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日
本
各
地
の
遺
跡
か
ら
は
、
膨
大
な
数
の
木
製
品
が

出
土
し
て
お
り
、
樹
種
デ
ー
タ
の
蓄
積
も
２
０
１
２
年

時
点
の
集
計
で
約
40
万
点
を
数
え
る
（
１
）。
通
常
は

木
が
埋
も
れ
る
と
分
解
さ
れ
て
土
に
還
っ
て
し
ま
う

が
、川
や
湿
地
、溝
や
井
戸
の
中
に
埋
没
し
て
泥
に
パ
ッ

ク
さ
れ
た
状
態
で
あ
れ
ば
、
木
は
数
百
年
、
数
千
年
の

間
も
斧お
の

の
刃
跡
や
使
用
時
の
痕
跡
を
と
ど
め
た
ま
ま
遺

存
す
る
。
発
掘
現
場
で
見
つ
か
っ
た
木
製
品
は
、
遺
跡

で
活
動
し
た
当
時
の
人
び
と
が
周
辺
の
環
境
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
り
、
ど
ん
な
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た
か
を
知

る
上
で
重
要
な
情
報
源
と
な
る
。

約
40
万
点
の
デ
ー
タ
を
樹
種
別
に
集
計
し
、
全
て
の

時
代
を
通
し
て
み
る
と
、日
本
列
島
に
お
い
て
は
ス
ギ
、

次
い
で
ク
リ
が
最
も
多
用
さ
れ
て
き
た
樹
種
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
（
表
右
）。
時
代
別
に
み
て
い
く
と
、
縄

文
時
代
・
弥
生
時
代
は
ス
ギ
で
な
く
広
葉
樹
（
ク
リ
・

ア
カ
ガ
シ
亜
属
）
が
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
縄
文

時
代
に
東
日
本
の
諸
遺
跡
で
ク
リ
材
が
多
用
さ
れ
、
ク

リ
林
を
人
為
的
に
維
持
す
る
こ
と
で
木
材
と
果
実
の
双

方
が
活
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
連
載
そ
の
２
（
遺
跡
か

ら
見
え
て
く
る
縄
文
人
の
森
林
資
源
管
理
、能
城
修
一
）

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
続
く
弥
生
時
代
に
は
、
水
稲
耕

作
の
受
容
と
生
業
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
水
田
を
拓ひ
ら

き
水
を
導
く
た
め
に
鍬く
わ

や
鋤す
き

な
ど
の
農
具
が
道
具
類
の

な
か
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
耐
久
性

の
あ
る
樹
種
と
し
て
西
日
本
で
は
ア
カ
ガ
シ
亜
属
が
、

東
日
本
で
は
ク
ヌ
ギ
節
（
せ
つ
＝
生
物
学
の
分
類
で
属

を
細
分
す
る
際
の
階
級
。
種
の
上
に
当
た
る
）
が
選
択

遺
跡
出
土
の
生
活
用
具
で
探
る
木
材
利
用

その６

京
都
大
学
総
合
博
物
館
准
教
授
　
村
上
由
美
子

表　日本列島における時代ごとの主要樹種　文献（１）所収のデータをもとに集計

縄文時代
（n=69999）

弥生時代
（n=73865）

全ての時代（旧石器時代～近代）
（n=396596）

分類群 点数 割合 (％ ) 分類群 点数 割合 (％ ) 分類群 点数 割合 (％ )

クリ 13134 18.8 アカガシ亜属 9023 12.2 スギ 37862 9.5

トネリコ属 8133 11.6 スギ 8727 11.8 クリ 31580 8.0

コナラ節 3724 5.3 クヌギ節 6390 8.7 クヌギ節 24986 6.3

ハンノキ亜属 3309 4.7 クリ 4102 5.6 ヒノキ 22823 5.8

カエデ属 2374 3.4 コナラ節 4060 5.5 コナラ節 20669 5.2

ヤナギ属 2093 3.0 シイ属 3506 4.7 トネリコ属 17398 4.4

クヌギ節 1974 2.8 モミ属 2758 3.7 アカガシ亜属 17116 4.3

アカガシ亜属 1932 2.8 ヒノキ 2661 3.6 モミ属 15629 3.9

クワ属 1775 2.5 （スギ） 2007 2.7 トチノキ 10091 2.5

スギ 1701 2.4 ハンノキ亜属 1895 2.6 ケヤキ 9318 2.3

※（スギ）は肉眼観察によりスギと識別された資料。

図１　池子遺跡群の主要樹種の割合の変化　文献（２）所収のデータをもとに集計
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さ
れ
た
。
弥
生
時
代
の
主
要
樹
種
（
表
中
）
で
こ
の
両

樹
種
が
多
く
を
占
め
る
の
は
、
作
り
か
け
の
未
成
品
も

含
め
て
、
農
具
や
工
具
が
さ
か
ん
に
製
作
・
保
管
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
地
域
に
よ
っ
て
樹
種

や
変
化
の
生
じ
た
時
期
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
全
国
的

な
傾
向
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
後
期
に
な
る
と
ア
カ
ガ

シ
亜
属
な
ど
広
葉
樹
の
比
率
が
や
や
下
が
り
、
ス
ギ
な

ど
の
針
葉
樹
が
卓
越
し
て
い
く
（
２
）。

事
例
検
討
：

神
奈
川
県
池
子
遺
跡
群
の
用
材
傾
向

　
「
広
葉
樹
か
ら
針
葉
樹
へ
」
の
変
化
が
ひ
と
つ
の
小

地
域
で
明
瞭
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
例
と
し
て
、

神
奈
川
県
池い
け

子ご

遺
跡
群
の
弥
生
時
代
か
ら
近
世
に
か
け

て
の
樹
種
デ
ー
タ
を
取
り
上
げ
、
時
期
ご
と
の
主
要
樹

種
の
変
遷
を
示
す
（
３
）。
弥
生
時
代
に
は
木
製
品
（
道

具
と
し
て
の
名
称
の
な
い
加
工
材
や
丸
木
・
棒
を
含
む
）

全
体
の
３
分
の
１
以
上
を
ア
カ
ガ
シ
亜
属
が
占
め
て
い

た
が
、
古
墳
時
代
に
は
代
わ
っ
て
ス
ギ
が
台
頭
し
、
そ

の
後
、
近
世
に
至
る
ま
で
最
も
多
く
使
わ
れ
続
け
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
ヒ
ノ
キ
や
ア
ス
ナ
ロ
と
い
っ
た

ヒ
ノ
キ
亜
科
の
樹
種
が
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
次
第

に
増
加
す
る
（
図
１
）。

池
子
遺
跡
群
の
生
活
用
具
か
ら
み
た

木
材
利
用
の
変
化
（
弥
生
～
古
墳
時
代
）

　

本
稿
で
は
と
く
に
生
活
用
具
の
用
材
に
焦
点
を
あ
て

差
し
、下げ

駄た

や
容
器
、竪た
て

杵ぎ
ね

、腰こ
し

掛か
け

な
ど
を
含
む
（
５
）。

腰
掛
は
、
風
呂
場
の
椅
子
の
よ
う
な
低
脚
の
も
の
で
、

脱
穀
用
の
竪
杵
と
同
様
、
東
南
ア
ジ
ア
稲
作
地
帯
の
農

村
で
は
現
在
も
見
か
け
る
道
具
で
あ
る
。
池
子
遺
跡
群

で
出
土
し
た
弥
生
時
代
の
腰
掛
（
図
２
―
８
、
半
分
の

み
の
残
存
）
は
、
モ
ミ
属
の
一
木
を
彫
り
込
ん
だ
刳く
り

物も
の

で
、
一
見
す
る
と
浅
い
容
器
の
よ
う
な
座
面
を
も
つ
。

土
間
で
の
生
活
や
屋
外
で
の
作
業
に
座
面
の
低
い
腰
掛

を
つ
か
う
生
活
様
式
が
、
古
代
以
前
の
日
本
に
も
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

弥
生
時
代
の
竪
杵
は
、
池
子
遺
跡
群
で
出
土
し
た
11

図３　池子遺跡群の木製品 ( 古代～近世 )
《1 ～４: 古代、5: 中世、６～ 10: 近世》

1. 沓　2. 発火具　3. 曲物側板　4. 曲物底板　5 ～ 7. 挽物　8. 横櫛　9. 下駄　10. 結物桶
(1. クスノキ　2,4. スギ 3. ヒノキ 5,9. クリ 6,7. ブナ属 8. イスノキ 10. 側板 : モミ属，
底板 : ツガ属 )

図２　池子遺跡群の木製品 ( 弥生～古墳時代 )
《1 ～ 8 : 弥生時代中期、9 ～ 10 : 古墳時代前期》

1. 竪杵　2 ～ 4. 槽　5. 杓子　6. 四脚付容器　7. 高杯　8. 割物腰掛　9. 槽
10. 指物腰掛
(1. アカガシ亜属　2 ～ 6. ケヤキ　7. 軸部＝イヌガヤ , 脚部＝ケヤキ
8. モミ属　9 ～ 10. スギ )

て
、
池
子
遺
跡
群
に
お
け
る
木
材
利
用
の
様

相
を
時
期
別
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
生
活

用
具
と
は
、
衣
食
住
に
か
か
わ
る
道
具
類
を
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継
続
し
て
み
ら
れ
る
ほ
か
、ク
リ
の
椀
も
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
針
葉
樹
を
用
い
た
容
器
と
し
て
は
、
中
世
か
ら

新
た
に
結ゆ
い

物も
の

の
技
術
が
導
入
さ
れ
、
桶お
け

な
ど
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
短
冊
状
の
側
板
を
円
筒
状
に
並
べ
、

タ
ガ
で
固
定
し
底
板
を
取
り
付
け
た
木
製
品
で
あ
る
。

結
物
導
入
の
背
景
に
は
、
新
し
い
道
具
や
技
術
が
も
た

ら
さ
れ
た
と
い
う
技
術
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
曲
物

に
つ
か
う
こ
と
の
で
き
る
木
目
の
通
直
な
針
葉
樹
材
が

次
第
に
減
少
し
、
よ
り
奥
地
で
な
い
と
得
に
く
く
な
る

と
い
う
森
林
資
源
の
状
況
も
大
き
く
影
響
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

近
世
に
は
生
活
用
具
の
点
数
と
種
類
が
大
幅
に
増
加

す
る
。
結
物
桶
や
曲
物
の
底
板
、
一
木
の
下
駄
な
ど
に

ス
ギ
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
は
つ
づ
く
も
の
の
、
用
材
の

多
様
化
が
進
み
、
ツ
ガ
属
の
底
板
の
周
囲
に
16
枚
の
側

板
（
う
ち
樹
種
同
定
さ
れ
た
１
点
は
モ
ミ
属
）
を
竹
の

タ
ガ
で
固
定
し
た
結
物
桶
の
例
が
確
認
で
き
る
。
ツ
ガ

属
は
池
子
遺
跡
群
で
樹
種
同
定
さ
れ
た
全
時
代
の
木
製

品
２
６
６
６
点
の
う
ち
、
わ
ず
か
7
点
を
数
え
る
の
み

で
、
遠
隔
地
か
ら
搬
入
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
し
て
、
挽
物
は
用
材
傾
向
が
変
化
し
、
ク
リ
や
ケ

ヤ
キ
が
減
少
し
た
代
わ
り
に
ト
チ
ノ
キ
と
ブ
ナ
属
が
増

加
す
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
中
世
に
顕
著
と
な
っ
て

き
た
木
製
品
の
流
通
が
、
近
世
に
は
体
制
と
し
て
確
立

し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
３
）。
下
駄
は
35
点

中
ス
ギ
が
８
点
と
最
も
多
い
樹
種
で
は
あ
る
が
、
材
質

と
製
作
技
法
の
多
様
化
は
進
ん
で
お
り
、
ク
リ
や
ケ
ヤ

キ
な
ど
の
広
葉
樹
を
あ
わ
せ
る
と
18
点
と
、
ヒ
ノ
キ
や

マ
ツ
属
複
維
管
束
亜
属
、
イ
チ
ョ
ウ
も
含
め
た
針
葉
樹

計
17
点
を
や
や
上
回
る
。
広
葉
樹
は
ほ
か
に
も
イ
ス
ノ

キ
の
横よ
こ

櫛ぐ
し

や
ハ
ン
ノ
キ
属
の
杓
し
ゃ
く

子し

な
ど
に
も
使
わ
れ
て

中
10
点
が
ア
カ
ガ
シ
亜
属
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
。

堅
く
て
重
い
材
質
は
鍬
や
鋤
、
斧お
の

柄え

と
い
っ
た
農
工
具

に
も
多
用
さ
れ
、
作
り
か
け
の
未
成
品
や
原
材
が
多
く

見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
も
ア
カ
ガ
シ
亜
属
の
点
数
が
多

い
こ
と
の
一
因
で
あ
る
。
容
器
類
に
は
木
目
の
う
つ
く

し
い
ケ
ヤ
キ
が
多
く
、
25
点
中
18
点
を
占
め
る
。
楕だ

円え
ん

形
や
方ほ
う

形
を
呈
し
た
浅
い
容
器
の
槽そ
う

に
は
ケ
ヤ
キ
の
ほ

か
に
ク
ス
ノ
キ
が
、
器
に
脚
が
つ
い
た
高た
か

杯つ
き

に
は
そ
の

両
者
以
外
に
イ
ヌ
ガ
ヤ
も
使
わ
れ
た
。

組く
み

合あ
わ

せ
式
の
高
杯
の
類
例
を
探
す
と
、
静
岡
県
登と

呂ろ

遺
跡
の
高
杯
（
弥
生
時
代
後
期
）
は
３
点
の
部
材
を
組

合
せ
た
も
の
で
、
す
べ
て
ス
ギ
を
用
い
て
い
る
。
奈
良

県
唐か
ら

古こ

遺
跡
の
高
杯
（
写
真
、
弥
生
時
代
中
期
）
は
器

に
あ
た
る
杯
部
（
ケ
ヤ
キ
）
と
軸
部
（
ヒ
ノ
キ
）
の
み

の
残
存
で
、
脚
部
は
残
っ
て
い
な
い
。
色
調
の
異
な
る

広
葉
樹
と
針
葉
樹
を
組
合
せ
て
お
り
、
曲
面
の
多
い
部

材
に
ケ
ヤ
キ
を
、
軸
部
に
針
葉
樹
を
用
い
た
点
は
、
池

子
遺
跡
の
組
合
せ
式
高
杯
と
共
通
し
て
い
る
。

古
墳
時
代
に
な
る
と
、
用
材
傾
向
や
製
作
技
術
に
大

き
な
変
化
が
生
じ
る
。
古
墳
時
代
の
腰
掛
は
刳
物
で
な

く
、
座
板
に
２
枚
の
脚
を
結
合
し
た
指さ
し

物も
の

で
、
い
ず
れ

も
ス
ギ
板
を
用
い
る
。
古
墳
時
代
に
ス
ギ
が
増
加
す
る

全
体
の
傾
向
の
一
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
刳
物
容
器

の
槽
は
、
ケ
ヤ
キ
主
体
の
弥
生
時
代
の
様
相
か
ら
変
化

し
て
、
７
点
中
ス
ギ
が
５
点
を
占
め
、
広
葉
樹
は
2
点

に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
古
墳
時
代
に
は
容
器
の
製
作
技

法
が
多
様
化
し
、
刳
物
以
外
に
、
針
葉
樹
の
薄
板
を
組

み
合
わ
せ
て
つ
く
る
曲ま
げ

物も
の

や
指
物
が
増
え
て
く
る
。
組

合
せ
式
の
道
具
の
場
合
、
一
つ
の
道
具
に
複
数
の
部
材

が
使
わ
れ
る
た
め
、
樹
種
同
定
デ
ー
タ
の
点
数
が
増
え

る
こ
と
も
、
針
葉
樹
の
増
加
に
影
響
し
て
く
る
点
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

池
子
遺
跡
群
の
生
活
用
具
か
ら
み
た

木
材
利
用
の
変
化
（
古
代
～
近
世
）

　

古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
、
池
子
遺
跡
群
全
体
の

傾
向
と
し
て
ス
ギ
が
一
貫
し
て
３
割
近
く
を
占
め
る
。

生
活
用
具
に
つ
い
て
も
古
代
に
は
ス
ギ
の
卓
越
傾
向
が

み
ら
れ
、
ス
ギ
の
割
合
が
高
い
（
59
点
中
37
点
）。
一

方
で
、
中
世
（
34
点
中
４
点
）、
近
世
（
３
１
８
点
中

76
点
）
に
は
減
少
す
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
に
は
生
活

用
具
の
６
割
以
上
が
ス
ギ
を
用
い
て
作
ら
れ
た
の
に
対

し
、
中
世
以
降
は
１
～
２
割
程
度
に
低
下
し
て
い
く
。

時
代
を
通
し
て
近
場
で
得
ら
れ
る
材
か
ら
、
し
だ
い
に

遠
隔
地
よ
り
運
ん
で
き
た
材
へ
と
比
重
を
移
し
て
い
く

傾
向
が
あ
り
、
利
用
樹
種
の
変
化
は
そ
の
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
に
は
発
火
具
や
下
駄
に
ス
ギ
を
用
い
た
も
の
が

あ
る
ほ
か
、
点
数
と
し
て
最
も
多
い
の
は
曲
物
の
底
板

や
蓋
板
で
、
36
点
中
31
点
を
ス
ギ
材
が
占
め
る
。
同
じ

く
容
器
で
、
古
代
か
ら
確
認
さ
れ
る
挽ひ
き

物も
の

は
、
ケ
ヤ
キ

が
４
点
、
イ
ヌ
ガ
ヤ
が
２
点
と
、
ス
ギ
は
確
認
さ
れ
な

い
点
で
曲
物
底
板
と
は
傾
向
が
大
き
く
異
な
る
。
ケ
ヤ

キ
の
挽
物
は
中
世
以
降
に
も
つ
な
が
る
漆
塗
り
の
椀
や

皿
で
、
未
成
品
の
皿
に
は
轆ろ
く

轤ろ

挽
き
の
痕
跡
が
認
め
ら

れ
る
。
イ
ヌ
ガ
ヤ
の
挽
物
（
椀
と
高
杯
）
に
も
未
成
品

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
轆
轤
の
鉄
爪
の
跡
が
残
っ
て
い

る
。広

葉
樹
の
利
用
は
減
少
し
て
い
く
も
の
の
、
用
途
を

選
ん
で
継
続
し
て
お
り
、
ケ
ヤ
キ
の
挽
物
容
器
の
ほ
か

に
古
代
の
広
葉
樹
の
生
活
用
具
と
し
て
は
、
ク
ス
ノ
キ

を
用
い
た
沓く
つ

が
あ
る
。
中
世
に
も
ケ
ヤ
キ
の
挽
物
椀
は
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い
る
。
下
駄
や
横
櫛
に
は
遠
隔
地
か
ら
の
流
通
品
も
あ

る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

全
国
的
な
用
材
傾
向
と
の
比
較

（
杓
子
・
腰
掛
・
下
駄
）

　

さ
い
ご
に
用
材
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
１
）
を
参
照
し
て

全
国
的
な
傾
向
と
の
比
較
を
行
う
。
杓
子
に
ケ
ヤ
キ
を

用
い
る
例
は
、
縄
文
・
弥
生
時
代
と
中
世
・
近
世
に
は

地
域
を
選
ば
ず
み
ら
れ
る
が
、
古
墳
時
代
か
ら
古
代
の

例
は
確
認
で
き
な
い
。
杓
子
や
対
応
す
る
器
の
形
状
も

全
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
い
ち
ど
系
譜
が
途
絶
え
た
も

の
が
中
世
に
別
物
と
し
て
再
開
し
た
も
の
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

腰
掛
は
、
刳
物
と
指
物
の
双
方
が
弥
生
時
代
か
ら
中

世
に
か
け
て
存
続
す
る
な
か
で
、
時
期
が
下
る
ほ
ど
数

が
減
少
し
、
指
物
の
割
合
が
増
加
し
て
い
く
傾
向
に
あ

る
。
一
木
を
彫
り
込
ん
で
つ
く
る
刳
物
か
ら
、
複
数
の

板
材
を
結
合
さ
せ
る
指
物
へ
の
変
化
は
、腰
掛
や
容
器
、

下
駄
以
外
に
木も
っ

棺か
ん

な
ど
に
も
認
め
ら
れ
、
器
種
を
超
え

て
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
資
源
利
用
の
観
点
か
ら
す
る

の
木
製
品
に
表
れ
て
く
る
こ
と
を
素
描
し
た
。
時
代
の

経
過
と
と
も
に
近
く
の
森
林
資
源
が
し
だ
い
に
枯
渇
に

向
か
う
な
か
、
人
々
が
重
ね
た
工
夫
の
あ
と
―
加
工
技

術
と
運
材
技
術
の
発
達
、
使
用
樹
種
や
材
の
入
手
法
の

変
化
―
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
い
ま
の
資
源
利
用
の
あ

り
方
を
見
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
流
通
体

制
の
整
備
に
よ
り
遠
隔
地
か
ら
材
木
や
木
製
品
を
運
ん

で
く
る
こ
と
が
通
有
の
こ
と
と
な
り
、そ
の
「
遠
隔
地
」

が
近
代
以
降
は
海
を
越
え
た
さ
ら
な
る
遠
く
の
森
へ
と

拡
大
し
て
い
っ
た
先
に
、
外
国
産
の
木
材
を
多
く
用
い

る
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
が
あ
る
。

数
十
年
前
に
植
林
さ
れ
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
、
身
近
な

里
山
に
生
育
す
る
広
葉
樹
の
木
々
な
ど
、
こ
れ
か
ら
は

近
く
の
森
林
資
源
の
価
値
を
見
直
し
、
多
面
的
に
活
用

し
て
い
く
方
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
か
ら

の
数
千
年
に
お
よ
ぶ
木
材
利
用
の
歴
史
を
見
渡
す
こ
と

で
、
今
後
の
森
と
の
付
き
合
い
方
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が

見
つ
か
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
期
待
も
込
め
な
が

ら
、
木
の
考
古
学
の
研
究
を
続
け
て
い
る
。
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と
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結
合
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術
の
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３
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要
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っ
た
も
の
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れ

る
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、
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