れ
、
同
遺
跡
内

に
存
在
す
る
窯
跡
を
指
す
。
遺
跡
は
石
津
川
の
支

流
で
あ
る
和
田
川
左
岸
に
面
す
る
丘
陵
上
に
あ

り
、
窯
跡
は
東
側
斜
面

に
あ
る
。

調
査
区
で
は
窯
跡
の
灰
原

の
み
確
認
し
て
お
り
、
窯
体
は
調
査
区
外
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
灰
原
は
二
五
～
三
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
亙
り
確
認
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
か
ら
多
量

の
須
恵
器
が
出
土
し
た
。
詳
細
は
報
告
書
に
譲
る
が
、
以

下
そ
の
概
要
と
特
徴
を
記
そ
う

(第

一
～
三
図
)。

確
認
さ
れ
た
須
恵
器
は
、
蓋
杯

・
高
杯

・
把
手
付
椀

・
鉢

・
甑

・
遽

・
樽
形
遽

・
器
台

・
脚
付
有
蓋
壺

・
直

口
壺

・
甕

・
そ
の
他
で
あ
る
。
そ
の
中

で
、
甕

の
割

合
が
最
も
多
く
、
全
体
の
九
五
%
以
上
を
占
め

る
と
い
い
、
そ
の
他
の
も
の
は
五

%
に
も
満
た
な
い
と
い
う
。

蓋
は
、
大
型
と
小
型
が
あ
る

(
一
～
三
)。

つ
ま
み
を
付
け
て
天
井
部
に
文
様

を
施
す
も
の
が
約
六
割
あ
り
、
形
態
は
や
や
天
井
部
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
突
出
気
味

に
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
扁
平
に
近
い
も
の
が
多
い
。
稜
部
は
、
外

方

に
太
く
突
出
さ
せ
る
も
の
は
少
な
く
、
短
め

に
し
て
丸
く
納
め
る
。
天
井
部

の

文
様
は
、
刺
突
文
と
凹
線
を
巡
ら
す
も
の
が

一
般
的
で
、
そ
の
他
に
櫛
描
直
線
文

や
カ
キ
目

・
波
状
文
を
巡
ら
す
も
の
も
若
干
あ
る
。
内
外
面
の
成
形
は
、
横
ナ
デ

が
中
心
で
あ
る
が
、
文
様
を
施
さ
な
い
も
の
に
は
天
井
部
に
不
定
方
向
の
箆
削
り

を
す
る
も
の
が
あ
り
、

一
部
内
面
を
削
る
も
の
も
あ
る
。

蓋
の
形
態
は
前
段
階
の
変
化
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
文
様
の
有
無
は
こ
れ
を

補
強
す
る
内
容
と
い
え
る
。
有
文

・
無
文
の
比
率
が
六
対
四
の
割
合
で
あ
り
、
有

文
か
ら
無
文

へ
の
変
化
の
過
程
が
良
好
に
窺
え
る
資
料
と
考
え
る
。

杯
は
量
的
に
少
な
い

(
四
～
六
)
。
深
め
で
丸
み
を
も

つ
体
部

に
短
く
内
傾
す

る
立
ち
上
が
り
を
も

つ
。
受
け
部
の
張
り
出
し
は
短
く
厚
め
で
あ
る
が
、
平
坦
面

を
強
く
作
り
出
す
の
は
、
特
徴
的
で
あ
る
。
六
は
、
受
部
の
面
が
内
側
に
長
く
延

び
、
そ
の
上
に
立
ち
上
が
り
を
付
け
る
。
外
面
は
不
定
方
向
の
箆
削
り
を
施
す
。

杯

の
量
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
T
K
七
三
号
窯
跡
に
類
似
す
る
杯
が
存
在
す

る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
前
段
階
と
予
想
し
て
い
る
大
庭
寺
遺
跡
の

最
古
段
階
に
お
い
て
杯
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
の
段
階
以
降
、
杯
の
増
加
を
認
め

る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
杯
生
産
の
起
点
に
な
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
杯

の
形

態
が
七
の
高
杯
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
杯
の
成
立
が
高
杯
の
杯
部
か
ら
生
ま
れ

た
と
推
定
で
き
る
。

高
杯

に
は
有
蓋
と
無
蓋
が
あ
る

(
七
～

一
四
)
。
七

・
八
は
無
蓋
高
杯

で
あ

る
。
形
態
的
に
は
四
～
六
の
杯
に
似
る
。
八
は
、
体
部
外
面
に
波
状
文

・
凹
線
文

を
巡
ら
し
、
底
部
に
は
不
定
方
向
の
箆
削
り
を
施
す
。
九

・
一
〇

・
一
一
は
無
蓋

高
杯

で
あ
る
。
九
の
杯
部
は
、
体
部
に
突
帯
を
巡
ら
し
て
屈
曲
部
を
作
り
、
当
窯

跡
に
お
い
て

一
般
的
な
形
態
で
あ
る
。

一
〇
は
深
め
の
杯
部
を
も
ち
、
外
面
に
二
条
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二
帯
の
突
帯
を
巡
ら
せ
て
文
様
帯
を
作
り
、
そ

の
中
に
波
状
文
を
配
し
て
い
る
。

脚
部
は
直
立
し
、
四
方
の
大
き
め
の
方
形
透
し
を
設
け
る
。
高
杯
の
脚
部
に
は
大

き
く
二
種
類
あ
る
。
土
師
器
的
な
形
態
を
も

つ
も
の
は
別
に
し
て
、
脚
部
に
文
様

が
な
く
端
部
の
み
突
帯
を
付
け
る
も
の
と
、
脚

部
中
段
に
突
帯
を
付
け
る
も
の
で

あ
る
。
中
段
に
は
円
形
の
透
か
し
を
穿
孔
す
る
も
の
も
あ
る
。

遽

に
は
通
有
の
も
の
の
他
に
樽
形
遽
が
あ
る

(
一
七

・
一
八
)。
「俵
」
形
の
体

部
を
有
す
る
。
穿
孔
部
に
は
、
円
柱
形
の
注
口
部
を
取
り
付
け
る
も
の
が
あ
り
、

注
口
部

の
み
数
点
確
認
さ
れ
て
い
る
。
直
口
壼

は
口
径
の
形
態
に
二
種
類
あ
る
。

口
頸
部
を
短
く
し
て

一
条
の
突
帯
を
有
す
る
も
の
と

(二
二
)
、

二
条

の
突
帯
を

有
す
る
も
の
で
あ
る

(二
三
)。

杯
と
同
様

に
樽
形
遽
は
、
大
庭
寺
遺
跡
の
最
古
段
階
で
は
存
在
し
な
い
器
形
で

あ
り
、
そ
れ
が
当
窯
に
お
い
て
は
存
在
し
、
さ
ら
に
以
降

の
段
階
で
顕
著
に
な
る

こ
と
か
ら
、
当
窯
は
重
要
な
起
点
に
な
る
。
ま
た
注
口
部
を
作
り

つ
け
た
樽
形
遽

は
、
か

つ
て
T
K
八
七
号
窯
跡
で
出
土
し
て
い
た
注
口
形
須
恵
器

(五
八
)
の
系

譜
と
し
て
た
ど
れ
る
。

甕

に
は
大
型

・
中
型

・
小
型
の
三
種
類
あ
る
。
大
型
の
甕
は
概
し
て
無
文
の
も

の
が
多
く
、
大
庭
寺
遺
跡
の
流
れ
の
中
で
理
解

で
き
、
か

つ
次

の
段
階
で
は
希
薄

に
な
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
口
縁
端
部
の
直
下

に

一
条
の
突
帯
を
有
し
、
口
頸
部

の
内
外
面
に
ナ
デ
の
跡
が
顕
著
に
残
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
中
型
の
甕
に

は
文
様
を
施
す
も
の
が
あ
り
、

一
条
ま
た
は
二
条
の
突
帯
に
よ

っ
て
文
様
帯
を
作

り
、
そ
の
中
に
波
状
文
を
施
す
。
甕
の
外
面
に
残
る
叩
き
目
文

に
は
、
平
行

・
格

子

・
斜
格
子
の
三
種
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
粗
密
が
あ
る
。
そ
の
中
で
平
行
叩
き
目

文
は
四
三

・
五
%
、
格
子

・
斜
格
子
叩
き
目
文
は
五
六

・
五
%
と
な
り
、
縄
薦
文

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

脚
付
有
蓋
壺
は
数
点
出
土
し
て
い
る
。
三

一
は
頸
部

に
突
帯
と
二
条
の
波
状
文

を
配
し
、
体
部

に
は
凹
線
で
区
画
し
た
中
に
組
紐
文
を
巡
ら
す
。
組
紐
文
は

「S
」

字
形
に
反
復
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
細
部
の
仕
上
げ
が
稚
拙
か

つ
雑

で
あ
る
。

そ
の
下
方
に
は
カ
キ
目
と
縦
方
向
の
櫛
描
き
文

(集
線
文
)
を
配
す
る
。
脚
部
は

「
ハ
」
の
字
形
に
直
線
的
に
延
び
る
も
の
で
、
そ
の
中
に
突
帯
を
三
帯
配
し
て
各

三
条
の
波
状
文
を
描
き
、
長
方
形
の
透
し
を
千
鳥

に
配
し
て
い
る
。
脚
端
は
面
を

も
た
せ
て
い
る
。

器
台
に
は
筒
形
と
高
杯
形
器
台
が
あ
る
。
高
杯
形
器
台
に
は
、
杯
部
の
口
縁
部

が
直
立
気
味
に
延
び
る
も
の
と
、
外
方
に
開
く
二
者
が
あ
る
。
三
四
に
は
波
状
文

を
二
重
に
巡
ら
せ
、
組
紐
文
を
連
想
さ
せ
る
構
図
を
と
る
。
最
下
段
に
は
幅
の
大

き
い
波
状
文
を
描
く
。
三
三
は
五
本

の
突
帯
を
設
け
、
そ
の
中
に
小
刻
み
な
波
状

文
を
配
し
て
装
飾
性
を
高
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
器
台

・
壺
に
施
さ
れ
た
文
様
の
あ
り
方
は
示
唆
的
で
あ
る
。
三

一
の

脚
付
有
蓋
壺
に
は
、
肩
部
に
組
紐
文
が
め
ぐ
っ
て
い
た
。
「
S
」
字
形

の
反
復

に

よ
る
や
や
雑
な
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
当
窯
で
は
例
が
少
な
い
。
組
紐
文
は
大

庭
寺
遺
跡
の
最
古
段
階
で
は
か
な
り
存
在
す
る
が
、
そ
の
後
は
稀
少
に
な
る
。
そ

れ
が
三

一
の
脚
付
有
蓋
壺
に
は
存
在
す
る
。
組
紐
文
の
変
形
型
と
し
て
は
、
三
四

の
器
台
に
施
さ
れ
た
波
状
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
波
状
文
を
二
周
さ
せ
て
、
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山
と
谷
が
交
互

に
く
る
よ
う
配
置
し
た
文
様

で
あ
り
、
明
ら
か
に
組
紐
文
を
意
識

し
た
意
匠
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
が
数
例
存
在
し
、
組
紐
文
の
退
化
の
確
認
に
よ
っ

て
、
当
窯
の
時
期
的
位
置
付
け
を
可
能
に
し

て
い
る
。

そ
の
他
に
、
図
示
は
し
て
い
な
い
が
、
前
後

の
時
期

に
存
在
す
る
異
形
土
器
も

少
量
あ
り
、
大
庭
寺
遺
跡
か
ら
続
い
て
認
め

ら
れ
、
次

の
段
階
に
も
継
続
す
る
土

器
、
逆
に
断
絶
し
て
現
れ
な
い
土
器
が
あ
り
、
取
捨
選
択
さ
れ
た
器
形
の
検
討
を

行
う
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
え
よ
う
。

一、

T
K
七
三
型
式

の
新
古

T
K
七
三
型
式
は
、
T
K
七
三
号
窯
跡
の
遺
物
の

一
群
を
も

っ
て
代
表
し
て
い

る
訳
で
る
か
ら
、
単

に
T
K
七
三
号
窯
跡
の
遺
物
だ
け
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
T
K
七
三
型
式
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
や
上
代
窯
跡

・
濁
池
窯
跡
、
お
よ
び
小
稿
で
中
心

的
に
紹
介
し
て
い
る
O
N
一
三
=

号
窯
跡
等

の
遺
物
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ま

ず
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

T
K
七
三
型
式
は
、
特
に
初
出
期
の
須
恵
器

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
様
な
要
素

を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
承
知
の
事
実
で
あ
る
。

そ
の
要
素
が
大
き
い
た
め
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
T
K
七
三
型
式
と

一
須
賀
窯
跡

・
吹
田
三
二
号
窯
跡

・
大
庭
寺
遺

跡
の
須
恵
器
を
系
譜
の
差
と
し
て
同
時
期
操
業
と
す
る
見
解
が
生
ま
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
そ
れ
を
前
後
関
係
と
し
て
考
え
る
た
め
、
そ
の
方
向
性
を
導
く
た
め
に

は
、
お
の
ず
と
し
て
T
K
七
三
型
式
の
中
で
の
変
化
の
解
釈
と
、
後
の
時
代
の
須

恵
器
を
含
ん
だ
変
化

・
変
遷
の
整
理
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

T
K
七
三
号
窯
跡
と
T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
の
資
料
を
比
較

・
検
討
し

　　
　

た
場
合
、
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
点
は
、
そ

れ
が

一
つ
の
型
式
と
し
て
認
定

で
き
る
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
細
部

に
お
い
て

多
少
の
違
い
が
あ
る
。

蓋
を
見

て
み
よ
う
。
T
K
七
三
号
窯
跡
の
蓋
は
天
井
部
が
平
坦
化
す
る
。
T
K

八
五
号
窯
跡
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
る
が
、
六
四
は
天
井
部
が
丸
み
を
も

つ
。
し

か
し
。
稜
は
突
出
す
る
こ
と
な
く
や
や
張
り
出
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
全
体
的
に

蓋
は
平
坦
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。

杯
は
、
深
め
な
傾
向
を
残
す
と
い
え
ど
も
、
T
K
八
五
号
窯
跡
で
は
浅
め
な
も

の
も
多
い
。
こ
れ
も
T
K
七
三
号
窯
跡
と
類
似
す
る
が
、
浅
め
な
杯
は
T
K
七
三

号
窯
跡
と
比
較
し
て
非
常
に
均
整

の
と
れ
た
形
を
呈
す
る

(
六
六
)
。

こ
の
点
は

大
庭
寺
遺
跡
の
精
巧
な
高
杯
に
比
定

で
き
る
と
す
る
見
解
も
あ
ろ
う
が
、
基
本
的

に
受
け
部
を
単
純
に
作
り
、
直
線
的
な
立
ち
上
が
り
の
状
況
は
T
K
二

一
六
型
式

に
近
く
な
る
点
が
指
摘
で
き
る
。

高
杯
の
脚
部
に
つ
い
て
は
、
決
定
的
な
根
拠
は
薄
い
が
、
相
対
的
に
大
き
く
開

く
脚
部
が
増
加
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

甕
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
T
K
七
三
号
窯
跡
で
は
、
口
縁
端
部

を
丸
く
納
あ
て
そ
の
直
下
に
突
帯
を
巡
ら
す
。
基
本
的
な
形
態
は
変
わ
ら
な
い
が
、

T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
で
は
、
丸
く
納
め
る
も
の
も
存
在
す
る
が
、
口
縁
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端
部
に
若
干
の
面
を
も
た
せ
る
も
の
が
多
く
な

り
、
端
部
の
仕
長
げ
に
多
少
の
違

い
が
出
て
く
る
。
端
部
に
面
を
作
る
思
考
は
、

T
K
二

一
六
型
式

に
な
る
と
顕
著

に
現
れ
、
後
の
形
態
に
続
く
傾
向
を
読
み
取
れ

る
。

以
上
指
摘
し
た
こ
と
は
、
相
対
的
な
中
に
お

い
て
微
小
な
が
ら
窺
え
る
現
象
で

あ
る
。
型
式
設
定
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
微
小
部
は
最
大
公
約
数

の
中

で
捉
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
細
部

に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
旧
の
要
素

を
保
持
し
た
傾
向
を
示
し
、
T
K
七
三
号
窯
跡

の
後
に
T
K
八
五
号
窯
跡
と
T
K

八
七
号
窯
跡
が
ほ
ぼ
同
時
に
存
在
し
た
こ
と
が
解
る
。

以
上
指
摘
し
た
要
素
を
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
の
資
料
と
比
較
す
る
と
明
瞭

で

あ
る
。
蓋
を
見
よ
う
。
O
N
二
三

一
号
窯
跡
に
お
い
て
も
天
井
部
の
突
出
し
な
い

も
が
含
ま
れ
る
が
、
三
ほ
ど
の
も
の
は
T
K
八
五
号
窯
跡
に
は
な
い
。
同
様

に
杯

の
形
態
を
見
る
と
、
深
形
に
仕
上
げ
て
受
け
部

の
食
い
込
ん
だ
形
態
は
O
N
二
三

一
号
窯
跡
の
特
徴
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
T
K
七
三
号
窯
跡
で
は
浅
形
の
も
の
が
多

く
な
り
、
受
け
部
の
形
態
は
引
き
継
ぐ
。
し
か
し
T
K
八
五
号
窯
跡
で
は
、
T
K

七
三
号
窯
跡
の
形
態
と
よ
く
似

て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
受
け
部
の
作
り
方
が

異
な
り
、
回
転
箆
削
り
を

一
部

で
採
用
し
て
い
る
。

高
杯
の
脚
部
に

つ
い
て
も
看
取

で
き
る
。
T
K
七
三
号
窯
跡
と
T
K
八
五

・
T

K
八
七
号
窯
跡

で
は
、
決
定
的
な
違

い
は
示
唆

で
き
な
か

っ
た
が
、
O
N
二
ご
二

号
窯
跡

で
は
中
実
の
も
の
、
脚
部

の
よ
く
締
ま
る
も
の
が
多
く
、
T
K
八
五

・
T

K
八
七
号
窯
跡
と
比
較
す
る
と
歴
然
に
違

い
が
あ
る
。

甕
で
は
、
T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡

の
資
料

の
口
縁
端
部
は
、
比
較
的
面

を
も
た
せ
る
が
、
T
K
七
三

・
O
N
二
三

一
号
窯
跡

で
は
丸
く
仕
上
げ
る
も
の
が

多
く
、
古
相
を
呈
す
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
、
O
N
;

二
一
・
T
K
七
三

・
T
K
八
五

・
T
K

八
七
号
窯
跡
は
相
対
的
に
T
K
七
三
型
式
と
し
て
総
称
で
き
る
内
容
を
も
ち
、
型

式
設
定
を
再
認
識
で
き
る
。
し
か
し
、
前
述
の
各
窯
跡
は
微
小
な
違
い
に
よ
っ
て
、

O
N
二
三

一
↓
T
K
七
三
↓
T
K
八
五

・
T
K
八
七

へ
の
変
化
の
認
識
の
理
解
が

可
能
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
微
小
な
差
を
拡
大

・
誇
張
す
る
必
要
は

な
い
が
、
相
対
的
な
変
化
の
流
れ
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
型
式

の
設
定
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
次
に
述
べ
る
O
N
;

二
一
号
窯
跡
と
大
庭
寺

遺
跡

の
資
料
と
の
比
較

・
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
握

っ
て
い
る
。

三
、

T
K
七
三
型
式
と

T
G
二
一二
一
・
二
三

二
号
窯
跡

T
K
七
三
型
式
は
、
T
K
七
三
号
窯
跡
の
資
料
を
代
表
さ
せ
た
最
古
の
須
恵
器

の

一
群
と
理
解

で
き
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
の
中

で
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
は

古
相
を
呈
し
、
T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
は
新
相
を
呈
す
る
内
容
を
も

っ
て

い
た
。

こ
こ
で
は
こ
う
し
た
成
果
を
基
に
し
て
、
近
年
話
題
を
集
め
て
い
る
大
庭

寺
遺
跡
内
の
T
G
二
三

一
・
二
三
二
号
窯
跡
を
と
り
上
げ
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡

と
の
比
較
し
て
相
対
的
な
前
後
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
蓋
に

つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
T
G
二
三

一
・
二
三
二
号
窯
跡
の
蓋
は
、

132一
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天
井
部
に
丸
み
を
も
た
せ
、
稜
部
は
外
方
に
強

く
引
き
出
す
。

つ
ま
み
は
扁
平
な

も
の
と
突
き
出
る
も
の
が
あ
り
、
天
井
部
に
は
凹
線
と
刺
突
文
を
巡
ら
す
の
が
通

有

で
あ
る

(七
九

・
八
〇
)
。

一
方
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
で
は
全
体
的

に
扁
平

な
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
る
も
の
の
、
約
六
割

に
天
井
部
の
文
様
を
も

つ
。
T
K

七
三
号
窯
跡
以
降
で
は
、
稜
が
あ
ま
く
無
文

が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と

か
ら
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
は
T
G
二
三

一
・
二
三
二
号
窯
跡
の
影
響
を
大
き
く

受
け
て
成
立
し
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

杯
は
、
T
G
二
三
二
号
窯
跡
で

一
点
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
普
遍
的
で
は

な
い
。
形
態
的
に
も
箱
形
の
稚
拙
な
も
の
で
あ
り
、
高
杯
に
見
ら
れ
る
精
巧
さ
は

な
い
点
か
ら
、
主
要
な
生
産
品
で
は
な
い
こ
と
が
解
る
。
O
N
一
一一一二

号
窯
跡
で

は
、
杯
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
形
態
的
に
は
T
G
壬

二
一
・
一
一三
二
号
窯
跡
の

高
杯
の
手
法
と
通
じ
る
。
受
け
部
を
必
要
以
上

に
平
坦
化
さ
せ
る
点
で
あ
る
。
こ

れ
は
T
K
七
三
号
窯
跡
で
も
看
取
さ
れ
る
が
、

そ
の
後
は
希
薄
に
な
る
。

高
杯
は
多
種
存
在
す
る
。
椀
形
に
近
い
形
態

で
屈
曲
を
有
す
る
杯
部
に
、
柱
状

に
近
い
脚
部
を
付
け
る
高
杯
は
T
K
七
三
型
式

ま
で
存
続
す
る
が
、
多
孔
透
し
の

も
の
は
そ
れ
以
降
た
ど
れ
な
い
。
O
N
二
三

一
号
窯
跡
で
は
、
多
孔
透
し
に
近
い

幅
の
広
い
透
か
し
を
有
す
る
脚
部
が
存
在
す

る
。
柱
状

に
近
い
脚
部
は
、
杯
部
と

の
接
合
部
が
中
実
に
な
る
も
の
や
、
よ
く
締

ま

っ
た
も
の
が
T
G
二
三

一
・
二
三

二
号
窯
跡
で
は
顕
著

で
あ
る
が
、

こ
の
傾
向

は
O
N
二
三

一
号
窯
跡
で
も
認
め
ら

れ
る

(
一
二
～

一
四
)
の
に
対
し
て
、
T
K
七

三
号
窯
跡
以
降
で
は
幅
の
広
い
形

状
の
も
の
が
増
え
る

(六
八

・
七

一
)
。

T
G
一
一一二
一
・
一
一三
一
一号
窯
跡
の
器
台
も
多
様
で
あ
る
が

(八
八
)、
高
杯
形
器

台
は
基
本
的

に
箱
形
に
近
い
深
い
杯
部
を
も
ち
、
口
縁
部
を
外
反
さ
せ
る
も
の
と
、

丸
目

の
体
部
を
も
ち
口
縁
部
を
さ
ほ
ど
外
反
さ
せ
な
い
二
者
に
分
か
れ
る
。
こ
の

二
者
は
O
N
二
三

一
号
窯
跡
で
も
認
あ
ら
れ
る

(三
三

・
三
四
)
の
に
対
し
て
、

T
K
八
五
号
窯
跡
以
降
で
は
両
者
を
折
衷
し
た
形
態
に
な
る

(七
七
)。

文
様

に
お
い
て
は
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。
T
G
一
三
=

・
二
三
二
号
窯
跡
で
は
、

器
台
の
表
面
を
飾
る
文
様
に
、
波
状
文

・
箆
描
き
文

(鋸
歯
文

・
格
子
目
文
)

・

組
紐
文

・
集
線
文

・
列
点
文
等
が
あ
る
。
特
に
、
箆
描
き
文

・
組
紐
文

・
集
線
文

は
最
古
の
段
階
を
象
徴
す
る
文
様
と
い
え
る
。
こ
れ
が
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
で

は
、
波
状
文

・
列
点
文
は
別
に
し
て
、
箆
描
き
文
は
無
く
な
り
、
非
常
に
雑
な
組

紐
文
と
集
線
文
が
わ
ず
か
に
施
さ
れ
て
い
る

(ゴ
=

)
。
特

に
組
紐
文
は
そ
の
構

成
と
手
法
の
モ
デ
ル
が
無
い
と
施
し
よ
う
が
な
い
と
理
解

で
き
る
。
こ
の
点
か
ら

し
て
、
T
G
二
三

一
・
二
三
二
号
窯
跡
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
存
在
が
不
可
欠
に
な

る
。
さ
ら
に
、
O
N
二
三

一
号
窯
跡
で
重
要
な
こ
と
は
、
組
紐
文
を
模
倣
し
た
文

様
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
四
は
、
波
状
文
を
二
重
に
巡
ら
せ
、
組
紐
文
風

に
描
く
。

こ
う
し
た
例
が
当
窯
で
は
数
点
存
在
す
る
。

こ
れ
は
、
組
紐
文
を
描
く

意
志
を
も
ち
な
が
ら
、

モ
デ
ル
の
喪
失
か
省
略
し
た
結
果
と
判
断

で
き
、
T
G
二

三

一
・
二
三
二
号
窯
跡

の
後
の
段
階
に
位
置
付
け
る
の
に
有
力
な
根
拠
に
な
る
。

T
K
七
三
型
式
以
降

で
は
、

こ
う
し
た
文
様
が
施
さ
れ
な
く
の
も
時
期
的
な
流
れ

と
し
て
判
断

で
き
る
の
で
あ
る
。

甕
の
外
面
に
残
る
叩
き
目
文
で
は
、
第

一
表

の
よ
う
に
大
庭
寺
遺
跡
で
は
、
平
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第7図 大庭寺遺跡(3930L)の 須恵器(註2文 献 よ り)
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行

・
格
子

・
縄
薦
の
各
文
様
が
そ
ろ
い
、
O
N
二
三

一
・
T
K
七
三
号
窯
跡
で
は

縄
薦
文
が
欠
け
、
再
び
T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
に
お
い
て
少
量
の
縄
薦
文

が
加
わ
る
デ
ー
タ
が
出
て
い
る
。
時
代
が
新
し

く
な
る
こ
と
に
縄
薦
文
が
減
少
す

る
こ
と
が
予
想
で
き
る
が
、
多
少
違
え
て
い
る
。
大
庭
寺
遺
跡
と
比
較
し
て
縄
薦

文
が
減
少
す
る
点
は
大
勢
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
現
象

で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ

ば
、
縄
薦
文
の
存
在
の
み
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

で
は
な
い
と
判
断
し
て
お
き
た
い
。

甕
の
外
面
に
施
さ
れ
る
ナ
デ
に

つ
い
て
見

て
み
よ
う
。
甕
の
外
面
に
は
、
叩
き

目
文
を
残
す
も
の
の
他
、
内
面
と
同
様
に
丁
寧

に
す
り
消
す
も
の
が
あ
る
。
T
G

剰

二
三

一
.
二
三
二
号
窯
跡
で
は
、
比
較
的
顕
著

砒

に
見
ら
れ
る

の
に
対
し
て
・
。
N
二
三

号
窯

O
。

跡

で
は
多
少
稀
少
に
な
る
も
の
の
大
甕
に
お
い

嘩鋤

て
顕
著

に
認
め
ら
れ
る
の
が
、
そ
れ
以
降
は
ほ

に

と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
・
時
代
的
な
流
れ
の

献蚊

中

で
判
断
で
き
よ
う
。
尚
、
大
甕
に
見
ら
れ
た

駐

底
部

の
成
形
技
法
で
あ
る
絞

り
目
技
法
は
、

O

様膜

N
二
三

号
窯
跡
以
降
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。

隠

そ
の
他
、
微
細
な
現
象
は
多
く
あ
る
が
、
以

都見

上

の
よ
う
に
大
庭
寺
遺
跡
、
T
G
二
三

一
・
二

に紺

三
二
口写
窯
跡
か
ら
・
N
二
三

口薫

跡

へ
の
流

表

れ
と
変
遷
が
明
確

に
追
え
る
こ
と
が
解
る
。

剃

TG231.23210N321

平 行 叩 き ○(14.3)

細かい平行叩き ○(14,8)

斜 格 子 叩 ○(18.7)

格 子 叩 き ○(!90)

縄 薦 文 叩00

資 料 数(100)

TK731TK851TK87

7033(97.6)5110(84.9)2364(93.8)

!56(2.2)391(6.5)37(14.7)

0278(4.6)74(29)

17(0.2)222(3.7)45(!8)

OI20(0.3)11(0.03)

7206(100)6021(100)2521(!00)

お
わ
り

に

以
上
の
よ
う
に
、
最
古
の
須
恵
器
段
階
は
、
大
庭
寺
遺
跡
の
T
G
一
三
=

・
二

三
二
号
窯
跡
か
ら
O
N
二
一二
一
号
窯
跡
、
そ
し
て
T
K
七
三
号
窯
跡
か
ら
T
K
八

五

・
T
K
八
七
号
窯
跡

へ
と
変
遷
し
て
い
く
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
以
上
の
よ
う

な
流
れ
を
模
式
的
に
示
す
と
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

T

G
二
三

∴
三
二

O

N

ニ
ゴ

コ

T
K
七
三

T

K

会
・
八
七

そ
れ
ぞ
れ
の
窯
の
操
業
期
間
は
、
機
械
的
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
O
N
二

三

一
号
窯
跡
か
ら
T
K
七
三
号
窯
跡
、
さ
ら
に
T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
に

か
け
て
は
、
土
器
の
形
態
や
技
法

の
点
か
ら
見
て
、
非
常
に
短
い
期
間
で
あ

っ
た

と
判
断
さ
れ
る
。
逆

に
、
T
G
二
一二
一
・
二
三
二
号
窯
跡
か
ら
O
N
二
一一=

号
窯

跡
に
か
け
て
は
、
文
様

の
変
化
が
著
し
い
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
前
者
に
比
べ
て

多
少
の
時
間
幅
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
す
で
に
O
N
二
ご
=

号
窯
跡
の
報
告
者
で
あ
る
西
口

　　
　

陽

一
氏
が
述
べ
て
お
り
、
T
K
七
三
号
窯
跡
と
T
K
八
五
号
窯
跡
の
新
旧
に
つ
い

　
　

　

て
は
、

一
瀬
和
夫
氏

の
詳
細
な
検
討
が
あ
り
、
基
本
的
に
は
賛
同
す
る
。
ま
た
、

全
体
的
な
見
通
し
は
早
く
か
ら
大
庭
寺
遺
跡
の
調
査
成
果
を
検
討
し
た
岡
戸
哲
紀

　り
　

が
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
先
学
の
見
解
を
踏
襲
し
て
、
よ
り
そ
の
内
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容
の
位
置
付
け
と
全
体
像

の
把
握
を
試
み
た
。
こ
う
し
た
窯
跡
の
違
い
を
系
譜

の

違
い
と
し
て
考
え
る
人
も
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
合
理
的
に
そ
の
変
遷
を
追
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

O
N
二
三

一
号
窯
跡
か
ら
T
K
八
五

・
T
K
八
七
号
窯
跡
の
須
恵
器
が
短
期
間

で
あ
る
と
い
う
予
想
は
、

こ
の
三
者
を
切
り
離
し
て
単
独
の
型
式
と
し
て
認
識
す

る
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
の
成
果
に
も
と
つ
い
て
T
K
七
三
型
式
の
範
疇

で
理

解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
形
態

・
技
法

・
文
様
に
お
い
て
多
少
違
え
る
内
容
を
備

え
る
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
許
容
で
き
る
内
容
と
い
え
よ
う
。

逆
に
、
T
G
二
三

一
・
二
三
二
号
窯
跡
の
資
料
は
、
渡
来
し
て
間
も
な
い
時
期

の
、
朝
鮮
半
島

に
直
接
的

に
連
な
る
内
容
を
備
え
て
お
り
、
新
た
に
T
G
二
一二
一

ま
た
は
T
G
二
三
二
型
式
と
し
て
設
定
で
き

る
要
素
を
備
え
る
と
考
え
る
。

こ
の

点
か
ら
す
れ
ば
、
T
K
七
三
型
式
は
こ
の
後

に
日
本
化
が
進
ん
だ
型
式

で
あ
る
と

す
る
こ
と
が
で
き
、
混
沌
と
し
た
状
況
の
中

で
急
激
に
日
本
化
に
向
か

っ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

し
か
し
、

こ
う
し
た
中

に
お
い
て
も
、
純
粋
の
日
本
化
と
は
言
え
な
い
。
O
N

二
三

一
号
窯
跡
か
ら
新
た
に
出
現
す
る
須
恵
器
が
存
在
す
る
こ
と
、
窯
跡
に
お
い

て
軟
質
系
土
器
を
伴
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
小
阪
遺
跡

の
よ
う
に
、
新
段
階
に
お
い

て
も
在
来

・
渡
来

の
多
様
な
遺
物
を
多
量
に
出
土
す
る
状
況
は
、
日
本
化
に
向
か

う
段
階
に
お
い
て
も
随
時
渡
来
人
の
渡
来
や
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
影
響
が
あ

っ
た

と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

註
(
1
)

田
辺
昭
三

『
陶
邑
古
窯
趾
群
』

1

平
安
学
園
考
古
学

ク
ラ
ブ

一
九
六
六
年
。

(
2
)

大
庭
寺
遺
跡
は

一
九
八
六
年

に
調
査
が
開
始
し

、

調
査

区
を

西

に
拡

張

す

る
従

い

古

段
階

の
須
恵
器

の
量
が
増
し
、
西
端
部

で
窯
跡

の
灰

原
を

検
出

し

た
。

そ

の
成
果

の

一
部
は
、
『
陶
邑

・
大
庭
寺
遺
跡
』

1
～

皿

(財
団
法
人
大
阪
府
文

化
財
協

会

一

九
八
九
～

一
九
九
三
年
)
と
し

て
刊
行

さ
れ

て
い
る
。

(
3
)

岡
戸
哲
紀

「
陶
邑
と
大
庭
寺
遺
跡
」

(『
第

三
四

回
埋
蔵

文
化

財
研

究
集

会

古

墳

時
代

に
お
け
る
朝
鮮
系
文
物

の
伝
播
」

埋
蔵
文

化
財

研
究

会
関

西
世

話
人
会

)
一

九
九
三
年
。

(
4
)

一
瀬
和
夫

「
古
墳
出
土

の
埴
輪
と
初
期
須
恵
器
」

(
『
小
阪

遺
跡

』

ー
近

畿
自

動
車

道
松
原
泉
大
津
線
建
設

に
伴

う
発
掘

調
査
報
告
書

-

大
阪
府
教
育
委
員

会

・

(
財
)

大
阪
文
化
財

セ
ン
タ
ー
)

一
九
九

三
年
。

(
5
)

T

K
七
三
号
窯
跡
と

T
K
八
五
号
窯
跡

の
新

旧

に

つ
い
て
は
、

一
瀬
和

夫
氏

が
述

べ
て
い
る
。
前
掲
註

(
4
)
。

(
6
)

西

口
陽

一

『
野

々
井
西
遺
跡

・
O
N
二
一二
一
号
窯

跡
」

ー
近
畿
自

動
車

道
松

原
す

さ
み
線
建
設

に
伴

う
発
掘

調
査
報

告
書

1

(
『
(
財
)

大
阪

府

埋
蔵

文
化
財

協
会

調
査

報
告
書
』
第
八
六
輯

大
阪
府
教
育

委
員
会

・

(
財
)

大

阪
府

埋
蔵

文
化

財
協

会
)

一
九
九

四
年
。

(
7
)

中
村
浩
他

『
陶
邑
」

皿

(
『
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書
」
第
三
〇
輯

大

阪
府

教

育
委
員
会
)

一
九
七

八
年
。

(
8
)

西

口
陽

一
前
掲
註

(
6
)。
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(9
)

一
瀬
和
夫
前
掲
註

(
4
)
。

(10
)

岡
戸
哲
紀
前
掲
註

(
3
)
。

尚
、
小
稿

の

一
部

は
、
文
部

省
平
成
六
年
度
科
学
研
究

費
補

助
金

(
]
般
研

究

C
)

の

成
果
を
含

ん
で
い
る
。
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