
カ
マ
ド
の
出
現
　

 

 

　
カ

マ
ド

は
、

5
世

紀
の

後
半

に
朝

鮮
半

島
か

ら
日

本
に

伝
わ

っ
た

生
活

技
術

で
す

。
別

名
「

韓
竃

(
か

ら
か

ま
ど

)」
と

呼
ば

れ
、

地
面

を
掘

り
く

ぼ
め

た
だ

け
の

炉
に

か
わ

り
、

煮
炊

き
の

場
を

一
変

さ
せ

ま
し

た
。

カ
マ

ド
の

脇
に

は
「

貯
蔵

穴
(ち

ょ
ぞ

う
け

つ
)」

と
呼

ば
れ

る
食

物
貯

蔵
用

の
穴

(
＝

冷
蔵

庫
)が

、
近

接
し

て
設

置
さ

れ
る

よ
う

に
な

る
の

も
こ

の
時

か
ら

で
す

。
　

調
理

方
法

は
、

水
を

満
た

し
た

甕
(か

め
)の

上
に

甑
(こ

し
き

)を
の

せ
、

水
蒸

気
を

利
用

し
て

米

を
蒸

す
方

法
は

以
前

か
ら

行
わ

れ
て

い
ま

し
た

が
、

カ
マ

ド
の

伝
来

と
と

も
に

定
着

し
ま

し
た

。
写

真
の

カ
マ

ド
は

帆
立

山
遺

跡
（

大
字

馬
込

字
八

番
）

か
ら

発
見

さ
れ

た
6
世

紀
後

半
の

も
の

で
、

煙
出

し
の

穴
や

、
甕

を
下

か
ら

支
え

る
支

脚
(し

き
ゃ

く
)が

そ
の

ま
ま

に
残

っ
て

い
ま

し
た

。
支

脚
は

、
円

柱
状

の
土

製
品

が
多

く
使

用
さ

れ
て

い
ま

し
た

が
、

製
鉄

関
連

の
羽

口
(は

ぐ
ち

：
火

力
を

上
げ

る
た

め
の

空
気

送
風

用
品

)や
土

器
の

転
用

品
な

ど
も

多
く

再
利

用
さ

れ
て

い
ま

し
た

。

　
竃

(か
ま

ど
)の

出
現

に
よ

り
、

そ
れ

ま
で

住
居

の
中

央
に

あ
り

火
災

防
止

に
注

意
が

置
か

れ
て

い
た

炉
は

、
住

居
跡

の
北

側
へ

と
移

動
し

煙
突

え
ん

と
つ

＝
煙

道
）

を
持

つ
カ

マ
ド

が
確

立
さ

れ
ま

し
た

。
こ

れ
に

よ
り

住
居

内
に

一
定

量
溜

ま
っ

て
い

た
煙

は
排

除
さ

れ
、

代
わ

り
に

そ
れ

ま
で

こ
の

煙
を

利
用

し
て

い
た

と
考

え
ら

れ
る

「
燻

製
(く

ん
せ

い
)」

は
別

の
場

へ
と

移
動

し
た

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

　
代

わ
り

に
カ

マ
ド

の
脇

に
は

「
貯

蔵
穴

(ち
ょ

ぞ
う

け
つ

)」
と

呼
ば

れ
る

冷
蔵

庫
的

な
機

能
を

持
っ

て
い

た
と

推
測

さ
れ

て
い

る
穴

が
カ

マ
ド

の
両

脇
の

ど
ち

ら
か

に
定

着
す

る
よ

う
に

な
り

、
台

所
的

な
空

間
が

生
み

出
さ

れ
た

よ
う

で
す

。
　

こ
の

カ
マ

ド
の

形
態

は
ガ

ス
が

普
及

し
た

戦
後

す
ぐ

の
頃

ま
で

使
用

さ
れ

て
い

た
も

の
と

ほ
ぼ

同
じ

形
態

機
能

を
有

し
て

い
た

も
の

で
し

た
。

【
古

代
の

調
理

方
法

】
　

現
在

の
米

は
、

「
ご

飯
を

炊
く

」
と

い
う

言
葉

の
と

お
り

、
煮

る
調

理
方

法
で

す
が

、
古

代
の

調
理

方
法

は
上

図
の

と
お

り
、

水
を

入
れ

た
甕

(か
め

)の
上

に
甑

(こ
し

き
)と

呼
ば

れ
る

底
に

穴
の

開
い

た
土

器
に

布
な

ど
に

よ
り

、
米

が
落

ち
な

い
よ

う
に

施
し

た
中

の
米

を
蒸

し
て

炊
く

、
も

ち
米

と
同

じ
調

理
方

法
で

調
理

さ
れ

て
い

ま
し

た
。

カ
マ

ド
と

甕
・

甑
の

設
置

方
法

 

カ
マ

ド
と

甕
・

甑
の

設
置

方
法

(拡
大

図
)

　
紡

錘
車

(ぼ
う

す
い

し
ゃ

)と
は

、
繊

維
(せ

ん
い

)に
撚

(よ
)り

を
か

け
て

糸
を

紡
(つ

む
)ぐ

時
に

使
う

「
弾

(は
ず

)み
車

」
の

こ
と

で
す

。
紡

錘
車

に
は

土
製

、
石

製
、

鉄
製

が
あ

り
ま

す
が

、
土

製
は

弥
生

時
代

か
ら

古
墳

時
代

前
期

に
多

く
、

石
製

は
古

墳
時

代
中

期
以

降
か

ら
平

安
時

代
ま

で
使

わ
れ

て
い

ま
す

。
石

製
の

も
の

は
蛇

紋
岩

(じ
ゃ

も
ん

が
ん

)や
滑

石
(か

っ
せ

き
)片

岩
(へ

ん
が

ん
)な

ど
の

比
較

的
軟

ら
か

く
加

工
の

し
易

い
石

を
利

用
し

て
加

工
し

て
つ

く
ら

れ
ま

す
。

鉄
製

は
古

墳
時

代
か

ら
僅

か
に

使
わ

れ
始

め
、

平
安

時
代

に
多

く
使

わ
れ

る
よ

う
に

な
り

ま
す

。
た

だ
し

、
鉄

製
が

増
加

し
て

い
た

も
平

安
時

代
で

も
石

製
が

使
わ

れ
な

く
な

る
こ

と
は

な
か

っ
た

よ
う

で
す

。
　

石
製

紡
錘

車
の

中
に

は
、

文
字

や
絵

ま
た

放
射

状
の

刻
み

を
持

つ
も

の
が

あ
り

ま
す

。
書

か
れ

て
い

る
文

字
は

人
名

と
地

名
が

多
く

、
市

内
で

も
御

林
遺

跡
(お

は
や

し
い

せ
き

:市
役

所
周

辺
)か

ら
は

「
武

蔵
」

の
文

字
の

刻
ま

れ
た

も
の

が
出

土
し

て
い

　
ま

す
。

紡
錘
車
（
ぼ
う
す
い
し
ゃ
）

石
製

紡
錘

車
の

断
面

形
糸

を
紡

(つ
む

)ぐ
様

子

竃
(か

ま
ど

)の
近

景

甕
の

下
に

は
、

甕
を

支
え

る
支

脚
（

し
き

ゃ
く

）
が

設
置

さ
れ

、
落

下
防

止
も

兼
ね

て
い

ま
す

。

弥
生

時
代

か
ら

古
墳

時
代

　
　

 の
調

理
方

法
ｈ

　
袖
や
天
井
に
は
、「
硬
砂
層
(か
た
す

な
そ
う
)」
と
呼
ば
れ
る
硬
い
砂
が
平
安

時
代
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

平
面
形
態

三
角
形
型

長
方
形
型

厚
台
形
型

薄
台
形
型

古
代

の
竪

穴
住

居
の

施
設

復
元

図

紡
錘

車

　
家
の
中
が
台
所
的
な
空
間
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
部
分
。

　
竪
穴
式
住
居
は
地
面
を
掘
り
窪
め

て
お
り
、
夏
は
涼
し
く
、
冬
は
比
較

的
暖
か
い
。
ま
た
、
更
に
掘
り
窪
め

て
い
る
貯
蔵
穴
は
食
物
等
の
保
管
・

保
存
に
は
適
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
。



時
代
を
超
え
た
蓮
田
へ
の
流
通
品
　
　
－
　
須
恵
器
と
土
師
器
　
－

9
世
紀
前
半
の
流
通

（
荒

川
附

遺
跡

）
9
世
紀
前
半
の
流
通

（
椿

山
遺

跡
）

1
0
世
紀
前
半
の
流
通

（
荒

川
附

遺
跡

）
1
0
世
紀
前
半
の
流
通

（
椿

山
遺

跡
）

1
1
世
紀
前
半
の
流
通

（
椿

山
遺

跡
）

荒
川

附
遺

跡
の

川
の

津
（

復
元

図
）

7
世
紀
前
半
の
流
通

（
荒

川
附

遺
跡

）
8
世
紀
前
半
の
流
通

（
荒

川
附

遺
跡

）

　
須

恵
器

の
流

通
は

、
古

墳
時

代
の

中
頃

(
5
世

紀
中

頃
)

に
は

始
ま

り
ま

す
が

、
蓮

田
の

地
ま

で
入

る
こ

と
は

稀
で

あ
り

、
7
世

紀
前

半
頃

か
ら

須
恵

器
の

流
通

が
多

く
み

ら
れ

る
よ

う
に

な
り

ま
す

。
7
世

紀
代

は
古

墳
時

代
の

終
わ

り
頃

で
あ

り
東

海
地

方
(
湖

西
)
産

が
そ

の
半

数
以

上
を

占
め

て
い

ま
し

た
が

、
8
世

紀
に

入
る

と
地

元
武

蔵
国

の
南

比
企

窯
跡

群
産

が
主

体
と

な
り

ま
す

。
9
世

紀
に

は
椿

山
の

村
も

営
み

が
始

ま
り

ま
す

が
、

荒
川

附
の

村
同

様
に

南
比

企
産

が
引

き
続

き
主

体
的

で
す

が
、

1
0
世

紀
に

入
る

と
東

金
子

窯
跡

群
産

が
主

体
的

な
位

置
に

取
っ

て
代

わ
り

ま
す

。
1
1
世

紀
に

入
り

椿
山

遺
跡

の
み

存
続

し
ま

す
が

、
須

恵
器

で
は

東
金

子
産

が
主

体
的

で
す

が
、

黒
色

磨
研

土
器

(
こ

く
し

ょ
く

ま
け

ん
ど

き
)
と

も
呼

ば
れ

る
内

面
が

黒
色

を
し

た
土

器
が

半
数

近
く

を
占

め
、

こ
の

主
体

は
下

総
国

が
主

体
を

占
め

て
い

ま
す

。

春
日

部
市

内
牧

古
墳

群
塚

内
4
号

墳
出

土
埴

輪
　

蓮
田

市
内

の
古

墳
か

ら
は

、
埴

輪
の

出
土

は
無

く
、

遺
跡

内
か

ら
僅

か
に

破
片

が
２

片
出

土
し

て
い

る
だ

け
で

す
。

　
露

呈
し

て
い

る
部

分
で

高
さ

4
ｍ

あ
り

、
地

中
部

分
も

含
め

る
と

5
ｍ

を
優

に
超

え
る

大
き

さ
と

想
像

さ
れ

ま
す

。

　
蓮
田
や
周
辺
地
域
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
地
域
的
に
現
在
で
も
河
原
に
石
が
な
い
こ
と
か
ら
も

分
か
る
と
お
り
、
古
墳
の
石
室
に
使
用
さ
れ
る
石
材
の
ほ
と
ん
ど
を
他
の
地
域
か
ら
得
て
い
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
石
材
は
非
常
に
重
い
も
の
で
あ
り
、
舟
運
に
よ
り
運
ば
れ
た
こ
と
が
想
像

で
き
ま
す
。
石
材
に
は
秩
父
を
原
産
地
と
す
る
緑
泥
片
岩
(
り
ょ
く
で
い
へ
ん
が
ん
)
が
久
喜
市
打

出
塚
(
う
ち
で
づ
か
)
古
墳
、
杉
戸
町
目
沼
3
 
号
墳
で
、
群
馬
県
榛
名
を
産
地
と
す
る
角
閃
石
安
山

岩
(
か
く
せ
ん
せ
き
あ
ん
ざ
ん
が
ん
)
が
春
日
部
市
内
牧
(
う
ち
ま
き
)
古
墳
群
、
杉
戸
町
目
沼
(
め
ぬ

ま
)
古
墳
群
で
、
「
房
州
石
(
ぼ
う
し
ゅ
う
い
し
)
」
と
呼
ば
れ
る
千
葉
県
鋸
山
(
の
こ
ぎ
り
や
ま
)
を

産
地
と
す
る
石
が
杉
戸
町
目
沼
古
墳
群
か
ら
検
出
さ
れ
て
お
り
、
石
室
石
材
が
河
川
交
通
を
利
用

し
て
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
特
に
房
州
石
は
非
常
に
特
徴
的
で
あ
り
、
下
流
の

葛
飾
区
柴
又
八
幡
神
社
古
墳
や
北
区
赤
羽
台
古
墳
群
で
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、
河
川
交
通
を
利
用

し
て
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
さ
ら
に
上
流
に
あ
る
埼
玉
古
墳
群
の
中
で

も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
行
田
市
埼
玉
へ
と
続
く
当
時
の
河
川
が
大
き
な
規
模
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
想
像
で
き
、
そ
の
中
継
点
的
な
位
置
に
目
沼
の
地
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
可
能
と
な
り
ま
す
。

緑
泥
片
岩
や
角
閃
石
安
山
岩
も
同
様
に
河
川
交
通
を
利
用
し
て
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
当

時
の
河
川
流
路
を
推
測
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
問
題
点
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
蓮
田
市
内
の

古
墳
に
は
こ
れ
ら
の
石
は
使
用
さ
れ
ず
、
「
硬
砂
層
(
か
た
す
な
そ
う
)
」
と
呼
ば
れ
る
硬
い
地
層

の
砂
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
最
近
判
明
し
て
い
ま
す
。

　
出
土
品
で
も
東
部
地
域
の
交
易
を
裏
付
け
る
よ
う
な
例
が
あ
り
、
「
武
蔵
型
(
む
さ
し
が
た
)
埴

輪
」
と
「
下
総
型
(
し
も
う
さ
が
た
)
埴
輪
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
名
前
の
と
お
り
武
蔵
型
埴
輪
(
写

真
右
)
は
武
蔵
国
の
古
墳
に
特
徴
的
な
埴
輪
で
あ
る
の
に
対
し
、
下
総
型
埴
輪
(
写
真
左
)
は
下
総
国

に
特
徴
的
な
も
の
で
す
。
武
蔵
国
側
の
春
日
部
市
内
牧
古
墳
群
塚
内
(
つ
か
な
い
)
4
号
墳
で
下
総
型

埴
輪
が
、
下
総
国
側
の
杉
戸
町
目
沼
古
墳
群
で
は
武
蔵
型
埴
輪
が
出
土
し
て
お
り
、
中
川
低
地
を

挟
ん
で
位
置
す
る
地
域
間
の
交
流
が
窺
え
る
一
例
で
す
。

　
荒
川
附
遺
跡
(
関
山
3
,
4
丁
目
)
は
元
荒
川
右
岸
の
大
規
模
な
集
落
で
、
元
荒
川
の
舟
運
の
中
継
点

と
な
る
河
岸
場
(
津
)
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
時
代
後
期
の
関
東
地
方
で
は
、
土
師

器
や
須
恵
器
と
い
っ
た
土
器
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
を
観
察
す
る

と
、
土
師
器
は
7
世
紀
前
半
以
降
、
利
根
川
流
域
の
胎
土
を
用
い
て
製
作
さ
れ
た
製
品
が
多
く
出
土

す
る
傾
向
に
あ
り
、
元
荒
川
を
用
い
た
流
通
網
が
活
発
化
し
た
こ
と
が
窺
(
う
か
が
)
え
ま
す
。
ま

た
、
須
恵
器
は
埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
に
所
在
し
た
末
野
窯
跡
(
す
え
の
よ
う
せ
き
)
群
の
製
品
が

利
根
川
か
ら
元
荒
川
経
由
で
、
静
岡
県
湖
西
市
に
所
在
し
た

湖
西
(
こ
さ
い
)
窯
跡
群
の
製
品
が
東
京
湾
か
ら
元
荒
川
を
遡

上
し
て
本
遺
跡
に
搬
入
さ
れ
て
お
り
、
本
遺
跡
が
元
荒
川
を

媒
介
と
し
た
河
川
交
通
の
要
衝
(
よ
う
し
ょ
う
)
に
位
置
し
て

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
奈
良
時
代
に
入
っ
て
も
大
規

模
な
集
落
が
営
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

須
恵
器
を
観
察
す
る
と
、
南
比
企
(
み
な
み
ひ
き
)
窯
跡
群
の

製
品
が
圧
倒
量
を
占
め
、
東
海
地
方
か
ら
の
須
恵
器
の
供
給

は
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
東
北
地
方
で

製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、

遠
隔
地
と
の
交
流
が
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　
周
辺
地
域
の
須
恵
器
の
産
地
を
概
観
す
る
と
、
西
側

に
位
置
す
る
地
域
、
す
な
わ
ち
古
代
に
お
い
て
武
蔵
国

に
所
属
し
て
い
た
蓮
田
市
で
は
武
蔵
国
産
の
須
恵
器
が

圧
倒
量
を
占
め
、
東
側
に
位
置
す
る
地
域
、
す
な
わ
ち

古
代
に
お
い
て
下
総
国
に
所
属
し
て
い
た
旧
庄
和
町
で

は
下
総
国
や
常
陸
国
産
の
須
恵
器
が
優
勢
で
あ
り
、
ち

ょ
う
ど
中
間
地
点
に
位
置
す
る
春
日
部
市
で
は
東
側
か

ら
と
西
側
か
ら
の
供
給
量
が
概
ね
均
衡
す
る
状
況
に
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
古
代
に
お
け
る
商
品
の
流
通
範
囲
が
生
産
地
か
ら
の

距
離
に
よ
っ
て
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　
ま
た
、
中
世
で
も
蓮
田
市
大
字
馬
込
に
あ
る
綾
瀬
川
の
自
然
堤
防
上
に
は
、
通
称
「
寅
子
石
」
と

呼
ば
れ
る
県
内
で
も
最
大
級
の
板
碑
が
あ
り
、
中
世
(
鎌
倉
時
代
)
に
入
っ
て
も
板
碑
を
流
通
品
と
し

て
捉
え
た
場
合
、
や
は
り
河
川
と
の
関
わ
り
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

寅
子

石
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