
下
る
と
、
河
川
が
軽
石
流
堆
積
物
を
浸
食
し
て
田
切
り
地
形
が
形
成

さ
れ
て
い
る
。
塩
野
西
遺
跡
群
の
な
か
で
も
縄
文
中
期
の
遺
跡
は
、

流
れ
下

っ
て
繰
矢
川
に
注
ぐ
真
楽
寺
湧
水
の
東
西
両
側
の
標
高
約
八

五
〇
～
九
〇
〇
屑
付
近
の
南
向
き
の
緩
斜
面
に
密
集
す
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
前
期
初
頭
の
塚
田

・
下
弥
堂
集
落
よ
り
も
数
十
屑
高
所

へ
移
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
中
期
前
葉
の
集
落
と
し

て
滝
沢
遺
跡
を
、
中
葉
か
ら
後
葉
に
か
け
て
の
遺
跡
と
し
て
川
原
田

遺
跡
を
中
心
に
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
よ
う
す
を
み
て
い
く
こ
と
に
す

フつ
。滝

沢
遺
跡
の
　
滝
沢
遺
跡
は
北
調
査
区
と
南
調
査
区
に
分
か
れ
る

ょ
　
、っ
　
す
　
が
、
そ
の
う
ち
北
調
査
区
の
東
縁
辺
部
か
ら
五
領

ヶ
台
Ｈ
式
後
半
期
に
あ
た
る
住
居
跡
で
あ
る
Ｊ
ｌ２

・
Ｊ
‐４

・
Ｊ
‐５
号

住
居
が
検
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
北
側
に
は
中
期
初
頭
～
後
葉
の

時
間
幅
で
と
ら
え
ら
れ
る
土
坑
が
五
基
確
認
さ
れ
た
。
い
っ
ぼ
う
南

調
査
区
の
北
縁
辺
部
か
ら
は
中
期
後
葉
か
ら
後
期
前
葉
の
住
居
跡
が

八
軒
弧
を
描
く
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
集
落
の
中
心
部
は

ち
ょ
う
ど
調
査
区
外
に
あ
た
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。

Ｊ
‐２
号
住
居
で
は
五
領
ヶ
台
Ｈ
式
後
半
期
に
あ
た
る
底
の
抜
け
た

深
鉢
が
炉
体
土
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
時
期
が
住
居

の
使
用
年
代
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
プ
ラ
ン
は
円
形
で
周
溝
は
み
ら

れ
ず
、
直
径
三

・
六
層
、
床
面
積
は
九

・
〇
八
平
方
屑
の
小
形
住
居

で
あ
る
。
中
期
前
葉
は
各
地
で
土
器
埋
甕
炉
が
も
っ
と
も
盛
行
す
る

第 5節 縄文文化の爛熟―中期
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第 2章 縄 文 時 代

時
期
で
あ
り
こ
の
様
相
を
反
映
し
て
い
る
。
四
基
の
柱
穴
は
直
径
四
〇
一ン
程
度
と

こ
ぶ
り
で
配
置
も
無
作
為
で
あ
る
。
本
住
居
跡
は
廃
絶
後
に
土
器
捨
て
場
に
な

っ

て
お
り
、
床
面
か
ら
二
〇
彙ン
程
度
浮
い
た
状
態
で
五
領
ヶ
台
末
か
ら
直
後
段
階
の

土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
Ｊ
ｌ４

・
Ｊ
‐５
号
住
居
も
と
も
に
柱
穴
が
小
形
で
あ
る
点

で
、
前
期
の
延
長
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

川
原
田
遺
跡
　
川
原
田
遺
跡
は
、
年
間
を
通
じ
て
安
定
し
た
水
量
を
保
つ
真
楽

の

よ

う

す
　
寺
湧
水
か
ら
約
八
〇
肝
ほ
ど
南
に
下
っ
た
位
置
に
あ
る
。
北
側

に
浅
間
山
を
背
負
い
、
南
側
は
佐
久
平
方
向
に
む
か
っ
て
延
び
る
舌
状
台
地
上
に

立
地
す
る
。
図
７０
に
中
期
の
住
居
跡
の
分
布
状
態
を
示
し
た
。
住
居
跡
群
は
大
き

く
西
側
の
Ａ
群
と
の
間
に
約
四
肝
の
空
白
部
分
を
挟
ん
で
東
側
の
Ｂ
群
、
そ
し
て

両
群
の
北
側
の
Ｃ
群
に
分
か
れ
る
。
Ａ
群
の
住
居
跡
は
ほ
ぼ
等
間
隔
に
分
布
し
、

住
居
跡
間
に
は
土
坑
が
三
〇
基
掘
削
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
群
は
遺
構
の
並
び
か
ら

西
側
調
査
区
外

へ
連
続
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
Ｂ
群
は
外
側
の
Ｊ
２‐
号
住
居
か
ら

Ｊ
２２
号
住
居
ま
で
が
ほ
ぼ
弧
状
に
配
置
さ
れ
、
そ
の
中
央
部
に
土
坑
が
数
基
み
ら

れ
る
。
群
の
東
側
は
遺
構
の
空
白
地
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
群
は
こ
こ
で
完

結
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
両
群
の
間
に
は
、
本
集
落
で
唯

一
の
掘
立
柱
建
物

址
Ｆ
１
２

が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
建
物
の
南
側
に
は
土
坑
が
等
高
線
上
に
並

ん
で
い
る
。
Ｃ
群
は
Ａ

・
Ｂ
群
と
背
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
北
西
か
ら
北
東

へ
弓
な

り
に
弧
を
描
く
。
円
の
中
央
部
に
は
中
期
後
葉
を
中
心
と
し
た
Ｄ
６５

。
Ｄ
６６

・
Ｄ

‐０２

・
Ｄ
硼
号
土
坑
な
ど
数
基
の
土
坑
が
散
在
す
る
だ
け
で
空
白
域
と
な
っ
て
い
る
。

見
方
に
よ
っ
て
は
Ｃ
群
を
Ａ
、
Ｂ
群
に
含
め
て
大
き
く
東
群
と
西
群
に
分
け
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
に
二
つ
の
群
と
住
居
跡
の
関
係
を
見
る
と
、
焼
町
土
器
の
古
段
階

（勝
坂

式
Ｈ
～
Ⅲ
式
前
半
期
）
に
は
Ａ

・
Ｂ
群
お
よ
び
Ｃ
群
の
北
東
側
に
住
居
が
作
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
焼
町
土
器
の
最
盛
期
に
な
る
と
（勝
坂
式
Ⅲ
式
後
半
期
～
Ⅳ
式
期
）

Ｃ
群
の
北
に
離
れ
た
部
分
に
は
住
居
が
作
ら
れ
な
く
な
り
、
住
居
跡
は
Ｃ
群
の
南

側
と
Ａ

・
Ｂ
に
分
か
れ
る
。
あ
た
か
も
Ｃ
群
の
中
央
部
分
を
広
場
と
し
て
前
も

っ

写35 滝沢遺跡の J12号住居の埋甕炉と住居廃絶後に捨てられた土器



て
設
計
さ
れ
て
い
た
環
状
構
成
が
、
本
格
的
な
新
段
階
の
焼
町
土
器
の
成
立
を
も

っ
て
中
断
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
中
期
後
葉
に
な
っ
て
も
や
は
り
Ｃ
群
の
南
側

を
含
む
Ａ
・
Ｂ
。
Ｃ
群
の
三
群
に
分
散
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
こ
で
の
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
群
は
、
あ
ら
か
じ
め
環
状
構
成
な
ど
の
ス
ペ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
を
も
っ
て
住
居
の

配
置
を
決
定
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
居
住
地
に
つ
い
て
ゆ
る
や
か
で
は

あ
る
が
何
ら
か
の
規
制
を
内
包
し
た
群
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に

一
歩
進
ん
で
住
居
が

一
時
期
に
何
軒
建
っ
て
い
た
か
を
推
定
す
る
に
は
、

住
居
が
廃
絶
さ
れ
る
と
き
に
床
面
に
お
き
去
ら
れ
た
土
器
の
年
代
を
調
べ
、
同
じ

年
代
の
土
器
を
保
有
す
る
住
居
数
を
合
計
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
縄

文
人
た
ち
の
多
く
は
引

っ
越
す
と
き
に
家
財
道
具
を
持
ち
去

っ
て
し
ま
う
た
め
、

つ
ご
う
よ
く
床
面
に
土
器
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
住
居

が
放
棄
さ
れ
埋
め
ら
れ
る
も
し
く
は
自
然
に
埋
ま
る
過
程
で
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ら

れ
た
土
器
を
も
加
え
た
年
代
を
調
べ
て
、
そ
の
範
囲
で
同
時
存
在
の
住
居
数
を
合

計
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ゴ
ミ
と
し
て
の
土
器
が
捨
て
ら
れ
た
時
期
は
住
居

が
実
際
建

っ
て
い
た
時
期
よ
り
後
に
な
る
が
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
機
能
し
て
い
た

年
代
に
近
い
値
を
示
す
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
図
は
そ
の
よ
う
な
方
法
か

ら
推
測
し
た
各
時
期
の
住
居
の
時
間
的
変
遷
を
示
し
て
い
る
。
ンア
」
で
は
、

８６
～
９２

頁
で
述
べ
た
よ
う
に
焼
町
土
器
を
大
き
く
古
段
階

。
新
段
階

・
終
末
段
階
、
加
曽

利
Ｅ
式
を
１

・
２
に
分
け
て

一
時
期
と
し
た
も
の
を
Ｉ
～
Ｖ
の
大
別
時
期
、
さ
ら

に
各
時
期
の
中
で
土
器
型
式
の
細
別
を
基
準
に
し
た
も
の
を
川
原
田
７
期
～
１３
期

の
細
別
時
期
と
し
、
記
号
で
示
し
た
。

Ｉ
　
焼
町
土
器
古
段
階

（川
原
田
遺
跡
第
７

・
８
期
＝
勝
坂
Ｈ
式
～
勝
坂
Ⅲ
式
）

Ⅱ
　
焼
町
土
器
新
段
階

（川
原
田
遺
跡
第
９

ｏ
ｌＯ
期
＝
勝
坂
Ⅳ
式
を
中
心
に
し
た

時
期
）

Ⅲ
　
焼
町
土
器
終
末
段
階

（川
原
田
遺
跡
第
１１
期
＝
勝
坂
Ｖ
式
）

Ⅳ
　
加
曽
利
Ｅ
ｌ
式

。
曽
利
古
式
Ｉ
段
階

（川
原
田
遺
跡
第
１２
期
＝
大
木
８
ａ
終

末
）

Ｖ
　
加
曽
利
Ｅ
２
式

・
唐
草
文
系
Ｉ

（
・
Ｈ
）
段
階

（川
原
田
遺
跡
第
１３
期
＝
大

木
８
ｂ
式
）

細
別
時
期
を
も
と
に
同
時
期
の
住
居
跡
を
数
え
て
い
く
と

一
時
期
あ
た
り
二

～
五

・
六
軒
と
い
う
結
果
に
な
ろ
う
。

第 5節 縄文文化の爛熟―中期

図70 川原田遺跡縄文中期遺構全体図
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鶉 顆

住

居

跡

の
　
そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
川
原
田
遺
跡
の
住
居
跡
と
付
属
施
設
を
見
て

形
　
　
　
態
　
い
こ
う
。
中
期
中

。
後
葉
の
住
居
跡
は
例
外
な
く
円
形
を
呈
す

る
。
円
形
の
中
で
も
図
７２
に
示
し
た
よ
う
に
長
径

一
〇
屑
以
下
の
小
形
、
一
〇
～
二

〇
屑
の
中
形
、
二
〇
～
三
〇
屑
の
中
大
形
、
三
〇
～
四
〇
屑
の
大
形
に
分
か
れ
る
。

柱
穴
は
四
本
が
基
本
で
あ
る
が
、
五
～
七
本
が
多
角
形
に
配
置
さ
れ
る
例
や
、
不

規
則
な
配
置
を
と
る
も
の
も
あ
る
。

Ｏ

Ｊ６

ｐ

ｒ

輻 ⑮

Ⅲ 焼町土器終末段階

Ⅳ 加曽利 El。 曽利古式 I段階

(大木 8a終末)
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第 2章 縄 文 時 代

● E2式古 (唐草文系 1段階 )

□ E2式新 (唐草文系 ‖段階 )

判

判

雹

V 加曽利E2式唐草文系 I・ H段階

図71(C)′‖原田遺跡縄文中期集落

外
部
か
ら
浸
入
す
る
水
の
排
水
や
壁
面
の
土
留
め
板
を
固
定
す
る
な
ど
の
機

能
が
推
定
さ
れ
る
周
溝
や
、
間
仕
切
り
溝
が
検
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
周
溝

の
い
く
つ
か
は
入
り
口
で
途
切
れ
て
お
り
、
そ
の
入
り
口
と
反
対
側
の
壁
に
や

や
近
づ
け
て
炉
が
作
ら
れ
る
場
合
が
多

い
。
な
か
に
は
特
別
細
い
柱
で
支
え
た

入
り
口
施
設
が
残

っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
採
光
の
効
率
が
意
識
さ
れ

て
い
る
の
か
南
側
に
入
り
口
が
作
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

と
く
に
Ｊ
ｌ５
号
住
居

（写
３６

・
図
７３
）
は
、
柱
穴
が
六
角
形
に
配
置
さ
れ
、

こ
の
間
に
問
仕
切
り
溝
が
連
結
す
る
。
壁
際
に
も
幅

一
〇
彙
ン
ほ
ど
の
周
溝
が
ほ

ぼ
全
周
す
る
。
ま
た
周
溝
と
問
仕
切
り
溝
に
挟
ま
れ
た
部
分
が
、
柱
の
内
側
よ

り
も
若
千
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
入
り
回
は
南
側
の
主
柱
穴

間
に
想
定
さ
れ
る
。

焼
町
古
段
階
　
っ
ぎ
に
住
居
跡
群
を
時
期
別
に
概
観
し
て
み
よ
う
。
焼
町
古

の

住

居

跡
　
段
階
に
は
、
Ｊ
２５
号
住
居
が
や
や
大
き
め
で
あ
っ
た
可
能
性

が
残
る
も
の
の
、
小
形
と
中
形
の
み
で
構
成
さ
れ
る
。
小
形
住
居
の
Ｊ
５０

。
Ｊ

２０
号
住
居
は
い
ず
れ
も
阿
玉
台
式
の
土
器
を
埋
設
し
た
埋
甕
炉
を
有
す
る
点
で

共
通
す
る
（図
３７
）ｏ
同
段
階
で
こ
の
ほ
か
に
埋
甕
炉
を
有
す
る
も
の
は
中
形
住

居
の
Ｊ
５‐
号
住
居
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
焼
町
古
段
階
の
深
鉢
が
使
わ
れ

て
お
り
、
在
地
系
の
阿
玉
台
式
土
器
が
埋
土
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
石

囲

炉
の
住
居
跡
四
軒
の
う
ち
三
軒
は
い
ず
れ
も
中
形
で
、す
べ
て
に
在
地

も
し
く
は
群
馬
系
の
勝
坂
式
土
器
が
廃
棄

（Ｊ
ｌ５
。Ｊ
２４
号
住
居
）
か
遺
棄

（Ｊ

２５

・
Ｊ
‐６
号
住
居
）
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
住
居
の
使
用

時
に
お
い
て
は
埋
甕
炉
の
住
居
で
阿
玉
台
式
が
、
石
囲
炉
の
住
居
の

一
部
で
勝

｀
｀ _ノ
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坂
式
が
使
わ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
焼
町
土
器
は
両

者
に
共
通
す
る
。
た
だ
し
Ｊ
５０

．
Ｊ
２０
号
住
居
に
は
勝

坂
式
土
器
も
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
Ｊ
ｌ５

。
Ｊ
‐６

・

Ｊ
２４

・
Ｊ
２５
号
住
居
に
は
阿
玉
台
式
も
廃
棄
さ
れ
て
い

る
た
め
、
住
居
が
廃
絶
さ
れ
た
後
に
投
棄
さ
れ
る
土
器

の
組
み
合
わ
せ
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
段
階
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
炉

の
な
い
住
居
跡
や
地
床
炉
の
住
居
跡
が
あ
る
。

焼
町
新
段
階
　
焼
町
土
器
新
段
階

（中
期
９

・
１０
）

の

住

居

跡
　
に
は
、
さ
ら
に
中
大
形
住
居
跡
が
加

わ
る
。
こ
の
段
階
以
降
は
小
形
住
居
に
は
炉
が
設
置
さ

れ
な
い
。
古
段
階
と
は
小
形
住
居
の
機
能
に
変
化
が
生

じ
た
よ
う
で
あ
る
。
炉
の
形
態
を
見
る
と
地
床
炉
を
有

す
る
住
居
跡
が

一
軒
、
埋
甕
炉
が

一
軒
、
石
囲
炉
が
三

軒
で
あ
る
。
石
囲
炉
の
う
ち
Ｊ
ｌ２
号
住
居
で
は
炉
の

一

片
に
土
器
が
使
わ
れ
て
い
る
。

焼
町
土
器
の
終
末
期
に
は
、
小
形
が
消
滅
し
中
形
と

中
大
形
で
も
小
さ
い
方
に
ま
と
ま

っ
て
く
る
。
地
床

炉

・
埋
甕
炉
は
な
く
な
り
、
い
ず
れ
も
石
囲
い
を
有
す

る
炉
に
統

一
さ
れ
る
。
た
だ
し
Ｊ
３

ｏ
Ｊ
８
号
住
居
は

さ
ら
に
中
央
部
分
に
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
石
囲
埋

甕
炉
で
あ
る
。

第 5節 縄文文化の爛熟―中期

中 期 H期

H orll期

中 期 lll

中期 Ⅳ期

中期 V期

中期Ⅵ期

中期VI期

中期Ⅷ期

時期不明

言十

中大形

」3  ,

0～ 10nf 20nf 30nf 30  -  40nf

′Jヽ  ,肝多 中 形 中  大  形 形大

図72 縄文中期各時期の竪穴住居跡の面積分布
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人物から住居の大きさ
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写37 」20号住居の炉

阿11台 式上器が炉の囲いに使われていた



加
曽
利
Ｅ
式
期
　
加
曽
利
Ｅ
ｌ

・
２
式
期
に
な
る
と
、
住
居
の
サ
イ
ズ
は
小
形

の

住

居

跡
　
か
ら
大
形
ま
で
分
散
す
る
。
炉
は
中
大
形
住
居
で
あ
る
も
の

の
、
炉
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
Ｊ
２２
号
住
居
を
除
い
て
石
囲
炉
が
普
及
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
加
曽
利
Ｅ
２
式
期
に
あ
た
る
西
駒
込
遺
跡
の
Ｊ
ｌ
号
住
居
は
地
床
炉

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
住
居
跡
は

一
六

。
二
肝
で
中
形
に
属
す
る
。
周
溝
が

全
周
し
、
南
側
に
入
り
口
に
関
係
す
る
施
設
と
考
え
ら
れ
る
Ｐ
５
が
掘
削
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
後
塩
野
西
遺
跡
群
で
確
認
さ
れ
て
い
る
住
居
跡
は
加
曽
利
Ｅ
３
式
新

段
階
の
滝
沢
遺
跡
Ｊ
ｌ３
号
住
居
で
あ
り
、
こ
の
間
が
空
白
期
間
と
な
る
。

炉
の
形
態
別
　
炉
の
形
態
の
差
は

機
　
　
　
能
　
何
を
意
味
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
焼
町
土
器
古
段
階

に
属
す
る
南
側
の
Ｂ
群
の
住
居
の
炉

の
形
態
を
み
る
と
、
Ｊ
３４
号
住
居
が

地
床
炉
の
可
能
性
が
あ
り
、
Ｊ
５０
号

住
居
が
埋
甕
炉
、
Ｊ
２４
号
住
居
が
小

形
石
囲
炉
で
あ
る
。
Ｊ
５０
号
住
居
の

炉
は
埋
甕
炉
で
も
土
器
の
中
に
わ
ず

か
に
焼
土
が
入
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
た
め
、
実
際
の
煮
炊
き
に
使
う
土

器
は
梁
か
ら
紐
で
吊
り
下
げ
、
埋
甕

炉
の
中
の
弱
い
火
で
ト
ロ
ト
ロ
と
じ

第 5節 縄文文化の爛熟―中期

写30 」12号住居の炉

安山岩礫 4個 と焼町土器 (図 52-3)が炉縁

に使われていた。
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第 5節 縄文文化の爛熟一中期

っ
く
り
炊
き
あ
げ
る
調
理
を
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
Ｊ
５‐
号
住

居
や
Ｊ
５
号
住
居
の
埋
甕
炉
で
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｊ
２４
号
住
居
の
炉
は
石

囲
炉
で
あ
る
が
石
囲
の
内
部
す
な
わ
ち
火
を
入
れ
る
部
分
が
二
〇
一
ン
程
度
で
あ
る

た
め
、
そ
の
使
用
時
に
は
や
は
り
土
器
を
吊
り
下
げ
る
必
要
が
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
焼
町
土
器
終
木
段
階
の
Ｊ
３０
号
住
居
で
は
同
様
の
小
形
の
石
囲
炉

の
脇
に
四
単
位
の
把
手
を
も
つ
８
の
土
器

（図
７‐
）
が
ぁ
た
か
も
梁
か
ら
落
ち
た

ま
ま
の
よ
う
に
倒
れ
て
出
土
し
て
い
る
（写
３９
）ｏ
こ
れ
は
山
梨
県
釈
迦
堂
遺
跡
群

野
呂
原
遺
跡
で
、
同
じ
く
燃
焼
部
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
土
器
を
吊
る
し
て
の
煮
炊

き
が
推
定
さ
れ
て
い
る
埋
甕
石
囲
炉
に
お
い
て
、
炉
石
に
載
る
形
で
大
型
把
手
付

き
土
器
が
出
土
し
た
事
例
と
類
似
し
て
い
る
。
炉
の
機
能
を
探
る
好
資
料
と
い
え

卜
で
つ
。

い
っ
ぽ
う
、
焼
町
土
器
終
末
段
階
Ｈ
期
以
降
に
現
れ
る
大
形
の
方
形
石
囲
炉
で

は
、
燃
焼
部
分
が
広
い
た
め
、
土
器
を
炉
内
に
据
え
て
煮
炊
き
を
行
な
う
こ
と
が

で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
石
囲
埋
甕
炉
の
登
場
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い

る
。
石
囲
埋
甕
炉
も
大
形
の
方
形
石
囲
炉
と
同
じ
く
、
燃
焼
部
が
広
い
た
め
炉
体

土
器
の
上
に
調
理
に
使
う
土
器
を
据
え
て
、
煮
炊
き
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
も
炉
の
形
態
と

「吊
る
す
」
「
据
え
る
」
と
い
う
調
理
用
土
器
の
固
定
方
法
が

対
応
す
る
な
ら
ば
、
川
原
田
遺
跡
で
は
こ
の
よ
う
な
炉
形
態
の
変
化
か
ら
、
吊
る

す
調
理
法
か
ら
据
え
る
調
理
法
に
変
化
し
て
い
く
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
転
換
期
こ
そ
焼
町
土
器
終
末
段
階
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
境
に
焼
町
土
器
や

大
形
把
手
付
き
土
器
な
ど
の
把
手
の
発
達
の
い
ち
じ
る
し
い
土
器
が
衰
退
し
、
代

わ
っ
て
把
手
の
な
い
加
曽
利
Ｅ
式
が
普
及
す
る
こ
と
は
、
吊
る
す
方
式
か
ら
据
え

る
方
式

へ
の
変
化
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

住

居

か

ら

離

れ
る
際
の
祭
祀

住
居
跡
の
中
に
は
Ｊ
９

・

Ｊ
‐３
号
住
居
の
よ
う
に
床

面
直
上
に
浅
鉢
形
土
器
が

伏
せ
置
か
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
ま
た
、
Ｊ
２４
号

住
居

で
は
石

囲
炉

に
蓋

を
す
る
よ
う
に
炉
の
火
床

の
上
に
石
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
住
居
か
ら
引

っ
越
す
際
の

儀
礼
的
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
石
囲
い
部
分
の

一
辺
の
石
だ
け
が
抜
き
取
ら
れ
て
い
た
石
囲
炉
が
七
例

み
ら
れ
た
。
こ
れ
も
石
囲
の

一
部
を
外
す
こ
と
で
、
炉
の
機
能
を
停
止
さ
せ
る
意

味
を
込
め
た
行
為
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

エハ
　
住
居
跡
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー

縄

文

時

代
　
近
年
に
な
っ
て
千
葉
県
加
曽
利
貝
塚
博
物
館
を
は
じ
め
実
際
に

の
　
体
　
験
　
縄
文
時
代
同
様

の
住
居
を
造
り
、
そ
こ
で
子
供
た
ち
に
当
時
の

生
活
の
よ
う
す
を
体
験
学
習
さ
せ
た
り
、
粘
土
採
掘
か
ら
土
器
焼
き
を
系
統
的
に

実
習
で
き
る
施
設
が
増
え
て
き
た
。
県
内
で
は
全
国
に
先
駆
け
て
住
居
跡
を
復
元

し
た
茅
野
市

尖

石
遺
跡
が
あ
り
、
千
曲
川
水
系
で
も
川
上
村
大
深
山
遺
跡
、
望
月

写40 床面に伏せられた土器

(川 原田遺跡 J9号住居)
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町
下
吹
上
遺
跡
、
戸
倉
町
円
光
一房
遺
跡
、
長
野
県
立
歴
史
館
内
の
阿
久
遺
跡
な
ど

住
居
の
よ
う
す
を
復
元
し
て
い
る
施
設
は
多

い
。
こ
の
よ
う
な
施
設
で
は
住
居

へ

の
光
の
入
り
方
に
始
ま
り
、
付
属
施
設
に
よ
る
空
間
の
利
用
の
仕
方
、
道
具
の
配

置
な
ど
の
視
党
情
報
に
止
ま
ら
ず
、
茅
と
囲
炉
一長
の
煙
の
に
お
い
が
入
り
交
じ
っ

た
独
特
の
香
り
で
嗅
党
に
迫

っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

そ
れ
で
は
考
古
資
料
か
ら
復
元
で
き
る
住
居
で
の
生
活
は
ど
の

住
居
の

一
生

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
縄
文
人
が
残
し
た
物
質
文
化
を

一

〇
〇
と
し
た
場
合
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
地
下
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
手
に
と
る
こ
と

の
で
き
る
も
の
は

一
割
に
も
満
た
な
い
か
も
知
れ
な

い
。
そ
の

一
割
を
基
に
、
わ

れ
わ
れ
が
祖
先
か
ら
実
際
に
受
け
継

い
で
き
た
知
識
や
、
生
活
の
中
の
何
ら
か
の

行
動
系
が
、
今
な
お
縄
文
人
に
類
似
し
た
要
素
を
残
し
て
い
る
民
族
の
知
識
を
援

用
し
な
が
ら
縄
文
人
の
生
活
を
推
測
し
て
み
た
い
。
か
り
に
縄
文
人
が
住
居
跡
を

構
築
し
、
や
が
て
そ
の
住
居
が
廃
絶
さ
れ
、
そ
の
窪
地
に
土
が
溜
ま

っ
て
埋
ま
り

切
る
ま
で
を
住
居
の

一
生
と
よ
ぼ
う
。
こ
こ
で
は
川
原
田
遺
跡
Ｊ
ｌ２
号
住
居
を
例

と
し
て
住
居
を
中
心
に
そ
こ
に
住
む
人
々
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

一
端
を

「神

泉
ム
ラ
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
仮
想
復
元
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

Ｊ
‐２
号
住
居
は
川
原
田
ム
ラ
の
中
で
も
西
側
の
Ａ
群
の
外
の
環
状
部
分
中
央
に

建
て
ら
れ
た
．
住
居
を
建
て
た
の
は
お
そ
ら
く
Ａ
群
に
代
々
住
居
を
構
え
て
き
た

世
帯
で
、
た
と
え
ば
Ｊ
４
サ
住
居
の
住
人
で
あ
る
。

ト
ジ
の
家
族
は
祖
母
の
代
に
こ
の
泉
の
近
く
の
村
に
移

っ
て
き

神
泉
の
ム
ラ

た
．
ム
ラ
に
は
四
軒
の
家
が
あ
り
四

つ
の
家
族
が
暮
ら
し
て
い

た
。
平
均
的
な
大
き
さ
の
ム
ラ
で
あ
る
。
ト
ジ
の
祖
母
の
代
に
は
員
を
上
器
に
い

っ
ぱ
い
に
入
れ
た
交
易
人
が
よ
く
峠
を
越
え
た
束
の
ム
ラ
か
ら
や

っ
て
き
た
。
交

易
人
の
中
に
は
煙
を
吐
く
雄
大
な
浅
問
山
に
驚
き
、
そ
し
て
こ
の
ム
ラ
を
潤
す
神

の
泉
の
水
の
美
味
し
さ
、
山
麓
で
い
っ
ぱ

い
に
採
れ
る
ド
ン
グ
リ
を

つ
ぶ
し
て
エ

ゴ

マ
や
イ
ノ
シ
シ
の
肉
を
ま
ぜ
て
作

っ
た
餅

の
味
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
交
換
に
黒
曜

写41 川上村大深山遺跡の復元住居



石
を
も

っ
て
帰
る
こ
と
も
忘
れ
て
こ
の
ム
ラ
に
長
く
貿
ま

っ
た
者
も

い
る
「
ト
ジ

の
祖
母
は
そ
ん
な
交
易
人
の

一
人
と
結
婚
し
た
の
だ
が
、
そ
の
際
に
か
れ
が
も

っ

て
き
た
上
器
を
か
れ
の
進
言
で
炉
に
埋
め
た
と
い
う
「

さ
て
ト
ジ
の
家
は

，ｒ‐―
径
四

・
四
屑
、
床
面
積
は

一
一
・
三
平
方
肝
、
柱
穴
も
二

〇
彙
ン程
度
で
頑
丈
な
造
り
と
は
い
え
な

い
ぃ
娘
の
ト
ミ
メ
も

一
八
歳
に
な
り
つ
い

に
婿
が
来
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
今
の
家
で
は
狭
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
新
た
な
家
を

隣
接
す
る
場
所
に
造
る
こ
と
に
し
た
¨
古
く
は
こ
の
場
所
に
は

一
五
〇
〇
年
も
昔

の
祖
先

の
人
々
が
家
を
造

っ
て
い
た
が
、
ト
ジ
の
い
た
こ
ろ
に
は
す
で
に
埋
ま

っ

て
平
ら
に
な

っ
て
い
た
。

家
造
り
は
男
の
仕
事
で
あ
る
。
ト
ジ
の
夫
の
も
と

ヘ
ム
ラ
全
体

家
　
造
　
り

の
男
衆
が
手
伝

い
に
や

っ
て
き
た
。
ま
ず
打
製
石
斧
で
穴
を
掘

る
。
湿
気
を
抜
く
た
め
に
穴
を
少
し
深
め
に
掘

っ
て
お
き
、
掘

っ
た
土
を
、
水
や

上
砂
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
に
そ
の
外
側
に
積
む
。

こ
れ
が
周
堤
で
あ
る
。　
つ
ぎ
に

柱
穴
を
掘
り
、
そ
こ
に
あ
ら
か
じ
め
乾
燥
さ
せ
、
十
に
埋
ま
る
部
分
を
防
腐
の
た

め
に
焼
け
焦
が
し
て
お
い
た
直
径
二
〇
彙
ン
ほ
ど
の
ク
リ
柱

を
埋
め
込
む
。
梁
を
組
ん
で
家
の
骨
組
み
が
出
来
上
が
る

と
い
よ
い
よ
屋
根
で
あ
る
。
外
縁
部
の
周
堤
に
む
か
っ
て

垂
木
尻
を
据
え
付
け
て
屋
根
を
か
け
、
茅
で
葺
く
。
入
り

日
部
分
は
開
け
て
お
い
て
動
物
の
皮
を
一扉
代
わ
り
に
垂
ら

す
．
入
り
日
と
反
対
側
の
奥
に
、
浅
間
山
の
麓
で
採

っ
て

お
い
た
安
山
岩
で
炉
を
造
り
、
床
に
は
動
物
の
皮
な
ど
を

敷

い
た
。
人
り
Ｈ
部
か
ら
は
集
落
中
央
の
合
庫
が
み
え
る
。

よ
う
や
く
完
成
で
あ
る
。
今
夜
は
新
築
祝

い
の
マ
ツ
リ
で

あ
る
。
久
し
ぶ
り
に
土
器
太
鼓
が
活
躍
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

あ
る
秋
の
ム
ラ
　
ト
ミ
メ
は
す
で
に
二
人
の
子
供
の
母

の

よ

つヽ

す
　
親
で
あ

っ
た
。
こ
の
家

（Ｊ
ｌ２
号
住

居
）
も
建
て
て
か
ら
も
う

一
五
年
に
な
る
。
彼
女
は
と
な

り

（Ｊ
４
号
住
居
）
に
住
ん
で
い
た
両
親
が
他
界
し
た
と

き
に
そ
の
土
器
を
す
べ
て
引
き
上
げ
て
形
見
に
使

っ
て
き

第 5賃j 縄文文化の爛熟一中期
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図76 浅間山の .ヽ、もとに営まれた神泉のムラ (さ かいひろこ画)
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図77 竪穴住居 をつ くる (さ かいひろこ画)

※更埴市屋代遺跡群⑥区では、縄文中期前葉の住居跡 2軒で

周堤が確認されている。

※川原田遺跡の中期住居跡のうちJ15。 J18。 」40号住居で

クリ材、 J16号住居でオニグルミの炭化材が検出されてい

る。クリ材は縄文住居で一般的に多用される樹種であり、

三内丸山遺跡では直径 lmを こえるクリの柱の根本の部分

がそのまま出土している。ここではこのようなクリの巨木

を山から切 り出す労働自体が、諏訪の御柱祭の祖形となる

ような集落の統合を喚起する役目を担っているとされてい

る。

た
。
炉
の
石
も

一
つ
は
持
ち
帰

っ
て
使

っ
て
い
た
が
ま
た
焼
け
は
じ
け
て
し
ま
っ

た
。
両
親
の
家
は
少
し
経
っ
て
か
ら
取
り
壊
し
、
や
が
て
窪
地
を
ゴ
ミ
捨
て
場
に

し
て
今
に
至

っ
て
い
る
。
最
近
ム
ラ
人
た
ち
の
間
に
は
新
し
い
土
器
を
作
ろ
う
と

す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
。
母
た
ち
が
作
り
は
じ
め
て
い
た
粘
土
紐
を
貼
り
付

け
て
横
に
展
開
さ
せ
る
文
様
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
土

器
を
ど
ん
な
に
大
形
化
し
て
も
壊
れ
な
い
よ
う
に
焼
く
た
め
に
、
皆
は
良
質
の
粘

土
、
粘
土
の
中
に
入
れ
る
石
、
焼
く
と
き
の
温
度
な
ど
を
工
夫
し
始
め
た
。
山
に

い
っ
ぱ
い
の
ド
ン
グ
リ
や
ト
チ
が
実
り
、
灰
汁
抜
き
の
た
め
に
土
器
が
多
量
に
必

要
な
季
節
、
秋
が
来
た
。
こ
の
乾
燥
し
た
晴
天
は
土
器
を
か
わ
か
す
の
に
も
、
焼

Υ
貯
飩

瘍

餃

く
の
に
も
ち
ょ
う
ど
ょ
ぃ
。
ぃ
ょ
い
よ
明
日
は
皆
で
南
の
山
に
土
器
づ
く
り
の
た

め
の
粘
土
を
掘
り
に
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ト
ミ
メ
は
去
年
作
っ
た
土
器
を
抱
い

て
誰
と
も

一
言
も
話
さ
ず
に
向
か
い
の
炉
の
な
い
小
屋
に
入
っ
た
。
ほ
か
の
家
の

女
た
ち
も
す
で
に
集
ま
っ
て
い
た
。
明
日
山
に
入
り
良
い
粘
土
を
山
の
神
か
ら
譲

り
受
け
る
た
め
に
は
、
今
夜

一
晩
は
身
体
を
清
め
て
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
掟
が
祖
母
の
代
か
ら
、
い
や
も
っ
と
大
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
焼
い
た
土
器
の

一
つ
は
焼
け
は
じ
け
た
炉
の
囲
い
に
し
よ
う
と
決
め
て
い
る
。

男
た
ち
に
と
っ
て
も
秋
は
サ
ケ
が
千
曲
川
に
上
っ
て
く
る
季
節
で
あ
る
。
夫
は

昨
年
捕

っ
た
鹿
の
角
で
朝
か
ら
鈷
作
り
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
な
か
、
●
フ
の
女
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図78 焼町土器を作 る祖母 。母と娘

兆

Ｗ
御
甕

Ｎ

一
一

た
ち
は
静

か
に
列
を
組

ん
で
山
に
む
か

っ
て
出
発
し
て

い
っ
た

．

住
居
の
廃
絶
　
ト

ミ
メ
た
ち
の
代

に
作
ら
れ
た
こ
の
ｌｌ
器
は
そ

の
娘

の
フ
ト

の

と

そ

の

後
　
代

に
は
も

は
や
Ｌ
夫
発
展
す

る

こ
と
は
な
く
、
文
様
も
簡
素
化

の

一
除
一を
た
ど
る
「
ま
る
で
気
候

の
冷
涼
化
に
と
も
な
う
、
山

の
本

の
実

の
不
作

や
獲
物

の
減
少

に
人

々
の
情
熱
が
削

が
れ
た
よ
う

に
で
あ
る
．
す

で
に
廃
絶
さ
れ

て

い
た
ト

ミ
メ
の
家

の
窪
地

で
は
火
が
焚
か
れ
、
豊
作
を
祈
る
祭
り
が
今
夜
も
盛

人
に
行
な
わ
れ
る
よ
う

で
あ
る

注
ｌ
　
Ｌ
器
型
式
設
定
者

の
山
内
清
男
氏
が
大
木
式
と
加
曽
利
Ｅ
式

の
並
行
関
係

を
示
し
た
も

の
は
、
前
述
の

一
九
二
九
年
の
編
年
表
と

一
九
二
六
年
の
「縄
文

Ｌ
器
型
式
の
細
別
と
大
別
」
附
表
で
あ
る
。
前
者
で
は

「
加
曽
利
Ｅ
２
式
」
と

、
人
木
８
式
‐
の
並
行
関
係
が
小
さ
れ
、
．加
曽
利
Ｅ
３
式
‐
と

「
人
木
９
式

‐

が
並
列
で
記
載
さ
れ
て
い
る
　
後
者
で
は
「
大
木
８
ａ
ｂ
‐
式
が
「
加
曽
利
Ｅ

‐

式
に
、
「
人
木
９

・
ｍ
卜
式
も
別
枠
の

「
加
曽
利
Ｅ
」
式
に
並
行
と
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な

い
も
の
の
、
山
内
監
修
に
よ
る

『
日
本
原
始
美
術
』
１
所
収
の

一

九
六
四
年
の
編
年
表
に
は
加
曽
利
Ｅ
ｌ
式
が
人
木
８
ａ
式
と
、
同
Ｅ
２
式
が

８
ｂ
式
と
、
Ｅ
３
式
が
９
式
と
並
行
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、

九
二
九

年
時
点
の
―ヽ１４
行
関
係
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
　
ヽ
らヽ
に

一
九
四
０
年

の

「
日
本
先
史
Ｌ
器
図

‐
ｉ普
』
第

一
部

・
関
東
地
方

・
Ⅸ
集

の

「
加
曽
利
Ｅ
式
‐

解
説
で
は

「磨
消
縄
紋
を
と
も
な
わ
な
い
古
い
部
分

（大
木
８
ａ
式
及
び
８
ｂ

式
，

と
こ
れ
を
と
も
な
う
新
し
き
部
分

（人
木
９
式
及
び
Ю
式
）
に
分
か
れ
る

こ
と
を
知

っ
た
‐
と
さ
れ
て
い
る
　
加
曽
利
Ｅ
式
に
は
そ
の
後
、
山
内
編
年

の
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読
み
解
き
方
の
違
い
や
新
出
資
料
の
増
加
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
区
分
の
仕

方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
れ
を

一
つ
一
つ
検
討
す
る
余
裕
が
無
い

が
、
今
回
は
東
北
編
年
と
の
対
比
を
重
視
す
る
視
点
か
ら
、
こ
の
学
史
の
原
点

で
あ
る

「加
曽
利
Ｅ
２
式
」
と

「大
木
８
式
」
、
「加
曽
利
Ｅ
３
式
」
と

「大
木

９
式
」
が
並
行
し
、
か
つ
後
者
か
ら
磨
消
縄
文
施
文
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
立

場
で
記
述
を
進
め
た
い
。

注
２
　
加
曽
利
Ｅ
式
は
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
山
内
清
男
の
磨
消
縄
文
の
有
無
に

よ
っ
て

「加
曽
利
Ｅ
式
の
古
い
方
」
と

「加
曽
利
Ｅ
式
の
新
し
い
方
」
を
分
け

る
と
い
う
視
点
が
提
示
さ
れ
た
が
、
古
い
方
を
Ｉ
式
と
し
、
新
し
い
方
を
Ｈ
式

と
す
る
分
け
方
と
、
古
い
方
を
１
、
２
式
、
新
し
い
方
を
３
、
４
式
と
す
る
分

け
方
を
中
心
に
細
部
の
違
い
か
ら
諸
説
が
あ
る
。

注
３
　
た
だ
し
Ｄ
１
８４
か
ら
は
多
量
の
ト
チ
ノ
キ
の
果
皮
の
炭
化
破
片
が
検
出
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
は
ゴ
ミ
穴
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

〈引
用

・
参
考
文
献
〉

赤
沢
威
。
米
田
穣
二
口
田
邦
夫
　
一
九
九
二
　

「北
村
縄
文
人
骨
の
同
位
体
食
性
分

析
」
『北
村
遺
跡
』

阿
部
芳
郎
　
一
九
九
六
　
「縄
文
人
の
な
り
わ
い
と
社
会
」
『季
刊
考
古
学
』
第
五

五
号

市
川
健
夫
　
一
九
九
六
　
「信
濃

。
長
野
県
に
お
け
る
鮭
漁
」
『信
州
自
治
』
４９
‐

１ ‐

伊
東
信
雄
　
一
九
七
七
　
「
山
内
博
士
東
北
縄
文
土
器
編
年
の
成
立
過
程
」
『考
古

学
研
究
』
第
２４
巻
　
第
３

・
４
号

子夕
%lll l坤

"嗣
‖いか|

,/ ! l,i,i),il\,.,\" 
\\"\\:
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今
村
啓
爾
　
一
九
八
九

　

「群
集
貯
蔵
穴
と
打
製
石
斧
」
『考
古
学
と
民
族
誌
』

川
崎
保

一
　

一
九
九
五
　
「研
究
ノ
ー
ト
　
縄
文
土
器
の
機
能
。用
途
と
口
縁
部
文

様
帯
の
装
飾

・
形
態
」
『信
濃
』
第
四
七
巻
第
九
号

黒
岩
隆
　
一
九
九
二
　

「縄
文
中
期
」
『飯
山
市
誌
　
歴
史
編
上
』

縄
文
中
期
集
落
研
究
グ
ル
ー
プ
。宇
津
木
台
地
区
考
古
学
研
究
会

一
九
九
五

『
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
縄
文
中
期
集
落
の
新
地
平
』

須
藤
隆
ほ
か
　
一
九
九
五
　

『縄
文
時
代
晩
期
貝
塚
の
研
究
２
　
中
沢
目
貝
塚
Ｈ
』

東
北
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
会

高
橋
保
ほ
か
　
一
九
九
二
　

『五
丁
歩
遺
跡
・十
二
木
遺
跡
』
新
潟
県
教
育
委
員
会

辻
誠

一
郎
　
一
九
九
七
　

「三
内
丸
山
遺
跡
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
人
と
自
然
の

交
渉
史
」
『歴
博
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
過
去

一
万
年
の
陸
域
環
境
の
変
遷

と
自
然
災
害
史
』

勅
使
河
原
彰
　
一
九
九
二
　

「縄
文
時
代
の
社
会
構
成
ω
」
『考
古
学
雑
誌
』
第
七

八
巻
第

一
号

寺
内
隆
夫
　
一
九
九
六
　
「斜
行
沈
線
文
を
多
用
す
る
土
器
群
の
研
究
―

『後
沖
式

土
器
』
設
定
は
可
能
か
」
『長
野
県
の
考
古
学
』

寺
内
隆
夫
　
一
九
九
七
　

「
川
原
田
遺
跡
縄
文
中
期
中
葉
の
土
器
群
に
つ
い
て
」

『川
原
田
遺
跡
　
本
文
編
』

寺
崎
裕
助
　
一
九
九
〇
　

「上
越
市
西
一へ
野
花
立
遺
跡
の
中
期
縄
文
土
器
」
『新
潟

県
考
古
学
談
話
会
会
報
』
第
６
号

戸
沢
充
則
　
一
九
九
四
　

「縄
文
農
耕
論
の
段
階
と
意
義
」
家
調
争
と
考
古
学
』
名

著
出
版

長
野
県
史
刊
行
会
　
一
九
八
八
　
『長
野
県
史
』
考
古
資
料
編
全

一
巻

（四
）
遺
構
・

遺
物

西
沢
隆
治
　
一
九
八
二
　

「深
沢
遺
跡
」
『長
野
県
史
』
考
古
資
料
全

一
巻

（二
）

東
北
信

西
本
豊
弘
　
一
九
九
五
　

「縄
文
人
は
何
を
食
べ
て
い
た
か
」
『縄
文
人
の
時
代
』

新
泉
社

日
本
考
古
学
協
会

一
九
九
七
年
度
秋
田
大
会
実
行
委
員
会
　
一
九
九
七

　

『縄
文

時
代
の
集
落
と
環
状
列
石
』

長
谷
川
豊
　
一
九
九
六
　

「縄
文
時
代
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
猟
の
技
術
的
基
盤
に

つ
い
て
の
研
究
」
『動
物
考
古
学
』
第
六
号

畠
山
剛
　
一
九
九
七

　

『縄
文
人
の
末
裔
た
ち
』
渓
流
社

三
上
徹
也
　
一
九
九
二
　

「縄
文
時
代
居
住
シ
ス
テ
ム
の
一
様
相
」
『駿
台
史
学
』

８８

三
上
徹
也
　
一
九
九
五
　

「
土
器
利
用
炉
の
分
類
と
そ
の
意
義
―
縄
文
時
代
に
お

け
る
吊
す
文
化
と
据
え
る
文
化
―
」
『長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
第

１
号

水
沢
教
子
　
一
九
九
六
　

「大
木
８
ｂ
式
の
変
容

（上
ご

『長
野
県
の
考
古
学
』

水
沢
教
子
　
一
九
九
六
　

「大
木
式
土
器
と
火
焔
型
土
器
―
胎
土
か
ら
考
え
ら
れ

る
こ
と
―
」
『火
焔
土
器
研
究
の
新
視
点
』

南
川
雅
男
　
一
九
九
五
　
「骨
か
ら
食
物
を
読
む
」
『古
代
に
挑
戦
す
る
自
然
科
学
』

ク
バ
プ

ロ

宮
下
健
司
　
一
九
八
八
　

「先
史

・
古
代
」
『図
説
　
長
野
県
の
歴
史
』

山
口
逸
弘
　
一
九
八
八
　
「新
巻
遺
跡
出
土
の
土
器
に
つ
い
て
」
『群
馬
の
考
古
学
』

山
口
逸
弘
ほ
か
　
一
九
八
九

　

『一房
谷
戸
遺
跡
』
Ｉ
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第
六
節
　
縄
文
文
化
の
展
開
―
後
期

一　

後
期
の
遺
跡

縄
文
時
代
の
気
候
は
早
期
末
葉
か
ら
前
期
（約
六
〇
〇
〇
年
前
）

あ

ら

ま

し

が
も
っ
と
も
暖
か
さ
の
頂
点
で
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
を
境
に
し
だ

い
に
寒
冷
化
に
む
か
う
。
そ
の
後
、
後
期
に
ふ
た
た
び
暖
か
く
な
り
、
晩
期
に
は

寒
冷
に
な
っ
て
い
く
。
年
平
均
気
温
の
変
化
を
現
在
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
も
っ

と
も
暖
か
い
時
期
で
二
度
高
く
、
中
期
に
な
る
と

一
～
三
度
低
く
な
る
が
、
後
期

に
は
ほ
ぼ
現
在
と
同
じ
程
度
ま
で
暖
か
く
な
る
。
そ
し
て
、
縄
文
海
進
が
あ

っ
た

六
〇
〇
〇
年
前
よ
り
も
小
規
模
な
が
ら
、
後
期
に
も
ふ
た
た
び
海
進
の
あ

っ
た
こ

と
が
、
最
近
の
花
粉
な
ど
の
分
析
で
判
明
し
た
。

縄
文
人
の
生
活
に
お
け
る
変
化
は
、
気
候
の
変
化
と
対
応
し
て
ど
の
よ
う
な
点

に
み
ら
れ
る
か
。
最
近
の
相
つ
ぐ
遺
跡
の
大
き
な
発
見
は
、
従
来
の
縄
文
時
代
観

を
変
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
前
期
か
ら
中
期
に

わ
た
る
約
五
五
〇
〇
年
か
ら
四
〇
〇
〇
年
前
の
青
森
県
の
二
内
丸
山
遺
跡
で
あ
る
。

遺
跡
は
居
住
域
、
墓
域
、
生
産
域
、
廃
棄
場

（ゴ
ミ
捨
て
場
）
な
ど
集
落
の
ほ
ぼ

全
体
が
調
査
さ
れ
た
。
多
数
の
竪
穴
住
居
跡
群
、
埋
設
土
器
群

（埋
甕
群
）
や
土

坑
群
の
墓
域
、
掘
立
柱
建
物
群
、
粘
土
採
掘
穴
、
遺
物
廃
棄
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
は
、

当
時
の
生
活
を
復
元
す
る
に
足
る
遺
構
群
で
あ
る
。
遺
構
は
中
期
に
な
る
と
ほ
ぼ

出
揃
い
、
東
西
約
六
〇
屑
、
南
北
約
七
〇
屑
の
巨
大
な
盛
土
遺
構
も
こ
の
時
期
に

完
成
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
は
土
偶
や
耳
飾
り
な
ど
生
業
に
直
接
む
す
び
つ
か
な
い

遺
物
が
多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祭
祀
的
な
意
図
を
も

っ
て
わ
ざ
わ
ざ
造

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
は
、
栃
木
県
寺
野
東
遺
跡
で
ド
ー
ナ
ツ
形
の
盛
土
遺

構
が
造
ら
れ
た
。
外
径
で

一
六
五
屑
も
あ
る
大
き
な
も
の
で
、
そ
の
ほ
ぼ
中
央
に

石
敷
の
台
状
遺
構
が
造
ら
れ
て
い
た
。
盛
土
中
に
や
は
り
耳
飾
り
や
土
偶
な
ど
が

多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
祭
り
に
使
わ
れ
た
遺
構
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

寺
野
東
遺
跡
の
盛
土
遺
構
は
後
期
の
後
半
、
三
内
丸
山
は
さ
ら
に
時
期
を
さ
か
の

ぼ
り
、
中
期
に
は
す
で
に
大
規
模
な
盛
土
遺
構
が
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
盛
土
遺
構
に
類
す
る
大
規
模
な
遺
構
は
、
長
野
県
や
関
東
な
ど
の

山
間
部
で
は
、
中
期
後
葉
の
環
状
な
い
し
弧
状
の
配
石
遺
構
と
し
て
み
ら
れ
る
。

造
っ
た
目
的
は
祭
祀
的
な
行
為
を
行
な
う
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
規

模
な
配
石
遺
構
は
後
期
ま
で
継
続
し
て
造
ら
れ
る
。
約
四
〇
〇
〇
年
前
の
中
期
後

葉
は
大
形
配
石
遺
構
や
住
居
形
態
な
ど
に
縄
文
時
代
の
中
で
も
後
期
に
次
い
で
大

き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。

三
内
丸
山
遺
跡
に
は
直
径
約
八
〇
彙ン
を
測
る
太
い
ク
リ
材
が
、
六
か
所
に
方
形

配
置
さ
れ
た
柱
穴
内
に
残
さ
れ
て
い
た
。
ク
リ
は
通
常
群
生
し
な
い
樹
木
で
、
八

〇
彙ン
の
直
径
ま
で
育
つ
に
は
、
人
間
の
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
ク
リ
材
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を
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
同
じ
よ
う
な
遺
伝
子
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
分
析
結
果
か
ら
短
絡
的
に
は
栽
培
と
結
び
つ
け
る
べ
き
で
な
い
が
、
畑
の

よ
う
な
本
格
的
な
も
の
で
は
な
く
、
家
の
近
く
に
種
を
播
い
た
り
す
る
程
度
の
管

理
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
き
た
。
い
ま
の
と
こ
ろ
科
学
的
な
デ

ー
タ
に
基
づ
く
発
見
で
あ
り
、
栽
培
を
示
唆
す
る
よ
う
な
考
古
学
的
な
遺
構
は
発

見
さ
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
採
集
さ
れ
た
堅
実
類
は
、
後
期
前
葉
に
は
お
お
き
な
土
坑
に
貯
蔵

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
後
期
に
は
穴

（土
坑
）
の
中

か
ら
ク
リ
が
出
土
し
た
事
例
が
、中
野
市
栗

林

遺
跡
を
は
じ
め
各
地
で
報
告
さ
れ

て
い
る
。
ほ
か
に
ク
リ
こ
そ
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
後
期
の
遺
跡
で
円
形
の

土
坑
に
竹
籠
あ
る
い
は
網
代
が
遺
存
し
て
い
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
ド

ン
グ
リ
な
ど
の
ア
ク
を
抜
い
た
で
あ
ろ
う
水
場
の
遺
構
が
寺
野
東
遺
跡

（後
期
初

頭
）
で
見
つ
か
っ
て
お
り
、
安
定
し
た
生
活
を
支
え
る
食
料
獲
得
の
工
夫
が
随
所

に
み
ら
れ
る
。
平
成
九

（
一
九
九
七
）
年
に
は
東
京
都
中
里
貝
塚
で
、
千
し
貝
な

ど
の
加
工
を
行
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
貝
処
理
施
設
や
カ
キ
の
養
殖
が
行
な
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
杭
列
も
発
見
さ
れ
た
。
貝
処
理
施
設
の
周
り
に
は
中
期
中
葉
の
土

器
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
す
で
に
貝
を
保
存
す
る
知
恵
が
生
み
出
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
富
山
県
桜
町
遺
跡
で
は
中
期
の
層
か
ら
貫
通
す
る
穴
の
あ
い
た
建
築
材

が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
床
式
建
物
を
造
る
技
術
が
あ
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
縄
文
時
代
を
通
じ
て
遺
構

。
遺
物
の
変
化
に
み
る
画
期
は
、
中

期
後
葉
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
規
模
な
盛
土
遺
構
や
配
石
遺
構
の
登
場
は

定
住
生
活
を
裏
づ
け
て
お
り
、
そ
の
生
活
を
さ
さ
え
る
知
恵
や
技
術
が
こ
の
時
代

に
続
々
と
生
み
出
さ
れ
、
後
期
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節

で
は
縄
文
後
期
の
表
題
で
は
あ
る
が
、
中
期
後
葉
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
社
会

・

生
活
の
よ
う
す
を
探

っ
て
み
た
い
。

浅
間
山
麓
の
　
浅
間
山
麓
南
部
は
火
山
灰
が
厚
く
堆
積
し
て
い
る
た
め
、
遺
跡

縄

文

時

代
　
が
発
見
さ
れ
る
の
は
火
山
灰
の
薄
い
部
分
に
限
ら
れ
る
上
に
、

現
在
の
地
形
の
景
観
と
縄
文
時
代
の
も
の
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が

高
い
。
そ
の
た
め
、
遺
跡
の
分
布
範
囲
を
つ
か
む
に
は
大
き
な
制
約
を
う
け
る
こ

と
に
な
る
が
、
遺
跡
が
千
曲
川
の
支
流
の
湯
川
な
ど
の
流
域
で
、
浅
間
山
が
望
め

る
日
当
た
り
の
良
い
低
い
丘
に
存
在
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
中
期
も
終
わ
り

に
近
づ
く
と
、
縄
文
人
は
小
高
い
丘
の
縁
辺
か
ら
、
湧
き
水
が
近
く
に
あ
る
よ
う

な
低
い
丘
に
集
落
を
営
ん
だ
。
後
期
に
な
る
と
気
候
が
寒
冷
に
な
る
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
集
落
立
地
の
変
化
は
気
候
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、　
い
ま
ま
で
地
面
を
深
く
掘

っ
て
構
築
し
た
竪
穴
住
居
は
後
期
ま
で
に
は

姿
を
消
し
、
比
較
的
浅
く
掘

っ
た
竪
穴
で
、
床
面
に
平
ら
な
石
を
敷
く
敷
石
住

居

が
登
場
し
た
。
こ
の
よ
う
な
家
の
造
り
方
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
後
期
に
は
石
を

使

っ
た
墓
や
作
業
場

。
お
祭
り
の
場
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
現
代
で
は
配
石
墓

や
石
棺
墓
、
配
石
遺
構
あ
る
い
は
敷
石
遺
構
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

敷
石
住
居
が
出
現
し
、
大
形
の
配
石
遺
構
が
造
ら
れ
る
の
は
、
中
期
後
葉
の
後

半

（加
曽
利
Ｅ
３
式
期
）
で
あ
り
、
こ
の
時
期
か
ら
中
期
末
葉
に
か
け
て
大
き
な

変
化
が
み
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
中
期
後
葉
の

一
部
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

そ
の
よ
う
す
を
み
て
み
る
。
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後
期
に
は
、
獲
物
を
捕

っ
た
り
、
料
理
を
し
た
り
、
家
を
造

っ
た
り
、
織
物
な

ど
を
つ
く

っ
た
り
す
る
道
具
で
あ
る
生
活
必
需
品
以
外
に
、
豊
漁
あ
る
い
は
収
穫

を
祈
っ
た
り
、
健
康

・
安
産
を
祈

っ
た
り
す
る
よ
う
な

「祈
り
の
道
具
」
が
増
加

し
た
。
中
期
後
葉
で
は
下
火
で
あ

っ
た
石
棒
や
土
偶
な
ど
が
、
後
期
に
い
た
っ
て

復
活
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
人
の
身
体
の

一
部
を
象
徴
す
る
耳
形
土
製
品
な

ど
は
こ
の
時
代
の
特
徴
的
な
産
物
で
あ
る
。

縄
文
時
代
を
通
じ
て
、
集
落
内
に
お
い
て
居
住
域
、
墓
域
な
ど
の
区
別
が
行
な

わ
れ
て
い
た
が
、
中
期
末
葉
以
降
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
祭
祀
的
な
空
間
が
目
立
っ

て
造
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
小
諸
市
三
田
原
遺
跡
群
岩
下
遺
跡
で
は
、
大
形
の
配

石
遺
構
と
敷
石
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
、
町
内
の
塩
野
地
区
の
滝
沢
遺
跡
で
は
、
敷

石
住
居
跡
の
居
住
域
と
土
坑
墓
や
配
石
墓
に
よ
る
墓
域
が
調
査
さ
れ
た
。
ま
た
、

中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
の
集
落
に
は
、
豊

昇
の
宮
平
遺
跡
が
あ
り
、
敷
石
住
居

跡
が
多
数
確
認
さ
れ
た
。

つ
ぎ
に
、
町
内
の
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
遺
跡
を
概
観
し
て
お
く
。

大
字
豊
昇
字
宮
平

一
七
二
四
―
三

ほ
か
に
所
在
す
る
。
遺
跡
は

宮

平

遺

跡

湯
川
に
よ
っ
て
開
析
さ
れ
る
森
泉
山
の
山
麓
末
端
に
位
置
し
、

南
北
二
〇
〇
屑
、
東
西

一
〇
〇
層
の
範
囲
に
拡
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
あ
た
り

一
帯
の
遺
跡
の
存
在
は
、
比
較
的
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
昭

和
五

（
一
九
二
〇
）
年
に
は
、
軽
井
沢
診
療
所

の
医
者

で
、
考
古
学
的
に
は

″『
”
甲
目
あ
↓
ｏ
”
Ｈｏ
「
＞
「
＞
Ｚ
″
の
著
作
で
有
名
な
、
Ｎ
・Ｇ
・
マ
ン
ロ
ー
が
宮

平
を
訪
れ
て
い
る
。
翌
年
に
は
八
幡

一
郎
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
、
『北
佐

久
郡
の
考
古
学
的
調
査
』
の
な
か
に
出
土
品
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
五
十
六

（
一
九
八

一
）
年
に
は
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
実

施
さ
れ
た
。
発
掘
調
査
は
農
道
舗
装
事
業
に
先
立
つ
も
の
で
、
縄
文
時
代
中
期
後

葉
か
ら
後
期
の
竪
穴
住
居
跡
が
二
七
軒
と
石
棺
墓
あ
る
い
は
配
石
墓
、
土
坑
墓
な

ど
の
墓
が
五
基
発
見
さ
れ
た
。
竪
穴
住
居
跡
の
う
ち
、
七
軒
が
板
状
の
石
を
床
に

敷
き
、
壁
際
に
は
石
を
立
て
て
め
ぐ
ら
し
た
敷
石
住
居
跡
で
あ
っ
た
。

中
期
末
葉

（加
曽
利
Ｅ
４
式
期
）
の
住
居
で
は
、
出
入
口
と
考
え
ら
れ
る
施
設

を
も
つ
も
の
が
あ

っ
た
。
炉
は
板
状
石
を
立
て
、
四
角
に
囲
っ
た
も
の
で
あ
る
。

住
居
内
部
か
ら
出
入
口
部
の
境
あ
た
り
に
、
土
器
を
埋
設
し
た
埋
甕
が
あ
る
。
埋

甕
と
い
う
の
は
、
胞
衣
、　
へ
そ
の
緒
、
嬰
児
、
あ
る
い
は
小
児
骨
を
埋
葬
し
た
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
お
も
に
屋
内
の
出
入
口
部
分
に
土
器
を
埋
設
し
た
施
設
と

考
え
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
屋
外
に
も
中
期
後
葉
か
ら
大
形
の
土
器
が
埋
設
さ
れ

た
埋
甕
が
目
立
つ
。
埋
甕
は
、
近
世
あ
る
い
は
近
代
ま
で
残

っ
て
い
た
「
エ
ナ
壺
」

を
家
の
戸
口
に
埋
設
す
る
習
俗
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
最
近
、
北
関
東

地
方
の
遺
跡
で
、
埋
甕
の
土
の
脂
肪
酸
を
分
析
し
た
結
果
、
高
等
生
物
の
遺
体
が

存
在
し
た
ら
し
い
と
い
う
報
告
が
発
表
さ
れ
、
ヒ
ト
の
埋
葬
の
可
能
性
が
科
学
的

に
示
め
さ
れ
た
。

宮
平
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
墓
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
後
期
前
葉
加
曽
利
Ｂ

３
式
土
器
が
平
ら
な
石
の
上
に
逆
さ
に
な
っ
て
置
か
れ
た
Ｄ
ｌ９
号
土
坑
が
あ
る
。

こ
の
土
器
の
中
に
は
骨
片
が
残
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
墓
と
推
定
さ
れ
た
。

石
棺
墓
と
い
う
板
状
の
石
を
箱
形
に
組
み
合
わ
せ
た
墓
も
作
ら
れ
た
。
宮
平
で

は
石
棺
墓
の

一
部
が
発
掘
さ
れ
た
。
ま
た
、
軽
井
沢
町
の
茂
沢
南

石
堂
遺
跡
に
も

石
棺
墓
が
あ
り
、
現
在
で
も
史
跡
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る

（図
８４
）ｏ

宮
平
遺
跡
は
道
路
幅
の
ご
く

一
部
し
か
調
査
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
全
体
像
は
不



Ｏ

Ｏ
Ｏ

ｏ

ゝ

・

第 6節 縄文文化の展開一後期

0
0

○ ・。「一『摯一一「］Ｕ◎
⑩

ざぷ⑥
0

０

　

。

◎

０

０

◎

◎
０

0
0

O

00

00o

0
0

図80 小諸市岩下遺跡の環状集落と出土土器

(『長野県埋蔵文化財センター年報』 9よ

0 0
o                                            20m

〇

〇

③

◎
。

0 0 。

◎

O

:〇
〇
∂

0

θ
○

0。

0                10cm



第 2章 縄 文 時 代

写43 宮平遺跡 D19号土坑
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第 6節 縄文文化の展開―後期

第

２
地
点

、。「
1■

.:.

●●ザ

-

仄ぶ
ψぽ

明
で
あ
る
が
、
中
期
後
葉
か
ら
後
期
初
頭
に
か
け
て
居
住
が
重
ね
ら
れ
た
大
集
落

遺
跡
で
あ

っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
さ
れ
た
。
ま
た
、
限
ら
れ
た
調
査
で
も
、
敷

石
住
居
跡
と
そ
れ
に
と
も
な
う
石
を
使

っ
た
墓
域
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
点
で
は
、

大
き
な
成
果
が
あ
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
。

浅
間
山
麓
の
標
高
約
八
〇
〇
屑
の
南
斜
面
上
に
位
置
す
る
。
こ

滝

沢

遺

跡
　

の
あ
た
り

一
帯
は
、
湧
き
水
が
豊
富
で
、
現
在
で
も
豊
か
な
水

を
容
易
に
得
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
遺
跡
が
点
在
す
る
塩
野
西
遺
跡
群
と
し
て

知
ら
れ
る
。
本
遺
跡
は
中
期
後
葉
か
ら
後
期
前
半
の
敷
石
住
居
跡
を
含
む
と
竪
穴

住
居
跡
が
七
軒
、
配
石
墓
や
土
坑
墓
、
埋
甕
な
ど
が
発
掘
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の

住
居
群
の
約

一
〇
〇
屑
南
、
約
六
屑
低
い
位
置
に
縄
文
前
期
の
集
落
が
確
認
さ
れ

た
こ
と
は
、
遺
跡
の
立
地
を
考
え
る
上
で
た
い
へ
ん
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中

期
末
葉
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
居
住
域
と
墓
域
が
存
在
し
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
集
落
の
立
地
な
ど
は
後
に
く
わ
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、

特
徴
的
な
遺
構

・
遺
物
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

Ｊ
ｌＯ
号
住
居
は
、
隅
円
方
形
の
竪
穴
内
に
板
状
の
平
石
を
床
面
に
敷
い
た
敷
石

住
居
跡
で
、
角
に
四
本
の
主
柱
を
も
つ
。
家
の
構
造
が
中
期
末
葉
で
は
主
柱
穴
か

ら
壁
際
に
柱
を
も
つ
形
が
多
く
な
る
の
に
対
し
、
こ
の
住
居
跡
は
ま
れ
な
例
と
い

え
る
。
柱
穴
間
の
真
ん
中
、
炉
の
南
側
に
中
期
末
葉
の
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
。

炉
は
平
ら
な
石
を
四
角
く
組
ん
だ
石
囲
炉
で
あ
る
。
Ｊ
５
号
住
居
は
円
形
の
竪
穴

内
に
石
が
敷
か
れ
て
い
る
敷
石
住
居
で
、
後
期
前
半
の
土
器
が
出
土
し
た
。

墓
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
に
配
石
が
あ
る
。
配
石
に
は
土
坑
の
な
か
に
円
礫
が
置

か
れ
て
い
る
Ｄ
３０
号
土
坑
と
楕
円
形
も
し
く
は
円
形
に
石
が
配
さ
れ
て
い
る
Ｊ
３

ゞ

“

ボ鱗
修

図82 茂沢南石堂遣跡全測図  (同報告書より)
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冤

写45 」 5号住居

図03 滝沢遺跡全体図 (1:1,500)



サ
竪
穴
状
遺
構
と
Ｄ
５２
け
上
坑
が
あ
る
．
Ｄ
３０
サ
■
坑
で
は
細
か
い
獣

骨
と
考
え

ら
れ
る
焼

性
が
見

つ
か
り
、
石
の
間
か
ら
彫
刻
の
人

っ
た
滑
石
製
の
石
製
品
が
出

上
し
た
。
Ｄ
５２
号
上
坑
は
上
坑
の
周
囲
に
配
石
が
あ
り
、
石
の
間
か
ら
耳
形
上
製

品
が
出
土
し
た
。
Ｊ
３
号
住
居
は
掘
り
込
み
を
も
た
な

い
配
石
遺
構
で
、
配
石
内

に
完
形
復
元
で
き
る
土
器
が
置
か
れ
て
い
た
。

い
ず
れ
も
後
期
前
半
の
所
産
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
墓
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
埋
甕
が
あ
る
。
中
期
末
葉
に
は
埋
甕

は
家

の
中
と
外
に
あ

っ
た
が
、
後
期
に
な
る
と
滝
沢
遺
跡
の
よ
う
に
屋
外
に
つ
く

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一
一

生

活

用

具

縄
文
時
代
後
期
に
は
上
器

・
石
器

・
骨
器

・
木
器

。
上
器
以
外
の
土
製
品
に
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
み
ら
れ
る
。
中
期
ま
で
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
特
徴
を
土
器
、

土
製
品
、
石
器
、
石
製
品
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

中
期
と
後
期
の
　
考
古
学
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
土
器
の
新
旧
の
違

い
は
、

土

器

の
違

い
　
器
壁
が
厚

い
か
薄
い
か
が
問
題
と
な
り
、
厚
手
式
、
薄
手
式

と
呼
称
さ
れ
、
厚
手
が
古
く
、
薄
手
は
新
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

後
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
爆
発
的
に
増
え
る
に
つ
れ
、
上
器
の
型
式
的
な
研
究
と

第 6節 縄文文化の展開―後期

写47 滝沢遺跡 D30号土坑

石を取ったら彫刻入り石製品が出上した

写46 D30号 土坑

写48 滝沢遺跡 」 3号竪穴状遺構 と配石

写49 滝沢遺跡 D52号土坑
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図84 死者を葬る (さ かいひろこ画)

豊昇宮平遺跡では縄文時代後期の石で囲われた墓「石棺墓」がいくつか発掘されている。ここでは、その宮平
のムラでの悲 しみにくれる埋葬風景を描いた。人々の服には土器 と同様な文様をあしらってみた。

出
土
し
た
層
位
に
も
と
づ
き
、
土
器
の
新
旧
を
並
べ
る
編
年
が
し
だ
い
に
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
。

土
器
の
器
壁
の
厚
さ
は
、
中
期
前
半
は
厚
い
特
徴
が
あ
る
が
、
ほ
か
の
時
期
で

は
薄
い
も
の
が
多
く
、
そ
れ
は
土
器
の
大
き
さ
に
比
例
し
て
お
り
、
い
ち
が
い
に

厚
さ
で
は
時
期
の
差
を
決
め
か
ね
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
期
の
土
器
と
後
期
の

土
器
を
く
ら
べ
た
場
合
、
同
じ
大
き
さ
の
土
器
で
は
後
期
の
土
器
が
よ
り
薄
く
、

ま
た
、
器
面
を
よ
く
磨
い
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

中
期
に
く
ら
べ
器
壁
が
よ
り
薄
く
な
る
の
は
、
中
期
末
葉
か
ら
で
あ
り
、
後
期

の
土
器
は
そ
の
薄
さ
に
加
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
土
器
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
。

土
器
の
器
種
　
縄
文
土
器
の
器
種
に
は
、
幾
鋼
や
灘
鋼
の
ほ
か
に
、
数
は
少
な

の
　
変
　
化
　
い
が
壺
が
あ
る
。
ま
た
、
椀
の
よ
う
に
深
み
を
も
つ
鉢
形
土
器

も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
器
の
形
は
中
期
以
降
も
存
在
す
る
。
中
期
末
葉
に
な
る

と
、
壺
に
二
つ
の
把
手
を
も
つ
両
耳
壺
が
日
立
っ
て
く
る
。
宮
平
遺
跡
で
も
こ
の

両
耳
壺
は
出
土
し
て
い
る
。

前
期
の
深
鉢
の
口
縁
部
片
側
に
注
ぎ
口
を
つ
け
た
だ
け
の
形
か
ら
、
後
期
初
頭

称
名
寺
期
に
な
る
と
、
液
体
を
入
れ
注
ぐ
注

鴎
土
器
が
、
現
在
の
急
須
に
似
た
形

に
変
化
す
る
。
滝
沢
遺
跡
の
Ｊ
５
号
住
居
出
土
の
も
の
に
、
注
ぎ
日
は
失
わ
れ
て

い
る
が
二
つ
の
把
手
の
あ
る
土
器
が
あ
ら
わ
れ
る
。
後
期
で
も
時
期
的
に
は
新
し

く
な
る
が
、
小
諸
市
石
神
遺
跡
で
は
Ｊ
４０
号
住
居
か
ら
把
手
と
注
日
の
部
分
が
遺

存
す
る
土
器
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
ま
れ
な
例
と
し
て
、
鉢
の
器
形
で
把
手
が

一

方
に
し
か
な
い
土
器
が
下
大
宮
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
。
日
縁
部
に
粘
土
紐
を
貼
鴨



第 6節 縄文文化の展開―後期

図85 器種のいろいろ (注 口土器は後期堀之内式土器、他は加曽利E4式上器 )

注目土器 (ち ゅうこうどき)は 、後期になると口縁部に注ぎ口がつけられる形から、現代の急須のような形状

に変化する。把手部分は土製で作られ、上図の注口土器のように環状の形が多い。下図の注目土器はつたのよ

うなもので把手がつけられたと考えられる。

つ
け
た
隆

帯
だ
け
の
簡
素
な
文
様
で
あ
る
。

精
製
土
器
と
　
縄
文
時
代
の
ほ
ぼ
全
体
を
つ
う
じ
て
装
飾
の
多
い
土
器
と
飾
り

粗

製

土

器
　
の
少
な
い
土
器
が
あ
る
。
前
者
で
は
と
く
に
中
期
中
葉
の
大
き

な
把
手
を
も
つ
土
器
、
焼
町
式
土
器
な
ど
が
登
場
し
た
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

中
期
後
葉
か
ら
土
器
は
、
よ
り
把
手
が
小
さ
い
か
装
飾
が
少
な
い
こ
と
な
ど
、

以
前
に
比
べ
よ
リ
シ
ン
プ
ル
な
形
に
変
化
し
た
。
ま
た
、
後
期
に
な
る
と
装
飾
の

あ
る
土
器
と
装
飾
の
な
い
土
器
と
の
違
い
が
明
確
に
な
っ
た
。
装
飾
の
あ
る
土
器

は
精
製
土
器
、
装
飾
の
少
な
い
土
器
は
粗
製
土
器
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

粗
製
土
器
と
し
て
は
、
西
荒
神
遺
跡
Ｊ
２
号
住
居
出
上
の
土
器
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
後
期
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
回
縁
部
に
隆
帯
を
も
ち
、
櫛
の
よ
う
な
工

具
で
胴
部
全
体
に
文
様
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
こ
の
土
器
に
と
も
な

う
精
製
土
器
は
、
太
い
沈
線
文
で
Ｊ
字
の
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
た
称
名
寺
式
土
器

で
あ
る
。
滝
沢
遺
跡
出
土
の
土
器
も
さ
き
の
粗
製
土
器
と
同
じ
文
様
構
成
で
あ
る

が
、
器
の
形
が
や
や
ラ
ッ
パ
状
に
開
く
こ
と
と
胴
部
に
無
文
部
分
が
多
い
点
が
異

な
り
、
や
や
新
し
い
時
期
の
堀
之
内
式
土
器
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

粗
製
土
器
に
は
、
文
様
の
な
い
土
器
や
縄
文
が
施
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
も
み
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
小
諸
市
石
神
遺
跡
Ｊ
３３
号
住
居
出
土
の
も
の
が
あ
る
。
精
製

土
器
と
し
て
は
、
口
縁
部
が
ラ
ッ
パ
状
に
開
き
、
よ
り
胴
部
が
膨
ら
む
形
の
石
神

遺
跡
Ｊ
３３
号
住
居
出
土
の
土
器
や
宮
平

遺
跡
Ｊ
ｌ５
号
住
居
の
土
器
、
滝
沢
遺
跡
の

配
石
遺
構
出
土
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
滝
沢
遺
跡
出
上
の
も
の
は
ほ
ぼ
完
全
な
形

に
復
元
で
き
た
土
器
で
、
日
縁
に
四
単
位
の
把
手
を
も
ち
、
胴
部
に
粘
土
組
の
ね

注目土器 (石神 J40)
両耳壺 (宮平)

把手付鉢 (下大宮)深鉢 (宮平)

注目土器 (滝沢」5)
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滝沢D8

図86 粗製土器

雹漱
図87 精製土器

じ
れ
た
隆
帯
が
把
手
の
下
に
貼
付
さ
れ
、
胴
部
下
半
は
棒

状
の
工
具
に
よ

っ
て
０

字
の
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
、
縄
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
日
縁
の
把
手
と
連
結
す

る
ね
じ
れ
た
隆
帯
は
め
ず
ら
し
い
文
様
手
法
と
い
え
る
。
こ
の
土
器
は
堀
之
内
式

Ｉ
式
土
器
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

後
期
前
半
の
精
製
土
器
は
ほ
か
に
、
比
較
的
小
形
の
土
器
で
朝
顔
形
の
も
の
が

後
期
前
半
に
み
ら
れ
る
。
後
者
に
は
、
た
と
え
ば
、
石
神
遺
跡
Ｊ
３３
号
住
居
出
土

の
も
の
や
滝
沢
遺
跡
出
土
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
宮
平
遺
跡
の
土
坑
は
、
後
期

前
半
の
加
曽
利
Ｂ
３
式
土
器
で
、
個
唇
部
に
細
か
く
刻
目
は
入
れ
ら
れ
、　
含
フ
の

よ
う
な
道
具
で
沈
線
文
が
、
口
縁
部
で
は
格
子
状
に
、
胴
部
の
屈
曲
し
た
部
分
と

口
縁
部
内
側
で
は
横
方
向
に
め
ぐ
ら
さ
れ
、
土
器
の
下
半
分
に
は
綾
杉

状
の
文
様

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

土
器
の
時
期
　
浅
間
山
麓
南
部
で
出
土
し
て
い
る
土
器
を
み
て
み
よ
う
。
中
期

的

な

違

い
　
後
半
の
終
わ
り
で
は
千
葉
県
加
曽
利
貝
塚
Ｅ
地
点
が
標
式
と
さ

れ
る
加
曽
利
Ｅ
式
上
器
が
目
立
っ
て
出
土
す
る
。
細
か
く
み
る
と
加
曽
利
Ｅ
３
式

土
器
、
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
と
よ
ば
れ
る
土
器
で
あ
る
。

後
期
で
は
神
奈
川
県
称
名
寺
貝
塚
が
標
式
と
さ
れ
る
称
名
寺
式
土
器
、
千
葉
県

堀
之
内
貝
塚
の
堀
之
内
式
土
器
、
加
曽
利
貝
塚
Ｂ
地
点
の
加
曽
利
Ｂ
式
土
器
、
数

は
少
な
い
が
千
葉
県
曽
谷
貝
塚
の
曽
谷
式
土
器
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

後
期
か
ら
晩
期
に
わ
た
る
土
器
で
は
、
埼
玉
県
猿
貝
貝
塚
（安

行

村
、
現
川
口

市
）
の
安

行

式
土
器
も
宮
平
遺
跡
で
僅
か
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
い
ず

れ
も
関
東
地
方
の
土
器
で
、
当
地
は
よ
り
関
東
地
方
の
交
流
、
あ
る
い
は
影
響
の

み
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

石神 J33西荒神 J2一
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い
っ
ぽ
う
、
長
野
県
八
ケ
岳
西
南
麓
富
士
見
町
に
標
式
遺
跡
が
あ
る
。
そ
の
遺

跡
の
土
器
、
曽
利
式
土
器
は
、
関
東
の
加
曽
利
Ｅ
式
土
器
と
時
期
的
に
並
行
関
係

に
あ
り
、
中
期
の
土
器
編
年
の
柱
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
期
に
な
る
と
こ
の
浅
間

山
麓
南
部
で
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
地
域
で
よ
く
み
ら
れ
る
土
器
に
つ
い
て
、
や
や
専
門
的
に
な

る
が
紹
介
し
て
み
る
。

中
期
後
葉
の
　
加
曽
利
Ｅ
式
土
器
後
半
　
加
曽
利
Ｅ
式
土
器
は
前
節
で
も
記
し

土
　
　
　
器
　
た
よ
う
に
、
形
は
口
縁
部
が
丸
み
を
お
び
、
括
れ
部
を
も
つ
キ

ャ
リ
パ
ー
形
が
特
徴
で
あ
る
。
縄
文
や
撚
糸
文
、
沈
線
文
に
渦
巻
き
の
モ
チ
ー
フ

が
粘
土
紐
を
貼
付
す
る
特
徴
を
も
つ
。

加
曽
利
Ｅ
式
土
器
は
、
形
や
文
様
の
違
い
な
ど
で
お
も
に
四
つ
に
分
類
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
前
節
に
記
し
た
山

内
清
男
の
業
績
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
縄
文

や
撚
糸
文
に
沈
線
文
や
隆
帯
文
な
ど
の
文
様
を
施
す
手
順
が
異
な
っ
て
い
る
。
加

曽
利
Ｅ
式
土
器
後
半
の
土
器
は
、　
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

加
曽
利
Ｅ
３
式
土
器
の
土
器
の
お
も
な
特
徴
は
以
下
に
あ
げ
ら
れ
る
。

①
形
は
口
縁
部
が
脹
ら
み
頸
部
が
く
び
れ
る

（キ
ャ
リ
パ
ー
形
）
が
、
や
や
崩

れ
た
も
の

②
文
様
に
撚
糸
文
が
少
な
く
、
縄
文
や
沈
線
文
、
櫛
の
よ
う
な
工
具
で
細
か
い

線

（条
線
文
）
が
描
か
れ
て
い
る
。

③
文
様
の
付
け
方
　
縄
文
や
条

線
文
な
ど
の
地
に
な
る
に
文
様

（地
文
）
の
上

に
、
棒
状
の
工
具
を
も
ち
い
て
縄
文
を
磨
り
消
し
て
沈
線
文
を
描
く
。

宮
平
遺
跡
の
住
居
跡
で
多
数
出
土
し
て
お
り
、
土
器
の
文
様
の
付
け
方
な
ど
が

関
東
地
方
に
分
布
す
る
も
の
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
曽
利
Ｅ
２
式
や
加
曽

利
Ｅ
３
式
土
器
に
と
も
な
っ
て
、
沈
線
文
で
波
状
あ
る
い
は
弧
状
に
描
か
れ
る
「連

弧
文
土
器
」
が
あ
る
。
形
が
キ
ャ
リ
パ
ー
形
で
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
曽
利
式
土
器

の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
の
特
徴
は
、
以
下
に
み
ら
れ
る
。

①
形
は
、
口
縁
部
が
丸
み
を
お
び
、
胴
部
で
広
が
る
瓢

箪
形
の
も
の
や
、
胴
部

下
半
分
で
窄
ま
り
、
小
さ
な
底
部
を
も
つ
形
に
な
る
。

②
地
文
は
縄
文
が
多
い
。
モ
チ
ー
フ
は
逆
Ｕ
字
形
や
Ｖ
字
形
な
ど
が
沈
線
文
で

描
か
れ
る
。

③
モ
チ
ー
フ
が
つ
け
ら
れ
て
か
ら
縄
文
が
つ
け
ら
れ
る
施
文
順
序
に
な
る
。

加
曽
利
Ｅ
３
式
土
器
と
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
と
の
違
い
は
、
器
形
や
文
様
の
違

い
ば
か
り
か
、
文
様
の
付
け
方
が
大
き
く
変
わ
る
。
加
曽
利
Ｅ
４
式
で
は
、
沈
線

文
で
文
様
の
割
り
つ
け
が
な
さ
れ
て
か
ら
縄
文
が
つ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
加
曽

利
Ｅ
３
式
土
器
ま
で
は
縄
文
な
ど
の
地
文
を
つ
け
て
か
ら
文
様
の
割
り
つ
け
が
な

さ
れ
て
い
た
。
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
後
に
縄
文
を
転
が
す
手
順
、
割
り
つ
け
を
先

に
す
る
と
い
う
手
法
は
、
後
期
以
降
の
土
器
に
多
く
み
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
粘
土
紐
で
渦
巻
き
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
が
つ
け
ら
れ
る
土
器
が
あ
る
。

こ
の
加
曽
利
Ｅ
３
式
土
器
の
隆
起
文
の
渦
巻
き
文
に
、
中
部
地
方
の
唐
草
文
土
器

の
影
響
を
指
摘
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
上
器
は
、
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
土
器
で
も
新

し
い
部
類
に
属
し
、
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
の

一
部
の
文
様
に
受
け
継
が
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
の
微
隆
起
文
土
器
と
は
、
お
も
に
器
面
の
調
整
に

よ
っ
て
隆
帯
文
を
つ
く
り
だ
し
、
あ
た
か
も
指
で
摘
ん
で
モ
チ
ー
フ
を
な
ぞ
っ
た

よ
う
な
細
い
線
で
表
現
し
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
は
渦
巻
き
や
直
線
的
な
表
現
な
ど
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加
曽
利
Ｅ
３
段
階

2

5  加曽利 E3式土器

唐草文系土器
0            1ocm

6加 曽利 E3式土器

加曽利 E3式土器

加
曽
利
Ｅ
４
段
階

両耳壼

加曽利 E4式土器

加曽利 E4式土器

図88 宮平遺跡縄文中期後半の土器
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が
み
ら
れ
る
。
形
は
括
れ
が
な
い
も
の
が
多
く
、
沈
線
文
で
モ
チ
ー
フ
が
施
さ
れ

る
土
器
と
は
対
称
的
で
あ
る
。

ま
た
、
加
曽
利
Ｅ
３
式
上
器
の
新
し
い
時
期
に
両
耳
壺
が
特
徴
的
に
あ
り
、
加

曽
利
Ｅ
４
式
期
に
な
る
と
把
手
の
幅
が
広
く
な
り
橋

状

把
手
と
な
る
。
た
と
え

ば
、
宮
平
遺
跡
Ｊ
ｌ７
号
住
居
で
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
が
橋
状
把
手
に
変
化
し
た

も
の
が
、
滝
沢
遺
跡
Ｊ
ｌＯ
号
住
居
の
土
器
で
あ
る
。

加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
の
微
隆
起
文
土
器
は
、
後
期
の
称
名
寺
式
土
器
を
と
も
な

う
事
例
が
多

い
た
め
に
、
後
期
に
含
め
る
研
究
者
が
い
る
が
、
称
名
寺
式
土
器
を

と
も
な
わ
な
い
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
期
末
葉
の
加
曽
利
Ｅ
４
式
上
器
に
含

め
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
の
一
部
で

あ
る
微
隆
起
文
土
器
が
、
加
曽
利
Ｅ
３
式
と
く
ら
べ
る
と
時
間
幅
が
短
い
可
能
性

が
一局
い
。

浅
間
山
麓
南
部
で
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
関
東
地
方
に
広
く
分
布
す
る
加
曽
利
Ｅ

３
式
土
器
や
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
が
少
な
く
な
い
点
は
注
目
さ
れ
る
。
と
く
に
加

曽
利
Ｅ
４
式
上
器
は
柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
と
と
も
に
千
曲
川
沿
い
に
東
部
町
に

も
み
ら
れ
る
。
加
曽
利
Ｅ
３
式
土
器
が
関
東
平
野
の
利
根
川
か
ら
碓
氷
峠
周
辺
を

越
え
、
軽
井
沢
町
や
御
代
田
町
を
通
っ
て
、
小
諸
市
の
浅
間
山
麓
南
部
か
ら
千
曲

川
沿
い
に
北

へ
波
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
野
市
屋
代
遺
跡
で
も
加
曽
利
Ｅ
３
式

土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
分
布
域
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
浅
問
山
麓
か
ら
北
側
の
地
域
ほ
ど
、
北
陸
や
東
北
の
影
響
が
強
く
な
る
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
。

つ
ぎ
の
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
関
東
地
方

に
み
ら
れ
る
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
は
、
東
部
町
の
久
保
在
家
遺
跡
で
も
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
浅
間
山
麓
南
部
を
中
心
に
千
曲
川
を
東
に
下
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
加
曽
利
Ｅ
４
式
上
器
を
と
も
な
う
住
居
跡
は

柄
鏡
形
住
居
跡
も
し
く
は
敷
石
住
居
が
多
い
傾
向
が
あ
る
。
土
器
と
住
居
の
建
築

様
式
が
セ
ッ
ト
で
伝
播
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
人
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
関
東
地
方
で
も
、
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
を
出
土
す
る
住
居
は
ほ
と
ん
ど

柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
跡
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
最
近
、
加
曽
利
Ｅ
４
式
上
器
の

一
部
、
微
隆
起
文
土
器
を
後
期
に
ま

で
下
降
さ
せ
、
称
名
寺
式
土
器
と
同
じ
段
階
に
位
置
づ
け
る
土
器
研
究
も
あ
る
が
、

称
名
寺
式
土
器
を
と
も
な
わ
な
い
一
括
遺
物
が
戸
倉
町
円
光
房
遺
跡
な
ど
で
出
土

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
微
隆
起
文
土
器
は
中
期
に
属
す
る
も
の
と
考
え

ワ^
″。曽

利
式
土
器
後
半
　
加
曽
利
Ｅ
式
土
器
と
の
時
間
的
な
並
行
関
係
に
つ
い
て
は
、

今
後
さ
ら
に
研
究
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
理

解
す
る
。

曽
利
Ｈ
式
土
器
と
加
曽
利
Ｅ
２
式
土
器
の

一
部
と
加
曽
利
Ｅ
３
式
土
器
の
古
い

部
分
、
曽
利
Ⅲ
式
土
器
と
加
曽
利
Ｅ
３
式
土
器
、
曽
利
Ⅳ
式
土
器
と
加
曽
利
Ｅ
３

式
土
器
の
新
し
い
部
分
、
曽
利
Ｖ
式
土
器
と
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
が
時
間
的
な
並

行
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
。

曽
利
式
土
器
は
前
節
で
も
記
し
た
よ
う
に
、　
含
フ
状
な
い
し
棒
状
工
具
で
沈
線

文
に
よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
、
隆
帯
文
で
装
飾
さ
れ
る
土
器
で
あ
る
。
形
は

口
縁
が
朝
顔
形
に
開
き
、
括
れ
部
を
も
っ
た
の
ち
、
や
や
膨
ら
み
を
も

っ
た
胴
部

を
も
つ
。

曽
利
式
土
器
後
半
部
分
は
、
浅
間
山
麓
南
部
で
は
意
外
に
少
な
い
。
曽
利
式
土

器
は
分
布
の
中
心
で
あ
る
八
ケ
岳
山
麓
か
ら
松
本
を
経
て
、
千
曲
川
上
流
域
沿
い
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に
伝
わ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
曽
利
Ⅲ
式
上
器
は
少
な
く
、
加
曽
利
Ｅ
３
式
上
器

の
日
縁
部
の
文
様
を
採
用
し
た
よ
う
な
土
器
が
宮
平
遺
跡
Ｄ
Ｈ
号
上
坑
で
出
上
し

て
い
る
。
曽
利
Ⅳ
式
的
な
文
様
要
素
は
、
宮
平
遺
跡
の
加
曽
利
Ｅ
４
式
の
両
耳
壷

に
逆
Ｕ
字
の
モ
チ
ー
フ
を
沈
線
文
で
描

い
て
い
る
も
の
に
み
ら
れ
る
。
な
お
、
曽

写50 佐久系土器

(イ f滝沢遺跡 J13号住居、左 γ「平i童 跡|1111.ノI[は 人

'「

源寿氏蔵 )

利
Ｖ
式
上
器
は
完
形
復
元
で
き
る
よ
う
な
大
形
破
片
で
は
見
あ
た
ら
な
い
。

佐
久
系
土
器
　
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
、
曽
利
Ⅲ
式

（店
車
文
系
上
器
）
期
に
相
当

す
る
上
器
で
、
前
節
で
述
べ
た
店
草
文
系
上
器
の
影
響
で
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
文
様
構
成
な
ど
の
点
か
ら
加
曽
利
Ｅ
２
式
上
器
の
影
響
が
色
濃
く
み
る

れ
る

（図
５０

．
５８
）
●

形
は
日
縁
が
広
が
る
が
括
れ
が
少
な
く
、
文
様
は
棒
状
工
具
で
大

い
沈
線
文
が

魚
の
鱗
の
よ
う
に
描
か
れ
た
り
、
縦
方
向
の
沈
線
文
を
地
文
と
し
、
隆
帯
で
頸
部

や
胴
部
を
縦
に
区
画
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
隆
帯
に
よ
る
渦
巻
き
文
も
特
徴
的
で

あ
る
．
写
真
の
土
器
は
日
縁
部
が
加
曽
利
Ｅ
２
式
上
器
の
よ
う
な
文
様
を
備
え
て

い
る
。
発
掘
資
料
で
は
滝
沢
遺
跡
で
Ｊ
ｌ３
号
住
居
で
加
曽
利
Ｅ
３
式
上
器
と
と
も

に
出
土
し
て
い
る
．
完
形
に
復
元
で
き
た
上
器
は
写
５０
下
の
み
で
あ
る
。
小
破
片

で
あ
る
と
唐
車
文
系
上
器
と
判
別
が
難
し
い
。

後
期
前
葉
の
　
称
名
寺
式
土
器
　
称
名
寺
式
上
器
は
、
神
奈
川
県
称
名
寺
貝
塚

土
　
　
　
器
　
た
ボ
一っ理
遺
跡
で
あ
る
。
形
は
同
縁
部
が
朝
顔
形
に
開
き
胴
部
が

窄
ま
る
形
で
あ
る
．
Ｊ
字
形
の
モ
チ
ー
フ
な
ど
に
縄
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
関

東
地
方
に
広
く
分
布
し
て
い
る
十
器
で
、
西
日
本
の
土
器
で
あ
る
中
津
式
土
器
の

影
響
が
み
ら
れ
る
上
器
が
南
関
東
で
少
な
か
ら
ず
見

つ
か

っ
て
い
る
っ
御
代
田
町

で
は
下
大
宮
遺
跡
の
Ｄ
５
号
土
坑
で
纏
ま

っ
て
出
上
し
た

（図
８９
）
ほ
か
、
宮
平

遺
跡
で
も
出
上
し
て
い
る
。

称
名
寺
式
上
器
の
な
か
で
、
よ
り
東
北
地
方
の
大
木
１０
式
上
器
の
影
響
を
受
け

た
と
い
わ
れ
る
関
沢
類
型
は
、
無
文
部
分
を
多

つ
Ｊ
字
の
モ
チ
ー
フ
の
内
あ
る
い

は
外
に
縄
文
が
施
さ
れ
る
上
器
で
あ
る
。
県
内
で
は
東
信
に
出
土
例
が
増
え
て
い
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図89 下大宮遺跡出土の称 名寺式土器

る
よ
う
で
あ
る
が
、
御
代
田
町
域
で
は
い
ま
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
だ
。

ま
た
、新
潟
県
二

十

稲
場
遺
跡
出
土
の
土
器
が
標
式
と
な
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た

二
十
稲
場
式
土
器
は
、
称
名
寺
式
土
器
と
同
じ
後
期
初
頭
の
土
器
で
あ
る
。
樽
の

よ
う
な
形
に
刺
突
文
が
施
さ
れ
る
特
徴
的
な
土
器
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
の
土
器
が
佐
久
市
西
片
ケ
上
遺
跡
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
土
器
が
柄

鏡
形
敷
石
住
居
跡
の
炉
に
埋
設
さ
れ
て
出
土
し
た
。
さ
ら
に
、
福
島
県
上
小
島
Ｃ

遺
跡
で
も
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
の
炉
に
埋
設
さ
れ
て
出
土
し
て
お
り
、
加
曽
利
４

式
土
器
と
称
名
寺
式
土
器
、
そ
し
て
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
と
の
繋
が
り
の
狭
間
に

あ
る
よ
う
な
事
例
で
興
味
深
い
。
ち
な
み
に
、
関
東
や
中
部
地
方
に
分
布
す
る
柄

鏡
形
敷
石
住
居
跡
の
東
北
地
方
に
お
け
る
分
布
の
南
限
は
、　
い
ま
の
と
こ
ろ
こ
の

上
小
島
Ｃ
遺
跡
で
あ
る
。

堀
之
内
式
土
器
　
堀
之
内
式
土
器
は
千
葉
県
堀
之
内
貝
塚
が
標
式
と
な
り
つ
け

ら
れ
た
も
の
で
、
分
布
は
か
な
り
広
く
、
長
野
県
全
域
に
わ
た
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
堀
之
内
式
土
器
自
体
が
北
陸
や
東
北
地
方
の
土
器
の
影
響
を
受
け
、
地
域

的
な
特
徴
の
土
器
が
み
ら
れ
る
。

器
種
が
多
く
な
り
、
深
鉢
形
や
浅
鉢
形
の
ほ
か
に
、
急
須
の
よ
う
な
注
口
土
器

が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
注
口
土
器
は
称
名
寺
式
土
器
に
も
み
ら
れ
る
。
さ
き
に

述
べ
た
よ
う
に
精
製
土
器
の
ほ
か
に
、
文
様
の
簡
素
な
粗
製
土
器
が
み
ら
れ
る
の

は
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。
粗
製
土
器
は
つ
ぎ
の
加
曽
利
Ｂ
式
土
器
に
ま
で
文
様

や
形
が
引
き
つ
が
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
精
製
土
器
に
つ
い
て
記
し
た
い
。

形
は
お
も
に
二
通
り
あ
る
。　
一
つ
は
、
称
名
寺
式
土
器
の
系
譜
を
受
け
た
も
の

で
、
日
が
大
き
く
開
き
、
頸
部
が
窄
ま
っ
た
の
ち
胴
部
で
や
や
膨
ら
ん
だ
器
形
で

あ
る
（深
鉢
Ａ
）。
も
う

一
つ
は
、
括
れ
が
な
い
形
で
、
底
部
か
ら
口
縁
部
ま
で
ラ
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注□土器

深鉢 B 浅  鉢
深鉢 A

図90 堀之内式土器 形のいろいろ

深鉢Aは 比較的大形で、深鉢 Bは 小形の傾向がみられる。深鉢 Bは 堀之内式土器の次にあたる加曽利 B式土器

にも受け継がれる形である。後期になるとより薄手で、器面全体がよく磨かれ、精巧に作 られる。

ッ
パ
状
に
広
が
る
も
の
で
あ
る
（深
鉢
Ｂ
）
。
深
鉢
Ａ
で
は
滝
沢
遺
跡
Ｊ
４
号
住
居

や
宮
平
遺
跡
Ｊ
ｌ５
号
住
居
出
土
土
器
な
ど
で
あ
る
。
深
鉢
Ｂ
は
滝
沢
遺
跡
Ｄ
５８
号

土
坑
出
土
の
も
の
が
典
型
的
で
あ
り
、
深
鉢
Ａ
と
く
ら
べ
る
と
、
小
形
の
も
の
が
多
い

よ
う
で
あ
る
。
深
鉢
Ｂ
の
器
形
は
加
曽
利
Ｂ
式
土
器
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

文
様
の
特
徴
は
、
地
文
を
も
つ
場
合
は
Ｌ
Ｒ
縄
文
が
モ
チ
ー
フ
内
に
充
填
さ
れ

る
。
称
名
寺
式
同
様
、
幅
が
狭
い
棒
工
具
を
も
ち
い
た
り
、　
な
フ
の
よ
う
な
工
具

で
沈
線
文
が
描
か
れ
る
。
深
鉢
Ａ
は
、
括
れ
部
で
、
文
様
が
分
け
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
口
縁
部
は
無
文
で
、
頸
部
か
ら
胴
部
に
Ｊ
字
文
や
渦
巻
き
文
、
弧
状
や
蛇

行
す
る
沈
線
文
が
施
さ
れ
、
隆
帯
文
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
日
縁
部
上
端
や

口
唇
部
に
沈
線
文
で
楕
円
区
画
や
円
形
の
刺
突
文
が
施
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
深

鉢
Ｂ
は
口
縁
部
か
ら
胴
部
上
半
に
さ
き
の
よ
う
な
文
様
が
施
さ
れ
、
胴
部
下
半
は

無
文
で
あ
る
。

加
曽
利
Ｂ
式
土
器
　
千
葉
県
加
曽
利
貝
塚
の
Ｂ
地
点
か
ら
出
土
し
た
土
器
が
標

式
と
な
っ
て
い
る
。
加
曽
利
Ｅ
式
土
器
と
同
じ
遺
跡
で
あ
る
。

精
製
土
器
は
、
堀
之
内
式
土
器
の
深
鉢
Ｂ
と
同
じ
器
形
で
、
文
様
は
幅
が
狭
い

棒
状
工
具
で
帯
び
状
に
沈
線
文
が
め
ぐ
り
、
縄
文
を
充
損
さ
せ
た
も
の
が
典
型
的

で
あ
る
。
ま
た
、
日
縁
部
裏
に
沈
線
文
が
施
さ
れ
る
。
器
壁
は
よ
り
薄
く
、
器
面

は
丁
寧
に
磨
か
れ
て
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

粗
製
土
器
は
堀
之
内
式
土
器
に
と
も
な
う
も
の
と
の
区
別
が
難
し
い
。
形
は
括

れ
の
少
な
い
口
縁
が
広
が
る
深
鉢
形
土
器
で
、
無
文
の
ほ
か
に
縄
文
や
沈
線
文
が

施
さ
れ
る
。
日
縁
部
に
紐
状
の
隆
帯
文
を
め
ぐ
ら
し
、
棒
状
工
具
で
刺
突
文
が
施

さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

御
代
田
町
域
に
は
宮
平
遺
跡
に
多
く
の
資
料
が
あ
る
ほ
か
、
滝
沢

・
塚
田
遺
跡
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か
ら
少
量
の
破
片
資
料
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
軽
沢
町
茂
沢

南

石
堂
遺
跡

で
は
配
石
遺
構
や
敷
石
住
居
跡
に
と
も
な

っ
て
出
上
し
て
い
る
。

曽
谷
式
土
器
　
千
葉
県
曽
谷
貝
塚
が
標
式
遺
跡
で
あ
る
。
御
代
田
町
域
で
は
少

な
く
、
宮
平
遺
跡
で
唯

一
完
形
の
上
器
が
Ｄ
ｌ９
号
土
坑
か
ら
出
上
し
て
い
る
。
日

縁
部
が
大
き
く
開
き
、
胴
部
上
半
分
で
括
れ
胴
部
に
膨
ら
み
を
も
ち
胴
下
半
部
で

窄
ま
る
器
形
で
、
日
唇
部
に
刻
目
が
施
さ
れ
小
波
状
を
呈
す
る
。
日
縁
部
と
胴
部

の
文
様
は
細
い
沈
線
文
で
格
子
目
状
に
施
さ
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
器
面
を
丁
寧

に
磨
い
て
仕
上
げ
て
い
る

（図
８７
の
下
、
宮
平
遺
跡
出
土
土
器
）。

縄

文

後

期

の
　
後
期
の
石
器
　
縄
文
時
代
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
石
器
と
し
て
、

石
器
と
土
製
品
　
養
質
、
ス
ク
レ
ー
パ
ー
ヽ
粥
、
花
か
、
打だ
獄
碓
斧ふ
、
磨ま
馨
確

斧
、
磨
石
、
敲

石
な
ど
が
あ
る
。
器
種
の
な
か
で
は
、
後
期
に
な
る
と
形
が
変
わ

打
製
石
斧
は
土
掘
り
の
道
具
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
で
は

長
方
形
か
短
冊
形
で
あ
り
、
中
期
と
と
く
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
後
期

の
関
東
地
方
の
遺
跡
で
は
、
分
銅
形
の
打
製
石
斧
が
分
布
す
る
の
と
対
称
的
で
あ

ワリ
。石

棒
は
中
期
ま
で
は
大
形
の
も

の
が
多
か

っ
た
が
、
後
期
に
な
る
と
大
形
の
粗

雑
な

つ
く
り
の
も
の
に
加
え
、
小
形
の
も
の
や
彫
刻
の
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
で

て
く
る
。
宮
平
遺
跡
で
は
頭
部
に
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
（図
９‐
）
。
さ
ら
に
、
小

形
の
石
棒
が
変
化
し
て
石
剣
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
石
棒
の
断
面
が
円
形
で
あ

る
の
に
対
し
、
断
面
形
が
格
円
形

に
調
整
さ
れ
お
り
、
ち
ょ
う
ど
剣
の
鞘
に
あ
た

る
部
分
に
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。

土
製
品
と
石
製
品
　
土
器
以
外

の
土
製
品
に
、
中
期
末
葉
に
な
る
と
蓋
状
土
製

品
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
期
前
半
ま
で
あ
る
。
土
器
と
セ
ッ
ト
で
用

い
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
と
も
な

っ
て
出
土
し
た
例
は
少
な

い
う
え
に
、
実
際
蓋
と
す
る
に

は
か
な
り
小
形
の
も
の
が
多

い
傾
向
が
あ
る
。
蓋
状
土
製
品
は
単
独
で
住
居
跡
か

ら
出
土
す
る
例
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。

人
の
形
を
模
し
た
土
偶
は
、
中
期
中
葉
で
多
く
、

い
っ
た
ん
中
期
後
葉
で
下
火

に
な
る
が
、
後
期
前
半
に
な
る
と
ふ
た
た
び
増
加
す
る
。
土
偶
は
完
全
な
形
で
出

土
し
た
例
は
少
な
く
、
手
や
足
が
失
わ
れ
て
い
た
り
、
頭
部
の
み
の
破
片
で
あ

っ

た
り
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
あ
る
。
こ
の
た
め
、
ケ
ガ
を
し
た
部
分
が
回
復
す
る

こ
と
を
祈
る
お
守
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
妊
婦
の
形
を
表
し
た
も

の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
産
祈
願
や
地
母
神
的
な
性
格
を
も

つ
豊
穣
を
祈

っ
た
も

の
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
宮
平
遺
跡
で
は
、
頭
か
ら
胴
部
上
半
ま
で
の
破
片
で
手

が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
や
、
頭
部

の
み
の
土
偶
が
出
土
し
た
。
石
神
遺
跡
出
土
の

4‐ AA
る
も
の
が
で
て
く
る

後
期
の

雄f

器
の

特
徴
を
い
く
つ

写51 宮平遺跡の有茎石鏃 (大井源寿氏蔵)

つ の に よ 宮 て た た  か
て よ あ う 平 い 画 位 石 あ
く う る に 遺 る 期 置 鏃 げ
る な よ な 跡 も 的 か は て°

舌 う る な の な ら 弓 み
部 に

°
ど や 道 獲 矢 よ

を
｀

ま で 平 具 物 の う
も 大 た も lHで を 先

°

つ 形
｀

舌 で あ 射 端
大 化 小 部 三 る る に
形 し 諸 が 角  °

こ つ
の た 市 突 形 石 と け
石 も 石 出 で 鏃 が ら
鏃 の 神 し あ は で れ
は が 遺 た つ 装 き た｀

み 跡 形 た 着 る 矢や

晩 ら 出 が も 音6よ 尻け
期 れ 土 み の 分 う で
に る の ら に が に  ｀

目
°

も れ 加 括 な 離
立 こ の る え れ つ れ



‥ ４ ＞

蓋状土製品 (滝沢 J6)

DC
耳飾 り (宮平 )

GD
垂飾 (滝沢D58)
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土偶 (宮平 )

耳形土製品 (滝沢D52)

図 91

彫刻入り石製品 (滝沢D30)

石製 品 と土製 品 (蓋状土製品以外は 1:2)

代
，
０
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も
の
で
は
、
同
じ
時
期
の
上
器
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
文
様
を
土
偶
に
つ
け
て
い
る

も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
人
間
の
身
体
の

一
部
を
か
た
ど
っ
た
土
製
品
が
、
後
期
の
遺
跡
か
ら
出

土
し
て
い
る
。
滝
沢
遺
跡
出
土
の
耳
形
土
製
品
は
、
配
石
土
坑
の
石
の
間
か
ら
出

土
し
た
。
装
身
具
に
は
、
工
芸
的
に
も
高
度
な
技
術
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
耳

飾
り
が
あ
る
。
宮
平
遺
跡
で
は
、
中
央
に
穴
の
あ
る
文
様
の
な
い
耳
飾
り
が
出
土

し
た
。
石
神
遺
跡
で
は
、
中
期
以
来
の

一
方
に
穴
を
あ
け
た
だ
け
の
耳
栓
の
ほ
か

に
、　
一
方
の
面
に
透
か
し
彫
り
の
精
巧
な
文
様
を
施
し
た
上
に
、
赤
く
彩
色
し
た

後
期
前
半
の
耳
飾
り
が
出
土
し
た
。

石
製
品
の
装
身
具
は
前
期
に
さ
か
ん
に
製
作
さ
れ
た
が
、
中
期
後
葉
か
ら
後
期

に
な
る
と
鰹

節
形
の
大
珠
な
ど
の
垂
れ
飾
り
が
み
ら
れ
る
。
宮
平
遺
跡
で
は
、
翡

翠
製
の
牙
状
の
形
に
穿
孔
が
施
さ
れ
た
垂
れ
飾
り
が
出
土
し
た
。
滝
沢
遺
跡
で
は
、

翡
翠
を
鰹
節
形
に
加
工
し
、
中
央
に
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
出
土
し
た
ほ

か
、
後
期
前
半
の
堀
之
内
式
土
器
の
特
徴
的
な
文
様
要
素
豚
鼻
状
の
円
形
刺
突
文

と
沈
線
文
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
円
形
の
石
製
品
が
出
土
し
た
。

縄
文
時
代
の
土
製
品
や
石
製
品
に
は
、
そ
の
時
期
に
と
も
な
う
土
器
に
つ
け
ら

れ
て
い
る
文
様
の
一
部
が
描
か
れ
た
り
、
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
様
は
、

特
定
の
地
域
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
集
団
の

「
じ
る
し
」
と
考
え
ら
れ
る
。

私
た
ち
は
、
土
器
に
付
さ
れ
て
い
る
文
様
か
ら
時
期
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
地
域

的
な
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
地
域
圏
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
将
来
、
考
古

学
上
の
研
究
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
の
特

定
ま
で
も
論
及
で
き
る
日
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

〓
一　
後
期
集
落
の
よ
う
す

浅
間
山
麓
の
　
浅
間
山
麓
で
は
、
近
年
の
高
速
道
路
な
ど
の
開
発
工
事
に
と
も

湧

水

地

帯
　
な
っ
て
、
多
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
と
く
に
県
内
で
は
、

南
信
に
多
く
の
中
期
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
北
信
東
信
浅
間
山
麓
で

は
中
期
末
葉
か
ら
後
期
の
大
規
模
な
遺
跡
が
次
々
に
発
見
さ
れ
た
。
ま
た
、
山
麓

部
で
あ
る
当
地
に
お
い
て
は
火
山
の
噴
火
や
河
川
の
最
上
流
域
に
位
置
す
る
た
め
、

自
然
の
浸
食
に
よ
る
改
変
が
い
ち
じ
る
し
く
、
縄
文
時
代
の
自
然
景
観
を
復
元
す

る
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
見
す
ご
さ
れ
て
い
た
河
辺
の
氾
濫
原
の
よ
う
な

低
い
段
丘
面
に
お
い
て
も
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
遺
跡
立
地
の
見
直
し
が
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た

（図
１３６
）０

浅
間
山
麓
の
後
期
の
遺
跡
は
、
千
曲
川
支
流
に
よ
っ
て
開
析
さ
れ
る
小
河
川
沿

い
の
低
位
段
丘
も
し
く
は
河
岸
段
丘
面
、
標
高
七
〇
〇
か
ら
九
〇
〇
屑
あ
た
り
に

集
中
す
る
。
浅
間
山
麓
南
西
の
裾
部
で
は
南
向
き
の
日
あ
た
り
の
よ
い
地
形
が
つ

く
ら
れ
、
湧
き
水
を
多
く
集
め
る
小
河
川
が
台
地
を
潤
し
て
い
る
。
中
期
末
葉
に

な
る
と
水
辺
に
近
い
比
較
的
低
い
土
地
に
集
落
を
営
む
よ
う
に
な
る
。
御
代
田
町

塩
野
地
区
で
は
塩
野
西
遺
跡
群
の
滝
沢
遺
跡

・
西
荒
神
遺
跡

・
下
大
宮
遺
跡

・
森

泉
山
麓
の
宮

平

遺
跡
、
軽
井
沢
町
茂
沢

南

石
堂
遺
跡
、
小
諸
市
で
は
石
神
遺
跡
・

岩
下
遺
跡

。
三
田
原
遺
跡
群

・
郷
土
遺
跡

。
加
増
遺
跡

・
久
保
田
遺
跡
、
東
部
町

久
保
在
家
遺
跡
群
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
い
ず
れ
も
千
曲
川
右

岸
に
位
置
す
る
。

住
居
跡
が
調
査
さ
れ
た
集
落
遺
跡
を
中
心
に
、
遺
跡
の
立
地
を
さ
ら
に
細
か
く
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み
て
み
よ
う
。
郷
土
遺
跡
の
約
ニ
キ
ロ西
に
千
曲
川
が
流
れ
る
。
郷
土
遺
跡
の
西
に

石
神
遺
跡
、
南
に
岩
下
遺
跡
と
三
田
原
遺
跡
群
が
接
し
て
い
る
。
三
田
原
遺
跡
群

は
繰
矢
川
沿
い
に
位
置
す
る
。
滝
沢
遺
跡
は
こ
れ
ら
の
遺
跡
よ
り
僅
か

一
・
五
キ
ロ

北
東
な
い
し
北
北
束
の
湧
き
水
地
帯
に
あ
る
。
こ
れ
ら
遺
跡
群
よ
り
や
や
離
れ
た
、

森
泉
山
の
麓
の
湯
川
の
左
岸
に
宮
平
遺
跡
は
あ
り
、
茂
沢
南
石
堂
遺
跡
は
約
二

・

五
キ
ｏ川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

浅
問
山
南
部
は
十
二
世
紀
の
前
掛
山
噴
出
物
が
厚
く
堆
積
し
て
い
る
た
め
に
、

遺
跡
が
発
見
で
き
な
い
が
、
日
あ
た
り
の
よ
い
湧
き
水
地
帯
や
河
岸
段
丘
面
に
遺

跡
が
眠

っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
今
後
、
新
た
に
火
砕
流
下
に
遺
跡
が
発
見
さ

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

縄
文
後
期
の
　
御
代
田
町
で
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
後
期
集
落
の
全
貌
を
知

集
　
　
　
落
　
り
う
る
よ
う
な
大
規
模
な
遺
跡
発
掘
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、

宮
平
遺
跡
や
滝
沢
遺
跡
で
は
そ
の

一
部
が
調
査
さ
れ
た
。
そ
こ
で
浅
間
山
麓
に
お

け
る
後
期
遺
跡
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
生
活
の
痕
跡
は
、
住
居
跡
や
土
坑
、
祭
祀
的
な
意
味
あ

い
の
強
い
配
石
遺
構
、
遺
物
の
集
中
部
な
ど
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
中
期
ま
で

の
多
く
の
重
複
す
る
竪
穴
住
居
跡
に
く
ら
べ
る
と
、
後
期
の
住
居
跡
は
軒
数
が
比

較
的
少
な
い
傾
向
が
あ
り
、
住
居
跡
の
重
複
関
係
や
建
て
替
え
な
ど
も
少
な
い
よ

う
で
あ
る
。
土
器
型
式
に
よ
る
時
間
的
な
長
さ
が
住
居
軒
数
を
左
右
し
て
い
る
可

能
性
が
高
い
が
、
中
期
末
葉
に
な
る
と

一
つ
の
遺
跡
で
同
じ
土
器
型
式
を
も
つ
住

居
跡
が
三
軒
か
ら
四
軒
程
度
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
期
末
葉
に
な
る
と
住
居
の
壁

を
深
く
掘
り
込
ま
な
い
竪
穴
住
居
跡
や
敷
石
住
居
跡
が
増
え
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。

住
居
の
壁
に
つ
い
て
は
、
住
居
確
認
面
の
位
置
や
発
掘
技
術
上
の
問
題
か
ら
検
出

し
づ
ら
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
中
期
後
葉
に
く
ら
べ
て
堅
固
な
壁
は
少
な
く
な

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

住
居
跡
以
外
で
は
、
土
坑
が
あ
る
。
土
坑
は
貯
蔵
穴
や
墓
な
ど
の
用
途
が
考
え

ら
れ
る
穴
の
こ
と
で
あ
る
。
貯
蔵
穴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
ク
リ
な
ど
が
多
量

に
見
つ
か
っ
た
中
野
市
栗
林
遺
跡
の
土
坑
が
代
表
的
で
あ
る
。
ま
た
、
墓
の
代
表

例
は
、
明
科
町
北
村
遺
跡
に
あ
り
、
土
坑
内
か
ら
多
数
の
人
骨
が
発
見
さ
れ
た
。

遺
体
が

一
体
ず

つ
土
坑
に
納
め
ら
れ
る
例
が
多
く
、
な
か
に
は
頭
部
に
土
器
を
か

ぶ
せ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
土
坑
の
使
わ
れ
方
を
判
断
す
る
基
準
は
、
平
面
形
態
や
断
面
形

の
類
似
性
、
あ
る
い
は
覆
土
の
差
異
な
ど
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
分
析
し
て
そ

の
機
能
を
特
定
す
る
の
で
あ
る
。

遺
物
集
中
と
よ
ば
れ
る
土
器
や
石
器
が
集
中
し
て
出
土
す
る
箇
所
は
廃
棄
場
所
、

つ
ま
リ
ゴ
ミ
捨
て
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
遺
物
集
中
部
で
も
石

器
作
り
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
未
成
品
や
石
器
素
材
、
剥
片
や
砕
片
が
集
中
し
て

い
る
場
合
は
、
石
器
製
作
跡
と
判
断
さ
れ
る
。
遺
物
集
中
部
に
つ
い
て
は
、
浅
間

山
麓
で
は
調
査
例
が
少
な
く
不
明
な
点
が
多

い
の
で
、　
つ
ぎ
に
住
居
跡
や
配
石
遺

構
、
土
坑
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

の
　
後
期
に
お
け
る
住
居
形
態
の
変
化
は
浅
間
山
麓
に
お
い
て
も
顕

ろ
　
著
に
み
ら
れ
る
。
小
諸
市
三
田
原
遺
跡
群
３
号
住
居
跡
は
、
後

え
か
が
み
が

た
し
き

い
し
じ
ゆ
う
き
よ

し

期
初
頭
称
名
寺
式
期
の
柄
鏡
形
敷
石

住

居
跡
で
、
壁
際
に
柱
穴
が
め
ぐ
り
、
住
居

中
心
部
分

（主
体
部
）
と
柄
部
と
の
連
結
部
に
対
応
す
る
ピ
ッ
ト
が
あ
る
。
敷
石

い 住

ろ ま

い い



は
柄
部
に
の
み
み
ら
れ
、
主
体
部
で
は

小
礫
が
配
さ
れ
る
。
炉
は
石
囲
い
で
内

部
に
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

後
の
堀
之
内
式
期
の
滝
沢
遺
跡
Ｊ
５
号

住
居
は
円
形
形
態
の
敷
石
住
居
跡
で
あ

る
が
、
炉
は
石
囲
い
で
土
器
が
埋
設
さ

れ
て
い
る
。
後
期
の
敷
石
住
居
跡
で
は
、

石
囲
炉
で
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
特

徴
が
あ
る
。
望
月
町
平
石
遺
跡
で
は
堀

之
内
式
か
ら
加
曽
利
Ｂ
式
期
の
柄
鏡
形

敷
石
住
居
跡
が
多
数
発
掘
さ
れ
た
。
敷

石
は
板
状
石
を
用
い
る
。
こ
こ
の
山
間

部
で
は
板
状
石
が
容
易
に
得
る
こ
と
が

で
き
、
住
居
の
床
面
に
利
用
さ
れ
た
。

ま
た
、
後
期
の
住
居
は
、
床
面
を
深
く

掘
り
込
ま
ず
構
築
し
た
た
め
、
壁
が
検

出
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
掘
り
込
み
が
浅

い
住
居
跡
と
な
る
特
徴
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
敷
石
住
居
跡
が
、
床
面
を
深

く
掘
り
込
ん
だ
竪
穴
式
に
対
し
て
、
平

地
式
と
認
識
す
る
説
が
提
唱
さ
れ
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
発
掘
調
査
で
当
時

の
生
活
面
を
確
認
す
る
の
は
む
ず
か
し

第 6節 縄文文化の展開―後期

―                                    ∞Z2ιι‐………

図92 小諸市三田原遺跡の柄鏡形敷石住居跡 (3号住居)(『長野県埋蔵文化財センター年報』より)
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図93 滝沢遺跡」 5号住居跡

炉内の土器は二重構造。上の土器が下の土器の中にすっぽ りとおさまっていた。二つの土器はともに口縁部を

欠き、胴部下半から底部が残っている。土器の表面には熱を受けた跡がみられる。

く
、
加
え
て
判
別
困
難
な
遺
物
包
含
層
の
か
な
り
上
面
か
ら
住
居
を
検
出
し
な
け

れ
ば
壁
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、　
い
ち
が
い
に
敷
石
住
居
に
壁
が
な
か
っ
た
と
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
、
中
期
後
葉
ま
で
の
住
居
構
造
と
比
較

す
る
と
、
か
な
り
壁
は
浅
い
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
指
摘
で
き
る
。
上

屋
構
造
に
つ
い
て
は
後
に
記
す
る
。

敷
石
住
居
の
　
中
部
山
地
で
は
中
期
後
葉
に
な
る
と
、
深
く
掘
り
込
ん
だ
壁
を

出
　
　
　
現
　
も
つ
竪
穴
住
居
跡
に
加
え
て
、
壁
が
確
認
さ
れ
な
い
敷
石
住
居

跡
が
見
受
け
ら
れ
る
。
長
野
県
の
浅
間
山
麓
千
曲
川
上
流
域
か
ら
群
馬
県
利
根
川

上
流
域
に
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
の
敷
石
住
居
跡
が
分
布
す
る
。
中
部
山
地
に
お
い
て

は
敷
石
材
と
し
て
鉄
平
石

（板
状
石
）
を
多
く
用
い
、
住
居
の
床
面
に
石
を
敷
い

て
い
る
。
鉄
平
石
は
東
部
町
爾
津
や
佐
久
町
大
日
向
、
あ
る
い
は
望
月
町
大
石
あ

た
り
に
産
地
が
あ
る
。

敷
石
住
居
は
中
期
末
葉
に
な
る
と
南
関
東
で
は
柄
鏡

形
敷
石

住

居
と
な
っ
て

波
及
す
る
。
柄
鏡
形
住
居
と
い
う
の
は
、
近
世
の
柄
の
つ
い
た
鏡
に
形
が
似
て
い

る
こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
柄
鏡
形
住
居
は
単
に
形
が
柄
鏡
形
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
住
居
主
体
部
と
柄
部
と
を
連
結
す
る
部
分
に
対
応
す
る
ピ
ッ

ト
を
も
つ
特
徴
が
あ
る
。
柄
鏡
形
住
居
が
関
東
地
方
に
濃
密
に
分
布
す
る
の
に
対

し
、
中
期
末
葉
で
は
浅
間
山
麓

一
帯
に
柄
部
を
も
た
な
い
敷
石
住
居
が
存
在
す
る
。

滝
沢
遺
跡
Ｊ
８
号
住
居
と
Ｊ
ｌＯ
号
住
居
の
両
者
と
も
南
側
の
対
応
す
る
ピ
ッ
ト
の

間
に
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
。
柱
穴
は
住
居
中
央
か
ら
壁
に
近
い
位
置
に
あ
る

構
造
に
な
る
。
敷
石
住
居
跡
の
炉
跡
は
方
形
の
石
囲
い
で
あ
る
。

後
期
前
葉
に
な
る
と
住
居
は
大
形
に
な
り
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
に
変
わ
る
も
の

ｖ
一
カ
も
Ⅷ

炉平面図 (1:40)平面図 (1:80)

埋設土器 (1:6)
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が
多
い
。
浅
間
山
麓
南
部
か
ら
南
西
部
に
か
け
て
、　
つ
ま
り
東
信
北
信
で
は

柄
鏡
形
敷
石
住
居
が
多
く
分
布
す
る
よ
う
に
な
る
。
関
東
地
方
南
部
で
中
期

末
葉
に
広
く
み
ら
れ
た
柄
鏡
形
敷
石
住
居
が
、
こ
の
地
域
で
は
後
期
に
は
い

っ
て
柄
鏡
形
住
居
と
し
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
関
東
地
方
南

部
で
は
後
期
堀
之
内
式
期
の
柄
鏡
形
で
な
い
竪
穴
住
居
が
ふ
た
た
び
現
れ
、

住
居
形
態
は
多
様
化
す
る
。
柄
鏡
形
敷
石
住
居
は
南
信
の
八
ケ
岳
山
麓
で
は

き
わ
め
て
分
布
が
希
薄
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
土
器
の
分
布
範
囲
と
関

係
が
あ
る
。
柄
鏡
形
敷
石
住
居
は
加
曽
利
Ｅ
４
式
土
器
を
も
つ
地
域
に
分
布

す
る
傾
向
が
あ
り
、
曽
利
式
土
器
や
唐
草
文
系
土
器
が
根
強
く
分
布
す
る
地

域
に
は
、
浸
透
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

敷
石
住
居
の
　
敷
石
住
居
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
か
み
て
み
よ
う
。
敷

性
　
　
　
格
　
石
住
居
と
は
家
の
床
に
石
を
水
平
に
敷
い
た
も
の
を
い
い

中
部
山
地
で
は
中
期
後
葉
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
か
ら
建
築
さ
れ
た
。

一
説
で
は
そ
の
初
源
的
な
住
居
は
、
炉
址

・
敷
石

。
対
ピ
ッ
ト

・
埋
甕
が

住
居
の
中
心
軸
に
並
ぶ
も
の
で
、
小

張
出
部
に
埋
甕
を
も
つ
形
態
の
も
の
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
住
居
は
、
浅
間
山
麓
よ
り
は
む
し
ろ
南

信
八
ケ
岳
山
麓
に
目
立
っ
て
分
布
す
る
。
中
期
末
葉
か
ら
後
期
の
柄
鏡
形
敷

石
住
居
は
む
し
ろ
浅
間
山
麓
北
信
東
信
に
は
多
く
み
ら
れ
、
八
ケ
岳
山
麓
に

は
少
な
い
の
で
、
小
張
出
部
を
も
つ
住
居
が
柄
鏡
形
住
居
の
初
源
形
態
と
は

考
え
が
た
い
。
発
生
し
た
地
域
と
分
布
の
濃
密
な
地
域
が
、
か
な
ら
ず
し
も

同

一
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
の
だ
が
、
柄
鏡
形
住
居
の
分
布
が
も
っ
と
も
濃

い
地
域
で
は
埋
甕
を
も
た
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
小
張
出
部
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図95 山ノ内町伊勢宮遺跡の柄鏡形敷石住居跡と配石遺構

(『長野県史』考古資料編より)

を
も
つ
住
居
が
そ
の
ま
ま
柄
鏡
形
住
居
に
変
化
を
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
柄
鏡

形
住
居
が
単
に
形
状
が
柄
鏡
形
で
あ
る
ば
か
り
か
、
主
体
部
と
柄
部
と
の
連
結
部

に
対
応
す
る
ピ
ッ
ト
を
も
ち
、
明
確
な
張
出
部
を
も
つ
も
の
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、

柄
鏡
形
住
居
は
中
期
後
葉
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
に
南
関
東
で
発
生
し
た
と
考
え
る
の

が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
る
。

小
張
出
部
を
も
つ
住
居
以
外
に
、
柄
鏡
形
住
居
発
生
に
前
後
し
て
関
係
の
あ
り

そ
う
な
特
徴
的
な
遺
構
が
あ
る
。
埋
甕
を
も
つ
配
石
遺
構
は
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
か

ら
後
期
前
葉
に
柄
鏡
形
住
居
の
分
布
す
る
地
域
に
濃
密
に
分
布
す
る
た
め
、
こ
の

遺
構
が
屋
内
に
取
り
込
ま
れ
た
結
果
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
と
い
う
形
に
な
っ
た
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

柄
鏡
形
敷
石
住
居
は
ど
ん
な
使
わ
れ
方
を
し
た
の
か
考
え
て
み
る
。
考
古
遺
物

で
は
、
そ
の
も
の
の
機
能
を
想
定
す
る
の
は
大
変
む
ず
か
し
い
。
昨
今
は
民
俗
例

や
民
族
例
を
援
用
す
る
こ
と
が
多
い
の
も
、
考
古
学
の
研
究
成
果
だ
け
で
は
結
論

に
到
達
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
柄
鏡
形
敷
石
住
居
が
従
来
の
竪
穴
住
居
と
比
較

し
て
大
き
く
変
わ
る
の
は
、
主
柱
か
ら
壁

柱

へ
の
変
化
に
加
え
、
主
体
部
と
柄
部

と
の
連
結
部
に
対
応
す
る
深
い
ピ
ッ
ト
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
埋
甕
が
連
結
部
に

埋
設
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
柄
部
が
出
入
口
施
設
で
あ
る
と
考
え
る
説

が
多
い
。
民
俗
例
で
も
家
の
戸
口
に
土
器
を
埋
設
す
る
風
習
が
あ
る
た
め
、
敷
石

住
居
の
柄
部
が
出
入
口
施
設
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

柄
鏡
形
敷
石
住
居
は
住
居
で
な
く
、
特
殊
な
祭
祀
的
遺
構
と
す
る
意
見
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
数
多
く
の
発
見
例
が
報
告
さ
れ
、
柄
鏡
形
住
居
で
集
落

が
構
成
さ
れ
て
い
る
遺
跡
が
多
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
中

部
地
方
や
関
東
地
方
で
は
縄
文
時
代
中
期
末
葉
か
ら
後
期
前
葉
に
存
在
す
る
ひ
と

一̈

つ
の

一
般
的
住
居
形
態
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
流
と
な
っ
て
き
た
。

な
ぜ
住
居
形
態
が
、
柄
鏡
形
な
の
か
。
住
居
構
造
は
、
縄
文
中
期
末
葉
に
な
る

と
柱
が
壁
際
に
近
い
位
置
に
う

つ
り
、
連
結
部
に
深
い
対
応
す
る
ピ
ッ
ト
が
存
在

す
る
。
中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
の
柄
鏡
形
住
居
跡
で
は
こ
の
ピ
ッ
ト
の
間
に
埋

甕
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。
出
入
口
施
設
と
し
て
柄
部
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
埋
甕
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
定
か

で
は
な
い
。
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
の
石
の
敷
き
方
か
ら
み
て
、
家
の
間
取
り
と
考

え
ら
れ
る
空
間
が
存
在
す
る
。
炉
の
回
り
、
奥
壁
部
、
柱
の
外
の
空
間
、
出
入
口

1
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図97 小諸市岩下遣跡の配石遣構 (1:300)

０
，

部
に
続
く
連
結
部
、
出
入
口
部
、
柄
部
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
奥
壁
部
に

は
立
石
や
連
結
部
に
石
棒
、
石
皿
が
置
か
れ
て
い
る
住
居
が
あ
る
た
め
、
柄
部
に

祭
祀
的
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
柄
鏡
形
敷
石
住
居

出
現
前
に
、
奥
壁
部
に
石
壇

状
の
敷
石
が
み
ら
れ
る
竪
穴
住
居
は
、
そ
の
住
居
の

間
取
り
を
考
え
る
う
え
で
象
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
都
貫
井
二
丁
目
遺
跡
の

中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
の
柄
鏡
形
住
居
跡
に
は
、
奥
壁
部
の
壁
に
土
器
片
を
貼

り
付
け
る
事
例
が
あ
り
、
そ
の
機
能
を
考
え
る
う
え
で
注
目
さ
れ
る
。
中
期
後
葉

か
ら
後
期
初
頭
に
な
る
と
、
家
の
間
取
り
が
明
確
に
区
分
さ
れ
、
と
く
に
奥
壁
部

は
祭
祀
的
な
施
設
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
が
高
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

配

石

遺

構
　
　
石
遺
構
と
は
文
字
ど
お
り
、
石
を
配
し
た
構
築
物
で
あ
る
。

縄
文
時
代
で
は
作
業
場
的
な
遺
構
の
ほ
か
に
、
土
坑
に
石
を
配

し
た
り
す
る
墓
と
し
て
の
機
能
や
集
落
空
間
を
区
分
的
す
る
よ
う
な
祭
祀
的
な
遺

構
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

山
ノ
内
町
伊
勢
宮
遺
跡
で
は
堀
之
内
式
期
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
と
と
も
に
、
集

落
空
間
を
区
分
す
る
よ
う
に
石
が
列
状
に
配
さ
れ
て
い
た
。
小
諸
市
三
田
原
遺
跡

群
や
岩
下
遺
跡
で
も
、
堀
之
内
式
期
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
あ
る
い
は
敷
石
住
居
と

と
も
に
配
石
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
三
田
原
遺
跡
群
で
は
４
号
住
居
跡
の
柄
部
に

接
し
て
段
が
設
け
ら
れ
石
が
配
さ
れ
て
い
る
。
岩
下
遺
跡
で
も
柄
鏡
形
あ
る
い
は

敷
石
住
居
に
接
し
て
、
段
状
に
地
面
が
削
ら
れ
石
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配
石

列
の
内
側
に
は
墓
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
土
坑
や
配
石
土
坑
が
多
数
存
在
す
る
。

群
馬
県
田
篠
中
原
遺
跡
で
は
中
期
末
葉
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
と
弧
状
の
配
石
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配
石
群
の
な
か
に
埋
甕
が
み
ら
れ
る
。
田
篠
中
原
遺
跡

は
弧
状
の
配
石
遺
構
で
は
よ
り
古
い
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
配
石
遺
構
は
敷

石
住
居
、
多
く
は
柄
鏡
形
敷
石
住
居
に
と
も
な
っ
て
、
山
間
部
の
後
期
堀
之
内
式

期
の
集
落
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
縄
文
後
期
の
人
々
が
集
落
空
間
を
居
住
域
と

墓
域
の
区
分
を
配
石
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
う
と
い
う
意
識
の
表
れ
で
、
そ

の
背
景
に
は
精
神
的
あ
る
い
は
祭
祀
的
な
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

想
像
で
き
よ
う
。

配
石
遺
構
に
は
集
落
空
間
を
区
分
す
る
列
石
の
ほ
か
に
、
規
模
の
小
さ
い
円
形

も
し
く
は
楕
円
形
に
石
を
配
し
た
だ
け
の
遺
構
も
あ
る
。
滝
沢
遺
跡
Ｊ
３
号
竪
穴

状
遺
構
は
、
最
大

一
。
六

一
屑
あ
ま
り
の
円
形
の
浅
い
掘
り
込
み
で
、
北
側
に
八

個
の
石
を
用
い
た
配
石
が
検
出
さ
れ
た
。
配
石
の
内
側
に
は
堀
之
内
式
土
器
が
割

ら
れ
詰
め
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
で
出
土
し
た
。
こ
の
よ
う
な
配
石
遺
構
は
規
模
が

あ
ま
り
に
小
さ
い
た
め
に
、
人
を
直
接
埋
葬
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
が
、
内
部
の
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写53 滝沢遺跡 D30号 土坑出土の

石製垂れ飾 り

写54 滝沢遣跡 D52号 土坑出土の

耳形土製品

上
に
獣
の
焼
骨
片
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
と
墓
と
考
え
ら
れ
る
土
坑
群
に
隣
接
し

て
い
る
こ
と
か
ら
墓
に
関
係
す
る
遺
構
、
も
し
く
は
何
ら
か
の
祭
り
な
ど
に
か
か

わ

っ
た
遺
構
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
南
関
東

。
中
部
地
方
で
埋
甕
を
も

つ
配
石
遺
構
が
、
中
期
後
葉
に
み
ら

れ
る
。
こ
れ
が
柄
鏡
形
敷
石
住
居
出
現
の
契
機
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
埋
葬
施
設
と
考
え
ら
れ
る
配
石
土
坑
を
含
め
、
墓
に
つ
い
て
み
て
み

卜
で

つ

。

ど

，ヽ
う

ぼ

宮
平
遺
跡
Ｄ
ｌ９
号
土
坑
墓
で
は
、
穴
の
上
部
に
底
部
に
穴
を

基
の
い
ろ
い
ろ

開
け
た
土
器
が
石
の
上
に
逆
さ
ま
に
置
か
れ
て
い
た
。
土
器

の
内
部
に
は
骨
粉
の
よ
う
な
も
の
が
入

っ
て
い
た
。
土
器
は
曽
谷
式
土
器
で
、
日

の
部
分
が
欠
か
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
完
全
な
形
を
保

っ
て
い
た
。
宮
平
遺

跡
の
事
例
は
半
分
以
上
が
調
査
区
外
に
あ
る
た
め
、
土
坑
の
形
状
が
不
明
確
で
あ

る
が
、
類
例
を
み
る
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
長
楕
円
形
も
し
く
は
楕
円
形
の
平
面

形
で
、
底
面
は
平
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
形
状
の
土
坑
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を

も

つ
も
の
だ
ろ
う
か
。
明
科
町
北
村
遺
跡
で
は
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
土
坑
の
内

部
に
土
器
が
か
ぶ
せ
て
あ
り
、
そ
の
下
に
頭
骸
骨
が
発
見
さ
れ
た
。
土
坑
の
中
に

遺
体
は
畳
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
状
態
で
埋
葬
さ
れ
る
屈
葬
の
状
態
で
あ

っ
た
。
埋

葬
後
、
土
を
戻
す
前
に
顔
の
部
分
に
土
器
を
か
ぶ
せ
た
の
で
あ
る
。
長

い
年
月
の

間
に
、
人
骨
の
ほ
と
ん
ど
が
朽
ち
て
な
く
な

っ
て
し
ま
う
が
、
北
村
遺
跡
で
は
い

く

つ
か
の
好
条
件
に
忠
ま
れ
た
た
め
に
、
良
好
な
状
態
で
縄
文
人
骨
が
保
存
さ
れ

て
い
た
。
１
つ
し
て
縄
文
時
代
の
大
墓
跡
群
の
存
在
が
判
明
し
た
。

滝
沢
遺
跡
で
は
住
居
跡
群
の
南
に
墓
と
考
え
ら
れ
る
土
坑
群
が
集
中
し
て
い
た
。



第 2章 縄 丈 時 代

尚
、

１

丁

―

Ｄ
８
サ
上
坑
は
長
さ
が
三
屑
あ
ま
り
の
上
坑
で
、
日
縁
部
の
ｌＦｉ
径
が
四
．
一

彙
ンも
あ
る
大
形
の
中
期
末
葉
の
上
器
が
覆
上
上
部
に
埋
設
さ
れ
て
い
た
¨

土
器
の
な
か
か
ら
は
骨
粉
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
堀
之
内
式

―１１

器
が
埋
設
さ
れ
た
土
坑
が
あ

っ
た
。
墓
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
た
の
は
Ｄ
３０

号
土
坑
か
ら
石
製
の
垂
れ
飾
り
と
人
の
歯
、
Ｄ
５２
号
土
坑
か
ら
耳
の
形
を

し
た
土
製
品
が
出
土
し
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｄ
３０
号
上
坑
は
北
側
が
破
壊
さ

れ
て
い
る
が
、
長
さ
が

一
・
三
肩
と
想
定
さ
れ
、
西
側
に
楕
円
形
の
土
坑

が
隣
接
し
て
い
た
。
Ｄ
５２
号
土
坑
は
南
側
に
長
さ
が
四
〇
彙
ほ́
ど
の
礫
が

二
個
、
土
坑
の
上
部
に
倒
れ
た
よ
う
な
状
態
で
出
上
し
た
。
お
そ
ら
く
墓

標
の
よ
う
な
役
割
を
も

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
礫
の
か
た
わ
ら

に
耳
形
土
製
品
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
坑
覆
土
か
ら
網
代
痕
が
つ

け
ら
れ
た
土
器
の
底
部
が
か
ぶ
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
上
坑
に
共
通

一

図98 軽井沢町茂沢南石堂遺跡の石棺墓

(『 茂沢南石堂遺跡』より)

い が

⑨⑩

図 99 滝沢遺跡 D8号 土坑

II" に ,́Iい 黄褐色 L(10Y R4/3)
径10mm内外のパ ミスを多量、ロームプロ ックを少 ht含 む

H層  黒褐色上 (10Y R2/3)
ロームプロ ックと鉄分を少量含む 写55 滝沢遺跡 D8号 土坑



し
て
い
る
点
は
、
形
態
が
楕
円
形
で
、
底
面
が
平
ら
で
断
面
形
が
鍋
底
形
を
呈
す

る
な
ど
、
同
じ
よ
う
な
形
態
の
土
坑
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
骨

粉
な
ど
の
遺
物
や
、
垂
れ
飾
り
の
よ
う
な
非
実
用
的
な
遺
物
が
出
上
し
て
い
る
こ

と
か
ら
墓
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

軽
井
沢
町
茂
沢
南
石
堂
遺
跡
で
は
、
長
方
形
の
上
坑
に
板
状
石
を
箱
形
に
組
み

合
わ
せ
た
遺
構
が
敷
石
住
居
跡
と
と
も
に
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
石
棺
墓
で
あ
る
。

石
棺
の
南
側
に
加
曽
利
Ｂ
式
土
器
が
伏
せ
て
あ

っ
た
。
後
期
前
葉
加
曽
利
Ｂ
式
期

で
は
、
こ
の
よ
う
な
石
棺
墓
が
た
び
た
び
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

土
坑
を
と
も
な
う
埋
葬
施
設
の
ほ
か
に
、
大
形
の
土
器
に
人
骨
を
収
納
す
る
土

器
棺
、
幼
児
あ
る
い
は
胎
児
、
嬰
児
や
胎
盤
な
ど
埋
納
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
埋
甕
が
あ
る
。

土
器
棺
は
後
期
初
頭
称
名
寺
式
期
の
埼
玉
県
坂
東
山
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
も
の

が
よ
り
古
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
人
骨
が
残

っ
て
い
る
例
は
き
わ
め
て
少
な

い
。
土
器
棺
は
遺
体
が
直
接
埋
葬
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
白
骨
化
し
た

骨
を
集
め
て
、
ふ
た
た
び
土
器
に
、
納
め
た
再
葬
の
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
入
れ

日
の
小
さ
な
土
器
に
遺
体
を
埋
葬
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

埋
甕
は
住
居
内
に
納
め
ら
れ
た
例
が
、
中
期
後
葉
か
ら
後
期
初
頭
ま
で
し
ば
し

ば
み
ら
れ
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
屋
外
の
理
甕
は
中
期
後
葉
か
ら
後
期
前
葉
に

多
く
み
ら
れ
る
。
埋
甕
の
機
能
は
、
近
代
ま
で
上
器
に
胎
盤
や
胞
衣
な
ど
を
い
れ

て
家
の
出
入
り
の
多

い
敷
居
な
ど
に
土
器
を
埋
設
す
る
民
俗
例
と
同
様
で
あ
っ
た

と
想
定
さ
れ
、
死
産
し
た
胎
児
な
ど
の
再
生
を
願
う
妊
娠
呪
術
に
か
か
わ
る
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
。　
一
例
を
あ
げ
る
と
、
千
葉
県
殿
平
賀
貝
塚
で
は
埋
甕
の
な
か

か
ら
幼
児
骨
が
発
見
さ
れ
た
。
ま
た
、
内
部
の
上
を
脂
肪
酸
分
析
な
ど
の
科
学
分

第 6節 縄文文化の展開一後期

写56 埼玉県坂東山遺跡の土器棺 (「坂東山遺跡』より)



第 2章 縄 文 時 代

植物遺体や貯蔵穴内にあった板材が遺存していたのは、遺跡が

河川の氾濫原にあり、泥炭層によって良好な状態を保つことが

できたためである。低地遺跡の発掘調査では、このような有機物

が残されているので多くの情報を得ることができる。

析
を
行
な

っ
た
結
果
で
は
、
少
な
く
と
も
高
等
生
物
の
存
在
な
ど
が
認
め
ら
れ
る

な
ど
、
最
近
し
だ
い
に
埋
甕
の
機
能
が
わ
か
っ
て
き
た
。

上
坑
の
機
能
は
、
内
容
物
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
遺
存
状
態

貯
　
蔵
　
穴

の
良
好
な
遺
構
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
特
定
で
き
る
。
墓
は
人

骨
が
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
浅
間
山
麓
で
は

墓
以
外
の
土
坑
で
機
能
を
明
確
化
で
き
た
例
に
乏
し
い
。
そ
こ
で
、
千
曲
川
を
下
っ
た

善
光
寺
平
北
部
の
段
丘
面
に
立
地
す
る
中
野
市
栗
林
遺
跡
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

栗
林
遺
跡
は
千
曲
川
右
岸
で
水
面
と
の
比
高
差
が
約

一
〇
屑
の
位
置
に
あ
り
、

湿
地
で
泥
炭
層
に
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
植
物
遺
体
の
残
り
が
良
い
遺
跡

で
あ

っ
た
。
縄
文
後
期
初
頭
か
ら
中
葉
ま
で
の
貯
蔵
穴
が
多
数
検
出
さ
れ
、
遺
存

状
態
が
よ
い
第
５６
号
貯
蔵
穴
は
、
円
形
の
土
坑
が
二
つ
重
な
っ
て
い
る
よ
う
な
形

態
で
、
全
体
の
長
さ
が
二
屑
弱
、
深
い
方
の
径
が
約
八
〇
彙
ン
で
あ
る
。
深
さ
は
八

四
彙ン
と
四
〇
一
ン
で
、
底
面
は
平
ら
で
あ
る
。
土
坑
の
な
か
か
ら
ク
リ
の
板
材
の
ほ

か
に
、
ト
チ

・
ド
ン
グ
リ

・
ク
ル
ミ
が
多
数
出
土
し
た
。
貯
蔵
穴
と
考
え
ら
れ
る

土
坑
は
、
円
形
の
形
態
で
あ
る
も
の
が
多
く
、
底
面
が
平
ら
で
断
面
形
で
み
る
と

タ
ラ
イ
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。

後
期
縄
文
人
　
中
期
末
葉
に
な
る
と
縄
文
人
は
台
地
縁
辺
か
ら
よ
り
水
辺
に
近

の
　
生
　
活
　
い
低
い
丘
に
移
り
住
み
、
敷
石
住
居
な
ど
を
構
築
す
る
よ
う
に

な

っ
た
。
住
居
は
出
入
り
口
に
対
応
す
る
ピ
ッ
ト
を
つ
く

っ
た
柄
鏡
形
住
居
な
ど

も
造
ら
れ
た
。
後
期
人
は
と
き
と
し
て
、
地
面
を
深
く
掘

っ
た
堅
牢
な
竪
穴
住
居

の
代
わ
り
に
、
石
を
並
べ
た
敷
石
住
居
を
構
築
し
た
。
石
材
の
豊
富
な
中
部
地
方

で
は
、
住
居
だ
け
で
な
く
墓
に
も
石
を
用
い
配
石
墓
や
石
棺
墓
が
つ
く
ら
れ
た
。

ま
た
、
垂
れ
飾
り
な
ど
や
耳
形
土
製
品
な
ど
珍
品
が
出
土
し
た
土
坑
墓
は
、
特
別

な
人
の
墓
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
期
に
身
分
の
差
異
を
現
す
構
築
物
や
造

形
品
の
存
在
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
品
々
が
出
土
す
る
こ
と

か
ら
み
て
、
ム
ラ
長
的
な
人
の
存
在
も
否
定
で
き
な
い
。

後
期
に
な
る
と
、
気
候
は
寒
冷
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
敷
石
住
居
跡
の
出
現
と

気
候
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
敷
石
を
家
に
施
す
こ
と
は
、
単
に
住
居
空
間

写57 中野市栗林遺跡の第56号貯蔵穴 (『栗林遺跡 七瀬遺跡』より)



の
利
用
の

一
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
祭
祀
的
な
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と

は
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
遠
く
か
ら
石
材
を
運
ん
で
き
て
敷
石
住
居
を
構
築
す
る

行
為
は
、
そ
れ
だ
け
の
労
力
を
費
や
す
だ
け
の
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
、
よ
り
安
定
し
た
豊
か
な
生
活
の
裏
付
け
が
あ

っ
た
時
代
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
敷
石
住
居
の
存
在
か
ら
、
頻
繁
な
移
動
は
考
え
づ
ら
く
、
定
着
し
た
安

定
し
た
生
活
が
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
後
期
前
葉
の
遺
跡
で
は
貯
蔵
穴
が
発
見
さ

れ
る
例
が
多
い
。
貯
蔵
穴
´

の
存
在
は
、
不
安
定
な
採
集
生
活
の
な
か
か
ら
生
ま
れ

た
人
々
の
知
恵
の
ひ
と
つ
の
証
で
あ
る
。
当
時
、
貯
蔵
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
自

然
環
境
の
厳
し
さ
が
あ
っ
た
反
面
で
、
食
物
獲
得
の
た
め
に
移
動
し
な
く
と
も
、

一
定
の
地
域
で
食
料
を
補
う
知
恵
が
発
達
し
た
結
果
、
貯
蔵
穴
が
生
ま
れ
た
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
貯
蔵
穴
は
、
定
着
性
の
強
い
生
活
を
送

っ
て
い
た
か
を
裏
付

け
る
遺
構
で
あ
る
。
余
剰
食
物
と
生
活
の
安
定
化
は
、
身
分
的
差
異
の
芽
生
え
と

も
と
れ
る
。
ま
た
、
土
坑
か
ら
ク
ル
ミ
な
ど
が
出
土
し
た
こ
と
は
、
縄
文
人
の
貯

蔵
方
法
を
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
何
を
食
し
て
い
た
か
が
わ
か

る
点
で
重
要
な
生
活
痕
跡
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
中
期
末
葉
に
な
る
と
中
部
地
方
の
遺
跡
で
は
、
配
石
に
よ
っ
て
集

落
空
間
が
分
割
さ
れ
る
遺
跡
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
は
お
も
に
居
住
域
と
墓
域
に
分

け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
祭
祀
的
な
空
間
も
介
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
集
落
に
お
け
る
空
間
分
割
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
は
、
い
ま

の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
滝
沢
遺
跡
や
三
田
原
遺
跡
群
な
ど
で
は
前
述
の

よ
う
に
居
住
域
と
墓
域
の
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
わ
か
る
。

浅
間
山
麓
で
は
、
集
落
全
体
が
把
握
で
き
る
よ
う
な
遺
跡
は
少
な
い
が
、
宮
平

遺
跡
、
滝
沢
遺
跡

・
岩
下
遺
跡
や
三
田
原
遺
跡
群
の
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
断
片

が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
今
後
、
低
湿
地
遺
跡
な
ど
の
新
た
な
発
見
に
よ

っ
て
縄
文
時
代
像
が
少
し
ず

つ
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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９
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セ
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林
遺
跡
　
七
瀬
遺
跡
』

第 6節 縄文文化の展開―後期
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第
七
節
　
縄
文
文
化
の
終
焉

晩
期

い
う
時
代

縄
文
時
代
晩
期
　
御
代
＝
町
宮

平

遺
跡
は
長
野
県
内
で
も
代
表
的
な
縄
文
時

の

研

究

史
　
代
後
期
の
遺
跡
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

一
片
だ
け
だ
が
、
人
組

三
叉
文
と
呼
ば
れ
る
先
端
三
叉
状
の
沈
線
が
入
り
組
む
文
様
が
描
か
れ
る
縄
文
時

代
晩
期
初
頭
の
土
器
片
が
出
土
し
た

（写
５８
・図
硼
）
。
こ
の
入
組
三
叉
文
は
東
北

地
方
の
大
洞
Ｂ
式
と
い
う
縄
文
時
代
晩
期
初
頭
の
土
器
に
特
徴
的
な
文
様
で
、
研

究
者
の
間
で
は
三
叉
文
の
出
現
、
も
し
く
は
そ
れ
が
主
体
と
な
る
大
洞
Ｂ
式
の
出

現
を
も

っ
て
、
縄
文
時
代
晩
期
の
開
始
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
宮
平
遺
跡
出
上
の

土
器
片
も
そ
の
作
り
手
が
東
北
の
大
洞
Ｂ
式
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
製
作

し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
縄
文
時
代
晩
期
と
は

大
洞
Ｂ
式
も
含
め
た
東
北
の
大
洞
式
、
も
し
く
は
亀
ヶ
岡
式
土
器

（図
１０１
）
と
い

う
彫
刻
的
な
手
法
で
精
巧
に
華
麗
な
文
様
が
作
ら
れ
る
時
期
を
指
し
、
こ
れ
ら
が

晩
期
と
い
う
時
期
区
分
に
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。

青
森
県
西
津
軽
郡
木
造
町
の
亀
ヶ
岡
と
い
う
地
域
で
は
、
古
く
か
ら
精
巧
な
つ

く
り
の
土
器
が
地
中
よ
り
出
土
す
る
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
。
元
和
九

（
一
六
六

五
）
年
に
津
軽
藩
が
残
し
た

「永
禄
日
記
」
で
は
こ
の
地
で
水
を
入
れ
る
瓶
の
形

を
し
た

「奇
代
之
瀬
戸
物
」
が
地
中
か
ら
多
数
出
上
す
る
こ
と
か
ら
亀
ヶ
岡
と
地

縄
文
晩ガ
期き

と

名
が
付
け
ら
れ
た
経
緯
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
亀

ヶ
岡
出
土
の
土
器
は
江
戸
時
代

に
お
い
て
好
事
家
や
文
人
な
ど
の
興
味
を
引
き
、　
い
く

つ
か
の
書
物
に
も
紹
介
さ

れ
て
い
た
。

明
治
十

（
一
八
七
七
）
年
、　
エ
ド
ワ
ー
ド

・
Ｓ

。
モ
ー
ス
に
よ
る
東
京
都
大
森

貝
塚
の
調
査
以
降
、
近
代
的
な
日
本
考
古
学
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
明
治
、
大
正
時

代
の
学
問
の
進
展
に
よ
り
、
亀

ヶ
岡
の

「奇
代
之
瀬
戸
物
」
は
縄
文
式
土
器
に
包

括
さ
れ
、
精
巧
、
多
様
な
文
様
、
盤
・蕎
肝
翌
。．い
っＬ
ざ
皿
・高
曜
・灘
鋼
・隔

鉢
な
ど
の
多
様
な
器
種
を
も
ち
、
お
も
に
東
北

一
円
に
分
布
す
る
こ
れ
ら
は
亀
ヶ

岡
式
上
器
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
亀
ヶ
岡
式
上
器
に
年
代
的
秩
序

を
与
え
た
の
が
山

内
清
男
で
あ
る
。
山
内
は
昭
和
五

（
一
九
二
〇
）
年
、
岩
手
県写50・ 図100 宮平遺跡の大洞 B式土器
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図101 亀ヶ岡式土器のいろいろ (図 は大洞B式中心)

Ｉ．ｃ
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図102 山内清男の大洞式の変遷模式図
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写59 戸倉町円光房遺跡の晩期土器群

大
船
渡
市
大
洞
員
塚
出
上
の
亀
ヶ
岡
式
が
、
時
間
差
に
よ
り
Ｂ
、
Ｃ
、
Ａ
、
Ａ
地

点
で
土
器
の
文
様
な
ど
が
異
な
る
点
を
確
認
、
そ
れ
ら
を
大
洞
Ｂ
・
Ｂ
Ｃ
・
Ｃ
ｌ
・

Ｃ
２

・
Ａ
式

。
Ａ
式
と
呼
称
し
て
土
器
型
式
と
し
て
の
時
間
的
な
序
列
を
整
備
し

た

（図
１０２
）
０
そ
し
て
こ
の
大
洞
諸
型
式
が
縄
文
時
代
で
も
終
末
に
位
置
付
け
ら

れ
、
東
北
で
お
も
に
出
土
す
る
大
洞
諸
型
式
が
関
東
、
中
部
、
近
畿
で
も
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
に
特
徴
的
な
土
器
型
式
に
と
も
な

っ
て
広
域
に
出
土
す
る
点
に
注
目
し

昭
和
十
二

（
一
九
二
七
）
年
、
大
洞

（亀

ヶ
岡
）
式
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に

並
行
す
る
上
器
型
式
が
日
本
列
島
で
用
い
ら
れ
た
縄
文
時
代
で
も
最
終
の
時
期
を

縄
文
時
代
晩
期
と
扱
う
こ
と
を
論
し
た
。

山
内
博
士
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
縄
文
時
代
晩
期
の
概
念
は
、
五
〇
年
を
経
過
し

た
平
成

の
今
日
で
も
有
効
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
内
が
築

い
た
大
洞
諸
型
式
の
秩
序

が
根
本
的
に
揺
る
が
ず
、
ま
た
、
広
範
囲
に
広
が
る
大
洞
諸
型
式
に
よ
り
、
列
島

規
模
で
の
縄
文
時
代
の
終
末
を
論
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
か
ら
だ
。
近
年
、
大

分
県
大
分
市
植
田
市
遺
跡
や
福
岡
県
福
岡
市
雀
居
遺
跡
で
は
、
九
州
の
晩
期
後
半

の
刻
目
突
帯
文
土
器
に
と
も
な

っ
て
大
洞
Ｃ
２
式
が
出
土
し
た
。
東
北
が
本
場
の

大
洞

（亀

ヶ
岡
）
式
が
九
州
で
も
出
土
し
た
訳
で
、
大
洞

（亀

ヶ
岡
）
式
が
広
範

囲
に
広
が
る
こ
と
を
示
す
良

い
例
だ
。
後
で
述
べ
る
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期

の
上
器

（写
５９
）
の
研
究
も
、
中
部
高
地
に
出
土
し
た
大
洞
諸
型
式
と
中
部
高
地
で
独

自
に
発
達
し
た
縄
文
土
器
型
式
と
の
比
較
検
討
作
業
の
過
程
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。

さ
て
、
大
洞
諸
型
式
を
基
準
と
す
る
土
器
型
式
編
年
網
に
位

晩
期
の
暦
年
代

置
付
け
ら
れ
た
晩
期
で
あ
る
が
、
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
法

で
は
お
よ
そ
三

一
〇
〇
年
前
か
ら
二
五
〇
〇
～
二
二
〇
〇
年
前

の
絶
対
年
代
が
与
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え
ら
れ
る
。
放
射
性
炭
素
年
代
法
と
は
動
植
物
が
生
存
中
に
大
気
中
か
ら
同
化
吸

収
す
る
放
射
性
炭
素
℃
が
五
七
三
〇
±
四
〇
年
で
半
減
す
る
こ
と
を
利
用
し
、
放

射
性
炭
素
℃
の
吸
収
が
止
ん
だ
動
植
物
死
後
の
遺
体
の
℃
濃
度
を
測
定
、
そ
の
減

少
度
合
い
か
ら
動
植
物
遺
体
の
年
代
を
測
定
す
る
理
学
的
な
年
代
測
定
法
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
法
に
対
し
、
考
古
学
的
な
手
法
で
暦
年
代

を
推
定
す
る
方
法
も
あ
る
。
縄
文
時
代
晩
期
に
後
続
す
る
弥
生
時
代
の
研
究
で
は
、

す
で
に
国
家
が
成
立
し
て
暦
年
代
が
整
備
さ
れ
て
い
る
中
国
製
の
鏡
や
貨
幣
、
ま

た
中
国
と
対
比
可
能
な
朝
鮮
半
島
製
青
銅
器
な
ど
が
出
土
す
る
北
九
州
地
方
の
遺

跡
で
の
共
伴
事
例
を
も
と
に
弥
生
式
土
器
編
年
と
暦
年
代
を
対
比
す
る
研
究
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
弥
生
時
代
中
期
初
頭
の
佐
賀
県
唐
津
市
宇
木
汲
田
１２
号
甕
棺
や

山
口
県
下
関
市
梶
栗
浜
遺
跡
で
は
朝
鮮
半
島
系
の
細
形
銅
剣
と
多
鉦

鯨
対
ぶ
ァ

出
土
し
た
。
朝
鮮
半
島
出
土
青
銅
器
と
暦
年
代
の
整
備
さ
れ
た
中
国
系
の
考
古
学

資
料
と
の
年
代
対
比
を
試
み
る
研
究
に
よ
る
と
、
宇
木
汲
田
１２
号
甕
棺
や
梶
栗
浜

遺
跡
出
土
の
青
銅
器
は
紀
元
前
三
二
〇
年
か
ら
紀
元
前

一
五
〇
年
こ
ろ
の
朝
鮮
半

島
の
青
銅
器
に
対
比
で
き
る
と
い
う
。
弥
生
時
代
中
期
初
頭
の
暦
年
代
が
紀
元
前

三
二
〇
年
か
ら
紀
元
前

一
五
〇
年
こ
ろ
と
す
る
な
ら
ば
、
弥
生
時
代
前
期
末
の
年

代
の
下
限
が
紀
元
前
三
二
〇
年
と
予
測
で
き
、
前
期
初
頭
の
年
代
は
紀
元
前
三
世

紀
初
頭
な
い
し
四
世
紀
代
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
。

ち
な
み
に
弥
生
時
代
中
期
前
半
～
末
の
北
九
州
の
甕
棺
で
は
、
中
国
の
前
漢
時

代
の
鏡
が
と
も
な
う
こ
と
が
多
く
、
弥
生
時
代
後
期
初
頭
の
西
日
本
の
遺
跡
で
、

中
国
の
新
時
代
か
ら
後
漢
初
頭
ま
で
鋳
造
さ
れ
た
貨
泉
と
い
う
貨
幣
が
出
土
す
る

も
の
が
あ
る
。
前
漢
が
紀
元
前
二
〇
二
年
か
ら
紀
元
八
年
、
新
が
紀
元
八
年
か
ら

紀
元
二
三
年
、
後
漢
が
紀
元
二
五
年
か
ら
三
二
〇
年
の
国
家
で
あ
り
、
ま
た
貨
泉

が
新
時
代
の
紀
元

一
四
年
か
ら
後
漢
時
で
紀
元
四
〇
年
に
五
鉄

銭
が
鋳
造
さ
れ

る
ま
で
、
鋳
造
、
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
弥
生
時
代
中
期
は
紀
元
前
三
二

〇
年
か
ら
紀
元
元
年
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。
か
つ
近
年
、
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡

の
弥
生
時
代
中
期
末
の
木
柱
穴
を
理
学
的
な
年
代
測
定
法
の
一
つ
で
あ
る
年
輪
年

代
測
定
法
で
年
代
測
定
す
る
と
紀
元
前
五
二
年
の
値
が
得
ら
れ
、
大
陸
系
の
遺
物

か
ら
の
暦
年
代
考
察
の
結
果
と
大
き
な
開
き
は
な
い
よ
う
だ
っ

さ
て
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
弥
生
時
代
前
期
の
暦
年
代
を
紀
元
前
四
世
紀
代
か

ら
三
世
紀
初
頭
前
後
と
し
よ
う
。
東
日
本
と
西
日
本
で
は
狩
猟
採
集
漁
労
を
基
盤

と
す
る
縄
文
時
代
の
晩
期
終
末
と
本
格
的
な
農
耕
社
会
が
開
始
す
る
弥
生
時
代
前

期
に
時
間
的
な
差
が
若
千
あ
る
。
土
器
に
よ
る
年
代
と
地
方
の
単
位
で
あ
る
土
器

型
式
の
比
較
で
は
、
東
北
の
縄
文
時
代
晩
期
最
終
末
の
大
洞
Ａ
式
と
ほ
ぼ
同
時
期

の
中
部
高
地
の
晩
期
末
の
氷

Ｉ
式
は
、
東
海
の
樫
王
式
、
そ
し
て
西
日
本
の
弥
生

時
代
前
期
を
三
段
階
区
分
し
た
中
段
階
の
も
の
と
同
時
期
の
可
能
性
が
高
い
。
と

す
れ
ば
中
部
高
地
、
そ
し
て
東
日
本
の
縄
文
時
代
晩
期
終
末
の
下
限
を
考
古
学
的

な
手
法
で
紀
元
前
三
世
紀
半
ば
か
ら
紀
元
前
四
世
紀
半
ば
の
範
囲
で
推
定
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る

（第
二
編
図
５
）。

こ
の
縄
文
時
代
晩
期
に
入
る
と
気
候
は
冷
涼
期
に
む
か
う
。
花

晩
期
の
気
候
　
粉
分
析
に
よ
る
植
生
復
元
か
ら
推
定
し
た
こ
の
時
期
の
気
温
は

年
平
均
気
温
が
現
在
よ
り

一
度
低
か
っ
た
と
い
う
。
気
温
は
標
高

一
〇
〇
屑
高
く

な
る
ご
と
に
○

・
五
五
度
低
く
な
る
の
で
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
住
む
地
域
よ
り
標

高
が

一
八
〇
周
上
の
地
点
の
気
候
を
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
縄
文
時
代
前
期

の
縄
文
海
進
の
こ
ろ
の
年
平
均
気
温
は
現
在
よ
り
三
度
高
い
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
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し
て
前
期
以
降
気
候
は
全
体
的
に
冷
涼
の
傾
向
と
な
る
が
、
晩
期
に
か
け
て
そ
の

傾
向
が
い
ち
じ
る
し
く
な
る
。

長
野
県
北
安
曇
郡
八
坂
村
の
犀
川
丘
陵
に
あ
る
唐
花
見
泥
炭
地
は
広
い
平
坦
面

の
低
凹
地
に
泥
炭
が
堆
積
し
た
湿
原
で
あ
る
。
唐
花
見
泥
炭
地
が
あ
る
北
安
曇
地

方
の
現
在
の
標
準
的
な
植
生
は
標
高
九
五
〇
屑
よ
り
上
帯
に
ブ
ナ
を
中
心
と
す
る

ミ
ズ
ナ
ラ
、
ト
チ
ノ
キ
、
ク
ル
ミ
な
ど
の
冷
温
帯
落
葉
広
葉
樹
林
帯
、
下
帯
に
モ

ミ
、
ツ
ガ
な
ど
の
針
葉
樹
と
コ
ナ
ラ
、
イ
ヌ
ブ
ナ
、
ア
カ
シ
デ
の
落
葉
広
葉
樹
の

あ
る
暖
温
帯
落
葉
広
葉
樹
林
帯
に
区
分
さ
れ
る
が
、
標
高
九
四
五
層
の
唐
花
見
泥

炭
地
は
そ
の
中
間
に
立
地
す
る
こ
と
に
な
る
。
唐
花
見
泥
炭
地
の
花
粉
分
析
の
結

果
を
示
す
花
粉
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム

（図
１０３
）
で
は
放
射
性
炭
素
年
代
で
三
〇
七
〇
年

前
と
ほ
ぼ
縄
文
時
代
晩
期
の
初
頭
に
相
当
す
る
年
代
を
境
に
冷
涼
気
候
を
好
む
モ

ミ
属
、
ト
ウ
ヒ
属
、
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
亜
属
、
ツ
ガ
属
、
ブ
ナ
属
な
ど
の
花
粉
が
増
加

し
、
温
暖
気
候
を
好
む
エ
ノ
キ
属
、
ケ
ヤ
キ
属
、
オ
ニ
グ
ル
ミ
属
の
花
粉
が
減
少
、

ま
た
灌
木
の
モ
チ
ノ
キ
属
、
草
木
の
ヨ
モ
ギ
属
、
炭
化
粒
子
が
増
加
す
る
。
植
生

の
基
本
は
現
在
と
大
き
な
差
は
な
い
が
、
冷
涼
な
気
候
を
好
む
属
の
割
合
が
増
す
。

近
県
の
新
潟
県
、
群
馬
県
、
福
島
県
に
ま
た
が
る
日
光
国
立
公
園
の
尾
瀬
ヶ
原

は
標
高

一
四
〇
〇
屑
、
ブ
ナ
を
中
心
と
す
る
冷
温
帯
落
葉
広
葉
樹
林
帯
の
中
に
あ

る
。
尾
瀬
ヶ
原
の
花
粉
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
で
も
放
射
性
炭
素
年
代
法
で
、
ほ
ぼ
三
〇

〇
〇
年
前
か
ら
二
五
〇
〇
年
前
に
か
け
て
の
時
期
に
高
山
帯
下
部
に
生
息
す
る
ハ

イ
マ
ツ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
半
球
形
マ
ツ
属
の
花
粉
が
全
体
を
占
め
る
割
合
が

増
加
す
る
。
こ
れ
は
高
山
帯
に
生
息
す
る
ハ
イ
マ
ツ
が
気
候
の
冷
涼
化
で
、
そ
の

生
育
域
が
下
降
し
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
い
え
よ
う
。

花
粉
分
析
に
よ
る
当
時
の
植
生
復
元
以
外
の
作
業
か
ら
も
縄
文
時
代
晩
期
で
の
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図104 り‖崎市川中島中学校のボーリングコアの有機物の炭素同位体比と炭素/窒素比 (中井ほか、1988)と オ

ランダ、エングベル トスディジュクスピーン湿原の酸素同位体比の分析結果 (右端、Brennink― meiier,

1983)

気
候
の
冷
涼
化
を
証
明
す
る
デ
ー
タ
が
あ
る
。
愛
知
県
瓜
郷
遺
跡
な
ど
弥
生
遺
跡

調
査
で
は
、
地
中
に
埋
も
れ
た
当
時
の
埋
積
浅
谷
が
発
見
さ
れ
、
当
時
の
海
面
が

現
在
に
く
ら
べ
て
二
～
三
肩
低
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
海

面
の
低
下
現
象
は
当
初
弥
生
時
代
の
遺
跡
で
確
認
さ
れ
、
か
つ
て
は
弥
生
の
小
海

退
の
概
念
で
呼
称
さ
れ
た
訳
だ
が
、
今
日
ま
で
の
研
究
で
は
こ
の
海
退
現
象
は
縄

文
時
代
後

・
晩
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
だ
。
神
奈
川
県
川
崎
市
海
岸
部
で
の
ボ

ー
リ
ン
グ
調
査
で
採
取
し
た
堆
積
物
コ
ア
の
分
析
で
は
、
ほ
ぼ
三
二
〇
〇
年
前
を

境
に
有
機
物
の
炭
素
同
位
体
比
が
海
洋
中
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
起
源
の
炭
素
同
位
体

比
の
数
値
か
ら
と
陸
上
の
生
物
遺
骸
起
源
の
数
値
に
近
づ
き
、
そ
の
状
態
が
二
〇

〇
〇
年
こ
ろ
ま
で
続
く
と
い
う
（図
１０４
）０
有
機
物
の
炭
素
同
位
体
比
の
分
析
か
ら

も
、
縄
文
時
代
晩
期
で
の
海
退
現
象
を
証
明
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
海
退
現
象
は
、
極
北
地
方
を
は
じ
め
世
界
各
地
で
の
氷
床
の
拡
大
に
連
動

し
た
も
の
で
、
気
温
や
海
水
温
の
低
下
は
汎
世
界
的
な
現
象
の
日
本
列
島
で
の
あ

り
方
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
ぼ
三
〇
〇
〇
年
前
か
ら
二
〇
〇
〇
年
前
の

汎
世
界
的
な
気
候
の
冷
涼
期
は
、
地
学
の
術
語
で
ネ
オ
グ
ラ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
称

さ
れ
て
い
る
。
日
本
列
島
の
縄
文
時
代
晩
期
の
気
候
も
世
界
的
な
冷
涼
化
傾
向
に

歩
調
を
あ
わ
せ
る
よ
う
だ
。
縄
文
文
化
は
時
代
全
般
に
お
い
て
世
界
で
も
ほ
か
の

新
石
器
時
代
文
化
に
例
の
な
い
土
器
の
多
量
な
製
作
、
消
費
を
行
な
う
独
自
の
狩

猟
採
集
漁
労
文
化
を
展
開
さ
せ
て
い
た
が
、
縄
文
時
代
晩
期
も
そ
の
例
に
漏
れ
な

い
。
縄
文
時
代
晩
期
は
汎
世
界
的
な
気
候
の
冷
涼
化
、
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
う

海
面
の
低
下
な
ど
気
候
環
境
や
地
形
環
境
の
変
換
期
に
相
当
、
新
た
な
生
活
様
式

の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
な
か
で
生
業
活
動
が
営
ま
れ
、
縄
文
時
代
の
終
焉
を
飾
る
に

相
応
し
い
文
化
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
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一
一　
縄
文
晩
期
の
器

晩
期
の
土
器
　
縄
文
時
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
の

一
つ
に
、
縄
文
式
土
器
が
あ

る
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
を
調
査
す
る
た
び
に
多
く
の
出
土
量
を

誇
る
も
の
が
土
器
で
あ
り
、
縄
文
時
代
は
多
く
の
時
間
と
労
力
を
か
け
て
華
麗
な

装
飾
が
施
さ
れ
た
土
器
が
製
作
さ
れ
て
い
た
。
世
界
各
地
の
新
石
器
時
代
に
お
い

て
も
、
日
本
列
島
の
縄
文
時
代
ほ
ど
土
器
の
製
作
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
注
が
れ
た
例

は
ほ
か
に
な
い
。
考
古
学
の
中
で
も
縄
文
時
代
の
研
究
を
専
ら
と
す
る
研
究
者
の

多
く
が
、
こ
の
縄
文
式
土
器
の
分
析
に
か
か
わ
っ
た
の
も
、
縄
文
時
代
の
本
質
か

ら
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
縄
文
式
土
器
の
研
究
は
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
性
を
も
つ
。　
一
つ
は

縄
文
式
土
器
が
地
域
や
時
期
に
よ

っ
て
そ
の
装
飾
、
文
様
や
器
の
形
が
共
通
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
代
表
的
な
遺
跡
名
を
と
っ
て
佐
野
式

・
氷
Ｉ
式
な

ど
型
式
と
い
う
概
念
で
単
位
化
し
、
年
代
的
に
序
列
す
る
。
年
代
的
な
序
列
は
こ

れ
ら
が
埋
没
、
堆
積
し
た
時
間
差
を
示
す
層
位
差
と
装
飾
、
文
様
、
器
形
の
変
化

の
連
続
性
を
究
明
す
る
型
式
差
に
よ
り
決
定
す
る
。
こ
れ
を

一
般
に
編
年
研
究
と

呼
称
す
る
が
、
土
器
型
式
に
よ
る
編
年
研
究
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
で
、
縄
文
時
代

の
よ
り
細
か
な
文
化
変
遷
を
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
土
器
編
年
研
究
は
、
縄

文
時
代
の
研
究
が
歴
史
学
を
志
向
す
る
上
で
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
基
礎
研
究

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
め
は
年
代
と
地
域
の
単
位
で
あ
る
土
器
型
式
は
、
同
じ
時
期
で
も
地
域
に

よ
り
型
式
、
つ
ま
り
装
飾
、
文
様
、
器
の
形
な
ど
を
異
に
す
る
が
、
ほ
か
の
地
域
の
土

器
型
式
を
模
倣
、
も
し
く
は
搬
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
小
諸
市
石
神

遺
跡
で
は
、
東
海
地
方
に
主
体
的
に
分
布
す
る
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
五
貫
森
式

土
器
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
土
器

型
式
で
あ
る
女
鳥
羽
川
式
の
甕
が
、
東
海
の
五
貫
森
式
の
甕
か
ら
の
影
響
で
変
化

す
る
よ
う
に
、
土
器
型
式
は
製
作
側
自
ら
の
変
化
、
ま
た
ほ
か
の
地
域
の
土
器
型

式
か
ら
の
影
響
で
変
化
す
る
。
土
器
の
変
遷
の
過
程
で
ほ
か
の
地
域
か
ら
の
影
響

関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
地
域
間
の
交
流
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
め
に
は
土
器
は
本
来

器
そ
の
も
の
で
あ
り
、
水
や
食
物
を
入
れ
て
貯
蔵
や

煮
炊
き
す
る
な
ど
器
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
生
活
の
日
常
用
具
と

し
て
の
土
器
の
用
途
や
機
能
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
先
史
時
代
の
生
活
史
を
復
元

で
き
る
訳
で
あ
る
。
た
だ

一
万
年
以
上
も
続
く
縄
文
時
代
の
土
器
を

一
括
し
て
生

活
史
の
復
元
を
論
ず
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
さ
き
に
述
べ
た
型
式
に
よ
る
土
器
編

年
に
そ
っ
た
単
位
で
の
土
器
の
機
能
、
用
途
の
分
析
で
な
い
と
、
生
活
史
の
復
元

に
は
あ
ま
り
有
効
で
な
い
と
の
前
提
が
つ
く
。

以
上
の
三
点
が
縄
文
式
土
器
を
研
究
す
る
上
で
の
主
要
な
方
向
性
と
い
え
る
が
、

土
器
に
よ
る
地
域
交
流
、
用
途
機
能
か
ら
の
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
基
礎

と
な
る
の
が
土
器
型
式
に
よ
る
土
器
編
年
と
い
え
る
。

で
は
、
御
代
田
町
お
よ
び
周
辺
の
北
佐
久
地
方
を
中
心
と
し
て
、
縄
文
時
代
晩

期
の
文
化
を
語
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
そ
の
基
礎
研
究
と
し
て
土
器
の
変
遷
に
触
れ

て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
解
説
の
都
合
上
、
縄
文
時
代
晩
期
の
み
な
ら
ず
縄
文
時
代
後
期

後
半
か
ら
弥
生
時
代
前
期
末
ま
で
を
取
り
扱
う
。
な
お
中
部
高
地
の
晩
期
編
年
で
、
と

く
に
型
式
設
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
時
期
は
適
宜
、
代
表
的
な
遺
跡
名
や
東
北
の
大

洞
Ｂ
、
Ｂ
Ｃ
、
Ｃ
ｌ
、
Ｃ
２
、
Ａ
、
Ａ
式
と
続
く
大
洞
式
と
の
対
比
で
触
れ
る
。
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図105 後期後半の移り変わり

図105の 26・ 27は 東北の縄文時代後期末「瘤付土器」第 4段階の文様を取り入れた壺、もしくは注目土器。し

かし、本場の東北では26・ 27の 入り組む文様は深鉢に多く、壺。注口土器に付されることはない。したがって

26・ 27は 、東北の土器文様を取り込みながらも、中部高地独自に成立した土器といえよう。
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小
諸
市

石
神
遺
跡
　
小
諸
市
石
神
遺
跡
Ｊ
３４
号
住
居
出
土
資
料
の
主
体
は
、

Ｊ
３４
号
住
居
の
土
器
　
縄
文
時
代
後
期
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
部
高

地
で
は
ま
だ
適
当
な
型
式
は
な
い
が
、
関
東
西
部
の
高
井
東

式
の
後
半
段
階
と
共

通
す
る
部
分
が
多
い
。
関
東
の
後
期
後
半
安

行

１
式
に
並
行
し
よ
う
。

石
神
遺
跡
Ｊ
３４
号
住
居
出
土
資
料
に
は
、低
い
大
形
波
状

叫
魔
で
水
平
に
隆

橋

が
め
ぐ
り
、
隆
帯
の
上
位
が
沈
線
か
無
文
の
精
製
深
鉢

（図
１０５
‐
２

・
５

ｏ
９
）
、

波
状
口
縁
で
口
縁
に
沿

っ
て
枠

状

文
を
も
つ
深
鉢

（図
１０５
‐
８
）
、
波
状
口
縁
で

回
縁
に
沿

っ
て
隆
帯
や
枠
状
文
を
も
ち
、
さ
ら
に
沈
線
が
施
さ
れ
る
深
鉢

（図
１０５

１
１

・
４
）
、
粗
製
の
無
文
深
鉢
が
あ
る
。
ま
た
、
精
製

注

畦
土ど
器き
で
は
平
行
沈

線
間
に
刻
日
、
瘤
が
貼
り
付
け
ら
れ
、
東
北
の
後
期
後
半
の
瘤
付
土
器
第
二
段
階

の
文
様
を
も
つ
（図
１０５
‐
‐０
）０
本
場
の
東
北
で
は
深
鉢
の
器
種
に
施
さ
れ
る
文
様

で
あ
る
が
、
中
部
高
地
で
は
独
自
に
注
口
土
器
に
そ
の
文
様
を
取
り
込
む
よ
う
だ
。

石
神
遺
跡
Ｊ
３４
号
で
は
帯
縄
文
を
も
つ
関
東
の
安
行
１
式
も
出
土
す
る

（図
１０５

１
７
）。
ま
た
東
北
の
瘤
付
土
器
第
二
段
階
と
も
並
行
す
る
よ
う
だ
。
御
代
田
町
で

は
宮
平
遺
跡
に
こ
の
時
期
の
良
好
な
資
料
が
あ
る
。

後

期

末

の
　
南
佐
久
郡
佐
久
町
後
平
遺
跡
Ｊ
４
号
住
居
出
土
資
料
の
多
く
は
、

土
　
　
　
器
　
縄
文
時
代
後
期
末
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
部
高
地
で
は
ま

だ
適
当
な
型
式
名
は
な
い
が
、
関
東
の
後
期
末
安
行
２
式
に
並
行
し
よ
う
。

波
状
口
縁
、
ま
た
平
口
縁
に
沿

っ
て
ミ
ガ
キ
が
顕
著
な
低

隆
襦
、
も
し
く
は
凹

線
を
装
飾
と
す
る
深
鉢

（図
１０５
‐
‐３

・
‐４

・
‐８
）
が
指
標
と
な
る
。
日
縁
部
の
装

飾
で
は
小

突
起
や
縦
の
小
隆
帯
も
も
つ
。
粗
製
の
無
文
深
鉢
も
こ
れ
に
と
も
な

う
。
精
製
注
口
土
器
で
は
東
北
の
後
期
末
の
瘤
付
土
器
第
四
段
階
の
入
組
文
の
文

様
を
も
つ
も
の

（図
１０５
‐
島

・
２７
）
が
組
成
す
る
。
こ
の
文
様
も
東
北
で
は
深
鉢

の
器
種
に
施
さ
れ
る
文
様
が
、
中
部
高
地
で
は
精
製
注
目
土
器
に
独
自
に
取
り
込

ま
れ
た
よ
う
だ
。
東
北
の
影
響
を
受
け
た
入
組
文
を
も
つ
中
部
高
地
独
自
の
精
製

注
目
土
器
の
好
例
は
、
小
諸
市
石
神
遺
跡
、
塩
尻
市
館
遺
跡
、
飯
田
市
中
村
中

乳

遺
跡
に
あ
る
。

石
神
遺
跡
Ｊ
３２
号
住
居
は
後
期
後
半
か
ら
晩
期
初
頭
ま
で
の
時
期
幅
を
も
つ
が

こ
の
時
期
を
含
み
、
望
月
町
浦
谷
Ｂ
遺
跡
で
も
こ
の
時
期
が
多
い
。
御
代
田
町
で

は
宮
平
遺
跡
に
こ
の
時
期
の
好
資
料
が
恵
ま
れ
る
。

晩
期
初
頭
の
　
東
北
の
大
洞
Ｂ
式
、
関
東
の
安
行
３
ａ
式
と
二
叉
文
が
出
現
、

土
　
　
　
器
　
も
し
く
は
主
体
的
に
な
る
な
ど
東
日
本
の
土
器
の
文
様
で
三
叉

文
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
時
期
で
あ
る
。
た
だ
大
洞
Ｂ
式
、　
つ
ま
り
晩
期
の
開

始
を
三
叉
文
の
出
現
と
す
る
か
、
三
叉
文
が
主
体
と
な
る
時
期
と
す
る
か
で
研
究

者
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
今
回
は
か
り
に
口
縁
部
付
近
に
二
叉
文
が
出
現
す

る
時
期
を
も

っ
て
大
洞
Ｂ
式
、　
つ
ま
り
晩
期
の
開
始
と
す
る
。
研
究
者
に
よ
っ
て

は
後
期
末
と
扱
う
時
期
で
あ
る
。
な
お
大
洞
Ｂ
式
は
さ
ら
に
三
叉
文
が
出
現
、
主

体
と
な
る
大
洞
Ｂ
ｌ
式
、
入
組
三
叉
文
な
ど
が
展
開
す
る
大
洞
Ｂ
２
式
に
区
分
さ

れ
る
。
さ
て
中
部
高
地
で
は
晩
期
初
頭
の
土
器
型
式
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、

断
片
的
な
資
料
を
も
と
に
そ
の
見
と
お
し
を
述
べ
る
。

日
縁
部
に
三
叉
文
が
出
現
す
る
段
階
で
は
、
富
士
見
町
大
花
遺
跡
２
号
住
居
出

土
資
料
に
代
表
さ
れ
る
。
鉢
２
肩
部
に
隆
帯
文
が
出
現
し
、
そ
の
上
位
に
三
叉
文

を
は
じ
め
と
す
る
文
様
を
も
つ

（図
１０６
‐
‐

・２
）。
こ
の
三
叉
文
は
大
洞
Ｂ
式
の
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三
叉
文
と
系
統
は
異
な
る
が
、
そ
の
影
響
で
在
地
的
に
出
現
し
た
可
能
性
が
高
い
。

口
縁
部
に
対
弧
状
の
沈
線
文
を
も
つ
深
鉢

（図
１０６
‐
５

ｏ
９
）
も
と
も
な
う
。
こ

の
段
階
を
後
期
最
終
末
と
扱
う
か
、
晩
期
最
初
頭
と
扱
う
か
は
課
題
で
あ
る
。

三
叉
文
が
主
体
的
な
大
洞
Ｂ
ｌ
式
に
並
行
す
る
段
階
は
松
本
市

エ
リ
穴
遺
跡
、

南
牧
村
中
ノ
沢
遺
跡
な
ど
で
確
認
で
き
る
。
こ
の
段
階
の
隆
樹
対
土
器
の
系
統
は

不
明
で
あ
る
。
小
諸
市
石
神
遺
跡
で
美
斎
津

一
夫
氏
採
集
の
人
面
付
注
目
土
器
（写

６２
）
は
関
東
の
安
行
３
ａ
式
の
も
の
だ
が
、
こ
の
段
階
の
資
料
で
あ
ろ
う
。

大
洞
Ｂ
２
式
に
並
行
す
る
段
階
は
、
単
体
な
が
ら
小
諸
市
石
神
遺
跡
の
美
斎
津

一
夫
氏
採
集
の
資
料
に
あ
る
（図
１０６
‐
”
）０
御
代
田
町
宮
平
遺
跡
出
土
の
入
組
三

叉
文
の
土
器
も
こ
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
（図
１００
）
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
こ
の
段
階

に
三
叉
文
が
在
地
的
に
変
形
し
て
、
佐
野
Ｉ
ａ
式
の
成
立
母
体
と
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
隆
帯
文
土
器
の
系
統
で
は
、
隆
帯
上
位
の
文
様
が
や
や
消
失
傾
向
気
味
に
な
る
。

佐
野
ｌ
ａ
式
　
山
ノ
内
町
佐
野
遺
跡
出
土
資
料
を
基
準
に
佐
野
式
は
設
定
さ
れ

た
が
、
佐
野
式
は
さ
ら
に
佐
野
Ｉ
ａ
式
、
Ｉ
ｂ
式
、
Ｈ
式
に
細

分
さ
れ
る
。
佐
野
Ｉ
ａ
式
は
か
つ
て
連
鎖
状

〓
一叉
文
を
基
準
に
考
え
ら
れ
た
が
、

む
し
ろ
長
野
市
宮
崎
遺
跡
２
号
住
居
出
土
資
料

（図
１０６
‐
２７

・
２９
～
３３
）
を
基
準

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
文
様
は
三
叉
文
が
変
形
し
た
も
の
（図
１０６
‐
２７
・

２９
～
３２
）
、
変
形
し
た
三
叉
文
が
多
様
に
入
り
組
む
も
の
が
展
開
す
る
。
器
種
で
は

深
鉢
、
浅
鉢
、
壺
、
皿
、
蓋
形
土
器
な
ど
が
み
る
。
粗
製
深
鉢
は
砲
弾
形
で
幅
広

な
数
条
の
沈
線
を
も
つ
も
の
（図
１０６
‐
由
）
ヽ
無
文
の
も
の
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
に
隆
帯
文
土
器
と
さ
れ
る
、
日
縁
部
に
隆
帯
を
も
ち
隆
帯
よ
り
上
位
に
文
様
を

も
た
な
い
土
器

（図
１０６
‐
３４
）
を
と
も
な
う
。

宮
崎
遺
跡
２
号
住
居
で
は
、
大
洞
Ｂ
Ｃ
式
の
影
響
を
受
け
た
羊
歯
状

対
を
も
つ

土
器

（図
１０６
‐
３４
）
と
関
東
の
安
行
３
ｂ
式
が
、
戸
倉
町
円
光
房
遺
跡
２６
号
住
居

で
東
海
の
元
刈
谷
式
が
佐
野
Ｉ
ａ
式
に
と
も
な
っ
た
。
佐
野
Ｉ
ａ
式
は
東
北
の
大

洞
Ｂ
Ｃ
式
、
関
東
の
安
行
３
ｂ
式
、
東
海
の
本
刈
谷
式
に
並
行
し
よ
う
。

御
代
田
町
で
は
佐
野
Ｉ
ａ
式
の
出
土
例
は
ま
だ
な
い
が
、
小
諸
市
石
神
遺
跡
で

出
土
例
が
あ
る

（図
１０６
‐
２６
）ｏ

佐
野
ｌ
ｂ
式
　
佐
野
Ｉ
ｂ
式
は
ま
だ

一
括
資
料
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
が
、
佐

野
Ｉ
ａ
式
、
Ｉ
ｂ
式
が
ま
と
ま
る
戸
倉
町
円
光
房
遺
跡
１
号
土

器
集
積
か
ら
佐
野
Ｉ
ａ
式
を
引
き
算
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
鍵
の
手
文
と
い

う
文
様

（図
１０７
‐
‐

・
３
）
が
そ
の
指
標
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
変
形
し
た
三
叉

文
が
多
様
に
入
り
組
む
文
様
が
と
も
な
う
。
鍵
の
手
文
を
も
つ
器
種
は
深
鉢
、
浅

鉢
、
壺
、
鉢
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
直
線
的
な
縄
文
帯
を
も
つ
深
鉢
、
浅
鉢
、
平
行

沈
線
間
に
列
点
刺
突
を
も
つ
深
鉢
、
浅
鉢
な
ど
も
あ
る
。
粗
製
深
鉢
で
は
砲
弾
形

の
器
形
で
数
条
の
幅
広
な
平
行
沈
線
を
も
つ
も
の
や
無
文
の
も
の
が
あ
る
。

戸
倉
町
円
光
房
遺
跡
１
号
集
積
で
は
佐
野
Ｉ
ａ
式
、
佐
野
Ｉ
ｂ
式
に
羊
歯
状
文

を
も
つ
東
北
の
大
洞
Ｂ
Ｃ
式
、
雲
形
文
を
も
つ
大
洞
Ｃ
ｌ
式
が
と
も
な
っ
た
。
佐

野
Ｉ
ｂ
式
は
東
北
の
大
■
Ｃ
ｌ
式
、
東
海
の
稲
荷
山
式
に
並
行
し
よ
う
。
御
代
田
町
で

は
佐
野
Ｉ
ｂ
式
の
出
土
例
は
ま
だ
な
い
が
、
小
諸
市
石
神
遺
跡
で
出
土
例
が
あ
る
。

佐

野

＝

式
　
中
部
高
地
で
独
自
に
発
達
し
た
粗
大
な
墓
字じ
対

（図
１０７
‐
７

～
１０
）
と
い
う
文
様
が
そ
の
指
標
と
な
る
。
粗
大
な
工
字
文
は

上
下
交
互
に
三
叉
状
に
器
面
を
彫
る
こ
と
で
隆
線
で
工
字
状
の
文
様
が
な
さ
れ
、
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そ
の
文
様
は

一
段
と
な
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
。

文
様
帯
は
二
条
の
平
行
沈
線
間
の
列
点
刺
突
に

よ
り
区
画
さ
れ
る
も
の
が
多
ぐ
、
そ
れ
ら
の
回

縁
部
内
面
に
は
幅
八
～

一
二

リミ
の
凹
線
状
の
平

行
沈
線
が

一
～
三
条
施
さ
れ
、
波
状
口
縁
の
内

側
は
三
叉
状
の
彫
り
込
み
と
な
る
。
い
っ
ぽ
う
、

少
数
な
が
ら
も
口
縁
部
内
側
に
は
幅
三
～
六
ぼ

で
棒

状

工
具
に
よ
る
平
行
沈
線
が
施
さ
れ
る

も
の
も
あ
る
。
粗
大
な
工
字
文
を
も
つ
器
種
は

深
鉢
、
壺
、
浅
鉢
、
鉢
で
あ
る
。
粗
製
深
鉢
は

不
明
な
点
も
あ
る
が
、
砲
弾
形
の
器
形
で
数
条

の
幅
広
の
平
行
沈
線
を
も
つ
も
の
や
無
文
の
も

の
が
と
も
な
う
よ
う
だ
。

長
野
市
宮
崎
遺
跡
の
調
査
で
は
佐
野
Ｈ
式

（図
１０７
‐
ク
）
と
東
北
の
大
洞
Ｃ
２
式
前
半
段

階
の
土
器

（図
１０７
‐
６
）
が
共
伴
し
た
。
こ
れ

ま
で
永
峯
光

一
に
よ
り
佐
野
Ｈ
式
と
大
洞
Ｃ
２

式
の
同
時
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
具
体
的

な
共
伴
例
が
な
か
っ
た
。
宮
崎
遺
跡
の
調
査
で

初
め
て
大
洞
Ｃ
２
式
前
半
と
の
並
行
関
係
が
明

確
と
な
っ
た
。

御
代
田
町
で
佐
野
Ⅱ
式
の
出
土
例
は
ま
だ
な

い
が
、
小
諸
市
石
神
遺
跡
で
は
美
斎
津

一
夫
氏
採
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集
の
資
料
、
ま
た
小
諸
市
教
育
委
員
会
の
調
査
で
良
好
な
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

大
洞
Ｃ
２
式
　
東
北
の
大
洞
Ｃ
２
式
後
半
段
階
は
新
潟
で
は
上
野
原
式
、
東
海

後
半
の
土
器
　
で
は
五
貫
森
式
前
半
段
階
に
並
行
す
る
が
、
中
部
高
地
で
は
そ
れ

に
並
行
す
る
土
器
は
明
確
で
な
い
。
た
だ
予
察
と
し
て
以
下
の
三
案
が
考
え
ら
れ
る
。

①
大
町
市

一
津っ
遺
跡
、
丸
子
町
深
町
遺
跡
、
中
条
村
宮
遺
跡
な
ど
で
は
佐
野
Ｈ

式
の
粗
大
な
工
字
文
が
直
線
的
に
変
化
し
た
類

（図
１０７
‐
・３

・
・６

・
‐８
）
が
存
在

す
る
。
こ
れ
ら
は
佐
野
Ｈ
式
に
時
間
的
に
後
続
す
る
可
能
性
が
高
い
。

②
野
沢
温
泉
村
岡
ノ
峯
遺
跡
に
は
新
潟
の
上
野
原
式
の
影
響
を
受
け
た
土
器

（図
１０７
‐
‐２
）
と
、
①
の
佐
野
Ｈ
式
の
系
統
を
引
く
直
線
的
な
工
字
文

（図
１０７
‐

・６

・
‐９
）
が
出
土
し
た
。
た
だ
上
野
原
式
の
影
響
を
受
け
た
土
器
は
北
信
濃
の
地

域
色
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

③
粗
大
な
工
字
文
を
も
つ
佐
野
Ｈ
式
が
大
洞
Ｃ
２
式
前
半
の
み
な
ら
ず
、
Ｃ
２

式
後
半
に
も
並
行
す
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
佐
野
Ｈ
式
と
女
鳥
羽
川
式
と
の
型
式

学
的
な
非
連
続
性
を
充
分
に
説
明
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
を
も
つ
。
③
案
の
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
現
状
で
の
中
部
高
地
の
大
洞
Ｃ
２
式
後
半
並
行
の
土

器
は
、
①
②
案
の
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
図
１０７
‐
‐４
の
石
神
遺
跡
例
は
、
東
海

の
五
貫
森
式
で
あ
る
。

女め
鳥と
和
肥
式
　
岬
赫
い
は
疇
］
倒
繊
脚
卿
“
藤
向
け
囃
癬
藤

・弗
付ふ定
牌
】
一
ビ
時

以
下
は
数
条
の
平
行
沈
線
を
も
つ
も
の

（図
１０８
‐
・
・
２
・
６
）、
工
字
文
を
も
つ

も
の

（図
１０８
‐
９
ｏｌＯ
）
、
直
線
的
に
外
反
す
る
器
形
で
外
面
や
内
外
面
に
数
条
の

平
行
沈
線
を
も
つ
も
の

（図
１０８
‐
４

・
５
）
、
粗
製
深
鉢

・
甕
で
は
口
縁
部
に

一
、

二
条
の
平
行
沈
線
を
も
ち
、
胴
部
が
無
文
の
も
の

（図
１０８
‐
虚

。
‐３

・
‐５
）
な
ど

が
型
式
を
構
成
す
る
。

精
製
浅
鉢
の
眼
鏡
状
付
帯
文
は
、
東
北
の
大
洞
Ｃ
２
式
後
半
か
ら
Ａ
式
前
半
、

新
潟
の
上
野
原
式
か
ら
鳥
屋
１
式
の
精
製
浅
鉢
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
、
女
鳥
羽
川

式
の
精
製
浅
鉢
は
東
北
や
新
潟
方
面
か
ら
の
影
響
で
成
立
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、
女

鳥
羽
川
式
の
粗
製
甕
の
器
形
は
、
東
海
の
五
貫
森
式
の
甕
か
ら
の
影
響
で
成
立
す

る
。
た
だ
粗
製
甕
の
口
縁
部
の
沈
線
は
佐
野
Ｈ
式
に
少
数
な
が
ら
あ
る
日
縁
内
面

に
あ
る
幅
狭
な
三
～
六

リミ
の
沈
線
か
ら
の
系
統
で
あ
る
。
女
鳥
羽
川
式
は
佐
野
Ｈ

式
の
系
統
を
母
胎
と
し
て
東
北

。
新
潟
や
東
海
の
影
響
で
成
立
す
る
。

女
鳥
羽
川
式
は
東
北
の
大
洞
Ａ
式
前
半
段
階
、
新
潟
の
鳥
屋
１
式
、
東
海
の
五

貫
森
式
後
半
段
階
に
並
行
す
る
。
愛
知
県
豊
橋
市
五
貫
森
貝
塚
で
は
女
鳥
羽
川
式

と
五
貫
森
式
後
半
段
階
が
共
伴
し
て
い
る
。
な
お
御
代
田
町
で
は
ま
だ
女
鳥
羽
川

式
の
出
土
例
は
な
い
。

職
れ

岬

式
　
け
［
向
嘲
『
榔
脚
【
“
辞
肺
』
魏
晦
暉
』
畔
颯
」
耐
」
に
酬
一

浮ふ 浅

線
網

状

文
）
を
も
つ

（図
１０８
‐
・６

・
‐７

・
・９
）ｏ
浮
線
網
状
文
は
上
下
を
平
行
沈

線
で
区
画
さ
れ
る
。
直
線
的
に
外
反
す
る
精
製
浅
鉢
で
は
外
面
、
内
外
面
に
三
条

以
上
の
沈
線
を
も
つ

（図
１０８
‐
‐８
）ｏ
粗
製
深
鉢
・甕
で
は
口
縁
部
に
三
条
以
上
の

多
条
な
沈
線
を
も
ち
、
胴
部
は
無
文
の
も
の
が
多

い
（図
１０８
‐
九
）０
胴
部
の
地
文

で
は
木
口
を
引
い
た
細
密

条
痕
、撚

っ
た
糸
を
軸
に
巻
い
て
回
転
さ
せ
た
撚
糸
文

も
少
数
な
が
ら
出
現
す
る
。
粗
製
甕
の
形
態
２
肩
部
に
精
製
浅
鉢
の
浮
線
文
を
も
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つ
半
精
製
土
器
も
多
く
な
る
。
甕
が
変
化
し
て
で
き
た
大
型
壺
も
こ
の
時
期

に
出
現
す
る
。

離
山
式
で
は
浮
線
文
精
製
浅
鉢
が
発
達
、
半
精
製
土
器
が
発
達
な
ど
新
潟

の
鳥
屋
２
ａ
式
か
ら
の
影
響
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
粗
製
甕
で
は
器
形
は
女

鳥
羽
川
式
か
ら
の
伝
統
で
、
鳥
屋
式
の
粗
製
甕
と
は
異
な
る
。
た
だ
甕
が
変

容
し
た
大
型
壺
の
出
現
は
、
弥
生
化

へ
の
兆
候
と
い
え
よ
う
。

離
山
式
は
東
北
の
大
洞
Ａ
式
後
半
、
新
潟
の
鳥
屋
２
ａ
式
、
東
海
の
馬
見

塚
式
に
並
行
す
る
。
西
日
本
で
は
こ
の
時
期
に
弥
生
時
代
前
期
に
突
入
す
る
。

離
山
式
は
御
代
田
町
で
は
ま
だ
出
土
例
が
な
い
。

氷
　
―
　
式
　
小
諸
市
氷
遺
跡
出
土
の
氷
鼈
跡
第
１
群
を
基
準
に
設
定
さ

れ
た
。
中
部
高
地
に
お
け
る
縄
文
時
代
晩
期
最
終
末
の
土

器
型
式
で
あ
る
。
精
製
浅
鉢
で
は
口
外
帯
と
い
う
口
縁
端
部
の
装
飾
、
外
湾

す
る
頸
部
の
無
文
帯
、
胴
部
に
浮
線
文

（浮
線
網
状
文
）
を
も
つ

（図
１０９
‐

３

・
９

ｏ
ｌＯ
ｏ
ｌ２
～
‐４
）ｏ
離
山
式
の
浮
線
は
隆
線
を
束
ね
て
調
整
す
る
の
に

対
し
、
氷
Ｉ
式
の
浮
線
文
は
器
面
を
彫
り
込
む
こ
と
で
浮
彫
り
状
に
浮
線
を

作
出
す
る
。
離
山
式
と
氷
Ｉ
式
の
精
製
浮
線
文
浅
鉢
と
は
、
文
様
帯
構
成
お

よ
び
浮
線
の
表
出
法
で
異
な
る
。
浮
線
文
を
も
つ
精
製
器
種
に
は
浅
鉢
の
ほ

か
に
甕

（図
１０９
‐
血
）
や
壺

（図
１０９
‐
‐５
～
‐７
）
も
あ
る
。
ま
た
精
製
浅
鉢

で
は
日
外
帯
、
頸
部
無
文
帯
を
も
ち
、
胴
部
無
文
の
精
製
無
文
浅
鉢

（図
１０９

１
２２
・２３
）
も
あ
る
。
粗
製
甕
で
は
口
外
帯
以
下
に
数

条
の
浮
線
を
も
ち
、
胴

部
に
は
細
密
条
痕
が
施
さ
れ
る

（図
１０９
‐
８
・
１９
。
２７
）ｏ
細
密
条
痕
に
は
稲

妻
状
の
沈
線
が
施
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
胴
部
無
文
の
も
の
も
あ
る
。
底
面

釣
（大
洞
Ａ
式
前
半
並
行
）

女
鳥
羽
川
式

1～ 5、 7～ 9、 12～ 15女鳥羽川 60100‖、15-津

図108 女鳥羽川式から離山式への移 り変わり
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［新
］

（弥
生
時
代
前
期
）

氷
　
Ｈ
　
式

1～31氷

図110 弥生前期 氷 ‖式
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は
土
器
製
作
時
に
編
物
を
敷
い
た
跡
が
確
認
さ
れ
る
網
代
底
で
あ
る
。
半
精
製
甕

も
あ
る
。

氷
Ｉ
式
は
長
野
市
篠
ノ
井
遺
跡
群

聖

川
堤
防
地
点
や
群
馬
県
倉
渕
村
三
ノ
倉

落
合
遺
跡
出
土
資
料
を
も
っ
て
古
、
「
氷
遺
跡
第
１
群
」
で
も
主
体
の
資
料
に
よ
り

中
、
松
本
市
石
行
遺
跡
出
土
資
料
を
も

っ
て
新
と
さ
ら
に
三
段
階
に
そ
の
変
遷
過

程
が
認
め
ら
れ
る
。
古
段
階
で
は
精
製
浮
線
文
浅
鉢
で
頸
部
無
文
帯
が
短
く

（図

‐０９
‐
３
）
、
粗
製
甕
の
日
外
帯
以
下
の
浮
線
が
三
条
以
上
と
多
条

（図
１０９
‐
８
）、

中
段
階
で
は
精
製
浮
線
文
浅
鉢
の
頸
部
無
文
帯
が
発
達
し

（図
１０９
‐
９

ｏ
ｌＯ

・
１２

～
‐４
）
、
粗
製
甕
で
は
口
外
帯
以
下
の
浮
線
が
二
条
と
な
り

（図
１０９
‐
・９
）、
新
段

階
で
は
精
製
浮
線
文
浅
鉢
の
数
が
激
減
、
粗
製
甕
で
は
日
外
帯
以
下
の
浮
線
が

一

条
と
な
る
（図
１０９
‐
２７
）ｏ
ま
た
新
段
階
で
氷

式
突
帯
壺
と
い
う
中
部
高
地
で
独
自

に
発
達
し
た
突
帯
が
口
縁
部
に
め
ぐ
り
、
甕
か
ら
変
化
し
た
大
型
壺
が
出
現
す
る
。

氷
Ｉ
式
の
精
製
浮
線
文
浅
鉢
は
そ
の
文
様
意
匠
で
東
北
や
新
潟
方
面
か
ら
の
影

響
を
受
け
る
も
の
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
氷
Ｉ
式
粗
製
甕
の
甕
形
器
形
の
製
作

手
法
を
取
り
入
れ
、
精
製
浮
線
文
浅
鉢
の
頸
部
が
短
い
も
の
か
ら
長
い
も
の
へ
と

発
達
す
る
。
氷
Ｉ
式
の
精
製
浅
鉢
は
型
式
内
の
内
在
的
な
要
因
で
変
化
す
る
と
い

え
る
。
粗
製
甕
の
甕
形
器
形
は
女
鳥
羽
川
式
、
離
山
式
か
ら
の
系
統
だ
が
、
鳥
屋

２
式
の
粗
製
深
鉢
か
ら
の
影
響
で
胴
部
に
細
密
条
痕
が
多
く
な
る
。
い
っ
ぽ
う
、

新
段
階
に
出
現
す
る
氷
式
突
帯
壺
は
氷
Ｉ
式
の
粗
製
甕
が
大
型
壺
化
し
た
も
の
だ

が
、
突
帯
を
も
つ
東
海
の
樫
王
式
の
壺
の
影
響
を
受
け
て
、
中
部
高
地
で
独
自
に

発
達
し
た
在
地
的
な
突
帯
を
も
つ
。
ち
な
み
に
氷
Ｉ
式
の
時
期
に
は
東
海
の
樫
王

式
の
流
入
が
目
立
つ
よ
う
だ
。

氷
Ｉ
式
の
主
体
は
東
北
の
大
洞
Ａ′
式
、
新
潟
の
鳥
屋
２
ｂ
式
、
東
海
の
樫
王
式

に
並
行
す
る
。
近
畿
で
は
弥
生
時
代
前
期
中
段
階
に
相
当
す
る
。
御
代
田
町
で
は

一戻
場
遺
跡
に
氷
Ｉ
式
が
ま
と
ま
る
（図
皿
）
。
ま
た
近
隣
で
は
標
式
遺
跡
の
小
諸
市

氷
遺
跡
の
ほ
か
、
佐
久
市
下
茂
内
遺
跡
な
ど
で
氷
Ｉ
式
が
ま
と
ま
る
。

氷
　
＝
　
式
　
小
諸
市
氷
遺
跡
出
土
の
氷
遺
跡
第
２
群

・
３
群
を
基
準
に
設
定

さ
れ
た
。
か
つ
て
は
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
最
終
末
の
土
器

型
式
と
さ
れ
た
が
、
今
日
で
は
弥
生
時
代
前
期
の
土
器
型
式
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

甕
で
は
日
外
帯
が
消
失
し
、
日
縁
端
部
は
面
取
り
さ
れ
た
り
、
刻
目
を
も
つ
。

胴
下
半
部
や
胴
部
全
面
に
条
痕
が
施
さ
れ
た
り
、
無
文
で
あ
る

（図
１１０
１
お

・２３
・

２６
・
２７
・
２９
～
３‐
）。
条
痕
は
氷
Ｉ
式
の
木
口
に
よ
る
条
が
整
っ
た
細
密
条
痕
か
ら

植
物
の
茎
を
束
ね
た
条
が
不
整
な
条
痕

へ
と
変
化
、
ま
た
貝
殻
に
よ
る
条
痕
も
あ

る
。
甕
の
口
縁
部
に
は
数
条
の
平
行
沈
線
を
も
つ
も
の
も
あ
る

（図
１１０
１
２
・３
）

が
、
た
だ
そ
の
沈
線
の
出
現
は
氷
Ｉ
式
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
だ
。
氷
Ｉ
式
で
出

現
し
た
氷
式
突
帯
壺
も
こ
の
時
期
に
卓
越
す
る

（図
１１０
１
２４
・２８
）
ｏ
浮
線
文
浅
鉢

は
消
失
す
る
が
、
精
製
浅
鉢
で
は
東
北
か
ら
の
搬
入
、
も
し
く
は
影
響
を
受
け
た

も
の
が
目
立
つ

（図
１１０
１
ｉ
）。

氷
Ｈ
式
は
東
北
の
砂
沢
式
、
青
木
畑
式
、
新
潟
の
緒
立
式
、
東
海
の
水
神
平
式

に
並
行
す
る
。
御
代
田
町
で
は
ま
だ
そ
の
出
土
は
み
ら
れ
な
い
。

〓
一　
御
代
田
町
周
辺
の
晩
期
遺
跡

北
佐
久
地
方
の
縄
文
時
代
晩
期
の
遺
跡
は
、
隣
接
す
る
小
諸
市
石
神
遺
跡
、
氷

遺
跡
、
望
月
町
浦
谷
Ｂ
遺
跡
な
ど
、
学
史
的
に
著
名
な
遺
跡
に
囲
ま
れ
て
い
る
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
御
代
田
町

で
は

一
九
九
七
年
現
在
の
と

こ
ろ
宮
平
遺
跡
と
戻
場
遺
跡

の
二
遺
跡
し
か
確
認
さ
れ
て

い
な
い
。
今
後
新
た
な
遺
跡

の
発
見
も
当
然
予
想
さ
れ
る

が
、
ま
ず
は
こ
の
二
遺
跡
、

そ
し
て
周
辺
の
代
表
的
な
遺

跡
を
紹
介
す
る
。

後
期
の
配

宮

平

遺

跡

石
遺
構
で

著
名
な
宮
平
遺
跡
で
は
、
大

量
か
つ
良
好
な
縄
文
時
代
後

期
の
遺
物
が
数
次
に
わ
た
る
調
査
で
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で

一
点
な
が

ら
縄
文
時
代
晩
期
初
頭
の
土
器
片
が
確
認
さ
れ
る
（図
硼
）
。
こ
の
土
器
片
は
小
破

片
な
が
ら
東
北
の
縄
文
時
代
晩
期
初
頭
の
大
洞
Ｂ
式
の
特
徴
で
あ
る
入
組
三
叉
文

の
文
様
が
施
さ
れ
、
東
北
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

も
；

ば
　
　
　
一戻
場
遺
跡
は
御
代
田
町
大
字
馬
瀬
口
字
戻
場
、
柳
沢
嘉
兼
氏
所

一戻

場

遺

跡

有
の
畑

一
帯
を
中
心
に
存
在
す
る
（写
６０
）
。
柳
沢
氏
の
畑
は
古

く
か
ら
縄
文
式
土
器
片
が
採
集
で
き
、
そ
れ
ら
を
柳
沢
氏
は
大
切
に
保
管
さ
れ
て

い
た
。
嘉
兼
氏
の
子
息
賢
次
氏
は
勤
務
先
が
東
京
大
学
で
あ

っ
た
た
め
実
家
に
保

管
し
て
い
た
縄
文
土
器
の
鑑
定
と

そ
の
扱
い
を
同
じ
東
京
大
学
文
学

部
考
古
学
研
究
室
の
大
塚
達
朗
に

依
頼
し
た
こ
と
で
遺
跡
が
周
知
さ

れ
た
。

柳
沢
家
の
畑
で
採
集
さ
れ
た
資

料
は
、
縄
文
時
代
早
期
細
久
保

式
・田
戸
下
層
式
。田
戸
上

層
式
。

「下
荒
田
遺
跡
早
期
第
１
群
」
、
早

期
末
で
は
最
終
末
仮
称

「
プ
レ
塚
田
式
」
と
扱

う
べ
き
横
位
多
段
の
絡

条

体
圧
痕
文
の
縄
文

尖
底
土
器
な
ど
早
期
の
良
好
な
資
料
が
中
心
だ

が
、
そ
の
な
か
に
は
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩

期
最
終
末
土
器
型
式
の
氷
Ｉ
式
土
器
も
確
認
さ

れ
た

（図
皿
）
。

御
代
田
町
で
早
期
の
資
料
は
塚
田
遺
跡
、
下

荒
田
遺
跡
、
川
原
田
遺
跡
な
ど
で
こ
れ
ま
で
確

認
さ
れ
て
い
た
が
、
氷
Ｉ
式
土
器
の
資
料
は
隣

の
小
諸
市
に
氷
遺
跡
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
そ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
御

代
田
町
教
育
委
員
会
で
は
資
料
の
重
要
性
を
か
ん
が
み
、
付
近
の
め
が
ね
塚
古
墳

第
二
次
調
査
の
際
に
戻
場
遺
跡
の
範
囲
確
認
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。

一戻
場
遺
跡
の
現
地
に
立
つ
と
小
諸
市
氷
遺
跡
と
遺
跡
立
地
が
似
て
い
る
こ
と
に

写60 戻場遺跡の立地

写61・ 図111 戻場遺跡出上の氷 l式土器 (図 1:2)
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気
付
く
。
戻
場
遺
跡
は
戻
場
地
籍
を
東
西
に
流
れ
る
繰
矢
川
の
北
側
に
位
置
し
、

標
高
七
六
〇
屑
。
浅
間
山
の
火
砕
流
の
堆
積
物
を
河
川
が
刻
ん
だ
崖
錐

状

地
形

（田
切
り
地
形
）
中
段
の
南
向
き
斜
面
に
立
地
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、
小
諸
市
氷
遺

跡
も
千
曲
川
の
対
岸
で
は
あ
る
が
、
崖
錐
状
地
形
の
斜
面
地
に
立
地
す
る
。

，中
部

高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
末
の
遺
跡
で
は
、
集
落
域
と
廃
棄
場
が
分
離
す
る
傾
向
に

あ
り
、
廃
棄
場
は
斜
面
地
や
湿
地
化
し
た
凹
地
が
選
択
さ
れ
る
と
い
う
。
国
学
院

大
学
に
よ
る
氷
遺
跡
の
調
査
で
は
、
斜
面
地
か
ら
大
量
に
遺
物
が
出
土
し
た
氷
遺

跡
で
は
斜
面
地
の
上
段
台
地
の
平
坦
な
部
分
に
お
そ
ら
く
集
落
域
が
あ
り
、
そ
し

て
生
活
で
の
ゴ
ミ
と
な
っ
た
食
物
残
滓
、
使
用
不
可
と
な
っ
た
土
器
や
石
器
な
ど

が
斜
面
地
に
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
戻
場
遺
跡
の
場
合
は
ま
だ
遺
跡
の
性
格
を

判
断
す
る
に
、
ま
だ
充
分
な
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
範
囲
確
認
調
査
に
よ

る
と
斜
面
地
に
黒
褐
色
土
の
遺
物
包
含
層
が
堆
積
し
、
氷
Ｉ
式
土
器
が
出
土
し
た
。

本
格
的
な
調
査
は
こ
れ
か
ら
の
遺
跡
で
あ
る
が
、
一戻
場
遺
跡
も
そ
の
斜
面
地
が
廃

棄
場
と
し
て
扱
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
御
代
田
町
の
縄
文
時
代
晩
期
末
の
歴
史

を
復
元
す
る
上
で
、
今
後
の
戻
場
遺
跡
の
本
格
的
な
調
査
に
期
待
が
も
た
れ
る
。

小
　
諸
　
市
　
小
諸
市
石
神
地
籍
で
は
湧
水
地
付
近
の
二
本
の
欅
の
大
木
に
挟

石

神

遺

跡
　
ま
れ
、
弥
都
波
能
売
命
を
祀
る
石
の
祠
が
あ
る
。
明
治
十
三
２

八
八
〇
）
年
の
旧
八
満
村
の
記
録
で
は

「御
魂
代
の
石
槌
数
基
、
長
二
三
尺
、
大

小
あ
り
。
美
質
に
し
て
青
白
に
二
種
、
又
陽
形
な
る
あ
り
。
社
地
の
四
面
田
あ
り
。

又
畑
あ
り
。
平
坦
に
し
て
土
中
よ
り
、
祭
器
の
砕
た
る
古
瓦

等
多
く
出
で
、
砂
石

に
混
ず
。
又
矢
の
根
石
の
出
る
こ
と
多
し
。
」
と
記
述
さ
れ
、
御
神
体
に
縄
文
時
代

の
石
棒
が
祀
ら
れ
、
付
近
の
田
畑
で
は
土
器
や
石
鏃
が
採
集
で
き
た
こ
と
が
知
り

う
る
。
石
神
の
地
名
は
御
神
体
の
石
棒
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

石
神
遺
跡
で
は
明
治
年
間
か
ら
今
日
に
お
い
て
も
、
縄
文
時
代
早
期
か
ら
晩
期

に
か
け
て
の
土
器
や
石
器
を
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
物
が
採
集
で
き
る
範

囲
、　
つ
ま
り
遺
跡
の
範
囲
は
標
高
七
七
〇
～
八
二
五
屑
の
南
西
の
緩
斜
面
上
に
ほ

ぼ

一
〇
万
平
方
屑
と
広
が
る
。
と
く
に
小
諸
市
の
故
美
斉
津

一
夫
氏
が
、
小
諸
市

立
火
山
博
物
館

（現
小
諸
市
立
郷
土
博
物
館
）
に
寄
贈
さ
れ
た
採
集
資
料
に
は
中

部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
前
半
佐
野
式
の
良
好
な
資
料
の
ほ
か
、
晩
期
初
頭
の
人

面
付
き
注

口
土
器
（写
６２
）
、
東
北
の
晩
期
前
半
で
特
有
の
遮
光
器
土
偶
、
ま
た
そ

れ
ぞ
れ

一
片
な
が
ら
北
陸
の
晩
期
初
頭
の
八
日
市
新
保
式
土
器
、
東
海
の
晩
期
晩

期
後
半
五
貫
森
式
土
器
と
縄
文
時
代
晩
期
で
の
地
域
交
流
を
語
る
長
野
県
内
で
も

重
要
な
資
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

石
神
遺
跡
の
本
格
的
な
調
査
は
、
平
成
二

（
一
九
九

一
）
年
に
農
地
の
圃
場
整

備
に
と
も
な
う
小
諸
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
調
査
、
ま
た
上
信
越
自
動
車
道
建
設

工
事
に
と
も
な
う
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
調
査
と
開
発
に
と
も
な

い
行
な
わ
れ
た
。
小
諸
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
調
査
で
は
、
縄
文
時
代
前
期
の
住

居

一
三
棟
、
後
期
の
住
居
二
〇
棟
、
土
坑
墓
四
基
、
平
石
の
石
棺
墓
二

一
基
、
配

石
遺
構

一
基
、
埋
甕

一
基
、
晩
期
の
住
居
六
棟
な
ど
、
遺
物
で
は
早
期
か
ら
晩
期

ま
で
の
上
器
、
石
器
、
土
製
品
、
石
製
品
、
骨
角
器
、
動
物
遺
体
な
ど
が
出
土
し

た
。
と
く
に
縄
文
時
代
後
期
の
集
落
と
墓
地
を
検
討
す
る
上
で
も
、
重
要
な
遺
跡

と
評
価
で
き
る
。

縄
文
時
代
晩
期
に
つ
い
て
も
、
石
神
遺
跡
は
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る
。
そ
れ

は
長
野
県
内
に
お
い
て
六
棟
以
上
の
晩
期
の
住
居
が
発
見
さ
れ
た
例
は
ほ
か
に
類

例
の
な
い
点
、
晩
期
前
～
中
葉
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
石
鏃
が
七
九

一
点
、
ま
た
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大
量
な
剥
片
が
出
土
し
て
石
鏃
が
多
量
に
生
産
さ
れ
た
跡
が
う
か
が
え
る
点
、
晩

期
の
石
神
の
人
々
の
装
身
具
や
精
神
生
活
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
土
製
耳
飾
り
、

玉
類
、
石
棒
、
独
鈷
石
が
出
土
し
た
点
な
ど
に
問
題
が
集
約
さ
れ
よ
う
。

石
神
遺
跡
の
晩
期
の
住
居
跡
は
Ｊ
２４

・
Ｊ
２７
号
住
居
が
晩
期
前
葉
の
も
の
、
Ｊ

‐５

。
Ｊ
２８

。
Ｊ
３７

・
Ｊ
３８
号
住
居
が
晩
期
中
葉
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
お

そ
ら
く
Ｊ
２２

・
Ｊ
２９
号
住
居
も
晩
期
中
葉
の
住
居
で
あ
ろ
う
。
調
査
で
確
認
さ
れ

た
、
も
し
く
は
推
定
復
元
さ
れ
た
石
神
遺
跡
の
晩
期
前
葉
か
ら
中
葉
ま
で
の
住
居

跡
の
平
面
に
お
け
る
形
は
、
不
整
な
円
形
か
楕
円
形
気
味
の
形
と
な
る
。
Ｊ
３７
、

Ｊ
３８
号
以
外
は
す
べ
て
住
居
の
中
央
部
付
近
に
石
に
囲
ま
れ
た
炉
を
も
つ
。
Ｊ
３７
、

Ｊ
３８
号
住
居
も
そ
の
中
央
部
が
後
の
時
期
の
土
坑
で
壊
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に

は
石

囲
炉
を
も

っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
晩
期
の
石
囲
炉
の
石
は
Ｊ
２４
号
住
居

の
石
囲
炉
の
石
以
外
は
、
す
べ
て
安
山
岩
質
の
礫
を
用
い
て
い
る
。
柱
の
穴
は
住

居
の
壁
に
沿

っ
て
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
や
や
楕
円
形
気
味
の
平
面
形
、
中
央
部

に
安
山
岩
質
の
石
に
よ
る
石
囲
炉
、
壁
に
沿

っ
て
め
ぐ
る
柱
と
石
神
遺
跡
の
晩
期

前
半
の
住
居
形
態
の
傾
向
が
見
え
て
く
る

（写
６４
）
ｏ

晩
期
前
半
の
Ｊ
ｌ５
号
住
居
か
ら
Ｊ
２２

・
Ｊ
２８

。
Ｊ
２９

・
Ｊ
３７

・
Ｊ
３８
号
住
居
を

結
ぶ
半
円
形
内
、　
〓

一
×
八
層
の
狭
い
範
囲
内
か
ら
晩
期
前
半
の
七
九

一
点
の
石

鏃
と
多
量
の
石
器
剥
片
が
出
土
し
た
。
石
鏃
や
剥
片
の
石
材
は
佐
久
市
八
風
山
産

の
安
山
岩
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
剥
片
の
ほ
と
ん
ど
は

一
〇
一ン
以
内
の
大
き
さ
で
、

石
鏃
を
作
る
途
中
の
も
の
で
あ
る
。
石
神
遺
跡
で
は
石
鏃
が
数
量
的
に
卓
越
す
る

い
っ
ぼ
う
で
、
土
を
掘
る
打
製
石
斧
、
ト
チ
の
実
や
ド
ン
グ
リ
な
ど
堅
果
類
を
砕

く
磨
石
、
石
皿
な
ど
の
ほ
か
の
石
器
が
少
な
い
。
石
神
遺
跡
で
は
晩
期
前
半
に
お

い
て
石
鏃
を
多
量
に
生
産
、
保
有
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

写
６２
　
石
神
遺
跡
の
人
面
付
注

目
土

器

写
６３
　
石
神
遺
跡
の
遮
光
器
土
偶

石
神
遺
跡
Ｊ
ｌ５
号
住
居
跡

（小
諸
市

教
育
委
員
会
提
供
）

石
神
遺
跡
で
は
晩
期
前
半
の
装
身
具
関
係
の
遺
物
で
ヒ
ス
イ
製
の
玉

（図
１１２
）

や
そ
の
原
石
、
土
製
耳
飾
（図
１１２
‐
３
～
５
）
、
ま
た
呪
術
関
係
と
考
え
ら
れ
る
石

製
の
刀
剣
状
の
形
を
し
た
石
剣
、
仏
具
の
独
鈷
に
似
た
形
を
す
る
独
鈷
石

（図
１１２

１
６
）
な
ど
も
出
土
し
た
。
ヒ
ス
イ
は
新
潟
県
姫
川
付
近
で
し
か
採
集
で
き
ず
、

写 ■ ′
64  r
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図‖2 石神遺跡の晩期遺物 (『石神』より)

ま
た
硬
質
の
た
め
穿
孔
な
ど
の
細
工
に
は
多
大
な
労
力
、
時
間
を
必
要
と
す
る
が

縄
文
時
代
全
般
で
ヒ
ス
イ
製
の
石
製
品
は
北
海
道
や
九
州
に
も
出
土
し
て
広
範
な

分
布
を
示
す
。
西
村
正
衛
は
ヒ
ス
イ
製
の
石
製
品
を
縄
文
時
代
に
お
い
て
も
っ
と

も
価
値
が
高
い
財
と
考
え
た
。
ヒ
ス
イ
製
の
石
製
品
は
今
日
の
宝
石
の
よ
う
に
輝

か
し
い
装
飾
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
価
値
が
高
い
財
産
の
役
割
を
は
た
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

華
一麗
に
装
飾
さ
れ
た
土
製
耳
飾
り

（図
１１２
‐
３
～
５
）
は
縄
文
時
代
後
期
半
ば

か
ら
晩
期
前
半
の
こ
ろ
に
流
行
し
た
装
飾
品
で
あ
る
。
宮
平
遺
跡
で
も
後
期
後
半

の
土
製
耳
飾
が
出
土
し
て
い
る
。
埼
玉
県
岩
槻
市
真
福
寺
遺
跡
出
土
の
縄
文
時
代

晩
期
の
ミ
ミ
ズ
ク
形
土
偶
の
顔
面
の
耳
の
あ
た
り
に
は
、
こ
の
土
製
耳
飾
が
耳
に

装
着
さ
れ
た
表
現
が
あ
る
。
土
製
耳
飾
が
文
字
ど
お
り
耳
に
装
着
さ
れ
た
も
の
と

み
て
間
違
い
な
い
。
さ
て
土
製
耳
飾
を
耳
に
装
着
す
る
場
合
、
耳
柔
に
穴
を
開
け

な
け
れ
ば
装
着
で
き
な
い
。
今
日
耳
に
ピ
ア
ス
を
つ
け
る
た
め
に
耳
柔
を
穿
孔
す

る
人
も
い
る
が
、
縄
文
時
代
晩
期
前
半
の
人
々
も
同
様
の
こ
と
を
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

さ
き
に
述
べ
た
石
神
遺
跡
出
土
の
東
北
の
晩
期
前
半
に
多
い
遮
光
器
土
偶
は
長

野
県
内
で
は
坂
城
町
横
町
遺
跡
、
戸
倉
町
円
光
房
遺
跡
、
大
町
市

一
津
遺
跡
な
ど

数
例
し
か
な
い
も
の
だ
が
、
石
神
遺
跡
で
は
そ
の
ほ
か
に
興
味
深
い
中
部
高
地
独

自
の
晩
期
土
偶
が
出
土
す
る
（図
１１２
‐
７
）。
Ｊ
３２
号
住
居
出
土
の
土
偶
は
そ
の
全

体
像
を
知
り
う
る
貴
重
な
例
だ
。
Ｊ
３２
号
住
居
は
後
期
後
半
か
ら
晩
期
前
半
の
土

器
が
出
土
し
て
時
間
幅
を
も
つ
が
、
Ｊ
３２
号
住
居
出
土
の
土
偶
は
晩
期
前
半
の
特

徴
を
も
つ
。
板
状
の
形
状
、
中
実
で
顔
面
は
後
期
の
仮
面
土
偶
の
系
統
を
引
く
。

首
の
回
り
に
は
短
沈
線
、
も
し
く
は
刺
突
を
も
つ
隆
帯
が
め
ぐ
り
、
胸
部
に
は
乳

―
―
′

′
―
―

―
‐――

＝

＝

―‐

、

ト
Ｉ

Ｈ

＝

――

＝

――

ヨ

一

く
―
―

―

〇ヽ°
1

|
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一房
を
表
現
し
た

一
対
の
突
起
を
も
つ
。
突
起
は
腹
部
に
も
あ
る
。
股
部
は
細
沈
線

が
充
損
さ
れ
た
パ
ン
ツ
状
の
文
様
が
、
ま
た
背
面
に
は
三
叉
文
が
施
さ
れ
る
。
ま

ず
板
状
の
形
状
は
中
部
高
地
の
晩
期
前
半
の
土
偶
の
特
徴
、
ま
た
股
部
の
細
沈
線

を
充
損
す
る
パ
ン
ツ
状
の
文
様
は
東
北
地
方
の
晩
期
前
半
の
土
偶
に
見
ら
れ
る
特

徴
だ
。
ま
た
土
偶
の
背
面
の
三
叉
文
は
晩
期
前
半
の
土
器
文
様
と
関
連
が
あ
り
そ

う
だ
。
土
偶
は
縄
文
時
代
の
特
徴
的
な
遺
物
で
あ
る
が
、
そ
の
用
途
は
わ
か
っ
て

い
な
い
。
Ｊ
３２
号
住
居
の
晩
期
土
偶
は
乳
房
の
表
現
か
ら
女
性
を
意
識
し
た
も
の
と

ま
で
は
い
い
う
る
が
、
そ
れ
よ
り
さ
き
の
根
本
的
な
分
析
は
こ
れ
か
ら
と
い
え
る
。

ヒ
ス
イ
製
の
石
製
品

・
土
製
耳
飾
り

・
石
剣

。
独
鈷
石

・
土
偶
な
ど
こ
れ
ら
の

遺
物
は
、
直
接
的
に
は
狩
猟
漁
労
採
集
な
ど
の
生
業
活
動
に
は
か
か
わ
り
が
な
い

考
古
学
資
料
で
あ
る
。
土
偶

・
石
剣

。
独
鈷
石
な
ど
は
ま
た
そ
の
使
用
目
的
も
定

説
が
な
い
の
が
現
状
だ
。
た
だ
こ
れ
ら
の
遺
物
は
縄
文
時
代
の
流
行
、
風
俗
、
ま

た
精
神
生
活
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
資
料
が

得
ら
れ
た
こ
と
は
石
神
遺
跡
の
調
査
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
と
い
え
る
。

小
諸
市
氷
遺
跡
　
昭
和
二
十
九

（
一
九
五
四
）
年
五
月
、
北
佐
久
郡
川
辺
村
川

の
　

調

　

査
　
辺
中
学
校

（現
小
諸
市
。
川
辺
中
学
校
は
現
小
諸
市
立
芦
原

中
学
校
に
統
合
）
に
二
人
の
青
年
が
訪
れ
た
。
二
人
の
名
は
永
峯
光

一
と
樋
口

昇

一
。
現
在
の
国
学
院
大
学
教
授
と
長
野
県
文
化
財
審
議
委
員
の
若
き
日
の
姿
で
あ

る
。
二
人
は

『信
濃
史
料
』
編
纂
作
業
の
た
め
長
野
県
内
各
地
を
回
り
、
各
施
設

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
考
古
学
資
料
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
た
。
連
日
の
調
査
作
業

で
若
千
疲
労
気
味
の
二
人
で
は
あ

っ
た
が
、
調
査
を
開
始
し
た
途
端
に
あ
る
資
料

に
目
が
釘
づ
け
と
な
っ
た
。
学
校
の
所
蔵
資
料
の
な
か
に
、
そ
れ
ま
で
中
部
高
地

で
は
実
態
が
不
明
で
あ
っ
た
縄
文
時
代
晩
期
で
も
終
末
の
良
好
の
資
料
が
ま
と
ま

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

縄
文
時
代
晩
期
と
は
戦
前
に
山
内
清
男
が

「亀
ヶ
岡
式
お
よ
び
そ
れ
に
並
行
す

る
土
器
型
式
」
を
く
く
っ
た
大
別
区
分
で
あ
り
、
東
北
は
勿
論
、
西
日
本
に
ま
で

広
域
に
分
布
す
る
大
洞
式

（亀
ヶ
岡
式
）
が
、
型
式
群
を
く
く
る
有
効
な
指
標
と

な
る
点
に
着
目
し
て
規
定
し
た
概
念
で
あ
る
。
大
洞
式

（亀
ヶ
岡
式
）
の
本
場
で

あ
る
東
北
で
は
晩
期
の
土
器
編
年
は
戦
前
に
お
い
て
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
た
が
、

中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
の
土
器
は

一
部
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
点

で
は
実
態
が
不
明
で
あ
っ
た
。

川
辺
中
学
校
所
蔵
資
料
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
二
人
は
早
速
、
資
料
が
採
集
さ

れ
た
地
点
に
む
か
っ
た
。
そ
こ
は
千
曲
川
の
段
丘
上
、
小
諸
市
川
辺
地
区
大
久
保

氷
部
落
の
前
田
禎
氏
の
桑
畑
で
、
畑
に
は
中
部
高
地
で
は
縄
文
時
代
晩
期
末
の
土

器
の
大
型
破
片
が
散
乱
し
て
い
た
。
思
い
が
け
な
い
重
要
遺
跡
と
の
遊
近
に
二
人

は
驚
喜
し
、
晩
期
末
の
資
料
の
採
集
を
始
め
た
。

こ
れ
が
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
末
氷
式
の
標
式
遺
跡
で
あ
る
氷
遺
跡
発
見

の
経
過
で
あ
る
。
東
京
に
戻
っ
た
永
峯
は
そ
の
後
、
国
学
院
大
学
考
古
学
研
究
室

と
し
て
昭
和
三
十

（
一
九
五
五
）
年
四
月
に
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
文
化
解

明
の
た
め
に
遺
跡
調
査
を
行
な
っ
た
。
ま
た
平
成
六

（
一
九
九
四
）
年
に
も
四
〇

年
振
り
に
氷
遺
跡
第
二
次
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。

氷
遺
跡
で
出
土
し
た
考
古
学
の
遺
物
は
土
器

・
石
器

・
土
偶

・
土
製
品

。
管
玉
、

獣
骨
な
ど
で
あ
る
。
氷
遺
跡
出
土
の
土
器
を
永
峯
光

一
は
浮
線
網

状

文
の
施
さ
れ

る
土
器
群
な
ど
を
中
心
に
氷
遺
跡
第
１
群
土
器
、
沈
線
文
が
施
さ
れ
る
土
器
群
な

ど
を
中
心
に
第
２
群
土
器
、
条
痕
文
土
器
群
を
中
心
に
第
３
群
土
器
に
分
類
し
、



氷
遺
跡
第
１
群
土
器
を
基
準
に
氷
Ｉ
式
、
第
２
群
土
器
と
そ
れ
に
と
も
な
う
第
３

群
土
器
を
基
準
に
氷
Ｈ
式
を
型
式
設
定
し
、
氷
Ｈ
式
を
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩

期
最
終
末
の
土
器
型
式
と
位
置
づ
け
た
。

氷
Ｉ
式
は
土
器
の
器
面
を
彫
刻
的
に
え
ぐ
り
、
浮
線
と
い
う
細
か
い
レ
リ
ー
フ

状
の
細
か
い
線
で
浮
線
網
状
文

（浮
線
文
）
と
よ
ば
れ
る
文
様
が
描
か
れ
る
と
浅

鉢
、
本
の
木
口
を
原
体
と
し
て
細
密

条

底
と
い
う
細
か
い
条
痕
が
引
か
れ
て
胴
部

に
地
文
が
施
さ
れ
る
深
鉢
や
甕
が
特
徴
で
あ
る
。
深
鉢
や
甕
の
細
密
条
痕
の
上
に

は
稲
妻
状
文
と
よ
ば
れ
る
沈
線
が
施
さ
れ
る
も
の
も
あ
る

（図
贈
、
写
６５
）ｏ

氷
Ⅱ
式
は
東
北
の
変
形
工
字
文
土
器
の
影
響
を
受
け
た
浅
鉢
、
平
行
す
る
数
条

の
沈
線
が
施
さ
れ
た
深
鉢
や
甕
、
氷
Ｉ
式
の
甕
が
壺
形
に
変
化
し
、
さ
ら
に
東
海

の
影
響
を
受
け
て
突
帯
を
も
つ
壺
、
整
っ
た
細
密
条
痕
が
崩
れ
、
粗
雑
な
条
痕
が

施
さ
れ
る
甕
や
壺
、
貝
殻

条

庭
に
近
い
条
痕
が
施
さ
れ
る
甕
な
ど
を
特
徴
と
す

る
。
ち
な
み
に
氷
遺
跡
第
２
群
の
変
形
工
字
文
系
浅
鉢
は
東
北
の
土
器
編
年
研
究

に
も
と
づ
く
と
、
最
近
で
は
縄
文
時
代
晩
期
末
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
弥
生
時
代

前
期
末
の
砂
沢
式
の
も
の
に
近
い
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る

（図
１１０
）。

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
け
ば
、
今
日
で
は
氷
Ｉ
式
が
縄
文

時
代
晩
期
の
最
終
末
型
式
、
氷
Ｈ
式
は
弥
生
時
代
前
期
の
土
器
型
式
に
扱
わ
れ
る

見
解
が
主
流
と
な
り
、
ま
た
氷
遺
跡
第
２
群
の

一
部
は
氷
Ｉ
式
と
同
時
期
の
も
の

で
あ
る
点
も
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
永
峯
に
よ
る
氷
遺
跡
の
調
査
、
そ
し
て
氷
式

土
器
の
型
式
設
定
が
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

氷
遺
跡
で
は
石
鏃
、
打
製
石
斧
、
磨
製
石
斧
、
石
錐
、
磨
石
、
石
皿
、
横
刃
型

石
器
な
ど
の
生
業
活
動
の
痕
跡
を
示
す
石
器
類
も
出
土
し
て
い
る

（図
１１４
）
０
磨

石
、
石
皿
は
ト
チ
の
実
、
ド
ン
グ
リ
類
な
ど
の
堅
果
類
を
食
用
に
粉
砕
で
き
る
道

具
で
、
生
業
に
お
け
る
植
物
質
食
料

へ
の
依
存
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
だ
。
狩
猟
活

動
で
の
矢
に
使
う
石
鏃
で
は
舌
を
も

っ
た
飛
行
機
鏃
と
の
呼
び
方
も
あ
る
特
徴
的

な
形
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
石
材
は
黒
曜
石
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
中
部
高

地
の
縄
文
時
代
晩
期
前
半
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
石
鏃
が
北
信
で
は
チ
ャ
ー
ト
質
、

小
諸
市
石
神
遺
跡
で
は
佐
久
市
八
風
山
産
の
安
山
岩
の
石
材
を
用
い
る
も
の
が
多

い
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
中
部
高
地
の
晩
期
後
半
の
あ
る
時
期
に
石
材
産
地
か
ら
の

石
材
の
供
給
ル
ー
ト
に
何
ら
か
の
変
化
が
お
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

氷
遺
跡
の
土
製
品
の
中
で
も
ス
プ
ー
ン
状
土
製
品
の
存
在
は
当
時
の
器
以
外
の

第 7節 縄文文化の終焉一晩期

写65 氷遺跡出土の氷 l式土器(上 )と 遺跡の調査(下 )

(小諸市教育委員会提供 )
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第 2章 縄 文 時 代

写66・ 図113 松本市石行遺跡 (上 )(松 本市立考llf博 物館提

供)と 氷遺跡 (下 )出 土の線面土偶

食
器
を
知
る
上
で
興
味
深

い
（図
１１４
）
０
氷
遺
跡
で
生
活
し
た
人
々
は
出
土
し
た
石

鏃
を
先
端
に
付
け
た
矢
で
捕
ら
え
た
獣
、
採
集
し
て
石
皿
で
粉
砕
し
た
堅
果
類
を

も

っ
て
今
日
の
研
究
者
が
氷
式
上
器
と
い
う
器
に
入
れ
て
煮
炊
き
し
、
ス
ー
プ
を

作

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
熱

い
ス
ー
プ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
食
べ
る
か
。
素

子
を
使
え
ば
当
然
の
こ
と
、
火
傷
を
負

っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
ス
プ
ー
ン

状
土
製
品
を
用
い
た
り
、
本
製
の
ス
プ
ー
ン
を
用

い
た
の
だ
ろ
う
。

中
部
高
地
の
氷
Ｉ
式
な
ど
が
出
土
す
る
遺
跡
で
は
、
氷
遺
跡
の
み
な
ら
ず
諒
面

土
偶
と
か
有
髯
土
偶
と
か
特
徴
的
な
顔
面
装
飾
を
も

つ
土
偶
が
出
上
す
る

（図

‐‐３
）
０
こ
れ
ら
は
顔
面
の
頼
の
あ
た
り
に
か
け
て
数
条

の
線
が
施
さ
れ
る
。
弥
生
時

代
後
期
末
の
話
だ
が
、
邪
馬
台
国
や
卑
弥
呼
の
こ
と
を
記
録
す
る
こ
と
で
著
名
な

褥財鑢蒸熱
―

 ″
の         くO    ②

石鏃

瓶 珍
石錐

偽
――‐

Ｕ

スプーン状土製品

図114 晩期の道具 (氷遺跡出上品)

打製石斧



第 7節 縄文文化の終馬一晩期

魏
志
倭
人
伝
で
は

「
諒
面
文
身
」
と
、
当
時

の
倭
国
に
住
む
人
々
が
入
れ
墨
を
顔

や
体
に
施
し
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
上
偶
は
中
部
高
地
の
縄

文
時
代
晩
期
末
の
こ
ろ
の
人
が
、
顔
面
に
入
れ
墨
を
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
か
も
し
れ
な

い
。

農
耕
と
は
直
接
関
係
な

い
が
、
弥
生
時
代
に
か
か
わ
り
の
あ
る
遺
物
が
氷
遺
跡

に
出
上
し
て
い
る
。
甲
元
員
之
が

「
弥
生
系
管
玉
」
と
定
義
す
る
弥
生
時
代
に
特

徴
的
な
管
玉
が
第
二
次
調
査
で
見

つ
か
っ
た
。
ま
た
、
松
本
市
石
行
遺
跡
出
土
の

根
恥
腱
っ継

対
機

の
あ
る
磨ま
獄
碓
叫
は
朝
鮮
半
島

の
影
響
を
受
け
た
拙
櫨
雌
磨
製

石
剣
で
あ
る
と
い
う
（図
１１５
）
０
松
本
市
石
行
遺
跡
の
磨
製
石
剣
は
氷
Ｉ
式
末

の
時

期
の
も
の
で
あ
る
。
思
わ
ぬ
早
さ
で
弥
生
系
の
文
物
が
こ
の
中
部
高
地
に
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
ろ
う
。

四
　
晩
期
の
生
業

縄
文
時
代
晩
期
　
南
信
の
駒
ヶ
根
市
荒
神
沢
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
晩
期
末
の
水

の

植

物

食
　
Ｉ
式
を
主
体
と
す
る
時
期
の
遺
跡
だ
。
こ
の
遺
跡
に
縄
文
時

代
の
終
馬
の
植
物
利
用
の

一
端
を
か
い
ま
見
る
手
が
か
り
が
あ
る
。
荒
神
沢
遺
跡

‐７３
号
上
坑
は
長
さ
四
〇
×
二
五
一
ン
の
楕
円
形
、
深
さ

一
五
一
ン
と
浅
め
の
た
ら
い
状

の
形
を
し
、
同
遺
跡
の
ほ
か
の
晩
期
末
氷
Ｉ
式
期
の
土
坑
に
近

い
形
態
だ
が
、
こ

の
１７３
号
十
坑
か
ら
火
熱
を
受
け
て
塊
と
な

っ
た
ト
チ
の
実
が

一
〇
〇
個
近
く
出
土

し
た
。
出
土
し
た
ト
チ
の
実
の
ほ
と
ん
ど
は
外
皮
が
む
か
れ
て
い
た
。

ま
た
低
湿
地
の
新
潟
県
巻
町
御
井
戸
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
晩
期
後
半
～
末
の

包
含
層
か
ら
Ａ
層
と
Ｂ
層

の
二
層
に
分
か
れ
て
ト
チ
、
ド
ン
グ
リ
類
、
ク

剣

　

ル
ミ
、
ク
リ
な
ど
の
可
食
植
物
種
子
で
あ
る
堅
果
類
の
利
用
残
滓
が
層
を

獅

　

な
し
て
検
出
さ
れ
た
。
縄
文
時
代
晩
期
の
植
物
食
が
う
か
が
え
る
事
例
で

糖

　

あ
る
。
う
ち
Ａ
層
で
は
ト
チ
が
大
半
を
占
め
、
Ｂ
層
で
は
ト
チ
の
実
の
ほ

妨

　

か
、
常
緑
広
葉
樹
の
カ
シ
類
、
落
葉
広
葉
樹
の
ナ
ラ
類
、
ク
ヌ
ギ
類
の
ド

榔

　

ン
グ
リ
の
利
用
残
滓
が
多
く
を
占
め
た
。
御
井
戸
遺
跡
出
土
の
ト
チ
の
実

餓
　
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
外
皮
が
取
り
除
か
れ
、
ド
ン
グ
リ
で
は
外
皮
そ
の
も

木

　

の
が
廃
棄
さ
れ
、
層
を
な
し
て
い
た

（写
６８
）
ｏ

剛
　

　

晩
期
前
半
で
は
北
信
の
長
野
市
宮
崎
遺
跡
２
号
住
居
で
晩
期
前
半
の
佐

７．
　

野
‐
ａ
式
上
器
に
と
も
な

い
、
ク
ル
ミ
の
殻
が
多
数
出
土
し
た
事
例
も
あ

写

　

る

（写
６９
）
ｏ

縄
文
時
代
全
般
に
お
い
て
そ
の
生
業
活
動
で
植
物
質
食
料
の
採
集
が
重

Ol

1 佐賀県松浦川川床 2石 行



写69 長野市宮崎遺跡から出土 した

クル ミの殻

(『

'f崎

遺跡』より)

第 2章 縄 丈 時 代

写68 新潟県御井戸遺跡から出土 した トチの実

(巻町教育委員会提供)

御リト戸遺跡からは、 トチ・ ドング |り 類・ クル ミ・クリ

などのlF/果 類の利用残,宰 が層をなして検出された。

要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
す
で
に
前
章
で
述
べ
た

と
お
り
、
明
科
町
北
村
遺
跡
の
縄
文
時
代
後
期
人
骨
の
コ
ラ
ー
ゲ
ン
分
析
で
は
、

摂
取
食
物
に
占
め
る
ト
チ
の
実
や
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
堅
果
類
や
根
茎
類
の
割
合
の

高
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
御
代
川
町
の
遺
跡
で
は
、

一
九
九
八
年
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
縄
文
時
代
晩
期
の
植
物
質
食
料
利
用
の
痕
跡
と
な
る
遺
物
や
遺
構
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一戻
場
遺
跡
や
宮
平
遺
跡
で
晩
期
に
活
動
し
た
人
々

が
ト
チ
の
実
、
ド
ン
グ
リ
類
、
ク
リ
や
ク
ル
ミ
な
ど
の
本

の
実
、
天
然
の
ヤ
マ
イ

モ
な
ど
の
根
茎
類
を
採
集
、
食
べ
て
生
活
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
で
は
前
述
の
荒
神
沢
遺
跡
、
御
井
戸
遺
跡
、
宮
崎
遺
跡
を
は
じ
め
と
す

る
晩
期
の
遺
跡
、
ま
た
諸
研
究
の
成
果
か
ら
御
代
田
町
に
お
け
る
縄
文
時
代
晩
期

の
植
物
質
食
料
の
利
用
形
態
を
推
定
し
て
み
る
。

ま
ず
御
代
田
町
の
現
在
の
植
生
か
ら
当
時
の
植
生

の
復
元
を
試
み
る
。
御
代
田

町
の
標
高
は
七
二
〇
～
二
五
六
八
肝
、
そ
し
て
縄
文
時
代
晩
期
の
宮
平
遺
跡
で
標

高
八
〇
〇
肝
、
一戻
場
遺
跡
で
七
六
〇
肝
、
周
辺
の
小
諸
市
氷
遺
跡
で
六
〇
〇
肝
、

石
神
遺
跡
で
七
九
四
～
八
四
五
屑
、
望
月
町
浦
谷
Ｂ
遺
跡
で
八
〇
〇
～
八
四
五
屑

と
御
代
田
町
を
中
心
と
す
る
北
佐
久
地
方
の
晩
期
遺
跡
で
は
、
標
高
に
し
て
七
五

〇
～
八
五
〇
肝
前
後
に
立
地
す
る
も
の
が
多

い
よ
う
だ
。
さ
て
、
今
日
に
お
け
る

御
代
田
町
の
植
生
で
は
、
ク
リ
や

コ
ナ
ラ
を
主
と
す
る
落
葉
広
葉
樹
林
帯
が
ほ
ぼ

標
高

一
一
〇
〇
肝
以
下
の
地
点
で
広
が
り
、
標
高

一
一
〇
〇
肝
か
ら

一
七
〇
〇

～

一
八
〇
〇
肝
ま
で
の
範
囲
を
ミ
ズ
ナ
ラ
を
主
体
と
し
た
林
、
そ
れ
以
上
の
浅
間

山
を
は
じ
め
と
す
る
地
帯
で
は
、
亜
高
山
も
し
く
は
高
山
帯
の
植
物
の
林
と
な
る
。

さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
縄
文
時
代
晩
期
の
平
均
気
温
が
今
日
よ
り
約

一
度
低
く
、

標
高

一
〇
〇
肝
高
く
な
る
ご
と
に
気
温
が
○

・
五
五
度
下
が
る
訳
だ
か
ら
、
単
純
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図116 トチのコザワシ作業全景図

赤山陣屋跡遺跡調査の成果 と古環境調査の成果をもとに、当時の作業風景を復元 した。描写の留意点 として、

時期の設定、湧水の利用、斜面崩壊土の堆積による水辺空間の形成、周辺の斜面林を構成する管理された トチ

の林、トチ棚の北側への増設、地盤沈下への対応、他の付帯施設の位置関係から想像される作業空間のロケー

ションなどの諸条件を考慮 した。 (『季刊考古学』55号 より)

に
考
え
れ
ば
こ
れ
に
今
日
の
植
生
の
範
囲
よ
り
標
高
に
し
て
約

一
八

〇
屑
高
い
地
点
で
の
植
生
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
す
る
と
縄

文
時
代
晩
期
の
御
代
田
町
域
で
は
、
ほ
ぼ
標
高
九
〇
〇
屑
以
下
の
地

点
は
コ
ナ
ラ
や
ク
リ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
林
帯
に
あ
り
、
晩
期
の
主

要
遺
跡
も
落
葉
広
葉
樹
林
帯
の
中
に
位
置
し
て
い
た
も
の
と
推
定
で

き
る
。　
一
般
に
縄
文
時
代
晩
期
で
は
東
日
本
で
落
葉
広
葉
樹
林
が
、

西
日
本
で
常
緑
広
葉
樹
林
が
分
布
す
る
と
さ
れ
る
が
、
縄
文
時
代
晩

期
の
御
代
田
町
も
東
日
本
的
な
植
生
の
中
に
あ
る
と
い
え
、
そ
こ
で

活
動
し
た
縄
文
時
代
晩
期
の
人
々
は
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
や
ミ
ズ
ナ
ラ

な
ど
の
ド
ン
グ
リ
類
、
ク
リ
、
ク
ル
ミ
、
ト
チ
の
実
な
ど
落
葉
広
葉

樹
の
植
物
種
子
を
採
集
、
生
活
の
糧
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、　
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
の
ド

ン
グ
リ
類
で
は
タ
ン
ニ
ン
、
ま
た
ト
チ
の
実
で
は
サ
ポ

ニ
ン
・
ア
ロ

イ
ン
と
ア
ク
を
含
み
、
そ
の
ま
ま
で
は
食
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ク
ヌ
ギ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
ド
ン
グ
リ
類
は
水
晒
し
て
加
熱
、
ト
チ

の
実
は
灰
汁
を
用
い
、
水
晒
し
に
加
熱
を
行
な
っ
て
ア
ク
抜
き
を
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
ア
ク
抜
き
す
る
過
程
、
ま
た
ア
ク
抜
き
後

に
粒
や
粉
状
に
し
て
よ
う
や
く
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
埼
玉
県

川
国
市
赤
山
陣
屋
跡
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
後
期
末
か
ら
晩
期
前
半
に

か
け
て
水
を
管
理
し
た
杭
と
加
工
材
の
集
積
、
ト
チ
の
実
の
ア
ク
抜

き
の
作
業
を
行
な
っ
た
板
囲
い
遺
構
、
大
量
の
ト
チ
の
外
皮
が
廃
棄

さ
れ
た
ト
チ
塚
、
大
型
粗
製
深
鉢
の
出
土
か
ら
な
る
ト
チ
の
実
加
工

場
が
発
見
さ
れ
た
（図
１１６
）０
赤
山
陣
屋
跡
遺
跡
以
外
で
も
栃
木
県
小



山
市
説
駒
が
一遺
跡
、
山
形
県
寒さ
か
江ぇ
市
高

瀬
山
遺
跡
、
中
野
市
栗
林
遺
跡
な
ど
で
縄

文
時
代
後
晩
期
の
木
組
遺
構
、
つ
ま
リ
ア

ク
抜
き
加
工
場
が
近
年
発
見
さ
れ
、
当
時

脚
　
か
な
り
体
系
だ
っ
て
ト
チ
の
実
な
ど
の
ア

刻
　
ク
抜
き
処
理
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

細
　
う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
関
東
地
方
の
縄

文
時
代
後
期
後
半
の
土
器
で
粗
製
深
鉢
が

大
型
化
、
大
量
化
す
る
背
景
は
堅
果
類
の

ア
ク
抜
き
作
業
に
よ
る
煮
沸
用
深
鉢
の
大

量
消
費
に
よ
る
結
果
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

さ
き
に
触
れ
た
御
井
戸
遺
跡
で
は
Ａ
層
で
ト
チ
の
実
が
主
体
、
Ｂ
層
で
も
全
体

の
ほ
ぼ
三
割
と
ト
チ
の
実
に
対
す
る
利
用
依
存
度
は
高
い
。
ト
チ
の
実
は
ほ
か
の

堅
果
類
に
く
ら
ベ
カ
ロ
リ
ー
が
高
く
、
御
井
戸
遺
跡
の
人
々
が
堅
果
類
の
な
か
で

も
ト
チ
嗜
好
の
強
い
食
生
活
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た

（写

６８
）ｏ
青
森
県
木
造
町
亀
ヶ
岡
遺
跡
の
縄
文
時
代
晩
期
の
層
の
花
粉
分
析
で
は
ト
チ

ノ
キ
属
の
花
粉
が
三
〇
ｒ
と
高
い
出
現
率
、
ク
リ
属
、
ク
ル
ミ
属
の
花
粉
で
も
高

い
出
現
率
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
ト
チ
の
本
は
天
然
の
状
態
で
は
群
生
を
せ
ず
、

落
葉
広
葉
樹
林
の
中
に
単
本
で
生
え
る
場
合
が
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ト
チ
の

本
の
花
粉
数
値
が
高
い
割
合
を
示
す
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
縄
文
時
代
晩
期
の
人
々

が
ト
チ
の
実
を
た
わ
わ
に
実
ら
せ
る
ト
チ
の
木
、
ま
た
ク
リ
や
ク
ル
ミ
の
生
え
る

環
境
を
下
草
刈
り
な
ど
で
手
を
加
え
て
保
護
し
た
結
果
な
ど
で
あ
ろ
う
。
ま
た
石

川
県
金
沢
市
米

泉

遺
跡
で
は
晩
期
前
半
の
集
落
域
の
近
く
に
ク
リ
林
が
存
在
し

た
こ
と
を
示
す
ク
リ
の
根
株
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
縄
文
時
代
晩
期
の
遺
跡
の
調
査

で
確
認
さ
れ
た
建
物
の
柱
跡
で
は
ク
リ
の
材
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
木
材

と
し
て
も
縄
文
時
代
晩
期
の
人
々
に
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
ち
な
み
に
米
泉
遺

跡
で
は
集
落
付
近
の
河
川
跡
で
は
推
定
ク
リ
で
約
二
六
万
個
、
ト
チ
の
実
で
約
二

四
万
個
分
の
食
物
利
用
残
滓
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
食
物
と
し
て
も
ク
リ
が
き
わ

め
て
有
用
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
米
泉
遺
跡
の
集
落
付
近
の
ク
リ

林
に
は
、
そ
の
利
用
価
値
を
熱
知
し
た
集
落
の
人
々
が
何
ら
か
の
保
護
を
加
え
て

い
た
可
能
性
は
高
い
。

縄

文

時

代
　
ト
チ
の
実
、
ド
ン
グ
リ
、
ク
リ
な
ど
堅
果
類
の
植
物
食
は
炭
水

晩
期
の
狩
猟
　
化
物
の
摂
取
の
点
で
、
縄
文
時
代
晩
期
の
食
生
活
に
大
き
く
比

重
を
占
め
て
い
た
が
、
狩
猟
、
漁
労
活
動
に
よ
り
え
た
動
物
食
も
蛋
白
質
の
摂
取

で
重
要
で
あ
る
。
御
代
田
町
の
晩
期
遺
跡
の
デ
ー
タ
で
は
動
物
食
物
の
食
べ
暦
で

あ
る
骨
な
ど
の
動
物
遺
存
体
、
狩
猟
に
か
か
わ
る
遺
物
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
周
辺
遺
跡
の
調
査
成
果
、
御
代
田
地
域
の
現
在
の
動
物
生
息
か
ら
晩
期

の
狩
猟
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

御
代
田
町
で
今
日
生
息
す
る
動
物
は
大
型
哺
乳
類
で
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
、　
一一
ホ
ン

カ
モ
シ
カ
、
ホ
ン
シ
ュ
ウ
ジ
カ
、
中
型
哺
乳
類
で
イ
ノ
シ
シ
、　
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
タ

ヌ
キ
、
キ
ツ
ネ
、
ア
ナ
グ

マ
、
テ
ン
、
イ
タ
チ
、
ノ
ウ
サ
ギ
、
ム
サ
サ
ビ
な
ど
が

あ
る
。
小
諸
市
石
神
遺
跡
で
は
後
期

中

葉
加
曽
利
Ｂ
２
式
期
の
住
居
で
食
料
残
滓

で
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
の
獣
骨
を
主
体
と
し
て
、　
一一
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
、
キ
ジ
の
骨
が

出
土
し
た
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
は
食
物
残
滓
と
し
て
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
の
骨
が

出
土
す
る
こ
と
が
多
く
、
縄
文
時
代
全
般
的
に
狩
猟
は
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
を
主
体
、

第 2章 縄 文 時 代

図‖7 新潟県御井戸遺跡の トチ依存率
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か
つ
そ
の
ほ
か
の
獣
も
狩
猟
対
象
と
し
て
い
た
。
御
代
田
町
周
辺
の
縄
文
時
代
晩

期
で
も
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
を
主
体
、
ま
た
そ
の
ほ
か
の
獣
も
狩
猟
対
象
と
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
獣
を
仕
留
め
る
飛
び
道
具
と
し
て
は

弓
矢
が
あ
る
。
宮
城
県
石
巻
市
南
境
貝
塚
で
は
縄
文
時
代
後
期
の
石
鏃
が
射
込
ま

れ
た
シ
カ
の
肩
甲
骨
、静
岡
県
浜
松
市

蜆

塚
貝
塚
で
も
後
期
の
石
鏃
が
貫
通
し
た

シ
カ
の
骨
盤
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
縄
文
時
代
の
弓
矢
が
獣
の
骨
ま
で
達
す

る
ほ
ど
の
威
力
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
弓
矢
が
狩
猟
に
お
い
て
き
わ
め
て

有
効
な
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
石
鏃

で
は
破
損
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
射
的
で
獣
の
骨
ま
で
接
触
し
た
結
果
と
し
て
石

鏃
が
破
損
し
た
例
も
多
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

縄
文
時
代
の
矢
は
そ
の
全
体
像
を
知
り
う
る
資
料
は
な
い
が
、
矢
の
先
端
に
装

着
す
る
石
鏃
は
遺
跡
で
普
遍
的
に
出
土
す
る
。
御
代
田
町
周
辺
の
佐
久
地
方
の
晩

期
の
石
鏃
は
、
小
諸
市
石
神
遺
跡
の
晩
期
前
半
の
佐
野
式
期
の
石
鏃
で
は
佐
久
市

八
風
山
産
の
安
山
岩
製
が
主
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
諸
市
氷
遺
跡
の
晩
期
末
氷
Ｉ

式
期
の
石
鏃
で
は
、
和
田
峠
産
の
黒
曜
石
製
の
も
の
が
多
く
な
る
。
ま
た
氷
Ｉ
式

期
の
石
鏃
は
有
茎
の
も
の
が
主
で
あ
る

（図
１１８
）
０

石
鏃
が
装
着
さ
れ
た
矢
柄
の

一
部
は
埼
玉
県
大
宮
市
寿
能
泥
炭
層
遺
跡

（図
１１８

・１
４
）
、
北
海
道
木
古
内
町
札
刈
遺
跡
で
出
土
す
る
。
寿
能
泥
炭
層
遺
跡
出
土
の
矢

柄
は
直
径
約
五
が
、
肉
厚
約

一
彙ン
の
中
空
円
筒
形
の
イ
ネ
科
竹
笹
類
、
札
刈
遺
跡

例
も
竹
の
類
で
あ
る
。
御
代
田
町
に
現
生
す
る
竹
笹
類
は
ア
ズ
マ
ザ
サ
、
シ
ナ
ノ

ザ
サ
、
ネ
ダ
ケ
、
ヤ
ダ
ケ
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
晩
期
で
も
矢
柄
の
材
と
な
っ

た
可
能
性
は
高
い
。
石
鏃
の
製
作
の
実
験
で
は
、
要
し
た
時
間
が

一
点

一
〇
～
二

○
分
に
対
し
て
、
石
鏃

や
矢
羽
の
装
着
を
も
含

め
た
矢
柄
の
製
作
で
は

一
本

一
時
間
か
か
っ
た

と
い
う
。
海
外

の
民
族

例
で
ク
ン
ブ

ッ
シ
ュ
マ

ン
は
矢
柄
の
製
作
に
手

間
を
か
け
、
手
負

い
の

獲
物
を
追
う
前
に
矢
を

探
す
な
ど
矢
柄
を
大
切

に
扱
う
例
も
あ
る
。
縄

文
時
代
で
も
狩
猟
後
に

装
着
し
た
石
鏃
を
交
換

し
て
、
矢
柄
を
再
利
用

し
た
可
能
性
は
高

い
。

石
鏃
を
矢
柄
に
装
着

す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

寿
能
遺
跡
出
土
遺
物
に

よ
る
と
矢
柄
の
側
面
を

Ｕ
字
状
に
削
り
出
し
、

そ
の
先
端
を
ペ
ン
先
状

に
し
て
石
鏃
を
挟
み
込

ん
で
い
る
。
ま
た
い
っ

・　

　

４
鰤け

廿
２
５
■

中

氷遺跡

図‖8 石鏃 と根挟み



ぽ
う
、
後
期
末
か
ら
晩
期
の
東
北
、
東
海
地

方
で
は
根
挟
み
と
よ
ば
れ
る
骨
角
器
が
石
鏃

3
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i、 2滋賀里遺跡出土の弓
3 宮崎遺跡出土の弓筈

Ｂ
Ｃ
式
期
の
石
鏃
が
装
着
し
た
ま
ま
の
根
挟

み
が
出
土
し
て
い
る
。
佐
久
地
方
で
は
ま
だ

晩
期
の
根
挟
み
の
出
土
例
は
な
い
が
、
長
野

市
宮
崎
遺
跡
で
は
晩
期
前
半
の
土
器
が
多
出

す
る
５
号
ト
レ
ン
チ
で
は
根
挟
み
が
二
点
、

真
田
町
唐
沢
岩
陰
遺
跡
で
は
、
晩
期
か
ら
弥

生
時
代
の
層
か
ら
も
根
挟
み
が
四
点
出
土
し

た
。
宮
崎
遺
跡
例
や
唐
沢
遺
跡
例
も
石
鏃
の
装
着
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

（図
１１８
）
０
石
鏃
を
矢
柄
や
根
挟
み
に
装
着
す
る
場
合
は
、
松
脂
や
漆
な
ど
が
用
い

ら
れ
た
。
ま
た
、
東
北
や
北
海
道
南
部
で
は
膠
着
材
と
し
て
の
天
然
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
が
用
い
ら
れ
、
石
鏃
や
根
挟
み
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が
付
着
す
る
例
も
少
な
く
な

い
。
ち
な
み
に
寿
能
遺
跡
の
矢
柄
例
で
は
漆
が
膠

着

材
で
あ
っ
た
。

弓
本
体
は
長
野
県
内
で
は
出
土
例
は
な
い
が
、
青
森
県
是
川
遺
跡
、
岩
手
県
莉

内
遺
跡
、
埼
玉
県
寿
能
泥
炭
層
遺
跡
、
伊
奈
氏
屋
敷
跡
遺
跡
、
滋
賀
県
滋
賀
里
遺

跡
な
ど
縄
文
時
代
後
晩
期
の
遺
跡
で
は
、
三
〇
〇
〇
年
近
く
の
時
を
越
え
て
木
製

の
弓
が
地
下
水
に
浸
か
っ
て
腐
食
せ
ず
に
残
存
し
て
出
土
す
る
例
が
あ
る

（図
１１９

１
１

・
２
）。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
縄
文
時
代
後
晩
期
の
弓
に
は
丸
木
弓
、
飾
り
弓
、

小
型
弓
の
三
種
が
あ
り
、
短
弓
も
あ
る
が
、
長
弓
が

一
般
で
あ
っ
た
。
材
で
は
カ

ヤ
、
イ
ヌ
ガ
ヤ
、
カ
マ
ツ
カ
、
ク
リ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
弓
に
弦
を
掛
け
る
た

め
の
弓
筈
で
は
、
弓
の
両
端
に
は
削
り
出
し
に
よ
リ
コ
ブ
状
、
ま
た
焦
が
し
て
削

り
込
ん
だ
も
の
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
弓
に
弦
を
張
る
両
端
部
の
飾
り
と

な
る
弓
筈
状
の
骨
角
器
が
、
弓
の
両
端
に
装
着
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
長
野
市

宮
崎
遺
跡
で
は
晩
期
前
半
の
土
器
が
多
出
す
る
５
号
ト
レ
ン
チ
か
ら
弓
筈
状
の
骨

角
器
が
出
土
す
る
。
こ
れ
は
弓
の
両
端
に
装
着
さ
れ
て
弦
が
掛
け
ら
れ
、
狩
猟
用

の
弓
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（図
１１９
‐
３
）
。

さ
て
小
諸
市
石
神
遺
跡
で
は
、
晩
期
前
葉
か
ら
中
葉
の
土
器
が
多
出
す
る
地
区

か
ら
石
鏃
が
七
九

一
点
、
ま
た
多
量
の
剥
片
類
が
出
土
す
る
。
剥
片
類
で
は
総
じ

て

一
〇

リミ
よ
り
大
き
い
も
の
は
少
な
く
、
剥
片
類
の
多
く
は
石
鏃
の
素
材
と
考
え

ら
れ
る
。
石
神
遺
跡
で
多
量
の
石
鏃
が
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
例
で
あ
ろ
う
。

長
野
県
内
の
晩
期
遺
跡
で
は
石
神
遺
跡
の
ほ
か
に
も
山
ノ
内
町
佐
野
遺
跡
で
晩
期

前
葉
か
ら
中
葉
の
石
鏃
が

一
〇
〇
〇
点
以
上
、
長
野
市
宮
崎
遺
跡
で
晩
期
前
葉
の 図119 弓と弓筈
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石
鏃
が
少
な
く
と
も
二
人
ｌｉ
点
以
Ｌ
、
茅
野
市
御
社
宮

‐ｉｌ
遺
跡
で
晩
期
木
氷
Ｉ
式

の
石
鏃
が
四
二
三
点
と
石
鉄
が
多
――――
に
出
―‐
す
る
遺
跡
が
あ
る
。
遺
跡
が
継
続
す

る
時
間
の
長
さ
、
遺
跡
の
規
模
の
大
き
さ
も
石
鏃
の
数
量
の
多
さ
に
反
映
さ
れ
る

部
分
も
あ
る
が
、
長
野
県
内
の
ほ
か
の
――免
期
遺
跡
と
く
ら
べ
て
石
鏃
が
多
景
に
出

土
す
る
晩
期
遺
跡
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
．
こ
れ
ら
の
晩
期
遺
跡
で
は
石

鏃
を
多
量
に
製
作
、
保
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
現
象
を
い
か
に
考
え

た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

千
葉
県
高
根
木
戸
遺
跡
や
高
根
木
戸
北
遺
跡
の
縄
文
時
代
中
期
の
集
落
で
、
石

鏃
の
保
有
に
格
差
が
大
き
い
こ
と
に
着
日
し
た
研
究
に
よ
る
と
、
石
鏃
を
集
中
的

に
破
格
の
量
を
保
有
す
る
集
落
で
は
、
狩
猟
活
動
に
投
下
す
る
労
働
量
と
規
模
の

大
き
い
、
加
え
て
、
か
な
り
組
織
化
さ
れ
た
狩
猟
集
団
が
存
在
し
た
点
を
指
摘
し

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
ほ
か

＝
　
の
集
落
間
と
共
同
し
て
狩

】
　
猟
集
団
を
編
成
し
た
可
能

委

肺
　
性
を
想
定
し
、
石
鉄
を
中

‐‐‐ｌｌ

　

越
し

て
保
有
す
る
集
落
は

］
　

そ

の
集
―ヽ＝
狩
猟
編
成

で
射

跡遺

　

手
を
擁
す
る
な
ど
卓
越
し

陰瀦
　
た
位
置
を
占
め
て
い
た
こ

唯
　
と
が
推
定
さ
れ
た
。
こ
の

期
　
研
究
は
関
東
東
部
の縄
文

７０
　

時
代
中
期
を
分
析
対
象
と

写

　

す
る
が
、
ほ
か
の
地
域
を

対
象
に
す
る
と
、
縄
文
時
代
――免
期
で
は
千
葉
県
山
武
姥
山
貝
塚
や
愛
知
県
伊
川
津

貝
塚
な
ど
集
団
狩
猟
ま
で
を
想
定
で
き
る
ほ
ど
に
多
ｌｉｔ
な
イ
ノ
ン
シ
や
シ
カ
の
骨

が
出
上
す
る
遺
跡
が
あ
る
と
い
う
。
長
野
県
内
の
――免
期
遺
跡
で
も
さ
き
に
触
れ
た

石
鏃
を
多
量
に
製
作
、
保
有
す
る
遺
跡
に
つ
い
て
は
集
団
狩
猟
と
の
か
か
わ
り
を

考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
の
よ
う
だ
。

縄
文
時
代
で
お
も
に
狩
猟
対
象
と
な

っ
た
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
狩
る
に
は
、
集

落
周
辺
の
林
や
野
山
で
充
分
に
狩
猟
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
縄
文
時

代
晩
期
で
は
さ
ら
に
深
山
に
お
い
て
も
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
う
か
が
い
知
り
う
る
。

深
山
の
中
に
存
在
す
る
洞
穴
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
草
創
期
で
の
利
用
が
者
名
だ

が
、
意
外
に
多

い
の
が
縄
文
時
代
早
期
押
型
文
上
器
期
、
前
期
末
や
時
代
晩
期
後

半
か
ら
弥
生
時
代
の
出
上
遺
物
で
あ
る
。
高
山
村
湯
倉
洞
穴
遺
跡
、
真
田
町
陣
の

岩
岩
陰
遺
跡
、
庸
沢
岩
陰
遺
跡
は
長
野
県
内
で
著
名
な
洞
穴
遺
跡
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
――免
期
後
半
の
洞
穴
利
用
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
（写
７０
）
。
こ
れ
ら
の
洞

穴
の
標
高
は
場
合
洞
穴
遺
跡
で
約

一
五
〇
〇
肝
、
陣
ノ
岩
岩
陰
遺
跡
で
約

一
四
〇

〇

′
――
、
店
沢
岩
陰
遺
跡
で
約

一
二
四
〇
肝
と
高
く
、
年
間
を
通
じ
た
定
住
的
な
利

用
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
交
易
な
ど
で
遠
隔
地
を
波
り
歩
く
人
、
ま
た

狩
猟
集
団
が
狩
猟
活
動
の
際
の

一
時
的
な
居
住
、

つ
ま
リ
キ
ャ
ン
プ
の
場
と
し
て

利
用
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．
さ
き
に
述
べ
た
唐
沢
岩
陰
遺
跡
――免
期

包
含
層
出
上
の
骨
角
器
の
根
挟
み
や
石
鏃
は
、
洞
穴
を
利
用
し
た
人
や
集
団
が
狩

猟
活
動
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
深
山
に
分
け

人
り
、
洞
穴
を
利
用
し
て
狩
猟
を
行
な

っ
た
集
団
は
麓
の
集
落
の
者
た
ち
か
も
し

れ
な
い
し
、

マ
タ
ギ
の
よ
う
に
各
地
を
渡
り
歩
く
狩
猟
専
業
集
団
で
あ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。
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稲
作
の
受
容
　
縄
文
時
代
の
生
業
基
盤
が
狩
猟
採
集
漁
労
、
弥
生
時
代
の
生
業

と
籾
痕
土
器
　
基
盤
が
水
稲
耕
作
を
は
じ
め
と
す
る
食
料
生
産
を
基
礎
と
す
る

も
の
と

一
般
に
説
明
さ
れ
る
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
は
こ
の
常
識
に
再
検

討
を
求
め
る
例
が
相
つ
い
だ
。
ま
ず
昭
和
五
十
三

（
一
九
七
八
）
年
、
福
岡
県
福

岡
市
板
付
遺
跡
Ｇ
１
７
区
の
調
査
で
そ
れ
ま
で
縄
文
時
代
晩
期
末
の
夜
臼
式
土
器

（
刻
目
突
帯
文
土
器
）
の
時
期
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
刻
目
突
帯
文
土
器
の

時
期
の
水
田
跡
は
そ
の
後
、
福
岡
県
二
丈
町
曲
り
田
遺
跡
、
岡
山
県
岡
山
市
津
島

江
道
遺
跡
な
ど
で
検
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
で
は
刻
目
突
帯
文
土
器
期
の
木
製

農
具
、
石
包

丁
、
大
陸
系
摩
製
石
斧
な
ど
農
耕
文
化
に
か
か
わ
る
遺
物
の
存
在
も

確
認
さ
れ
た
。
刻
目
突
帯
文
土
器
と
は
、
西
日
本

一
帯
に
分
布
す
る
縄
文
時
代
晩

期
末
の
土
器
型
式
群
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
水
稲
耕
作
が
開
始
さ
れ
た
時
期
を
従

来
ど
お
り
縄
文
時
代
晩
期
末
で
扱
う
説
が
あ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
弥
生
時
代
早
期
と

扱
う
説
も
あ
る
。
論
点
は
水
稲
耕
作
の
開
始
を
重
視
す
る
か
、
定
着
を
重
視
す
る

か
で
あ
る
。

考
古
学
で
水
稲
耕
作
の
開
始
と
定
着
の
過
程
の
検
討
は
、
水
田
跡
の
遺
構
、
木

製
農
具
、
石
包
丁
、
大
陸
系
磨
製
石
斧
な
ど
の
農
耕
に
か
か
わ
る
遺
物
、
植
物
遺

存
体
と
し
て
の
稲
粗
や
粗
痕
土
器
な
ど
、　
コ
メ
の
存
在
を
示
す
遺
物
の
出
現
と
そ

の
組
合
せ
を
土
器
型
式
編
年
と
対
応
さ
せ
水
稲
耕
作
の
痕
跡
を
推
し
量
る
。
刻
目

突
帯
文
土
器
期
で
は
水
稲
耕
作
に
か
か
わ
る
遺
構
、
遺
物
が
出
揃
い
、
考
古
学
的

に
も
水
稲
耕
作
の
存
在
を
証
明
で
き
る
が
、
近
年
の
発
掘
、
研
究
の
成
果
で
は
コ

メ
の
存
在
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
。
岡
山
県
総
社
市

南

溝
手
遺
跡
で
は
、
縄
文
時

代
後
期
末
の
福
田
Ｋ
Ⅲ
式
土
器
に
叔
の
圧
痕
が
、
青
森
県
風
張
遺
跡
で
は
縄
文
時

代
後
期
の
住
居
跡
か
ら
炭
化
米
が
出
土
し
た
。
さ
ら
に
岡
山
県
美
甘
村
姫
笹
原
遺

跡
出
土
の
縄
文
時
代
中
期
中
葉
の
上
器
の
胎
土
分
析
を
し
た
結
果
、
イ
ネ
科
植
物

の
存
在
を
示
す
イ
ネ
科
植
物
の
細
胞
珪
酸
体

（プ
ラ
ン
ト

・
オ
パ
ー
ル
）
が
検
出

さ
れ
た
と
い
う
。
縄
文
時
代
中
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
そ
う
だ
。

エ
ゴ
マ
、
リ
ョ
ク

ト
ウ
、
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
な
ど
栽
培
種
の
植
物
種
子
が
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
も
こ
れ
ま

で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
状
況
を
も
考
え
る
と
、
縄
文
時
代
で
も
イ
ネ
科
植
物
を
含

め
た
植
物
栽
培
が
何
ら
か
の
形
で
行
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
か

り
に
植
物
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
縄
文
時
代
晩
期
末
の
刻
目
突
帯

文
土
器
の
時
期
を
さ
か
の
ぼ
る
部
分
に
つ
い
て
は
狩
猟
採
集
漁
労
を
主
と
す
る
経

済
基
盤
を
変
化
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
西
日
本
を
中
心
に
水
稲
耕
作
の
開
始
の
問
題
に
触
れ
た
。

中
部
高
地
を
含
め
た
東
日
本
で
は
、
弥
生
時
代
前
期
は
存
在
せ
ず
、
中
期
初
頭
の

時
期
か
ら
弥
生
時
代
と
扱
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、　
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
東
日

本
の
弥
生
土
器
の
編
年
研
究
の
結
果
、
東
日
本
で
こ
れ
ま
で
中
期
初
頭
の
弥
生
土

器
と
扱
わ
れ
た
も
の
の

一
部
が
弥
生
前
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
た
西
日
本

一
帯
に
分
布
す
る
弥
生
時
代
前
期
の
遠
賀
川
式
土
器
の
影
響
を

受
け
た
土
器
の
分
布
が
東
北
地
方
で
も
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
青
森
県
弘
前
市
砂

沢
遺
跡
で
は
砂
沢
式
期
の
水
田
跡
、
山
梨
県
韮
崎
市
宮
ノ
前
遺
跡
で
は
氷
Ⅱ
式
期

の
水
田
跡
と
縄
文
式
直
後
か
つ
弥
生
時
代
前
期
末
並
行
の
水
稲
耕
作
の
跡
が
見
つ

か
っ
た

（写
７‐
）。
こ
の
二
〇
年
程
の
間

（
一
九
九
八
年
二
月
現
在
）
で
汎
日
本
列

島
的
に
稲
作
受
容
期
の
考
古
学
の
常
識
が
く
つ
が
え
っ
た
こ
と
に
な
る
。

中
部
高
地
の
稲
作
受
容
期
の
状
況
は
先
述
の
よ
う
に
山
梨
県
韮
崎
市
宮
ノ
前
遺

跡
で
弥
生
時
代
前
期
の
氷
Ｈ
式
期
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長



野
県
で
は
弥
生
時
代
中
期
末
の
栗
林
式
期
の
水
田
が
現
状
で
は
最
古
の
も
の
と
な

る
。
農
耕
具
に
関
し
て
も
木
製
農
具
は
弥
生
時
代
中
期
末
栗
林
式
期
の
も
の
が
最

古
と
な
る
が
、
磨
製
石
包
丁
は
長
野
県
岡
谷
市

庄
ノ
畑
遺
跡
で
弥
生
時
代
中
期
初

頭
の
庄
ノ
畑
式
期
の
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
長
野
市
新
諏
訪
町
遺
跡
出
土
の

磨
製
石
包
丁
も
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
イ
ネ
の
存
在
を
示
す

考
古
学
資
料
は
時
期
が
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
だ
。
長
野
県
飯
田
市
石
行
遺
跡

出
土
の
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
浅
鉢
に
稲
粗
の
圧
痕
が
認
め
ら
れ
る
（図
１２０
）。
こ

の
浅
鉢
は
東
海
の
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
五
貫
森
式
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
も

の
で
あ
る
。
五
貫
森
式
土
器
は
さ
き
に
触
れ
た
西
日
本
の
刻
目
突
帯
文
土
器
に
含

ま
れ
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
に
は
西
日
本
で
は
水
稲
耕
作
が
確
実
に
開
始
さ
れ
て

い
る
。
飯
田
市
石
行
遺
跡
の
粗
痕
の
原
因
と
な

っ
た
粗
が
飯
田
の
地
で
耕
作
さ
れ

た
も
の
か
、
東
海
で
作
ら
れ
、
中
部
高
地
ま
で
搬
入
さ
れ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
中
部
高
地
に
水
稲
耕
作
の
情
報
が
伝
播
す
る
に
あ
た
り
、
東
海
か
ら
の
影

響
、
そ
し
て
天
竜
川
ル
ー
ト
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
を
飯
田
市
石
行
遺

跡
の
粗
痕
土
器
は
物
語
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
も
茅
野
市
御
社
宮
司
遺
跡
、
大
町
市

一
津っ
遺
跡
、
山
梨
県
韮

崎
市
中
道
遺
跡
の
出
土
資
料
な
ど
、
縄
文
時
代
晩
期
末
の
粗
状
圧
痕
の
土
器
は
研

究
者
の
間
で
は
注
目
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
飯
田
市
石
行
遺
跡
例
よ
り

若
千
新
し
い
縄
文
時
代
晩
期
最
終
末
の
氷
Ｉ
式
の
時
期
の
も
の
だ
。
飯
田
市
石
行

遺
跡
例
を
も
含
め
、
こ
れ
ま
で
肉
眼
に
よ
る
観
察
で
粗
状
の
圧
痕
が
あ
る
と
研
究

者
に
認
識
さ
れ
、
氷
Ｉ
式
の
時
期
に
稲
粗
が
存
在
す
る
証
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
昨
今
の
研
究
の
進
展
は
い
ち
じ
る
し
く
、
こ
の
縄
文
時
代
晩
期
末
の
土
器

の

「粗
状
圧
痕
」
が
本
当
に
イ
ネ
級
の
種
子
に
よ
る
圧
痕
で
あ
る
か
鑑
定
で
き
る

分
析
法
が
登
場
し
た
。

レ
プ
リ
カ
法
と
は
土
器
の
圧
痕
や
石
器
の
剥
片
な
ど
考
古
学
資
料
の
圧
痕
に
シ

リ
コ
ン
樹
脂
を
注
入
、
固
体
化
さ
せ
て
圧
痕
の
レ
プ
リ
カ
を
複
製
す
る
。
そ
し
て

そ
の
レ
プ
リ
カ
を
走
査
電
子
顕
微
鏡
を
利
用
す
る
こ
と
で
圧
痕
の
原
体
を
鑑
定
す
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写71 山梨県宮の前遺跡の弥生前期水田跡

従来、中部高地を含む東日本では、弥生前期は存在せず、中期初頭から弥生時

代がはじまると考えられてきた。青森県砂沢遺跡や上写真の宮の前遺跡の水田

跡発見で、東 日本の稲作の起源は確実にさかのぼった。 (『 宮の前遺跡』より)
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る
分
析
法
で
あ
る
。

レ
プ
リ
カ
法
に
よ
る
分
析
で
こ
れ
ま
で
肉
眼
で
の
観
察
に
難

の
あ

っ
た
土
器
の
文
様
や
地
文
施
文
具
の
原
体
、
種
子
圧
痕
の
種
子
の
同
定
で
は

大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
末
の
粗
痕
土
器
を

レ
プ
リ
カ
法
で
分
析
し
た
結
果
、

た
し
か
に
飯
田
市
石
行
遺
跡
の
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
土
器
の
圧
痕
は
イ
ネ
粗
種

子
が
土
器
を
製
作
中
に
付
着
し
て
で
き
た
圧
痕
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
中
部

高
地
で
も
最
古
の
粗
痕
で
あ
る
こ
と
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
。
し
か
し
飯
田
市

石
行
遺
跡
例
に
後
続
す
る

一
津
遺
跡
、
御
社
宮
司
遺
跡
、
中
道
遺
跡
の
縄
文
時
代

晩
期
最
終
木
の
槻
痕
上
器
の
圧
痕
部
の
観
察
結
果
は
思

い
が
け
な

い
も
の
で
あ

っ

た
。
圧
痕
の
原
因
は
イ
ネ
粗
種
子
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
イ
ネ
級
種
子
に
近

い

サ
イ
ズ
の
本
の
小
片
や
骨
片
、
イ
ネ
粗
以
外
の
植
物
種
子
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、

イ
ネ
級
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

氷
Ｉ
式
は
中
部
高
地
の
縄
文
時
代
晩
期
最
終
末
の
土
器
型
式
だ
が
、
西
日
本

の

弥
生
時
代
前
期
前
半
に
も
並
行
す
る
微
妙
な
時
期
の
も
の
だ
。
同
じ
時
期
に
西
日

本
で
は
農
耕
社
会
が
定
着
す
る
訳
で
、
西
日
本
と
東
日
本
の
接
点
に
あ
た
る
中
部

高
地
で
粗
痕
土
器
が
存
在
す
る
点
に
は
さ
ほ
ど
の
違
和
感
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

し
か
し
、
レ
プ
リ
カ
法
で
証
明
さ
れ
た
氷
Ｉ
式
の
時
期
の
粗
痕
土
器
は
、
皆
無
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

レ
プ
リ
カ
法
に
よ
る
中
部
高
地
の
粗
痕
土
器
の
観
察
は
、
縄

文
時
代
晩
期
後
半
の
中
部
高
地
最
古
の
粗
痕
土
器
を
証
明
し
た
が
、　
い
っ
ぽ
う
で

粗
痕
を
鑑
定
す
る
む
ず
か
し
さ
を
痛
感
さ
せ
る
結
果
と
な

っ
た
。

な
お
佐
久
地
方
に
お
け
る
縄
文
時
代
晩
期
末
か
ら
弥
生
時
代
前
期
に
か
け
て
の

稲
作
に
か
か
わ
り
う
る
考
古
学
資
料
の
存
在
は
、
と
く
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

全
国
的
に
著
名
な
氷
遺
跡
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
今
後
の
考
古

学
の
調
査
成
果
に
期
待
し
た
い
限
り
で
あ
る
。

〈引
用

。
参
考
文
献
〉

青
木
和
明
・
矢
日
忠
良
・鶴
田
典
昭
　
一
九
八
八

『宮
崎
遺
跡
』
　

長
野
市
教
育
委

”只
〈
ム

阿
部
芳
郎
　
一
九
八
七

「縄
文
中
期
に
お
け
る
石
鏃
の
集
中
保
有
化
と
集
団
狩
猟

編
成
に
つ
い
て
」
『貝
塚
博
物
館
紀
要
』
第
１４
号
　
千
葉

市
立
加
曽
利
貝
塚
博
物
館

一
九
九
六

　

「生
業
と
組
織
」
『季
刊
考
古
学
』
第
５５
号
　
雄
山
閣

一
九
八
五

「中
部
地
方
以
西
の
縄
文
時
代
晩
期
浮
線
文
土
器
」
『信

イf  卜可
り‖  音6
H  芳
IIl  貞|`

′ふ

写72・ 図120 飯田市石行遺跡の靭痕土器(上)(1:4)と
レプリカ写真(下 )
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濃
』
第
３７
巻
４
号
　
信
濃
史
学
会

石
川
日
出
志
　
一
九
九
二
「縄
文
と
弥
生
を
め
ぐ
っ
て
」
『新
視
点
日
本
の
歴
史
１
』

新
人
物
往
来
社

金
箱
文
夫
　
一
九
九
六
「埼
玉
県
赤
山
陣
屋
跡
遺
跡
」
『季
刊
考
古
学
』
第
５５
号
　
雄

山
閣

金
子
弘
昌
・
忍
沢
成
視
　
一
九
八
六

『骨
角
器
の
研
究
　
縄
文
編
Ｉ
・
Ｈ
』
慶
友
社

川
島
雅
人
。前
原
　
菫
皇
　
一
九
七
五

「
長
野
県
北
佐
久
郡
宮
平
遺
跡
出
土
の
後
期
縄

文
土
器
」
『信
濃
』
第
２７
巻
第
４
号
　
信
濃
史
学
会

群
馬
考
古
学
談
話
会
編
　
一
九
八
三

『第
４
回
三
県
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
東
日
本
に

お
け
る
黎
明
期
の
弥
生
土
器
』
　

群
馬
考
古
学
談
話
会

他

酒
井
龍

一
　

一
九
九
七

『弥
生
の
世
界
』
　

講
談
社

阪
口
　
菫
立
　
一
九
八
九

『尾
瀬
ヶ
原
の
自
然
史
』
　

中
公
新
書

佐
藤
由
紀
男
　
一
九
九
六

「縄
文
・弥
生
変
換
期
の
壺
形
土
器
」
『考
古
学
の
諸
相
』

坂
詰
秀

一
先
生
還
暦
記
念
会

塩
入
秀
敏

・
児
玉
卓
文
他
　
一
九
七
九

『深
町
』
　

丸
子
町
教
育
委
員
会

設
楽
博
己
　
一
九
八
二

「中
部
地
方
に
お
け
る
弥
生
土
器
の
成
立
過
程
」
『信
濃
』

第
３４
巻
４
号
　
信
濃
史
学
会

設
楽
博
己
　
一
九
九
五

「木
目
状
縞
模
様
の
あ
る
磨
製
石
剣
」
『信
濃
』
第
４７
巻
４

号
　
信
濃
史
学
会

信
濃
史
料
刊
行
会
編
　
一
九
五
六

『信
濃
史
料
』
第
１
巻
下
　
信
濃
史
料
刊
行
会

島
田
恵
子
他
　
一
九
八
七

『後
平
遺
跡
』
　

佐
久
町
教
育
委
員
会

島
田
哲
男

・
設
楽
博
己
　
一
九
九
〇

『
一
津
』
　

大
町
市
教
育
委
員
会

鈴
木
正
博
　
一
九
九
二

「氷
が
解
け
る
と
き
」
『利
根
川
』
１３
　
利
根
川
同
人

須
藤
隆
他
　
一
九
八
四

『中
沢
目
貝
塚
』
　

東
北
大
学
考
古
学
研
究
会

高
橋
龍
二
郎
　
一
九
九
二

「四
万
戸
川
流
域
に
お
け
る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
。木
の
実
の
食

習
」
『民
俗
文
化
』
　

近
畿
大
学
文
芸
学
部

高
橋
龍
二
郎
　
一
九
九
四

「近
畿
地
方
に
お
け
る
弥
生
文
化
形
成
の
問
題
」
『淀
川

文
化
考
』
②
　
近
畿
大
学
文
芸
学
部

竹
原
　
学
他
　
一
九
八
七

『松
本
市
赤
木
山
遺
跡
群
Ｈ
』
　

松
本
市
教
育
委
員
会

友
野
良

一
。
安
孫
子
昭
二
他

　

『田
中
沖
遺
跡
』
　

宮
田
村
遺
跡
調
査
会

中
沢
道
彦
　
一
九
九

一
「長
野
県
の
概
要
」
『東
日
本
に
お
け
る
稲
作
の
受
容
』

東

日
本
埋
蔵
文
化
財
研
究
会

中
沢
道
彦
　
一
九
九
二
「
女
鳥
羽
川
式
」
生
成
小
考
」
『突
帯
文
土
器
か
ら
条
痕
文

土
器

へ
』
　

突
帯
文
土
器
研
究
会

中
沢
道
彦
　
一
九
九
四

「御
代
田
町
戻
場
遺
跡
の

「氷
式
上
器
」
に
つ
い
て
」
『佐

久
考
古
通
信
』
Ｍ
６３
　
佐
久
考
古
学
会

中
沢
道
彦
　
一
九
九
五

「
下
荒
田
遺
跡
早
期
第
１
群
土
器
に
つ
い
て
」
『下
荒
田
遺

跡
』
　

御
代
田
町
教
育
委
員
会

中
沢
道
彦
。贄
田
　
明
　
一
九
九
六

「
長
野
県
北
佐
久
郡
御
代
田
町
戻
場
遺
跡
採
集

の
縄
文
土
器
に
つ
い
て
」
「縄
文
時
代
」
第
７
号
　
縄
文

時
代
文
化
研
究
会

中
沢
道
彦
　
一
九
九
七

「
土
器
型
式
論
　
晩
期
」
『縄
文
時
代
』
第
８
号
　
縄
文
時

代
文
化
研
究
会

考
古
学
会
　
長
野
　
昭
和
四
十
三
年

永
峰
光

一
　

一
九
五
五

「千
曲
川
沿
岸
地
方
に
お
け
る
晩
期
縄
文
式
土
器
に
就
い
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て
」
『石
器
時
代
』
第
１
号
　
石
器
時
代
研
究
会

永
峰
光

一
他
　
一
九
六
七

『佐
野
』
　

長
野
県
考
古
学
会

永
峰
光

一
　

一
九
六
九
「
氷
遺
跡
の
調
査
と
そ
の
研
究
」
『石
器
時
代
』
第
９
号
　
石

器
時
代
研
究
会

永
峰
光

一
・
小
林
青
樹
　
一
九
九
五

「
氷
遺
跡
第
２
次
調
査
概
要
報
告
」
『信
濃
』

第
４７
巻
第
４
号
　
信
濃
史
学
会

西
本
豊
弘
　
一
九
八
七

「骨
角
製
漁
具
」
『季
刊
考
古
学
』
第
２‐
号
　
雄
山
閣

西
本
豊
弘
　
一
九
九
六
「縄
文
時
代
の
狩
猟
と
儀
礼
」
『季
刊
考
古
学
』
第
５５
号
　
雄

山
閣

花
岡
　
弘
　
一
九
七
九

「小
諸
市
氷
柳
沢
採
集
の
氷
式
土
器
」
『小
諸
市
誌
　
歴
史

“届

（
こ
』
　

小
諸
市
教
育
委
員
会

花
岡
　
弘
。角
張
淳

一
。
綿
田
弘
実
　
一
九
九
四

『石
神
』

小
諸
市
教
育
委
員
会

樋
口
昇

一
他
　
一
九
七
二

『長
野
県
松
本
市
女
鳥
羽
川
遺
跡
緊
急
発
掘
調
査
報
告

書
』
　

松
本
市
教
育
委
員
会

平
林
国
男
他

　

『八
坂
村
誌
　
自
然
編

。
自
然
編
資
料
』
　

八
坂
村
誌
刊
行
会

藤
沢
宗
平

・
山
田
瑞
穂
他
　
一
九
七
二

『離
山
遺
跡
』
　

穂
高
町
教
育
委
員
会

前
山
精
明
　
一
九
九
六

「縄
文
時
代
晩
期
後
葉
集
落
の
経
済
基
盤
　
新
潟
県
御
井

戸
遺
跡
出
土
植
物
性
食
料
残
さ
い
の
計
量
分
析
か
ら
」

『考
古
学
と
遺
跡
の
保
護
』

甘
粕
健
先
生
退
官
記
念

論
集
刊
行
会

御
堂
島
正
　
一
九
九

一
「
石
鏃
と
有
舌
尖
頭
器
の
衝
撃
剥
離
」
『古
代
』
第
９２
号
　
早

稲
田
大
学
考
古
学
会

宮
下
健
司
　
一
九
九
二

「長
野
県
の
土
偶
」
『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
３７
集

御
代
田
町
誌
編
纂
委
員
会
編
　
一
九
九
五

『御
代
田
町
誌
　
自
然
編
』

御
代
田
町

誌
刊
行
会

御
代
田
町
誌
編
纂
委
員
会
編
　
一
九
九
六

『御
代
田
町
誌
　
民
俗
編
』

御
代
田
町

誌
刊
行
会

向
坂
鋼
二
　
一
九
六

一
「長
野
県
中
ノ
沢
出
土
の
土
器
と
土
製
耳
飾
り
」
『第
四
紀

研
究
』
第
二
巻
第
１
号
　
第
四
紀
研
究

百
瀬
長
秀
　
一
九
八
四

「羽
状
の
沈
線
を
も
つ
土
器
の
系
統
と
展
開
」
『長
野
県
考

古
学
会
誌
』
第
４９
号
　
長
野
県
考
古
学
会

百
瀬
長
秀
　
一
九
八
六

「浮
線
文
系
土
器
の
変
遷
と
分
布
」
『歴
史
手
帳
』
第
１４
巻

２
号

百
瀬
長
秀
　
一
九
八
七

「中
央
自
動
車
道
長
野
線
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

１
」
　

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

安
田
喜
憲
　
一
九
八
〇

『環
境
考
古
学
事
始
』
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス

安
田
喜
憲
　
一
九
九
二

『気
候
が
文
明
を
変
え
る
』
　

］石
波
書
店

家
根
祥
多
。中
村
　
菫
塁
　
一
九
九
六

「長
野
市
宮
崎
遺
跡
の
発
掘
調
査
」
　

『信
濃
』

第
４８
巻
第
４
号
　
信
濃
史
学
会

山
内
清
男
　
一
九
二
〇

「所
謂
亀
ヶ
岡
式
土
器
の
分
布
と
縄
紋
式
土
器
の
終
末
」

『考
古
学
』
第
１
巻
第
３
号
　
東
京
考
古
学
会

山
内
清
男
　
一
九
二
七

「縄
紋
土
器
型
式
の
細
別
と
大
別
」
『先
史
考
古
学
』
第
１

巻
第
１
号
　
先
史
考
古
学
会

山
内
清
男
編
　
一
九
六
四

『
日
本
原
始
美
術
１
縄
文
式
土
器
』
　

講
談
社

渡
辺
　
誠
　
一
九
七
五

『縄
文
時
代
の
植
物
食
』
　

雄
山
閣
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第
八
節
　
縄
文
時
代
の
暮
ら
し

一　
道
具
の
用
途

縄
文
土
器
の
　
今
か
ら

一
万
五
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
日
本
列
島
に
土
器
が
登
場

用
　
　
　
途
　
し
た
。
土
器
の
基
本
的
な
用
途
は
、
煮
炊
き

。
貯
蔵

・
盛
り
つ

け
な
ど
調
理

・
食
事
用
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
特
殊
な
事
例
と
し
て
、
骨
壺
と
し

て
利
用
さ
れ
た
り
、
大
鼓
と
し
て
利
用
さ
れ
た
例
な
ど
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
器
の
形
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
（図
１２‐
）。
縄
文
時
代
早

期
か
ら
前
期
初
頭
の
土
器
は
、
砲
弾
形
を
し
て
華
美
な
装
飾
の
な
さ
れ
な
い
尖
底

土
器
で
あ
っ
た
。
や
が
て
前
期
に
は
、
底
が
平
ら
で
そ
の
ま
ま
置
く
こ
と
が
で
き

る
平
底
土
器
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
中
期
に
な
る
と
、
そ
の
中
ご
ろ
を
ピ
ー
ク
と

し
て
派
手
な
装
飾
が
土
器
に
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
焼
町
土
器
に
代
表
さ
れ
る

時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
境
と
し
て
土
器
の
華
美
な
文
様
は
衰
退
し
、
ふ
た
た

び
シ
ン
プ
ル
な
文
様
と
な
る
。
縄
文
後
期
を
迎
え
る
と
、
注
口
土
器
と
い
う
ヤ
カ

ン
形
の
土
器
も
登
場
す
る
。

煮
沸
用
の
土
器
　
日
本
最
古
の
土
器
の

一
例
と
さ
れ
る
神
奈
川
県
上
野
遺
跡
の

土
器
の
内
部
に
は
ス
ス
が
付
い
て
お
り
、
土
器
は
出
現
当
初
か
ら
煮
沸
に
使
用
さ

れ
た
ら
し
い
。
森
の
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
堅
果
類
や
ワ
ラ
ビ
な
ど
の
山
菜
類
を
食
べ

る
に
は
、
煮
沸
に
よ
る
ア
ク
抜
き
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
う
し
た
必
要
性
か

ら
日
本
で
は
土
器
が
誕
生
し
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。

土
器
の
登
場
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
は
格
段
に
進
歩
し
た
。
食
物
の
ア
ク
抜
き

は
も
ち
ろ
ん
、
煮
沸
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
煮
込
ん
で
味
つ
け
や
メ
ニ
ュ

ー
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
も
広
が
り
、
消
化
が
助
け
ら
れ
、
殺
菌
効
果
も
あ

っ
た
。

塩
野
下
弥
堂
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
尖
底
土
器

（縄
文
前
期
六
〇
〇
〇
年
前
）
の

内
面
に
も
ス
ス
の
付
着
が
み
ら
れ
、
煮
沸
に
使
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

同
じ
土
器
の
外
面
に
も
ス
ス
が
付
着
し
て
い
た
が
、
そ
の
ス
ス
は
土
器
の
上
半
部

に
限
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
尖
り
底
の
下
半
分
が
地
面
な
ど
に
埋
め
ら
れ
、
そ

の
上
半
分
が
火
に
あ
た
っ
て
煮
沸
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

縄
文
土
器
工
芸
の
極
致
と
も
い
え
る
塩
野
川
原
田
遺
跡
の
焼
町
土
器

（縄
文
中

期
五
〇
〇
〇
年
前
）
も
、
そ
の
豪
華
な
装
飾
ゆ
え
に
実
用
品
か
ど
う
か
疑
間
視
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
や
は
り
内
面
に
は
ス
ス
が
み
ら
れ
、
煮
沸
に
用
い
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
焼
町
土
器
に
は
上
部
に
四
か
所
の
把
手
の
つ
く
も
の
が

あ
り
、
四
か
所
に
ヒ
モ
が
通
さ
れ
、
吊
し
て
煮
沸
に
用
い
た
も
の
が
あ
る
。

貯
蔵
用

ｏ
盛
り
つ
け
用
の
土
器
　
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
み
ら
れ

る
大
型
の
深
鉢
土
器
は
、
木
の
実
や
あ
る
い
は
水
な
ど
の
貯
蔵
に
用
い
ら
れ
た
も

の
が
あ
っ
た
。
豊
昇
の
宮
平
遺
跡
か
ら
は
高
さ
六
五
彙ン
の
大
型
の
深
鉢
土
器

（縄

文
中
期
後
半
）
も
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
貯
蔵
用
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

ほ
か
漆
や
接
着
剤
と
し
て
の
天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
な
ど
を
貯
蔵
し
た
土
器
も
国
内
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土器形態・容量構成 石器装備構成 石材組成

一副
　
期

・
初
　
頭

城翠
ご

=
¬ ゞ

塚田式・ 中道式

塚 田
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ら

ぬ

Δ

愈

Δ

出

島

冨

闘

Δ
瞳⑮θ熙

颯
」2倖

力0工具類 磨 石 盤状石皿 鶉
▼遡蛉登≫

lD5 ゆ蜀 D

」4住

出蟷 鰊
」5住

爾腋鰊

一剛
　
期

・
中
　
葉

城之腰

石鏃 打製石斧 磨 石 」5住 塚 田

ムA
ぬ6
00‐

詢軋△
‐
9‐

J7住

笏::::::

加工具類 石  皿

ム ふ

甲 佗

中
　
期

・
中
　
葉

長で
:こ]I[ラララ

′
浅鉢

焼町式                川原田

石 鏃 打製石芹 」4住  川原田

AA

^A島
^念⑩

嘴

浴
即

Ｑ

彰

饉

圏

冬

∪

Ｏ

⑤

」11住

笏
Ｚ

」12住

詢臓
」15住

加工具類 磨 石 石  皿 翻

ヾ
儡

③

⑪

舅

∪

Д

リ

」24住

後
　
期

・
前
　
葉

ポ 辟
~     

浅鉢
注□±88

∪ 》◎
手捏    彗

堀之内式

石鏃 打製石斧

■
黒曜石

囲
チヤ

Tト

レ巫多 硬質買岩

□ 翼2晏薔岩

□
その他

※組成は重量比

ac
A△
ΔΔ

6‐ぬ

鰺
り

削

皿

⑬

傷
心
檄

謳

鍮

加工具類 磨 石 磨 斧

０
９ ③⑩

邑

一
図121 塩野西遺跡群の石器と土器の変化
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で
発
見
さ
れ
て
い
る
。

浅
鉢
と
よ
ば
れ
る
土
器
は
、
川
原
田
遺
跡
や
宮
平
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
食
物
を
盛
り
込
む
土
器
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
浅
鉢
に
は
ベ
ン
ガ
ラ
な
ど
で

赤
い
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。

液
体
を
注
ぐ
土
器

｛呂
平
遺
跡
や
塩
野
の
滝
沢
遺
跡
で
は
、
注
目
土
器
と
い
っ

て
ヤ
カ
ン
の
よ
う
な
格
好
を
し
た
縄
文
後
期
の
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
文
字

通
，
こ
れ
は
液
体
を
入
れ
て
注
ぐ
た
め
の
土
器
で
あ
る
が
、
中
に
い
れ
ら
れ
た
液

体
が
酒
で
あ
っ
た
と
い
う
説
、
ビ
タ
ミ
ン
不
足
を
補
う
た
め
飲
用
の
動
物
血
液
を

入
れ
た
と
す
る
説
な
ど
も
あ
る
。

塩
野
下
大
宮
遺
跡
で
は
、
把
手
と
注
ぎ
回
の
つ
い
た
カ
ッ
プ
状
の
土
器
が
出
土

し
て
お
り
、
こ
れ
も
や
は
り
液
体
を
注
ぐ
た
め
の
土
器
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

め
ず
ら
し
い
例
で
は
川
原
田
遺
跡
の
コ
ッ
プ
状
の
小
型
土
器
が
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
用
途
の
土
器
　
こ
の
ほ
か
人
骨
を
納
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
土

器
が
あ
る
。
住
居
内
に
埋
め
ら
れ
る
埋
甕
に
は
、
死
産
児
の
骨
が
入
れ
ら
れ
た
と

い
う
説
と
新
生
児
の
成
長
を
願

っ
て
胎
盤
が
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま

た
、
宮
平
遺
跡
の
土
坑
内
部
に
伏
せ
て
あ

っ
た
縄
文
後
期
の
深
鉢
に
は
骨
片
が
み

ら
れ
、
人
骨
を
中
に
い
れ
て
埋
葬
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
煮
沸
な
ど
に
用
い
た
土
器
で
、　
一
部
破
損
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、

炉
に
埋
設
し
て
再
利
用
し
て
い
る
例
が
川
原
田
遺
跡
の
中
期
の
住
居
に
あ
る
。

土
器
の
縁
に
鍔
が
付
き
小
さ
な
穴
の
開
け
ら
れ
た
有
孔
鍔
付
土
器
は
、
そ
の
穴

に
ヒ
モ
を
通
し
、
日
の
ま
わ
り
に
皮
を
張
っ
て
太
鼓
に
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
酒
の
醸
造
具
だ
っ
た
と
い
う
説
、
種
子
の
貯
蔵
具
と
い
う
も
あ
り
、
そ

の
機
能
が
確
定
し
て
い
な
い
土
器
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
石
器
を
用
途
別
に
み
る
と
、
狩
猟
具

・
漁
労
具

・

石
器
の
用
途

工
具

。
調
理
具
な
ど
に
大
別
で
き
る
。
具
体
的
に
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
に
該
当
す
る
石
器
と
使
わ
れ
方
を
み
て
み
る
。

狩
猟
具
　
川
原
田
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
町
内
最
古
の
石
器
＝
有
舌
尖
頭
器
は
、

槍
の
先
端
な
ど
に
つ
け
ら
れ
て
獲
物
を
刺
す
投
射
用
の
狩
猟
具
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
石
器
は
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
に
入
っ
て
ま
も
な
く
す
る
と
普

遍
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
黒
曜
石
な
ど
で
作
ら
れ
た
石
鏃

（矢
じ
り
）
は
、

町
内
の
ど
の
遺
跡
か
ら
も
た
く
さ
ん
出
土
し
て
お
り
、
茎
の
つ
く
も
の
や
ハ
ー
ト

形
の
二
股
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
石
鏃
は
、
有
舌
尖
頭
器
よ
り

一
歩
進
ん
だ
飛
び

道
具
で
、
弓
矢
の
先
に
つ
け
た
狩
猟
具
で
あ
る
。

漁
労
具
　
漁
労
具
と
わ
か
る
石
器
は
町
内
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い
が
、
や
は

り
石
鏃
の
な
か
に
は
、
モ
リ
の
先
な
ど
に
埋
め
込
ま
れ
て
使
用
さ
れ
る
例
も
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
網
の
オ
モ
リ
と
な
る
石
錘
な
ど
が
縄
文
遺
跡
か
ら

出
土
す
る
場
合
が
あ
る
。

工
具
　
打
製
石
斧
と
よ
ば
れ
る
石
器
は
、
と
く
に
縄
文
時
代
中
期
以
降
に
発
達

す
る
道
具
で
あ
る
。
こ
れ
は
石
斧
と
名
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
実
際
は
土
を
掘
る
た

め
の
道
具
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
表
面
が
ト
ロ
ト
ロ
に
磨
り
減
っ
た
打
製
石
斧
が

川
原
田
遺
跡
で
も
た
く
さ
ん
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
使
用
頻
度
が
か
な
り
高
か
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
を
使
っ
た
ヤ
マ
ノ
イ
モ
掘
り
な
ど
、
根
茎
類
の
採

取
が
さ
か
ん
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

打
製
石
斧
が
土
掘
り
用
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
磨
製
石
斧
は
本
の
伐
採
な
ど

に
使
わ
れ
た
道
具
で
あ
る
。
滝
沢
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
磨
製
石
斧
に
は
、
木
を
加
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骨ヘラ骨 針

工
し
た
と
き
に
特
徴
的
に
生
じ
る
使
用
痕
―
光
沢
が
み
ら
れ
て
い
る
。

石
匙
と
よ
ば
れ
る
石
器
は
つ
ま
み
が
つ
き
、
こ
こ
に
ヒ
モ
な
ど
が
通
さ
れ
、
常

時
携
帯
さ
れ
て
使
わ
れ
た
石
器
で
あ
る
。
か

つ
て
こ
の
石
器
は
皮
は
ぎ
な
ど
と
い

わ
れ
た
が
、
使
用
痕
分
析
に
よ
る
と
万
能
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
も
の
で
、
と
き
に
は

肉
を
切

っ
た
り
、
革
を
切

っ
た
り
、
本
を
削

っ
た
り
し
た
石
器
と
考
え
ら
れ
る
。

塩
野
下
弥
堂
遺
跡
の
石
匙
に
は
、
イ
ネ
科
の
植
物
を
切

っ
た
と
き
に
特
徴
的
に
生

じ
る
光
沢
が
み
ら
れ
る
も
の

（図
１２２
・写
７３
）
、
乾
燥
し
た
皮
を
加
工
し
た
時
に
生

じ
る
光
沢
を
も

つ
も
の
の
二
種
類
が
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
こ
の
石
器
が
草
刈
り

や
皮
の
加
工
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
実
例
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
の
工
具
と
し
て
は
、
石
器
を
打
ち
欠
く
た
め
の
敲
き
石
、
穴
を
あ
け

る
た
め
の
石
錐
、
物
を
削
る
た
め
の
削
器
な
ど
が
町
内
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い

る

て調
理
具
　
明
ら
か
に
調
理
具
と
考
え
ら
れ
る
石
器
に
、
磨
石
と
石
皿
が
あ
る
。

九
い
形
の
磨
石
に
よ
り
石
皿
の
上
で
、
ド
ン
グ
リ
や
ト
チ
の
実
な
ど
を
す
り
潰
し

製
粉
し
た
り
、
肉
な
ど
を
ミ
ン
チ
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
さ
き
の

石
匙
な
ど
も
工
具
だ
け
で
な
く
調
理
に
も
使
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

木
器

・
骨
角
器
　
石
器
に
く
ら
べ
腐
食
し
や
す

い
木
器
や
骨
角
器
は
、
町
内
の

縄
文
遺
跡
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
塩
野
の
西
隣
の
小
諸
市
石
神
遺
跡
か
ら

は
、
海
産
で
あ
る
ハ
マ
グ
リ
の
縁
に
刃
を
つ
け
た
貝
刃
と
い
う
骨
角
器
や
イ
ノ
シ

シ
の
歯
で
作
ら
れ
た
骨
鏃
が
発
見
さ
れ
、
浅
間
山
麓
で
は
初
め
て
の
骨
角
器
の
出

ＡＲ＝Ｈ＝ＨＨＨＨ日Ｈ＝日日日日目ＵＶ
‐の

一

Ａ
＝
＝
＝
＝
＝
＝
Ｈ
Ш
▼
　
●

図123 栃原岩陰遣跡の骨角器 (縄文早期)

(『 長野県史』考古資料編Ⅳより)
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図122・ 写73 下弥堂遺跡の石匙 (上 )と 残 された使用痕
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第 8節 縄文時代の暮らし

写74 縄文時代の精神遺物 と装飾品

(1～ 5=宮平遺跡 (豊 昇) 6～ 10=川 原lII遺跡 (塩野)

土
例
と
な
っ
た
。
千
曲
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
北
相
木
村
の
栃
原
岩
陰
遺
跡
（早
期
）

か
ら
は
三
二
二
点
と
い
う
大
量
の
骨
角
器
が
発
見
さ
れ
て
お
り
注
日
さ
れ
る

（図

‐２３
）０
な
か
に
は
現
代
の
縫
い
針
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
精
巧
な
シ
カ
の
骨
製
の

針
、
Ｊ
字
形
を
し
た
釣
り
針
な
ど
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
縫
い
物
を
し
た
り
、
釣

り
を
し
た
縄
文
早
期
人
の
よ
う
す
が
紡
彿
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
木
器
は
、
近
隣
の
遺
跡
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
低
湿
地
遺

跡
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
木
器
を
み
て
も
、
当
時
の
浅
間
山
麓
で
も

多
種
の
木
器
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

精
神
遺
物
と
　
信
仰
や
呪
術
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
土
偶

・
石
棒
な
ど
の
縄
文
時

装
　
飾
　
口ｍ
　
代
の
精
神
文
化
に
関
す
る
遺
物
、
耳
飾
り
や
垂
飾
り
な
ど
縄
文

時
代
の
装
飾
品
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
く

（写
７４
）
ｏ

精
神
遺
物
　
縄
文
時
代
の
代
表
的
な
精
神
遺
物
で
あ
る
土
偶
は
、
そ
の
多
く
が

女
性
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
、
縄
文
時
代
早
期
に
出
現
、
と
く
に
後
期
か
ら
晩
期

に
か
け
て
多
く
作
ら
れ
る
。
町
内
で
は
川
原
田
遺
跡
の
中
期
集
落
、
宮
平
遺
跡
の

後
期
集
落
か
ら
土
偶
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
（４
）。
宮
平
遺
跡
の
土
偶
は
乳
一房
の
表

現
も
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
女
性
像
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
国
内

で
発
見
さ
れ
る
土
偶
の
大
部
分
は
壊
さ
れ
た
状
態
で
出
土
す
る
。
川
原
田
遺
跡
や

宮
平
遺
跡
の
土
偶
も
や
は
り
手

。
足

・
顔
の

一
部
な
ど
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
土
偶
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
単
に
置
き
物
や
玩
具
な
ど
と
す
る
説
も

あ
る
が
、
祭
祀
に
か
か
わ
る
遺
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
製
作
法
を

み
る
と
壊
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
て
い
る
。
祭
り
に
お
い
て
壊
さ
れ
捨
て

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
地

へ
の
豊

饒
や
生
命
の
再
生
を
祈

っ
た
、
と
い
う
の
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が
土
偶
の
用
途
に
つ
い
て
の
有
力
な
解
釈
で
あ
る
。

男
性
性
器
を
か
た
ど
っ
た
石
棒
も
、
誕
生
や
再
生

。
繁
栄
な
ど
を
願
っ
て
作
ら

れ
た
精
神
遺
物
で
あ
る
。
石
棒
も
土
偶
と
同
様
に
川
原
田
遺
跡
や
宮
平
遺
跡

・
塩

野
滝
沢
遺
跡
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
滝
沢
遺
跡
で
は
炉
の
そ
ば
か
ら
石
棒
が

出
土
し
て
お
り
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
火
の
あ
る
炉
の
そ
ば
に
立
て
ら
れ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
男
性
性
器
を
か
た
ど
っ
た
石
剣
と
い
う
石

製
品
も
宮
平
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る

（５
）
。

近
隣
で
も
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
が
、
滝
沢
遺
跡
の
墓
穴
に
は
耳
を
か
た
ど
っ
た

土
製
品
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
（１２
）ｏ
ど
ん
な
理
由
か
ら
こ
の
製
品
が
入
れ
ら
れ
て

い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

装
飾
品
　
塩
野
塚
田
遺
跡
で
は
縄
文
前
期
後
半
の
映

状

耳
飾
り
が
出
土
し
て

お
り
、
町
内
か
ら
出
土
し
た
装
飾
品
と
し
て
は
古
い
事
例
で
あ
る
。

宮
平
遺
跡
で
は
中
期
後
半
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
、
凝

っ
た
作
り
の
耳
飾
り
が

数
多
く
出
土
し
て
い
る
。
今
日
、
耳
飾
り
と
い
え
ば
耳
た
ぶ
に
穴
を
開
け
な
い
イ

ヤ
リ
ン
グ
と
耳
た
ぶ
に
穴
を
開
け
る
ピ
ア
ス
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
当
時
の
耳
飾

り
は
お
そ
ら
く
ピ
ア
ス
式
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
平
遺
跡

の
耳
飾
り
に
は
直
径
七
彙ン
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
大
き
な
も
の
が
ピ
ア
ス

と
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
驚
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
や

や
古
い
時
期
の
川
原
田
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
縄
文
中
期
中
ご
ろ
の
耳
飾
り
は
、

宮
平
遺
跡
の
中
期
後
半
の
も
の
に
く
ら
べ
、
シ
ン
プ
ル
な
糸
巻
き
型
で
あ

っ
た
。

垂
飾
り
と
い
わ
れ
る
ペ
ン
ダ
ン
ト
は
ヒ
ス
イ
製
の
も
の
が
宮
平
遺
跡
と
滝
沢
遺

跡
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
滝
沢
遺
跡
で
は
縄
文
後
期
の
堀
之
内
１
～
２
式
と
い

わ
れ
る
土
器

・
鳥
の
骨
な
ど
と
と
も
に
垂
飾
り
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
滝
沢
遺
跡

で
は
イ
モ
ガ
イ
と
い
う
貝
を
模
し
た
と
も
み
ら
れ
る
滑
石
の
円
形
の
ペ
ジ
ダ
ン
ト

が
出
土
し
た
。
こ
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
に
は
赤
い
ベ
ン
ガ
ラ
が
塗
っ
て
あ
リ
ヒ
ト
の
歯

と
と
も
に
墓
穴
か
ら
出
土
し
た
。
お
そ
ら
く
死
者
の
首
に
下
げ
ら
れ
て
埋
め
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
の
装
飾
品
と
し
て
、
同
じ
浅
問
山
麓
の
小
諸
市
石
神
遺
跡
で
は
、
イ

ノ
シ
シ
の
歯
に
穴
を
開
け
て
作

っ
た
ペ
ン
ダ
ン
ト
や
、
イ
ノ
シ
シ
の
骨
を
加
工
し

飾
り
細
工
を
し
た
か
ん
ざ
し
が
出
土
し
て
お
り
、
縄
文
人
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
一

端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一　
縄
文
時
代
の
食
生
活

縄
文
時
代
の
　
縄
文
時
代
遺
跡
か
ら
は
、
土
器
や
石
器
の
ほ
か
に
骨
角
器
や
人

多
様
な
文
化
　
骨
、
動
植
物
の
骨
や
木
の
実
な
ど
が
出
土
す
る
。
こ
の
項
で
は

縄
文
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
食
物
を
口
に
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
暮

ら
し
を
た
て
て
い
た
の
か
を
、
食
べ
物
を
中
心
に
み
て
み
た
い
。

縄
文
時
代
は
約

一
万
年
も
続
い
た
時
代
で
、
日
本
列
島
内
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
文

化
が
花
開
い
た
。　
一
口
に
縄
文
時
代
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
遺
跡
ご
と
の
内
容

は
時
代
に
よ
っ
て
も
地
域
に
よ
っ
て
も
か
な
り
の
差
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
ま
ず
食
生
活
に
つ
い
て
の
大
き
な
考
え
方
か
ら
み
て
み
る
。

経
済
と
い
う
の
は
、
衣

・
食

。
住
で
な
り
た
つ
が
、
こ
れ
を
支
え
る
の
が
文
化

で
あ
る
。
昔
は
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
が
文
化
を
決
め
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
た
が

現
代
的
な
考
え
方
で
は
、
環
境
は
文
化
の
条
件
と
い
う
考
え
方
の
ほ
う
が
妥
当
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
環
境
は
大
切
だ
が
、
同
型
の
環
境
に
お
か
れ
た
異
な
る
人
間
集



第 8節 縄文時代の暮 らし

団
が
ま

っ
た
く
同
じ
文
化
を
育
む
な
ど
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
文
化
は
時
間
的
に

も
空
間
的
に
も
多
様
で
あ
り
、
し
か
も
文
化
は
個
性
的

。
個
別
的
な
の
で
あ
る
。

経
済
の
枠
組
み

ｏ
　

，Ｖ
」
で
は

「経
済

‐
の
粋
組
み
」
。
「経
済
戦
略
∵

「戦
術
」

経
済
戦
略

・
戦
術
　
と
い
う
三
つ
の
見
方
で
文
化
を
説
明
し
て
み
る
。

最
初
に

「経
済
の
枠
組
み
」
と
は
、
時
代
の
経
済
の
枠
組
み
、
歴
史
的
に
醸
成

さ
れ
た
時
代
の
枠
組
み
で
あ
る
。
時
代
の
枠
組
み
は
歴
史
の
大
き
な
転
換
が
な
い

か
ぎ
り
変
化
し
な
い
。
た
と
え
ば
現
代
は
資
本
主
義
体
制
の
経
済
で
あ
る
。
経
済

活
動
は
こ
の
制
度
の
中
で
実
現
さ
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
縄
文
時
代
は

「採
集
と
狩
猟
と
交
換
の
経
済
」
が
時
代
の
枠
組
み
で

あ
る
。
縄
文
時
代
は
、
縄
文
的
な
組
織
で
狩
猟
と
採
集
を
行
な
い
、
縄
文
的
な
市

場
で
地
域
を
異
に
し
て
い
る
人
々
と
交
易
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
縄
文
時
代
の
経

済
の
枠
組
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
代
的
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
概
念
は
な
い
。
も
し
市

場
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
縄
文
時
代
に
歴
史
的
に
育
ま
れ
た
縄
文
的
な
市
場
が
あ
る
。

こ
れ
を
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
縄
文
時
代
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
記
述
が
、
現
代

的
な
考
え
方
で
解
釈
さ
れ
、
歴
史
記
述
の
意
味
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に

「経
済
戦
略
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
体
制
の
中
で
実
現
さ
れ
る
経

済
実
現
方
針
で
あ
る
。
こ
れ
が
異
な
る
か
ら
人
間
は
環
境
に
適
応
で
き
る
こ
と
に

な
る
。
現
代
社
会
で
い
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
や
る
の
か
、
銀
行
を
や

る
の
か
と
い
う
選
択
で
あ
る
。
縄
文
時
代
で
い
え
ば
狩
猟
に
依
存
す
る
の
か
、
栽

培
植
物
に
依
存
す
る
か
、
漁
労
に
依
存
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に

そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
な
戦
略
が
あ
る
。
こ
の
経
済
戦
略
の
ひ
と
つ
の
側
面
が
、
環
境

適
応
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
も
し
採
集

・
狩
猟
経
済
と
い
う
枠
組
み
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
環
境

（条
件
）
に
適
応
す
る
経
済
戦
略
を
も
た
な
け
れ
ば
、
た
ち
ま

ち
の
う
ち
に
絶
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
型
の
環
境
だ
か

ら
同
型
の
文
化
が
成
立
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

縄
文
時
代
で
は
、
居
住
し
て
い
る
周
囲
に
ど
の
よ
う
な
資
源
が
あ
り
、
い
つ
そ

れ
を
獲
得
す
る
か
が
、
重
要
な
経
済
戦
略
と
な

っ
て
い
る
。
海
に
近
い
遺
跡
で
は

海
産
物
が
、
山
岳
地
帯
で
は
山
菜
な
ど
が
、
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に

よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
技
術
が
あ
る
。

「戦
術
」
は
具
体
的
に
は
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
経
済
戦
略
を
実
現
す
る
た
め
に

さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
、
実
用
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
て
ゆ

く
。
戦
術
に
は
失
敗
も
成
功
も
あ
る
。
具
体
的
な
行
動
が
戦
術
と
し
て
反
映
さ
れ

て
い
る
の
で
、

一
見
す
る
と
多
様
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
以
上
の
二
つ
の
概
念
を
使
い
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
遺
跡
に
残

さ
れ
る
の
は
常
に
具
体
的
行
動
の
化
石
と
し
て
の
遺
物

・
遺
構
で
あ
る
。
こ
れ
は

戦
術
レ
ベ
ル
の
化
石
で
あ
る
。
こ
の
戦
術
を
、
技
術
と
時
期
で
区
別
し
、
さ
ら
に

ほ
か
の
遺
跡
と
比
較
す
る
こ
と
で
経
済
戦
略
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
経
済
戦
略
を
時
代
と
地
域
で
比
較
す
る
こ
と
で
経
済
の
枠
組
み
が
理
解

さ
れ
る
。
最
初
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
経
済
理
論
は
通
用
し
な
い
。
そ
れ
が
過
去

を
ひ
も
と
く
の
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

食
料
資
源
の
　
縄
文
時
代
人
は
、
ど
の
よ
う
な
食
物
を
と
っ
て
い
た
の
か
。
そ

獲
　
　
　
得
　
れ
は
周
囲
の
資
源
と
も
っ
て
い
る
技
術
、
技
術
の
使
い
方
と
い

う
三
者
で
決
定
さ
れ
る
。

こ
の
三
者
は
関
連
し
て

一
体
の
文
化
と
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
復
元
す
る
に
は
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分
析
対
象
が
違
う
。
周
囲
の
資
源
は
、
古
環
境
の
分
析
に
よ
る
。
も

っ
て
い
る
技

術
は
遺
物
や
遺
構
の
分
析
に
よ
る
。
そ
し
て
環
境
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
か

は

（そ
の
文
化
）
は
、
遺
跡
に
残
さ
れ
る
動
物
の
骨
や
植
物
遺
存
体
の
分
析
と
遺

跡
に
残
さ
れ
る
遺
物
の
分
析
の
総
合
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
整
理

し
な
が
ら
、
縄
文
時
代
の
食
料
資
源
と
そ
の
獲
得
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

草

創

期
末

か
ら
　
縄
文
時
代
草
創
期
末
か
ら
早
期
の
遺
跡

（九
〇
〇
〇
年
前

早
期
の
食
料
獲
得
　
か
ら
七
〇
〇
〇
年
前
）
に
は
北
相
木
村
に
栃
原
岩
陰
遺
跡

が
あ
る
。
縄
文
時
代
草
創
期
末
か
ら
早
期
に
か
け
て
の
岩
陰
遺
跡
で
、
動
物
骨
も

多
く
出
土
し
て
い
る
。

イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
の
ほ
か
に
サ
ル
の
骨
が
も
っ
と
も
多
い
。
ま
た
魚
骨
で
は
サ

ケ
科
の
歯
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
に
は
と
り
わ
け
石
鏃
が
多
量
に
残
さ
れ

て
い
る
。
草
創
期
末
の
石
鏃
は
小
さ
く
、
早
期
の
石
鏃
は
や
や
大
き
い
。
シ
カ
や

イ
ノ
シ
シ
は
食
用
に
な
り
、
そ
の
骨
も
利
用
さ
れ
て
骨
角
器
に
な
っ
て
い
る
。
サ

ル
の
骨
も
骨
角
器
に
な
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
狩
猟
さ
れ
た
動
物
す
べ
て
が
食

用
の
対
象
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
草
創
期
末
の
小
形
石
鏃
を
出
土
す
る
遺
跡
に
は
、
特
徴
的
な
立
地
が

あ
る
。
そ
れ
は
小
河
川
敷
で
あ
る
。
小
石
鏃
は
単
独
で
使
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

シ
ャ
フ
ト
に
埋
め
込
ま
れ
て
河
川
漁
労
の
際
の
ヤ
ス
の
カ
エ
シ
に
で
も
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

い
っ
ぽ
う
、
こ
の
遺
跡
で
は
堅
果
類

（ド
ン
グ
リ
や
ト
チ
の
実
）
を
調
理
す
る

石
皿
や
磨
石
は
数
点
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ほ
か
の
石
器
に
比
較
し
て
極
端
に
少
な

い
。
栃
原
岩
陰
遺
跡
で
は
、
植
物
採
取
と
い
う
よ
り
は
、
狩
猟
と
河
川
漁
労
に
依

存
す
る
生
活
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

前
期
と
中
期
　
縄
文
時
代
前
期

（六
〇
〇
〇
年
前
の
遺
跡
）
と
中
期

（四
五
〇

の
食
料
獲
得
　
〇
年
前
）
の
遺
跡
に
は
、
町
内
で
塚
田
遺
跡

（前
期
）
と
川
原

田
遺
跡

（中
期
）
が
あ
る
。

石
器
の
面
か
ら
み
る
と
前
期
の
遺
跡
に
は
石
鏃
や
石
匙
が
安
定
的
に
残
さ
れ
、

打
製
石
斧
は
少
な
い
。
ま
た
中
期
の
遺
跡
に
は
打
製
石
斧
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
前

期
は
狩
猟
を
安
定
的
に
行
な
い
、
中
期
の
打
製
石
斧
は
山
菜

（と
く
に
根
茎
類
）

の
採
集
に
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
前
期
と
中
期
で
は
生
業
戦
略
に
大
き
な
転
換

が
あ

っ
た
こ
と
を
予
想
で
き
る
。

塩
野
川
原
田
遺
跡
で
は
縄
文
中
期
の
ゴ
ミ
穴
か
ら
ク
リ

。
オ
ニ
グ
ル
ミ

・
ド
ン

グ
リ
。ト
チ
な
ど
の
種
子
が
見
つ
か
っ
て
い
る

（写
７５
）ｏ
モ
リ
し
た
植
物
質
食
料

の
利
用
が
わ
か
る
よ
い
例
で
あ
る
。

縄
文
時
代
後
期
　
縄
文
時
代
後
期

（三
〇
〇
〇
年
前
）
の
遺
跡
に
は
、
塩
野
に

の
食

料

獲

得
　
滝
沢
遺
跡
が
あ
り
、
シ
カ

・
イ
ノ
シ
シ
や
鳥
類
の
骨
が
出
土

し
て
い
る
。

，」う
し
た
動
物
が
食
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
科
町
北
村
遺
跡
で
は
、
三
〇
〇
体
余
も
の
人
骨
が
発
掘
さ
れ
た
が
、
そ
の
人

骨
を
同
位
体
食
生
分
析
と
い
う
分
析
に
か
け
、
そ
の
人
が
生
前
に
食
し
て
い
た
蛋

白
質
の
種
類
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
蛋
白
質
か
ら
分
類
さ
れ
た
食
物
は
、
Ｃ
３
植

物
と
よ
ば
れ
る
ク
リ

・
ド
ン
グ
リ

・
ト
チ
の
実
な
ど
、
ア
ワ
な
ど
の
雑
穀
類

（Ｃ

４
植
物
）
、
シ
カ
。
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
草
食
獣
、　
マ
グ

ロ
・
マ
ダ
イ
や
サ
ケ
類
も
含

ま
れ
る
海
産
魚
類
、　
ハ
マ
グ
リ
な
ど
の
海
産
貝
類
で
あ
る
。
こ
の
つ
ち
も

っ
と
も
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1.オ ニグルミ (試料番号③)  2.ク リ (試料番号⑩)

3.オニグルミ (試料番号⑪)  4.ト チノキ (試料番号⑫)

5.コナラ属 (試料番号⑬)

写75 川原田遣跡で発掘された種実遺体

多
く
検
出
さ
れ
た
の
が
ク
リ

・
ド

ン
グ
リ
な
ど
の
植
物
で
、
北
村
遺
跡
の
人
々
は

堅
果
類
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
¨
ド
ン
グ
リ

・
ト
チ
の
実
な
ど
は
ア

ク
抜
き
を
し
な

い
と
食
用
に
な
ら
な
い
¨
北
村
遺
跡
の
分
析
結
果
を
裏
付
け
る
よ

う
に
中
野
市
来
林
遺
跡

（縄
文
後
期
）
で
は
ア
ク
抜
き
の
施
設

（遺
構
）
が
発
掘

さ
れ
て
い
る
「

縄

文

時

代

の
　
海
の
な
い
長
野
県
で
は
あ
る
が
、
山
の
資
源
は
豊
富
で
あ
る
。

食
料
資
源
獲
得
　
そ
れ
を
う
ら
づ
け
る
よ
う
に
、
安
定
し
た
狩
猟
と
採
集
が
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
¨
し
か
し
縄
文
草
創
期

・
早
期

。
前
期
と
中
期

・

後
期
で
依
存
す
る
食
料
が
違
う

口∫
能
性
が
あ
る
。
と
り
わ
け
中
期
以
降
は
打
製
石

斧
の
増
加
や
本
格
的
ア
ク
抜
き
施
設
な
ど
の
発
掘
事
例
が
増
加
し
て
き
て
い
る
こ

と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
視
野
を
広
げ
日
本
列
島
縄
文
時
代
の
食
料
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

青
森
県
三
内
九
山
遺
跡
は
縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
ま
で
の
遺
跡
で
あ
る
。
こ

の
選
跡
の
立
地
は
ラ
グ
ー
ン
の
際
で
あ
り
、
海
産
貝
類
の
宝
庫
で
あ
る
。

こ
の
遺

跡
の
縄
文
時
代
前
期
の
動
物
骨
を
分
析
し
た
結
果
が
あ
る
。
も

っ
と
も
多
く
出
土

し
た
の
は
ム
サ
サ
ビ
と
ノ
ウ
サ
ギ
で
あ
り
鳥
類
で
は
カ
モ
が
多

い
。　
一
般
的
に
い

わ
れ
る
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
は
大
変
少
な

い
。
三
内
九
山
の
縄
文
人
は
シ
カ

・
イ
ノ

シ
シ
な
ど
よ
り
も
、
海
産
魚
類
で
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
を
摂
取
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
っ

三
内
九
山
で
は
、
大
き
な
ク
リ
材
が
住
居
の
柱
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、

ク
リ
は
常
食
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ク
ル
ミ
の
殻
も
多

い
。
特
筆
さ

れ
る
の
は
キ
イ
チ
ゴ

・
ヤ
マ
ブ
ド
ウ

・
サ
ル
ナ
シ
の
種
子
と
と
も
に
ニ
ワ
ト

コ
の
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図124 浅間南麓で食用が推定 され

る動植物

0′

図125 人骨のコラーゲン同位体組成 と食資源データベースから推定

したタンパク質の資源となった食物群の割合

(『 縄文人の時代』より)

種
子
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ベ
リ
ー
類
と
ニ
ワ
ト
コ
で
発
酵

酒
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
お
酒
を
つ
く
っ
て
飲
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
県
内
で
は
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
貝
塚
に
目
を
む
け
て
み
る
。
貝
塚
は

大
平
洋
岸
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
北
海
道
の
三
沢
４
遺
跡

（早
期
）
は
ヤ
マ
ト

シ
ジ
ミ
が
主
体
で
あ
る
。
同
じ
北
海
道
の
戸
井
貝
塚

（後
期
）
は
タ
マ
キ
ビ
類

。

ム
ラ
サ
キ
イ
ン
コ
の
岩
礁
性
貝
類
と
シ
カ

。
オ
ッ
ト
セ
イ
の
骨
が
大
量
に
出
土
し

た
。
千
葉
県
の
新
田
野
貝
塚

（前
期

。
中
期
）
は
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
主
体
で
、
中
期

は
前
期
の
五
倍
の
貝
が
残
さ
れ
て
い
る
。
茨
城
県
中
妻
貝
塚
で
は
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ

が
主
体
で
ハ
ク
チ
ョ
ウ

。
ガ
ン
・
カ
モ
が
多

い
。
シ
カ

・
イ
ノ
シ
シ
、
ウ
ナ
ギ
な

ど
も
出
土
し
て
い
る
。
貝
類
ば
か
り
で
な
く
、
多
種
多
様
な
食
糧
資
源
を
獲
得
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

人
骨
の
同
位
体
食
性
分
析
は
北
村
遺
跡
で
も
ふ
れ
た
が
、
全
国
規
模
で
そ
の
集

成
が
行
な
わ
れ
た
（図
１２５
）０
分
析
結
果
は
北
村
人
が
植
物
食
料
で
八
〇
幹
、
東
京

湾
沿
岸
の
古
作
貝
塚
人
は
獣
類
と
魚
類
が
多
く
、
北
海
道
の
有
珠

一
〇
遺
跡
人
は

魚
類

・
海
獣
類
が
多

い
と
い
う
結
果
が
で
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
残
さ
れ
た
遺
物
の
内
容
は
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
、

同
位
体
食
性
分
析
か
ら
は
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
食
指
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

フ０
。各

地
の
遺
跡
に
残
さ
れ
た
動
植
物
遺
存
体
は
、
そ
の
と
き
に
食
さ
れ
て
運
良
く

残

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
多
種
多
様
だ
と
い
う
こ
と
は
、
縄
文
人
が
さ
ら
に
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多
様
な
食
糧
資
源
を
上
手
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
い
っ
ぽ
う
で
同
位

体
食
性
分
析
は
、
縄
文
人
が
特
定
の
時
代
と
地
域
で
主
と
す
る
食
物
に
ち
が
い
が

あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
も
同
じ
だ
が
、
食
料
は
文
化
の
重

要
な
指
標
で
あ
る
。
縄
文
人
は
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
多
様
な
食
料
資
源
の
活
用

を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〓
一　
縄
文
時
代
の
住
ま
い

浅
間
山
麓
に
お
け
る
　
当
地
に
お
い
て
住
居
跡
が
は
じ
め
て
調
査
さ
れ
た
の
は
、

住

居

跡

の

発

見
　
昭
和
六

（
一
九
二

一
）
年
の
宮

平

遺
跡
で
北
佐
久
教
育

会
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
昭
和
三
〇
年
代
に
は

『信
濃
史
料
』
編
纂
の
た
め
の

調
査
、
昭
和
五
十
六

（
一
九
八

一
）
年
に
は
農
道
舗
装
の
際
、
町
教
育
委
員
会
に

よ
っ
て
緊
急
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。

昭
和
六

（
一
九
二

一
）
年
の
宮
平
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
敷
石
住
居
跡
が
発

見
さ
れ
た
。
当
時
、
敷
石
住
居
跡
の
認
識
が
定
ま
ら
ず
、
祭
祀
的
な
遺
構
と
特
殊

視
さ
れ
て
い
た
が
、
調
査
担
当
者
で
あ
る
八
幡

一
郎
は
、
『北
佐
久
地
域
の
考
古
学

的
調
査
』
の
な
か
で
、
す
で
に
住
居
跡
で
あ
る
と
し
、
平
地
住

居
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
し
た
。
平
地
住
居
と
い
う
の
は
、
地
表
面
を
掘
り
下
げ
柱
を
立
て
て
上
屋

根
を
か
け
た
竪
穴
住
居
に
対
し
、
地
表
面
を
床
と
し
た
も
の
を
い
う
。
こ
の
と
き
、

住
居
に
必
要
な
炉
跡
や
柱
穴
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
八
幡
は
小
県
郡
滋
野
村

寺
ノ
浦
や
成
立
遺
跡
と
共
通
す
る
点
、
敷
石
の
状
態
や
土
器
の
点
か
ら
敷
石
住
居

跡
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

最
近
の
発
掘
調
査
の
増
加
で
、
敷
石
住
居
跡
で
も
地
表
面
を
掘
り
窪
め
た
竪
穴

の
も
の
で
柱
穴
を
も
つ
も
の
や
、
柱
穴
を
も
つ
が
壁
が
み
ら
れ
な
い
も
の
、
柱
穴

や
壁
の
も
た
な
い
敷
石
だ
け
の
敷
石
住
居
跡
だ
け
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

敷
石
が
柄
鏡

形
で
あ
る
も
の
や
、
柄
鏡
形
の
竪
穴
住
居
跡
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い

る
。
浅
間
山
麓
で
は
柄
鏡
形
敷
石
住
居
や
敷
石
住
居
が
多
い
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
敷
石
材
に
適
当
な
板
状
石

（鉄
平
石
）
を
容
易
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
敷
石
住
居
が
は
た
し
て
日
常
的
な

「住
居
」
で
あ
る
の
か
、

「祭
祀
的
な
遺
構
」
と
す
る
か
の
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
柄
鏡
形
住
居
を
含
め
、

敷
石
住
居
は
多
く
が
竪
穴
住
居
と
は
同
時
に
存
在
し
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
住
居

と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
集
落
が
存
在
し
、
柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
は
縄
文
時
代
中
期
末
葉

か
ら
後
期
前
葉
に
か
け
て
中
部
地
方
関
東
地
方
に
浸
透
し
た
ひ
と
つ
の
住
居
形
態

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
部
地
方
に
お
い
て
、
縄
文
前
期
の
長
野
県
阿
久

遺
跡
で
は
、
屋
外
で
配
石
遺

構
と
石
棒
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
縄
文
中
期
後
葉
の
棚

畑
遺
跡
で
、

竪
穴
住
居
の
奥
の
部
分
に
石
壇
の
よ
う
な
配
石
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
配
石
と
埋

甕
の
位
置
は
炉
を
中
心
に
住
居
を
左
右
に
分
割
す
る
線
上
に
あ
る
。
縄
文
中
期
後

葉
で
柄
鏡
形
住
居
が
出
現
す
る
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
竪
穴
住
居
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
埋
甕
や
石
棒
を
中
心
と
し
た
祭
祀
儀
礼
が
竪
穴
住
居
構
成
員
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
、
そ
の
背
景
に
敷
石
住
居
が
出
現
し
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
前
期
ま
で
の

屋
外
の
石
棒
や
配
石
遺
構
に
か
か
わ
る
祭
祀
が
屋
内
に
取
り
込
ま
れ
た
と
す
る
見

解
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
の
古
段
階
、
（柄
鏡
形
）
敷
石
住
居
発
生
直
前
、

曽
利
Ⅲ
か
ら
Ⅳ
式
期
に
、
環

状
な
い
し
弧
状
の
大
形
の
配
石
遺
構
が
北
関
東
群
馬
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県
、
南
関
東
神
奈
川
県
の
山
地
地
域
、
山
梨
県
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
群
馬

県
富
岡
町
田
篠
中
原
遺
跡
、
中
之
条
町
久
森
遺
跡
、
山
梨
県
韮
崎
市
後
田
遺
跡
な

ど
で
は
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
と
と
も
に
埋
甕
を
と
も
な
う
弧
状
の
配
石
遺
構
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
石
壇
や
配
石
を
も
つ
竪
穴
住
居
跡
が
分
布
す
る
中
部
地
方
長
野

県
南
信
八
ケ
岳
山
麓
で
は
、
中
期
後
葉
に
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
配
石
遺
構
は
見

あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
八
ケ
岳
山
麓
で
は
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
も

ま
れ
で
あ
る
。
石
壇
や
配
石
を
も
つ
竪
穴
住
居
跡
は
、
中
部
地
方
で
も
長
野
県
南

信
八
ケ
岳
山
麓
か
ら
相
模
野
台
地
あ
た
り
ま
で
分
布
す
る
。
柄
鏡
形
住
居
と
は
相

模
野
台
地
あ
た
り
で
分
布
が

一
部
重
な
る
も
の
の
同
じ
広
が
り
は
示
し
て
い
な
い
。

分
布
が
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
は
石
壇
状
の
配
石
を
も

つ
竪
穴
住
居
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
敷

石
住
居
や
屋
外
埋
甕
と
配
石
遺
構
も
影
響
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
、
田
篠
中
原
遺
跡
で
は
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
に
柄
部
を
も
た
な
い
竪
穴
住
居
が

あ
り
、
屋
外
の
大
規
模
な
配
石
遺
構
に
は
同
じ
時
期
の
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
た
。

前
期
に
は
阿
久
遺
跡
の
よ
う
な
石
棒
や
立
石
な
ど
が
あ
る
大
規
模
な
配
石
遺
構

が
あ
り
、
お
そ
ら
く
安
定
し
た
食
糧
の
獲
得
や
豊
か
な
生
活
を
願
う
よ
う
な
祭
祀

儀
礼
が
集
落
全
体
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
期
に
な
る
と
後
葉
ま
で

は
そ
の
よ
う
な
配
石
遺
構
は
見
あ
た
ら
ず
、
土
器
の
把
手
な
ど
の
装
飾
や
耳
飾
り
、

土
偶
な
ど
に
み
ら
れ
る
呪
術
的
と
も
い
え
る
道
具
が
目
立

っ
て
い
る
。
中
期
後
葉

加
曽
利
Ｅ
２
式

（曽
利
Ｈ
式
）
期
に
は
埋
甕
や
石
壇
な
ど
の
竪
穴
住
居
に
み
ら
れ

る
施
設
は
、
竪
穴
住
居
に
住
む
家
族
単
位
で
祭
祀
行
為
が
行
な
わ
れ
た
証
で
あ
ろ

う
か
。
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
に
な

っ
て
ふ
た
た
び
大
規
模
な
配
石
遺
構
が
出
現
し
、

こ
の
あ
と
後
期
ま
で
中
部
地
方
の
大
規
模
遺
跡
で
は
集
落
全
体
、
い
わ
ば
ム
ラ
を

あ
げ
て
の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

浅
間
山
麓
で
の
考
古
学
的
に
も
早
い
時
期
の
発
掘
調
査
に
よ
る
発
見
で
は
、
今

日
で
も
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る

「敷
石
住
居
跡
が
住
居
で
あ
る
か
祭
祀
的
遺

構
に
す
ぎ
な
い
か
」
と
い
う
問
題
を
す
で
に
提
起
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
学
史
的

に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
縄
文
時
代
を
通
じ
て
、
こ
の
敷
石
住
居
が

出
現
す
る
時
期
は
、
家
族
単
位
に
よ
る
戸
別
祭
祀
的
な
も
の
が
集
落
全
体
の
規
模

に
な
る
過
度
的
な
時
期
で
あ
り
、
生
活
の
上
で
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
変
化
が
生
ま

れ
て
き
た
時
期
で
あ
っ
た
。
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御
代
田
町
で
住
居
が
み
ら
れ
る
の
は
前
期
か
ら
で
あ
る
。
前

住
ま
い
の
変
化
　
　
　
　
　
　
　
ひじ
‥
え
　
　
　
か
わ
ら
だ
　
　
　
しも
み
ぢ

期
は
塚
田
遺
跡
、
東

荒
神
遺
跡
、
川
原
田
遺
跡
、
下
弥
堂
遺

跡
で
、
中
期
は
川
原
田
遺
跡
、
滝
沢
遺
跡
、
宮
平
遺
跡
、
後
期
は
滝
沢
遺
跡
、
宮

平
遺
跡
、
西
荒
神
遺
跡
で
竪
穴
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
御
代

田
町
に
お
い
て
竪
穴
住
居
跡
が
多
数
見
つ
か
っ
た
集
落
遺
跡
は
、
宮
平
遺
跡
、
川

原
田
遺
跡
、
滝
沢
遺
跡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
、
お
お
よ
そ
宮
平
遺
跡
よ
り

古
い
時
期
の
集
落
遺
跡
が
川
原
田
遺
跡
で
、
新
し
い
時
期
の
集
落
遺
跡
が
滝
沢
遺

跡
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
川
原
田
遺
跡
で
は
前
期
前
葉
か
ら
中
期

中

葉
の
多
数
の

竪
穴
住
居
跡
が
、
滝
沢
遺
跡
は
後
期
前
半
の
敷
石
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
こ

で
、
御
代
田
町
の
竪
穴
住
居
跡
の
変
遷
を
川
原
田
遺
跡
、
宮
平
遺
跡
、
滝
沢
遺
跡

を
中
心
に
み
て
み
る
。

川
原
田
遺
跡
の
前
期
の
Ｊ
３７
号
住
居
は
平
面
形
が
方
形
で
、
壁
よ
り
に
小
さ
い

柱
穴
が
並
ぶ
形
で
あ
り
、
炉
跡
は
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
。
ほ
か
の
竪
穴
住
居
跡
は
明

確
な
柱
穴
が
み
ら
れ
な
い
が
、
方
形
で
あ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
前
期
で
も
後

葉
の
諸
磯
式
期
に
な
る
と
Ｊ
ｌ８
号
住
居
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
住
居
の
角
が
丸
み
を

も
ち
、
円
形
に
近
い
形
に
変
わ
り
、
柱
穴
は
住
居
内
側
に
も
つ
よ
う
に
な
る
。

柱
穴
は
中
期
に
な
る
と
壁
際
に
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
内
部
の
床
面
上
に
径
が

大
き
く
深
い
柱
穴
が
掘
ら
れ
、
上
屋
を
支
え
る
主
た
る
柱
、
主
柱
が
明
瞭
に
な
っ

っ
た
。
柱
の
間
と
壁
際
に
は
し
ば
し
ば
溝
が
掘
削
さ
れ
た
。
こ
れ
を
周

溝
と
い

い
、
屋
内
の
排
水
施
設
と
い
わ
れ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て
の
竪
穴
住
居
跡

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
川
原
田
遺
跡
で
は
中
期
の
竪
穴
住
居
跡
も
同
様
で
あ
る
。

関
東
地
方
を
も
含
め
て
考
え
る
と
周
溝
は
前
期
に
も
あ
り
、
中
期
に
は
柱
穴
の
深

い
堅
牢
な
竪
穴
住
居
跡
の
多
く
に
み
ら
れ
、
中
期
後
葉
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
に
な
る

と
し
だ
い
に
少
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

川
原
田
遺
跡
で
は
土
器
型
式
か
ら
み
て
、
中
期
中
葉
か
ら
後
葉
の
竪
穴
住
居
跡

が
ほ
ぼ
継
続
し
て
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
期
に
な
る
と
平
面
形
態
が

円
形
も
し
く
は
楕
円
形
に
な
る
。
川
原
田
遺
跡
Ｊ
ｌ５
号
住
居
や
Ｊ
５‐
号
住
居
は
明

ら
か
な
主
柱
を
も
ち
、
柱
の
間
に
周
溝
を
も
つ
。
Ｊ
ｌ５
号
住
居
は
中
央
に
石
囲
炉

を
も
つ
六
本
柱
の
住
居
構
造
で
あ
る
。
Ｊ
２９
号
住
居
は
壁
際
に
周
溝
を
も
ち
、
地

床
炉
で
あ
る
が
、
楕
円
形
で
あ
る
。
ほ
か
の
竪
穴
住
居
跡
の
多
く
は
形
が
円
形
か

不
整
円
形
で
周
溝
を
も
た
ず
、
石
囲
炉
で
あ
る
。
Ｊ
Ｈ
号
住
居
や
Ｊ
５
号
住
居
、

Ｊ
４
号
住
居
、
Ｊ
５
号
住
居
は
五
本
柱
で
あ
る
。
円
形
あ
る
い
は
楕
円
形
で
主
柱

を
も
つ
住
居
構
造
は
中
期
後
葉
ま
で
続
く
。
ま
た
、
炉
の
位
置
は
中
央
あ
る
い
は

や
や
北
よ
り
に
あ
る
も
の
が
多

い
。
同
時
に
住
居
規
模
も
比
較
的
大
型
化
し
た
。

ま
た
、
中
期
後
葉
に
な
る
と
加
曽
利
Ｅ
ｌ
式
期
の
川
原
田
遺
跡
Ｊ
ｌ３
号
住
居
の
よ

う
に
、
円
形
で
も
や
や
角
を
も
つ
五
角
形
や
六
角
形
の
竪
穴
住
居
跡
も
存
在
し
た
。

加
曽
利
Ｅ
３
式
期
の
滝
沢
遺
跡
Ｊ
ｌ３
号
住
居
で
も
、
円
形
と
い
う
よ
り
六
角
形
も

し
く
は
五
角
形
の
よ
う
な
丸
い
角
を
も
つ
形
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
期
後
葉
で

八
ケ
岳
山
麓
や
南
関
東
に
、
隅
丸
方
形
や
明
ら
か
に
五
角
形
や
六
角
形
の
竪
穴
住

居
跡
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
竪
穴
住
居
跡
は
主
柱
の
位
置
が
角
に
あ
る
た
め
、

上
屋
根
構
造
も
五
角
形

・
六
角
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

変
わ
っ
た
形
態
の
住
居
跡
は
、
茅
野
市
棚
畑
遺
跡
や
潮
見
台
遺
跡
で
見
つ
か
っ
て

い
る
“

縄
文
時
代
を
通
じ
て
、
住
居
形
態
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
、
中
期
後

葉
か
ら
末
葉
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
ロ
ー
ム
層
ま
で
深
く
掘
り
込
ん



第 2章 縄 文 時 代

一副

期

前 半

下弥堂」 5号住

後半

川原田」37号住

‐・ａ〕①
い「一

中

期

滝沢」12号住 川原田」29号住
川原田」 4号住

『■%
P.Sy 9

町
'lσスI;

後半

川原田」13号住 /`/ J警±8聾

Ｑ
”申
“島
れ

こ
　
。
」肛
写

後

期

初頭

西荒神」 2号住

前 葉

三田原 3号住

図126 縄文住居跡の変遷図



で
つ
く
ら
れ
て
い
た
竪
穴
住
居
は
少
な
く
な
り
、　
ロ
ー
ム
面
ま
で
掘
り
込
ま
な
い

住
居
や
壁
が
確
認
で
き
な
い
敷
石
住
居
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

中
期
末
葉
の
加
曽
利
Ｅ
４
式
に
な
る
と
、
宮
平
遺
跡
Ｊ
９
号
住
居
や
滝
沢
遺
跡

Ｊ
ｌＯ
号
住
居
の
よ
う
に
、
壁
際
に
対
応
す
る
ピ
ッ
ト
を
も
つ
敷
石
住
居
跡
が
み
ら

れ
る
。
発
掘
調
査
で
は
柄
の
部
分
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
対
ピ
ッ
ト
が

あ
る
こ
と
か
ら
柄
鏡
形
敷
石
住
居
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
期
初
頭
で
も

滝
沢
遺
跡
の
Ｊ
８
号
住
居
や
Ｊ
９
号
住
居
の
よ
う
に
柄
鏡
形
で
な
い
敷
石
住
居
が
、

中
期
末
葉
か
ら
後
期
前
半
に
み
ら
れ
る
。

後
期
前
半
の
滝
沢
遺
跡
Ｊ
５
号
住
居
は
、
不
整
円
形
の
竪
穴
住
居
と
考
え
ら
れ

る
。
敷
石
が

一
部
残
り
、
南
側
に
対
応
す
る
深
い
ピ
ッ
ト
が
二
個
、
加
え
て
埋
設

土
器
を
も
っ
た
石
囲
炉
が
あ
る
。
滝
沢
遺
跡
で
は
後
期
前
半
堀
之
内
式
期
に
お
い

て
も
敷
石
住
居
で
は
あ
る
が
、
柄
鏡
形
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
が

あ
る
。

滝
沢
遺
跡
の
近
く
の
小
諸
市
三
田
原
遺
跡
群
で
、
同
じ
堀
之
内
式
期
の
住
居
跡

が
調
査
さ
れ
た
。
岩
下
遺
跡
で
は
後
期
初
頭

称

名
寺
式
期
と
つ
ぎ
の
段
階
の
堀

之
内
式
期
に
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
残
り
の
よ
い
称
名
寺
式
期
の

３
号
住
居
で
は
壁
際
に
柱
穴
が
あ
り
、
小
さ
な
礫
が
め
ぐ
り
、
柄
部
で
は
敷
石
の

縁
に
石
が
積
ま
れ
た
状
態
で
あ
る
。
堀
之
内
式
期
の
４
号
住
居
も
主
体
部

（住
居

中
心
部
分
）
の
柱
穴
に
沿

っ
て
小
礫
が
め
ぐ
り
、
柄
部
の
敷
石
が
明
瞭
に
残

っ
て

い
た
。
さ
ら
に
４
号
住
居
は
柄
部
の
敷
石
が
弧
状
に
外
側
に
の
び
て
、
列
石
と
つ

な
が
っ
て
い
た
。
両
者
が
併
存
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
報
告
が
待
た
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
と
も
に
炉
跡
は
石
囲
い
で
、
埋
設
土
器
を
と
も
な
っ
て
い
る
。

浅
間
山
麓
で
は
住
居
形
態
の
面
か
ら
み
る
と
、
前
期
か
ら
関
東
地
方
と
同
じ
よ

う
に
方
形
で
、
中
期
に
な
る
と
円
形
や
楕
円
形
が
多
い
。
中
期
末
葉
に
な
る
と
関

東
地
方

（と
く
に
南
関
東
で
濃
密
に
分
布
す
る
）
で
多
い
、
柄
鏡
形
の
住
居
形
態

が
伝
わ
り
、
石
材
の
豊
富
な
土
地
柄
で
あ
る
た
め
か
敷
石
住
居
が
多
く
み
ら
れ
る
。

柄
鏡
形
敷
石
住
居
も
分
布
し
、
後
期
前
葉
に
は
千
曲
川
伝
い
に
浅
間
山
麓
北
信
か

ら
東
信
ま
で
分
布
が
拡
が
る
。
し
か
し
、
柄
鏡
形
で
な
い
敷
石
住
居
も
あ
り
、
柄

鏡
形
と
い
う
関
東
地
方
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
中
部
地
方
、
と
く
に
浅
間
山
麓

の
独
自
性
は
保
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
後
期
前
葉
に
な
る
と
関
東
地
方
で
は
、
柄
鏡

形
の
形
態
を
と
ら
な
い
竪
穴
住
居
跡
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
長
野
県
で
は
北

信
山
ノ
内
町
伊
勢
宮
遺
跡
や
東
信
望
月
町
平
石
遺
跡
で
は
柄
鏡
形
敷
石
住
居
が
見

つ
か
っ
て
い
る
。
長
野
県
で
も
南
信
に
い
た
る
と
柄
鏡
形
敷
石
住
居
は
ま
れ
で
あ

り
、
い
っ
ぽ
う
で
群
馬
県
田
篠
中
原
遺
跡
や
妙
義
山
山
麓
の
松
井
田
町
行
田
遺
跡

で
柄
鏡
形
敷
石
住
居
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浅
問
山
麓
南
西
部
、
軽
井

沢
町
や
御
代
田
町
か
ら
千
曲
川
伝
い
に
北
信
ま
で
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
が
伝
わ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。

の
　
住
居
の
炉
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
。
基
本
的
に
は
単
に

ろ
　
穴
を
掘
り
窪
め
火
を
焚
い
た
地
床
炉
、
石
で
囲

っ
た
石

囲
炉
、

大
形
の
底
の
な
い
土
器
を
埋
め
て
使

っ
た
埋
甕
炉
、
土
器
を
割
っ
て
囲
っ
た
土
器

片

囲
炉
、
炉
に
土
器
を
埋
め
て
使

っ
た
も
の
な
ど
で
あ
る
。

埋
甕
炉
は
大
形
の
口
縁
部
か
ら
胴
部
に
か
け
て
の
土
器
を
炉
の
枠
の
よ
う
に
用

い
た
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
炉
跡
の
埋
設
土
器
は
、
胴
部
か
ら
底
部
に
か
け
て

の
比
較
的
小
振
な
土
器
を
使

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
石
を
炉
の
回
り
に
敷
い
て
土

器
を
埋
設
し
た
複
式
炉
は
中
期
後
葉
に
お
も
に
東
北
地
方
に
分
布
す
る
な
ど
、
炉

い 炉

a跡
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炉
跡
の
種
類

ぢしよう

地床 炉 石囲炉(埋般土器 )

中
期
前
半

OQ
讚
川晨田 」290住

|

Q

>S'

餞
川患口 」150住

「

⑥く
,Cヽ
く

は
川凛田 」503住

|

◎
ユ

餞
川憲田」8=住

|

中
期
後
半

|

ヽ

③

ヽ

蝙
西
"込

自
④

魃 鉤

後

　

期

―

・

図 127・ 写77 炉跡のいろいろ



第 8節 縄文時代の暮 らし

跡
は
地
域
や
時
期
に
よ
っ
て
特
徴
が
あ
る
。

川
原
田
遺
跡
で
は
、
御
代
田
町
で
は
い
ま
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も
古
い
前
期
の
住

居
跡
が
二
軒
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
Ｊ
３７
号
住
居
で
、
焼
け
た
土
の
堆
積

し
た
層
は
み
ら
れ
な
い
が
、
住
居
跡
中
央
に
ピ
ッ
ト
が
あ
り
位
置
か
ら
炉
跡
に
相

当
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
住
居
は
、
炉
跡
ら
し
い
ピ
ッ
ト
さ
え

も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
川
原
田
遺
跡
で
、
前
期
中
葉
の
三
軒
、
前
期
後
葉
の

一

軒
に
つ
い
て
も
同
様
で
炉
跡
に
あ
た
る
も
の
が
み
ら
れ
な
い
。
中
部
地
方
、
関
東

地
方
で
は
、
早
期
の
竪
穴
住
居
で
は
炉
跡
と
考
え
ら
れ
る
施
設
に
明
瞭
な
焼
土
の

堆
積
は
み
ら
れ
な
い
例
が
多
い
が
、
前
期
で
は
焼
土
の
堆
積
の
厚
い
炉
跡
が
少
な

く
な
い
。
関
東
地
方
と
く
ら
べ
て
御
代
田
町
域
で
は
、
前
期
に
お
い
て
も
は
っ
き

り
し
た
炉
跡
が
み
ら
れ
な
い
住
居
が
あ
る
。

中
期
に
な
る
と
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
掘
り
込
み
の
深
い
堅
牢
な
竪
穴
住
居
が

構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
炉
も
時
期
を
お
う
ご
と
に
焼
土
の
堆
積
が
み
と
め
ら

れ
る
は
っ
き
り
し
た
形
に
な
っ
て
く
る
。
川
原
田
遺
跡
で
は
、
炉
跡
に
明
ら
か
な

地
域
性
が
認
め
ら
れ
た
。
中
期
中
葉
に
地
床
炉
、
中
期
中
葉
の
終
わ
り
に
埋
甕
炉

が
消
滅
、
か
わ
っ
て
大
形
の
方
形
石
囲
炉
や
埋
設
土
器
を
と
も
な
う
円
形
石
囲
炉

が
で
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
住
居
が
大
形
化
に
運
動
す
る
か

の
よ
う
に
、
炉
も
大
き
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
炉
跡
が
長
方
形
に
な
っ
て
大
形
化

す
る
特
徴
は
、
八
ケ
岳
西
南
麓
で
も
み
ら
れ
る
。

中
期
後
葉
の
滝
沢
遺
跡
Ｊ
ｌ３
号
住
居
は
大
形
の
石
で
囲
っ
た
円
形
炉
の
な
か
に

土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
た
。
中
期
末
葉
に
な
る
と
敷
石
住
居
に
は
鉄
平
石
を
方
形

に
囲

っ
た
炉
が
登
場
す
る
。
滝
沢
遺
跡
Ｊ
ｌＯ
号
住
居
、
Ｊ
８
号
住
居
、
宮
平
遺
跡

Ｊ
‐２
号
住
居
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
つ
ち
宮
平
遺
跡
の
炉
は
や
や
時
期
的
に
新
し
く

方
形
の
石
囲
炉
に
埋
設
土
器
を
と
も
な
う
。

後
期
前
葉
に
も
方
形
石
囲
炉
が
引
き
継
が
れ
る
。
こ
れ
は
三
田
原
遺
跡
群
Ｊ
４

号
住
居
、
望
月
町
平
石
遺
跡
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
、
上
田
市
日
影
遺
跡
、
山
ノ

内
町
伊
勢
宮
遺
跡
な
ど
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
埋
設
土
器
を
と
も
な
っ
た
方
形
石

囲
炉
は
後
期
前
葉
堀
之
内
式
期
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
に
み
ら
れ
、
浅
間
山
麓
だ
け

で
な
く
中
部
地
方
に
特
徴
的
で
あ
る
。

炉
内
埋
設
土
器
　
石
囲
炉
に
埋
設
さ
れ
る
土
器
は
、
口
縁
部
か
ら
胴
部
下
半
の

と

埋

甕

炉
　
土
器
、
あ
る
い
は
胴
部
上
半
か
ら
底
部
の
比
較
的
小
形
の
土

器
を
用
い
る
。
鉄
平
石
を
用
い
た
方
形
の
石
囲
炉
内
に
土
器
が
埋
設
さ
れ
る
の
は
、

中
期
後
葉
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
こ
ろ
か
ら
で
、
後
期
前
葉
堀
之
内
式
期
に
は
多
く
が

こ
の
方
形
石
囲
炉
に
埋
設
土
器
を
と
も
な
う
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
堀
之
内
式

の
時
期
で
は
胴
部
下
半
か
ら
底
部
の
土
器
が
多
く
、
日
縁
部
か
ら
底
部
を
も
つ
土

器
を
も
埋
設
し
て
お
り
、
底
部
を
も
つ
土
器
が
使
わ
れ
て
い
る
。
炉
内
埋
設
土
器

の
大
き
さ
は
、
日
縁
部
径
や
胴
部
の
最
大
径
が

一
〇
彙ン
か
ら
三

一
彙ン
で
あ
る
。
ま

た
、
後
期
初
頭
の
炉
跡
で
二
個
体
の
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
た
例
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
西
荒
神
遺
跡
Ｊ
２
号
住
居
で
は
、
内
側
に
胴
部
上
半
の
土
器
の
外
側
に
底

の
あ
る
や
や
大
き
め
の
土
器
を
埋
設
し
て
い
た
。
同
じ
時
期
の
佐
久
市
西
片
ケ
上

第
１
号
敷
石
住
居
跡
の
炉
跡
で
は
、
内
側
中
央
に
胴
部
上
半
か
ら
底
の
土
器
を
埋

設
し
、
そ
の
周
囲
に
口
縁
か
ら
胴
部
の
土
器
で
囲
っ
て
い
た
。
外
側
の
土
器
の
胴

部
最
大
径
が
炉
内
埋
設
土
器
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
い
値
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

埋
設
さ
れ
た
土
器
の
下
に
焼
け
た
土
が
堆
積
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
土
器
の
内

側
で
火
を
焚
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
炉
内
埋
設
土
器
に
共
通
し
て
い
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50号 住 スス状付着物位置図

5号住

51号住

8号住       3号 住

51号住

図120 炉内埋設土器 とスス状付着物 (S=1/8)
スス状の黒色付着物は、製作時における土器焼成でも発生する。使用時に付着 したスス との識別 は難 しいが

同 じ位置に均一に残 された付着物や、帯状の付着物は、使用時に生 じたもの と考 えられる。

20号住

ヽ

|が

スス状付着物位置図
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る
こ
と
は
、
日
縁
部
の
径
も
し
く
は
胴
部
最
大
径
が
三
〇
彙ンも
な
い
小
形
の
底
部

の
あ
る
土
器
を
も
ち
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
石
囲
炉
の
な
か
に
土
器
を

埋
設
し
て
い
る
こ
と
は
、
熱
効
率
を
高
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

い
っ
ぽ
う
、
当
地
で
は
埋
甕
炉
は
中
期
中
葉
に
み
ら
れ
る
。
川
原
田
遺
跡
で
は

四
軒
の
埋
甕
炉
を
も
つ
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
つ
ち
三
軒
が
阿
玉
台

式
土
器
を
炉
に
も
ち
い
て
い
る
。
阿
玉
台
式
土
器
は
千
葉
県
北
部
の
利
根
川
下
流

域
に
分
布
す
る
土
器
で
、
浅
間
山
麓
で
は
特
異
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
炉
に
埋

設
さ
れ
た
土
器
は
、
い
ず
れ
も
口
縁
部
か
ら
胴
部
の
大
形
土
器
を
用
い
て
い
る
。

日
縁
部
径
が
最
小
で
三
〇
彙ン、
最
大
で
四
五
彙ン
で
、
土
器
を
炉
の
枠
の
よ
う
に
利

用
し
て
い
る
。
ま
た
、
底
の
な
い
土
器
を
用
い
る
特
徴
が
あ
る
。

大
き
さ
を
グ
ラ
フ
化
す
る
と
図
１２９
に
な
る
。
口
縁
部
と
器
高
の
比
率
が
ほ
ぼ
同

じ
で
、
炉
内
埋
設
土
器
よ
り
埋
甕
炉
の
土
器
の
方
が
大
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
炉
内
埋
設
土
器
と
埋
甕
炉
の
土
器
を
観
察
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な

特
徴
が
あ
る
。
炉
内
埋
設
土
器
の
内
面
に
は
胴
部
下
半
に
ス
ス
状
付
着
物
が
あ
る
。

埋
甕
炉
の
土
器
に
は
口
縁
部
と
胴
部
下
半
に
二
か
所
に
黒
色
付
着
物
が
あ
り
、
な

か
に
は
口
縁
部
内
側
に
光
沢
の
あ
る
タ
ー
ル
状
の
付
着
物
も
観
察
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
土
器
の
状
態
は
、
明
ら
か
に
煮
沸
に
使

っ
た
痕
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
土
器
を

煮
沸
し
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
器
壁
の
目
が
つ
ま
り
水
な
ど
の
液
体
が
漏
れ

に
く
く
な
る
こ
と
が
、
実
験
的
な
方
法
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
炉
の
施
設
に
容
器

を
直
接
か
け
固
定
さ
せ
て
使

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
火
に
か
け

っ
ぱ
な
し
で
、

鍋
を
焦
げ
つ
か
せ
て
し
ま
う
失
敗
の
経
験
は
、
誰
し
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
底
の
な
い
土
器
が
埋
甕
炉
に
多
い
こ
と
は
、
土
器
と
し
て
煮
炊
き
に
使

っ

て
い
た
も
の
を
転
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
埋
甕
炉
の
土
器
は

一
様
に
同
じ
位

置
に
ス
ス
状
付
着
物
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
土
器
の
内
側
に
も
う

一
つ
土
器

を
お
い
て
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
土
器
を
ど
の
よ
う
に
使

っ
て
い
た
か
は
今
後

検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

東
北
地
方
で
は
石
を
ほ
ぼ
三
角
形
に
敷
き
、
配
石
で
囲
っ
た
複
式
炉
が
中
期
後

葉
に
多
い
。
こ
の
炉
の
中
央
に
小
型
の
土
器
を

一
つ
か
二
つ
埋
設
し
て
い
る
。
複

式
炉
は
中
部
地
方
の
石
囲
炉
と
、
小
形
の
土
器
を
埋
設
し
て
炉
の
施
設
と
し
て
使

う
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
石
囲
炉
が
中
期
中
葉
か
ら
後
期
前
葉
あ
る
い
は

そ
れ
以
降
も
み
ら
れ
る
と
、
地
域
的
に
も
形
態
の
差
こ
そ
あ
る
が
広
く
分
布
す
る

点
が
異
な
る
。

住
居
内
埋
甕
　
住
居
内
埋
甕
は
埋
甕
炉
に
使
わ
れ
る
土
器
ほ
ど
大
き
く
は
な
い

と
屋
外
埋
甕
　
が
、
比
較
的
小
振
り
の
土
器
が
使
わ
れ
た
。
埋
設
状
態
は
い
ず

れ
も
正
位

（口
縁
部
な
い
し
胴
部
上
半
を
上
に
む
け
た
向
き
）
で
あ
る
。
時
期
的

に
は
中
期
後
葉
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
か
ら
後
期
初
頭
称
名
寺
式
期
に
み
ら
れ
る
。
と

く
に
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
の
住
居
中
央
部

（主
体
部
）
と
柄
部

（張
出
部
）
の
つ

な
が
る
と
こ
ろ
に
土
器
が
埋
設
さ
れ
た
。
後
期
前
葉
堀
之
内
式
期
に
な
る
と
埋
甕

が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
傾
向
は
柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
が
多
い
関
東
地
方
と

同
じ
傾
向
で
あ
る
。

屋
外
埋
甕
と
い
う
の
は
、
土
器
そ
の
も
の
を
正
位
あ
る
い
は
逆
位

（逆
さ
ま
）

に
埋
設
し
た
も
の
で
、
大
き
な
土
坑
を
と
も
な
わ
な
い
。
土
器
の
な
か
に
子
供
や

幼
児
や
住
居
内
埋
甕
と
同
じ
く
嬰
児
や
ヘ
ソ
の
緒
な
ど
を
埋
納
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
土
坑
か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、
大
人
の
墓
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
記

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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中
部
地
方
で
は
、
屋
外
埋
甕
は
関
東
地
方
や
東
北
地
方
に
く
ら
べ
て
少
な
い
。

関
東
地
方
で
は
、
中
期
後
葉
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
あ
る
い
は
曽
利
Ⅱ
式
期
か
ら
後
期

初
頭
な
い
し
後
期
前
葉
堀
之
内
式
期
に
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
群
馬
県
田
篠

中
原
遺
跡
を
住
居
内
埋
甕
な
ど
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
全
体
的
に
器
高
に
く
ら
べ

口
縁
部
あ
る
い
は
胴
部
の
径
の
大
き
い
土
器
を
も
ち
い
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
屋

外
埋
甕
は
わ
り
と
大
き
い
土
器
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
１２９
の
よ
う
に

屋
外
埋
甕
は
、
田
篠
中
原
遺
跡
を
長
野
県
内
の
お
も
な
遺
跡
や
茅
野
市
棚
畑
遺
跡

と
く
ら
べ
て
み
て
も
回
縁
部
あ
る
い
は
胴
部
の
径
の
大
き
い
土
器
を
も
ち
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
埋
甕
の
土
器
は
、
口
縁
部
や
胴
部
最
大
径
と
器
高
が
同
じ
よ
う

な
大
き
さ
で
あ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

炉
内
埋
設
土
器
で
は
底
部
の
あ
る
も
の
が
多
く
、
日
縁
部
は
あ
る
も
の
と
な
い

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
埋
甕
は
底
部
の
な
い
も
の
が
多
い
。
棚
畑
遺
跡

で
は
逆
位
に
埋
設
さ
れ
た
埋
甕
が
あ
り
、　
い
ず
れ
も
口
縁
部
か
ら
底
部
ま
で
遺
存

し
て
い
る
。

縄
文
中
期
の
遺
跡
は
長
野
県
で
は
か
な
り
多
い
。
こ
の
う
ち
中
期
の
遺
跡
で
は
、

埋
甕
を
も
つ
住
居
が
多
い
傾
向
に
あ
る
が
、
浅
問
山
麓
で
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
町
域
の
川
原
田
遺
跡
で
は

一
軒
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

や
や
時
期
的
に
新
し
い
が
茅
野
市
の
棚
畑
遺
跡
で
は
ほ
と
ん
ど
の
住
居
跡
に
み
ら

れ
る
。
土
器
を
埋
め
こ
む
風
習
が
流
行
し
な
か
っ
た
の
は
、
浅
間
山
麓
南
部
に
特

徴
的
で
あ
る
。

ま
ど
　
　
家
は
雨
風
を
凌
ぐ
だ
け
で
な
く
、
獣
な
ど
の
外
敵
か
ら
身
を
ま

家
の
間
取
り

　
も
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
炉
で
暖
を
と
り
、
安
心
し
て
体

を
休
め
る
こ
と
が
で
き
る
、　
い
わ
ば
太
古
か
ら
の

「安
住
の
地
」
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
食
料
が
豊
富
に
確
保
で
き
れ
ば
少
な
く
と
も
貯
蔵
庫
の
役
割
も
は
た
し
た
で

あ
ろ
う
し
、
活
動
の
拠
点
と
な
り
安
定
し
た
生
活
を
送
る
源
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

発
掘
調
査
に
よ
る
遺
物
の
出
土
状
態
か
ら
だ
け
で
は
、
実
際
に
は
寝
る
場
所
、

作
業
場
所
や
食
器
類
な
ど
の
道
具
の
収
納
場
所
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
食

事
の
と
き
に
、
家
族
の
座
る
場
所
な
ど
は
な
お
さ
ら
わ
か
ら
な
い
。
考
古
学
的
資

料
か
ら
は
、
家
が
ど
の
よ
う
に

「使
わ
れ
て
い
た
か
」
を
柱
穴
や
付
帯
施
設
、
住

居
に
と
も
な
う
遺
物
の

「
で
か
た
」
な
ど
か
ら
、
家
屋
内
で
の
生
活
を
想
定
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
縄
文
時
代
で
も
住
居
が
構
造
的
に
発
展
し
た

と
考
え
ら
れ
る
中
期
中
葉
か
ら
後
期
前
葉
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
住
居
内
で

「間
取
り
」
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

敷
石
住
居
跡
、
と
く
に
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
の
石
の
敷
き
方
か
ら
み
て
、
共
通
す

る
空
間
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
期
前
葉
の
神
奈
川
県
下
北
原
遺
跡
の
よ
う

に
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
は
、
ま
ず
炉
周
辺
か
ら
柄
部
ま
で
の
空
間
を
つ
く
っ
て
お

り
、
住
居
中
心
部
と
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る

（図
１３‐
）
。

つ
ぎ
に
、
住
居
奥
の
部
分

（奥
壁
部
）
は
立
石
や
配
石
が
み
ら
れ
る
な
ど
特
徴

的
な
問
取
り
の
部
分
で
あ
る
。
富
士
見
町
月
見
松
遺
跡
３
号
住
居
跡
は
、
石
壇
状

の
配
石
遺
構
を
奥
壁
部
に
も
つ
。
神
奈
川
県
尾
崎
遺
跡
の
竪
穴
住
居
跡
は
中
期
後

葉
加
曽
利
Ｅ
３
式
期
で
、
奥
壁
部
に
長
さ
七
〇
彙ン
の
石
が
立
っ
て
い
た
。
中
期
末

葉
加
曽
利
Ｅ
４
式
期
の
東
京
都
新
山
遺
跡
で
は
、
奥
壁
部
と
炉
辺
部
に
明
ら
か
な

住
居
空
間
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
は
奥
壁
部
に
二
重
に

石
が
配
さ
れ
、
か
た
わ
ら
に
立
石
が
あ
っ
た
。
新
山
遺
跡
で
は
二
つ
の
住
居
跡
に

共
通
し
て
奥
壁
部
か
ら
炉
辺
部
右
側
に
敷
石
が
み
ら
れ
た
。
後
期
初
頭
の
東
京
都

上
布
田
遺
跡
で
は
奥
壁
部
に
は
敷
石
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
奥
壁
部
の



第 2章 縄 文 時 代

図130 敷石住居内のようす (さ かいひろこ画)

宮平遺跡の縄文中期後半の J9号住居をモデルにその空間利用を描いてみた。入口には埋甕がある。

空
間
は
中
期
後
葉
に
お
い
て
、
配
石
で
囲
う
、
石
壇
状
に
石
を
積
む
、
配
石
や

敷
石
を
置
か
な
い
空
間
と
す
る
な
ど
、
明
ら
か
に
家
の
な
か
で

「特
別
な
」
空

間
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

中
期
後
葉
加
曽
利
Ｅ
２
式

（曽
利
Ⅱ
式
）
期
に
は
、
出
入
口
部
に
対
応
す
る

ピ
ッ
ト

（対
ピ
ッ
ト
）
や
埋
甕
を
も
つ
竪
穴
住
居
跡
が
あ
る
。
炉
を
中
心
に
し

て
左
右
対
称
の
中
心
と
な
る
軸
の
上
に
、
配
石
あ
る
い
は
立
石
、
炉
、
埋
甕
、

対
ピ
ッ
ト
が
つ
く
ら
れ
た
。
月
見
松
遺
跡
や
尾
崎
遺
跡
が
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
。

ま
た
、
や
や
新
し
い
時
期
の
曽
利
Ⅳ
式
期
の
茅
野
市
棚
畑
遺
跡
２
号
住
居
で
も
、

隅
円
方
形
で
や
や
出
入
口
部
が
突
出
し
た
よ
う
な
五
角
形
と
も
と
れ
る
形
で
、

左
右
対
称
の
位
置
で
半
分
に
割
る
と
ち
ょ
う
ど
中
心
と
な
る
軸
上
に
炉
跡
、
配

石
、
埋
甕
、
対
ピ
ッ
ト
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
竪
穴
住
居
は
隅
円

方
形
な
い
し
五
角
形
に
近
い
形
を
し
て
お
り
、
長
野
県
で
も
八
ケ
岳
山
麓
の
中

期
後
葉
の
遺
跡
に
み
ら
れ
る
。
埋
甕
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
対
ピ
ッ
ト
を
も
つ

こ
と
が
竪
穴
住
居
の
出
入
口
部
の
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
後
期
に
は
み
ら

れ
な
く
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
中
期
末
葉
に
は
柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
と
い
う
形
に
変
わ
っ
て

別
の
地
域
、
浅
間
山
麓
を
含
む
千
曲
川
流
域
、
関
東
地
方
な
ど
に
分
布
す
る
。

柄
鏡
形
敷
石
住
居
は
八
ケ
岳
山
麓
で
も
よ
り
関
東
地
方
に
近
い
山
梨
県
に
は
分
布

す
る
が
埋
甕
を
も
た
な
い
も
の
が
目
立
つ
。
後
期
前
葉
堀
之
内
式
期
に
は
出
入
口

部
お
よ
び
連
結
部
に
埋
甕
を
も
た
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
で
は

柄
部
に
敷
石
を
敷
く
労
力
を
多
く
か
け
て
い
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、

群
馬
県
行
田
遺
跡
で
は
柄
部
に
階
段
状
の
大
き
な
平
ら
な
石
が
積
ま
れ
て
い
た
。

出
入
口
部
に
あ
る
埋
甕
は
、
胞
衣

（胎
盤
）
な
ど
を
入
れ
家
の
出
入
回
の
敷
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第 2章 縄 文 時 代

居
の
部
分
に
埋
納
し
た
戦
前
ま
で
の
民
俗
例
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
両
わ
き
に
対
ピ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
上
屋
構
造
が
あ

っ
た
こ

と
も
想
像
で
き
る
。
さ
ら
に
、
柄
鏡
形
敷
石
住
居
の
連
結
部
に
注
目
す
る
と
、
佐

久
市
西
片
ケ
上
遺
跡
で
は
埋
甕
は
も
た
な
い
が
、
敷
居
の
よ
う
に
住
居
中
央
側
と

柄
部
を
仕
切
る
よ
う
に
鉄
平
石
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
よ
う
に
、
三
田
原
遺

跡
群
３
号
住
居
跡
で
は
柄
部
に
か
か
る
部
分
に
石
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
上
布
田

遺
跡
は
同
じ
位
置
に
石
皿
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
対
ピ
ッ
ト
の
間
に
石
鉢

状
の
軽
石
製
品
が
三
田
原
遺
跡
や
滝
沢
遺
跡
で
も
埋
設
さ
れ
て
お
り
、
埋
甕
の
代

用
品
と
考
え
ら
れ
る
。
軽
石
の
石
鉢
は
火
山
地
帯
な
ら
で
は
の
産
物
で
あ
る
。

三
田
原
遺
跡
群
３
号
住
居
跡
は
中
期
末
葉
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
で
、
柱
穴
か
ら

内
側
に
石
が
敷
い
て
あ
っ
た
た
め
、
住
居
壁
と
の
間
に
空
間
部
分
が
存
在
し
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
住
居
空
間
の
利
用
の
現
れ
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

竪
穴
住
居
を
も
含
め
た
住
居
に
は
、
模
式
図
に
示
し
た
空
間
が
認
め
ら
れ
る
。

竪
穴
住
居
や
柄
鏡
形
敷
石
住
居
に
共
通
し
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
空
間
と
し
て
、

柱
と
壁
の
間
に
め
ぐ
る
空
間
（外
帯
）
、
奥
壁
部
、
炉
辺
部
、
炉
辺
部
右
、
炉
辺
部

左
、
出
入
口
部
が
想
定
で
き
る
。
柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
に
は
、
加
え
て
住
居
中

心
部
と
柄
部
と
を
つ
な
ぐ
、
連
結
部
と
柄
部
の
空
間
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

各
住
居
空
間
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
配
石
な
ど
の
と
も
な

う
施
設
や
出
土
遺
物
な
ど
か
ら
み
て
み
る
。

住
居
空
間
の
　
後
期
初
頭
の
東
京
都
上
布
田
遺
跡
で
は
住
居
主
体
部
と
柄
部
と

利
　
　
　
用
　
の
つ
な
が
る
部
分
に
緑

泥
片
岩
製
の
大
型
の
石
皿
が
立
て
て

置
か
れ
て
い
た
。
滝
沢
遺
跡
Ｊ
９
号
住
居
は
柄
鏡
形
住
居
跡
で
は
な
く
楕
円
形
で
、

連
結
部
に
相
当
す
る
よ
う
な
ピ
ッ
ト
の
か
た
わ
ら
に
軽
石
製
の
自
状
の
埋
甕
の
代

用
品
と
考
え
ら
れ
る
石
鉢
が
床
に
埋
設
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
こ

と
は
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
で
あ
る
三
田
原
遺
跡
群
３
号
住
居
の
連
結
部
の
対
ピ
ッ

ト
の
間
に
同
じ
よ
う
な
石
鉢
状
の
軽
石
製
品
が
埋
設
さ
れ
て
い
た
。
３
号
住
居
は

柄
部
と
の
境
に
鉄
平
石
が

「仕
切
る
」
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
、
柄
部
に
か
け
て

石
が
敷
か
れ
て
い
た
。
柄
部
の
東
壁
は
小
振
り
の
円
礫
を
積
み
上
げ
る
よ
う
に
つ

く
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
対
ピ
ッ
ト
か
ら
柄
部
に
か
か
る
部
分
に
も
明
ら
か
に
空
間

部
分
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
奥
壁
部
に
は
丸
石
が
お
か
れ
て
い
た
。

奥
壁
部
に
棚
畑
遺
跡
の
よ
う
な
石
壇
状
の
施
設
を
も

つ
住
居
跡
は
、
富
士
見
町

月
見
松
遺
跡
３
号
住
居
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
新
山
遺
跡
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
立
石
が
あ
る
住
居
跡
は
、
神
奈
川
県
尾
崎
遺
跡
な
ど
同
じ
く
中
期
後
葉
の
住

居
跡
に
も
み
ら
れ
た
。
三
田
原
遺
跡
群
３
号
住
居
か
ら
は
丸
石
が
奥
壁
部
か
ら
出

土
し
て
お
り
、
テ
ラ
ス
の
よ
う
な
施
設
が
作
ら
れ
て
い
る
。
東
京
都
貫
井
二
丁
目

遺
跡
で
は
、
柄
鏡
形
住
居
跡
の
奥
壁
部
の
壁
に
割
ら
れ
た
土
器
が
貼
り
つ
け
ら
れ

て
い
た
。
土
器
列
中
央
の
柱
穴
の
覆
土
上
面
に
は
石
棒
に
よ
く
も
ち
い
ら
れ
る
緑

泥
片
岩
が
出
土
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
奥
壁
部
は
家
の
中
で
の
特
別
な
空
間
、

祭
祀
的
な
空
間
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
事
例
の
中
で
特
徴
的
な
住
居
空
間
は
、
連
結
部
で
あ

る
。
連
結
部
に
は
対
ピ
ッ
ト
が
あ
り
中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
に
は
埋
甕
か
、
も

し
く
は
三
田
原
遺
跡
群
や
滝
沢
遺
跡
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
そ
れ
に
変
わ
る
遺
物
が

埋
設
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
空
間
部
を
仕
切
る
よ
う
に
石
が
立
て
ら
れ
て

お
り
、
現
代
の
家
に
み
ら
れ
る

「敷
居
」
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
で
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あ
ろ
う
か
。

竪
穴
住
居
の
出
入
口
部
を
特
定
す
る
根
拠
は
、
お
も
に
民
俗
例
か
ら
出
入
り
口

に
土
器
が
埋
設
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
た
し
か
に
、
八
ケ
岳
山
麓
の

埋
甕
を
も
つ
竪
穴
住
居
は
、
炉
を
中
心
と
し
て
左
右
対
称
で
あ
る
。
住
居
に
中
心

主
体
部

柄
部

軸
を
引
い
た
場
合
、
軸
上
に
炉
や
埋
甕
が
ほ
ぼ
の
っ
て
く
る
位
置
に
あ
る
場
合
が

多
い
。
茅
野
市
与
助
尾
根
遺
跡
の
住
居
を
み
る
と
、
炉
跡
が
中
央
に
あ
っ
て
埋
甕

が
な
い
場
合
は
、
な
か
な
か

「出
入
口
部
」
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
炉
跡
が

い
っ
ぽ
う
の
壁
に
よ
っ
た
位
置
に
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
場
所
が
出
入

口
部
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
柄
鏡
形
敷
石
住
居
の
場
合
は
、
竪
穴
住
居
の
間

取
り
に
柄
部
が
加
わ
っ
た
と
考
え
る
。
関
東
地
方
と
同
様
に
、
中
部
地
方
の
柄
鏡

形
敷
石
住
居
で
は
埋
甕
を
も
つ
も
の
は
中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
に
限
っ
て
み
ら

れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
連
結
部
あ
る
い
は
出
入
口
部
に
だ
け
み
ら
れ
る
。
東
京
都

新
山
遺
跡

（図
１３‐
）
の
よ
う
に
柄
部
先
端
に
は
埋
甕
は
み
ら
れ
な
い
が
、
三
田
原

遺
跡
群
第
３
号
住
居
の
よ
う
に
柄
部
に
敷
石
が
敷
か
れ
、
柄
部
先
端
の
い
っ
ぼ
う

が
階
段
状
に
積
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
柄
部
に
出
入
り
口
が
あ
っ
た
可
能
性
は

高
い
。
柄
部
に
つ
い
て
は
、
今
後
構
造
的
な
面
や
遺
物
の
あ
り
方
か
ら
改
め
て
検

討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。　
　
　
　
ヽ

御
代
田
町
で
も

っ
と
も
古
い
竪
穴
住
居
跡
は
、
下
弥
堂
遺
跡
で

住

居

面

積
　
調
査
さ
れ
た
縄
文
前
期
初
頭
の
も
の
で
あ
る
。
下
弥
堂
遺
跡
で

は
前
期
初
頭
の
住
居
跡
が

一
〇
軒
発
掘
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
住
居
跡
は
ほ
か

に
、
塚
田
遺
跡
で

一
二
軒
、
川
原
田
遺
跡
で

一
軒
、
滝
沢
遺
跡
で
二
軒
調
査
さ
れ

た
。
塚
田
遺
跡
で
は
、
一則
期
の
竪
穴
住
居
跡
を
二
四
軒
発
掘
し
て
お
り
、
こ
の
つ

ち

一
二
軒
が
中
ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
前
期
の
住
居
跡
の
床
面
積
を
み
る
と
、
初

頭
で
は
推
定
で
二
五
平
方
屑
以
上
が

一
軒
あ
る
が
、
お
お
く
は

一
〇
平
方
屑
。
前

期
の
中
ご
ろ
に
な
る
と
床
面
積
は
最
小
で

一
〇
平
方
屑
、
最
大
で
二
八
平
方
屑
で

あ
る
。

● 柱穴

f *.r"'r r

⊂⊃炉

外帯 (囲続外帯)

柄鏡形でない住居跡は
「連結部」と「柄部」
がない

図132 住居跡の間取 り模式図

奥壁部

炉辺部



△ 下弥堂

● 川原田

口 滝沢

▽ 西駒込

△△ △
～
0   申 ■   △ ■

∞ ●     ●

口 ■ ■   ■  ■

ロ
● ●

●   ・ ●  =●   ・

・ ご 恥 .・

口     ▽ ▲

20

御代田町内の遺跡

第 2章 縄 文 時 代

●東荒神

50m2

50m2

▲ 西荒神

■ 塚田

初
前
中
後

　

初
前
中
後

　

初
前

△

‘

　

・．前期

中期

後期

早期

前期

中期

後期

晩期

●
。

．
●   ●

初
前
中
後

∞ O∞ O Φ  00 0

0       0

0  o     O σ)OO ∞

0 0 0    0 0

０

０

０

　

　

　

　

０

。
　
⑪
０

初
前
中
後

　
　

初
前

9 ooo o@o o o oo oooo@q@ o@
o oo@o o@o o@ oo @cDoo@@oaro@ o o@

o@o o@ o @ooooooooo@ @ooq6lo
o o @oo@000@06@o

o O OO O O OO

o@ oo oGco

10

O

O

20 30

長野県南信の遺跡 (『古代史復元』 2か ら作成)

図133 住居跡床面積の推移



中
期
で
は
川
原
田
遺
跡
か
ら
三
二
軒
以
上
の
竪
穴
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
た
。
中

期
前
葉
の
竪
穴
住
居
跡
九
軒
、
中
葉
七
軒
、
後
葉

一
七
軒
で
、
こ
れ
ら
を
中
心
に

床
面
積
を
み
る
と
、
後
葉
に
な
る
に
つ
れ
て
大
き
く
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
前

葉
で
は
床
面
積
は
、
八
平
方
層
か
ら

一
六
平
方
屑
で
あ

っ
た
も
の
が
、
後
葉
に
な

る
と
床
面
積
が
、
最
小
で

一
〇
平
方
屑
が

一
軒
、
最
大
が
三
四
平
方
屑
近
く
の
も

の
が
あ
る
が
大
方

一
〇
平
方
屑
か
ら
二
〇
平
方
層
に
集
中
す
る
よ
う
で
あ
る
。
最

大
の
床
面
積
は
、
中
期
後
葉
の
竪
穴
住
居
跡
で
、
四
〇
平
方
屑
と
予
想
さ
れ
る
。

滝
沢
遺
跡
の
中
期
末
葉
か
ら
後
期
前
葉
の
住
居
跡
を
み
て
み
よ
う
。
中
期
末
葉

の
住
居
床
面
積
は
、
中
期
中
葉
の
も
の
と
ほ
ぼ
合
致
し
、　
〓

一平
方
屑
な
い
し

一

三
平
方
屑
で
あ
る
。
後
期
前
葉
で
は
最
小
の
床
面
積
で
約
五
平
方
屑

（堀
之
内
Ｈ

式
期
）
、
最
大
で

一
八
平
方
屑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
敷
石
住
居
な
い
し
は
対
ピ
ッ

ト
を
も
つ
住
居
跡
で
あ
る
た
め
、
柄
鏡
形

（敷
石
）
住
居
跡
で
あ
っ
た
と
仮
定
す

る
之
柄
部
の
面
積
が
お
よ
そ
三
平
方
屑
か
ら
五
平
方
屑
と
す
る
と
床
面
積
は
二
〇

平
方
屑
近
く
で
、
中
期
中
葉
か
ら
後
葉
の
床
面
積
と
差
程
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

ち
な
み
に
、
遺
存
状
態
の
良
好
な
三
田
原
遺
跡
群
の
後
期
初
頭
３
号
住
居
跡
で
は

一
九

・
八
平
方
屑
で
、
柄
部
を
除
く
と

一
六
平
方
屑
で
あ
る
。

住
居
跡
の
床
面
積
に
つ
い
て
東
日
本
で
は
前
期
に
大
形
住
居
跡
が
出
現
す
る
遺

跡
が
あ
る
。
集
落
に

一
辺
が

一
〇
屑
を
超
え
る
よ
う
な
竪
穴
住
居
跡
が

一
な
い
し

二
軒
あ
り
、
ま
た
炉
跡
を
二
つ
な
い
し
二
つ
も
つ
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら

「
共
同

作
業
場
」
と
か

「雪
国
の
家
」、
「祭
祀
場
」
な
ど
と
諸
説
紛
々
し
て
い
る
。
浅
間

山
麓
で
は
い
ま
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
事
例
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が
、
碓
氷
峠

を
越
え
た
安
中
市
中
野
松
原
遺
跡
で
は
、
前
期
前
葉
の
大
形
住
居
跡
が
検
出
さ
れ

た
。
後
期
で
は

一
例
だ
け
大
形
の
住
居
が
見
つ
か
っ
た
遺
跡
が
あ
る
。
小
諸
市
久

保
田
遺
跡
の
後
期
前
葉
堀
之
内
式
期
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡

（図
１３４
）
で
ヽ
角
礫

が
柱
の
周
り
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。
堀
之
内
式
期
の
柄
鏡
形
住
居
の
床
面
積
が
八
、

七
平
方
屑

（Ｊ
７
号
住
居
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
九
倍
近
く
の
大
形
住
居
跡
は
七

五
平
方
屑
の
大
き
さ
を
測
る
。
久
保
田
遺
跡
の
大
形
住
居
の
周
礫
は
、
大
き
い
角

礫
が
住
居
覆
土
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
活
時
に
礫
が
あ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。

ま
た
、
極
端
に
ほ
か
の
住
居
と
大
き
さ
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
特
殊
な
意
味

を
も
っ
た
住
居
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
群
馬
県
荒
祗
二
之
堰
遺
跡
で

も
普
通
サ
イ
ズ
の
住
居
に
混
じ
っ
て
、
大
形
の
柄
鏡
形
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
た
。

第 8節 縄文時代の暮 らし

図134 ′
1ヽ諸市久保田遣跡の大形敷石住居 (1:120)

壁の有無がわからず、掘 り込みの有無も確認されなかった。

床面には大小の礫がめ ぐる。このような周礫が住居使用時に

存在 したか疑間視する意見もある。 (『久保田遺跡』より)
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荒
砥
二
之
堰
遺
跡
で
は
中
期
末
葉
加
曽
利
Ｅ
４
式
期
か
ら
後
期
前
葉
堀
之
内
Ⅱ
式

期
の
竪
穴
の
柄
鏡
形
住
居
跡
で
集
落
を
形
成
し
て
い
る
。
柄
鏡
形
住
居
跡
は
い
ず

れ
に
も
床
面
上
に
柱
に
沿

っ
て
小
さ
な
礫
が
め
ぐ
る
配
石
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
う

ち
堀
之
内
式
期
に

一
軒
だ
け
大
形
の
住
居
が
あ

っ
た
。
大
き
さ
を
く
ら
べ
る
と
同

じ
時
期
の
柄
鏡
形
住
居
跡
が
二
六
平
方
屑
な
い
し
二
七
平
方
＝
で
あ
る
の
に
対
し
、

大
形
の
柄
鏡
形
住
居
跡

（第
３５
号
住
居
跡
）
は
六
二
平
方
肝
を
計
る
。
第
３５
号
住

居
跡
は
大
き
い
と
い
う
ほ
か
に
、
柱
穴
の
周
り
に
段
が
め
ぐ
る
構
造
に
な
っ
て
お

り
、
こ
の
点
も
ほ
か
と
異
な
る
。

後
期
の
大
形
住
居
跡
は
炉
跡
が

一
つ
で
あ
る
な
ど
、
久
保
田
遺
跡
は
別
と
し
て
、

荒
砥
二
之
堰
遺
跡
に
み
る
よ
う
に
と
く
に
際
立

っ
た
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。
逆
に

前
期
に
は
、
縦
長
で
炉
跡
が
二
つ
や
二
つ
あ
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
共

同
作
業
場
と
か
共
同
の
住
居
で
あ
る
と
か
雪
国
の
家
屋
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
て
い

る
。
後
期
の
大
形
住
居
跡
と
は
同

一
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ひ
と
つ
の

集
落
で

一
軒
程
度
し
か
な

い
こ
と
、
か
な
ら
ず
し
も
ど
の
遺
跡
に
も
あ
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、　
一
つ
の
地
域
の
拠
点
と
な
っ
た
集
落
に
特
徴
的
に
存

在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
形
住
居
跡
の
問
題
は
、
遺
跡
間
の
役
割
を
考
え

る
上
で
も
重
要
な
問
題
で
、
こ
の
よ
う
な
住
居
の
出
現
の
背
景
に
は
、
安
定
し
た

生
活
が
あ
り
、
拠
点
的
集
落
と
と
も
に
狩
り
な
ど
に
と
も
な
う
キ
ャ
ン
プ
的
な
２

時
的
な
）
集
落
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

日
本
の
家
は
古
来
か
ら
木
造
建
築
で
、
気
候
的
に
は
湿
度
が
高

屋

根

の

形

く
温
暖
な
た
め
、
発
掘
調
査
で
は
、
屋
根
が
見
つ
か
る
ケ
ー
ス

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
見
つ
か
る
の
は
地
面
に
残
さ
れ
た
住
居
の
床
面
や
柱
穴

・
炉

な
ど
で
あ
る
。
床
に
敷
い
て
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
敷
物
や
棚
、
柱
を
は
じ
め
と
し
て
、

壁
な
ど
有
機
物
で
作
ら
れ
た
施
設
な
ど
は
め
っ
た
に
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
ま

れ
に
火
災
に
あ
っ
た
家
の
柱
の
断
片
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

家
の
上
屋
構
造
は
、
主
柱
を
中
心
に
梁
、
桁
、
垂
木
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
。
建
物
に
は
竪
穴
式
、
平
地
式
、
高
床
式
が
あ
り
、
こ
れ
に
掘
立

柱

建
物
が
加

わ
る
。
縄
文
時
代
は
全
時
代
を
通
じ
て
お
も
に
竪
穴
住
居
で
あ

っ
た
が
、
山
形
県

押
出
遺
跡
な
ど
の
調
査
か
ら
平
地
住
居
が
住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
き
た
。
円
形
に
ま
わ
る
杭
列
の
内
側
に
土
器
な
ど
を
含
ん
だ
覆
土
が
マ

(『荒砥二之堰遺跡」より)

写70 群馬県荒砥二之堰遺跡の大形柄鏡形住居跡



第 8節 縄文時代の暮 らし

ウ
ン
ド
状
に
堆
積
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
で
は
、
柱
穴
が
方
形
に
並
ぶ
縄
文
前
期
の
掘
立
柱
建
物

が
見
つ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
弥
生
時
代
に
出
現
し
た
と
さ
れ
て
い
た
高
床
式

建
物
が
、富
山
県

桜

町
遺
跡
で
は
貫
通
す
る
四
角
い
穴
の
あ
る
建
築
部
材
の
発
見

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に
縄
文
中
期
か
ら
高
床
建
築
が
始
ま
っ
て
い
た
可
能

性
が
で
て
き
た
。
た
だ
し
、
高
床
式
建
物
の
事
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
、
今

後
の
資
料
の
増
加
を
待
た
ね
ば
た
し
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

平
地
式
と
掘
立
柱
建
物
と
の
違
い
は
、
建
築
学
者
に
よ
れ
ば
、
「平
地
面
上
に
掘

立
柱
を
用
い
建
物
を
造
る
」
点
は
共
通
す
る
が
、
平
地
式
建
物
は

「壁
全
体
で
う

け
る
形
式
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
掘
立
柱
建
物
は

「側
柱
が
構
造
上
の
主
柱
な

る
形
式
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
最
近
、
群
馬
県
子
持
村
黒
井
峰
遺
跡
や
中

筋
遺
跡
で
、
火
山
灰
で

一
度
に
埋
没
し
た
住
居
が
発
見
さ
れ
た
。
五
世
紀
や
六
世

紀
の
事
例
で
、
竪
穴
住
居
跡
の
周
り
に
土
堤
が
め
ぐ
り
、
上
屋
が
落
ち
込
ん
だ
状

態
で
検
出
さ
れ
た
。
竪
穴
住
居
跡
で
は
板
や
草
に
よ
る
立
壁
が
あ
り
、
出
入
口
に

は
梯
子
が
か
け
ら
れ
、
屋
根
に
は
土
が
置
か
れ
る
と
い
う
構
造
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
た
、
竪
穴
住
居
跡
の
ほ
か
に
立
壁
を
も
ち
、
地
面
を
掘
り
込
ん
で
い
な
い

平
地
住
居
が
あ
り
、
夏
の
住
ま
い
や
倉
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
縄

文
時
代
の
家
の
上
屋
構
造
が
か
な
ら
ず
し
も
五
世
紀
や
六
世
紀
の
も
の
と
ま
っ
た

く
同
じ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
雨
水
を
防
ぐ
た
め
の
土
堤
や
、
立
壁
、
草
屋
根

だ
け
で
な
く
土
屋
根
が
縄
文
時
代
に
存
在
し
た
と
い
う
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。

さ
ら
に
中
部
地
方
や
北
関
東
に
み
ら
れ
る
中
期
中
葉
や
後
葉
の

一
屑
近
く
も
あ
る

壁
の
高
い
竪
穴
住
居
跡
は
、
豪
雪
な
ど
の
気
候
に
耐
え
う
る
住
居
構
造
で
、
大
形

で
深
い
こ
と
か
ら
出
入
口
に
階
段
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

従
来
、
縄
文
時
代
の
竪
穴
住
居
跡
は
建
築
学
的
見
地
か
ら
屋
根
が
上
に
直
接
か

か
る

「伏
屋
式
」
だ
け
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
民
家
の
屋
根
の
部
分

を
復
元
し
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
長
野
県

尖

石
遺

跡
や
与
助
尾
根
遺
跡
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
建
築
学
の
東
京
大
学
教
授
藤
島
亥
次

郎
が
復
元
し
た
も
の
で
、
伏
屋
構
造
の
竪
穴
住
居
跡
復
元
の
先
駆
け
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
火
山
灰
に
埋
も
れ
た
集
落
の
調
査
や
、
数
多
く
の
発
掘
成
果

に
よ
り
竪
穴
住
居
跡
に
付
属
す
る
施
設
と
し
て
土
堤
や
壁
立
な
ど
が
あ
る
可
能
性

が
で
て
き
た
。
ま
た
、
富
山
県
桜
町
遺
跡
で
は
縄
文
中
期
の
貫
通
し
た
穴
の
あ
る

建
築
材
が
出
土
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
木
を
組
み
合
わ
せ
建
物
を
建
て
る
技
術

を
も
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
富
山
県
不
動
堂
遺
跡
で
は
、
中
期
の

高
床
式
建
物
が
復
元
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
縄
文
人
は
高
度
な
技
術
を
も
ち
、
多
様

な
建
築
物
を
造

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

建
築
学
の
視
点
で
は
、
主
柱
と
梁
や
桁
を
も
つ

「伏
屋
式
」
と
、
側
壁
を
立
て

る

「壁
立
式
」
に
分
け
、
縄
文
早
期
末
葉
に
は
壁
立
式
に
変
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
早
期
で
は
竪
穴
住
居
は
垂
木
で
上
屋
を
さ
さ
え
る
テ
ン
ト
の

よ
う
な
構
造
、
前
期
に
な
る
と
主
柱
、
桁
、
梁
を
も
ち
垂
木
の
上
に
茅
な
ど
の
草

を
葺
き
、
壁
に
草
や
板
な
ど
の
立
ち
壁
が
作
ら
れ
る
壁
立
式
に
変
わ
る
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。

以
下
に
屋
根
の
架
け
方
を
分
類
し
た
宮
本
長
二
郎
の
説
を
引
用
す
る
。

伏
屋
Ａ
式
Ｉ
Ｌ
竪
穴
の
側
壁
部
下
端
部
か
ら
竪
穴
壁
面
の
途
中
に
か
け
て
垂
木

尻
を
据
え
付
け
て
屋
根
を
か
け
、
屋
根
に
土
を
葺
く
形
」
北
海
道

と
東
北
地
方
に
あ
る
。

伏
屋
Ｂ
式
Ｉ
Ｌ
竪
穴
壁
上
端
か
ら
竪
穴
外
縁
部
に
か
け
て
、
垂
木
尻
を
据
え
付
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二段伏屋式伏屋 C式

図135 竪穴式住居断面模式図 (宮本1988よ り)

伏屋A式

け
て
屋
根
を
か
け
る
」
も
の
で
、

土
で
屋
根
を
葺
い
た
も
の

伏
屋
Ｃ
式
―
草
で
屋
根
を
葺
い
た
も
の
。
旧

石
器
時
代
か
ら
近
世
ま
で
あ
り

と
く
に
縄
文
時
代
中
期
に
盛
ん

に
な
り
発
展
し
た
。

二
段
伏
屋
式
Ｉ
Ｌ
主
柱
を
境
に
し
て
桁
か
ら

上
の
小
屋
組
を
草
葺
き
、
桁
か

ら
下
の
地
上
面
ま
で
を
土
葺
き

と
す
る
」。
弥
生
時
代
中
期
の
焼

失
家
屋
に

「主
柱
と
竪
穴
壁
面

の
床
面
に
、
垂
木
の
炭
火
材
が

密
に
接
近
し
て
遺
存
し
て
お
り
、

主
柱
の
内
側
の
住
居
中
央
部
に

は
、
ほ
と
ん
ど
炭
化
建
築
材
を

残
さ
な
い
例
が
多
い
」
こ
と
を

根
拠
に
、
「
土
葺
き
か
ら
草
葺
き

屋
根

へ
の
過
度
的
な
形
式
と
し

て
、
縄
文
時
代
中
期
に
は
す
で

に
成
立
し
て
い
た
と
み
て
よ

い
」
と
し
て
い
る
。

「伏
屋
Ｂ
式
」
と

「伏
屋
Ｃ
式
」、
コ
一段
伏
屋

式
」
は
主
柱
の
あ
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
屋

根
が
土
で
あ
る
か
草
で
あ
る
か
の
違
い
で
識
別
で
き
る
の
は
、
焼
失
家
屋
が
多
数

検
出
さ
れ
な
い
限
り
む
ず
か
し
い
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
る
可

能
性
が
大
き
く

一
律
に
論
じ
ら
れ
な
い
難
点
が
あ
る
。
近
世
の
民
家
に
み
ら
れ
る

草
屋
根
か
ら
、
土
屋
根
か
ら
草
屋
根

へ
と
発
展
的
に
と
ら
え
る
点
は
よ
り
合
理
的

で
あ
ろ
う
。

家
の
構
造
は
気
候
や
風
土
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
ご

柱
穴
と
上
屋
根
　

と
に
微
妙
に
異
な
る
可
能
性
が
高
い
。
早
期
は
よ
り
小
規
模

な
竪
穴
住
居
を
作

っ
て
い
た
。
柱
の
在
り
方
を
み
る
と
、
早
期
に
は
壁
よ
り
の
位

置
に
小
さ
く
浅
い
柱
穴
が
め
ぐ
り
、
炉
跡
は
小
さ
な
ピ
ッ
ト
に
し
か
す
ぎ
な
い
が

前
期
に
な
る
と
壁
柱
や
大
き
く
深
い
柱
穴
や
周
溝
、
焼
土
が
堆
積
し
て
い
る
炉
を

も
つ
竪
穴
住
居
が
み
ら
れ
る
。
前
期
中
葉
に
は
円
形
や

「
コ
」
の
字
形
の
石
囲
炉

で
あ
る
。

早
期
か
ら
前
期
に
か
け
て
の
竪
穴
住
居
跡
の
変
化
は
、
上
屋
根
を
考
え
る
と
き

テ
ン
ト
式
の
中
央
で
垂
木
を
ま
と
め
る
形
か
ら
主
柱
に
よ
っ
て
桁
が
つ
く
ら
れ
、

垂
木
が
組
ま
れ
る
住
居
構
造
を
想
定
す
る
。
こ
の
時
期
、
前
期
初
頭
の
約
六
〇
〇

〇
年
前
は
、
縄
文
時
代
で
も
も
っ
と
も
温
暖
で
縄
文
海
進
が
す
す
ん
で
い
た
。
中

部
地
方
２
象
雪
地
帯
の
遺
跡
で
は
、
前
期
か
ら
壁
や
柱
穴
が

一
屑
近
く
あ
る
し
っ

か
り
し
た
構
造
の
竪
穴
住
居
跡
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
縄
文
時
代
全
般
で
は
、
竪

穴
住
居
は
も
っ
と
も
温
暖
で
あ
っ
た
六
〇
〇
〇
年
前
で
は
、
移
動
の
多
い
生
活
で

あ

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
掘
り
か
た
の
浅
い
簡
単
な
つ
く
り
で
、
中
期
以
降
し
だ

い
に
寒
冷
に
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
は
し
っ
か
り
し
た
造
り
に
な

る
よ
う
で
あ
る
。
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大

き

さ

と
　
関
野
克
は
昭
和
十
二

（
一
九
二
八
）
年
に
埼
玉
県
上
福
岡
遺
跡

建

て

替

え
　
の
縄
文
前
期
の
竪
穴
住
居
跡
の
分
析
を
行
な
い
、
拡
張
住
居
の

床
面
積
を
検
討
し
、
人
ひ
と
り
が
手
を
広
げ
ら
れ
る
範
囲
、
三
平
方
屑
を
ひ
と
り

分
の
面
積
と
し
た
。

御
代
田
町
域
の
竪
穴
住
居
に
住
む
人
数
を
時
期
ご
と
に
、
お
お
ま
か
に
た
ど
っ

て
い
く
と
、
前
期
で
は
初
頭
で

一
軒
に
二
か
ら
五
人
、
前
期
中
葉
で
三
か
ら
九
人

で
、
中
期
に
な
る
と
ふ
た
た
び
初
頭
で
減
り

一
か
ら
五
人
、
中
期
中
葉
か
ら
後
葉

に
か
け
て
二
か
ら
七
人
と
多
く
、
も

っ
と
も
多
い
場
合
は
実
に

一
二
人
と
い
う
人

数
が
単
純
に
あ
て
は
ま
る
。
中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
に
は
ふ
た
た
び
四
か
ら
六

人
程
度
に
減
る
。
と
く
に
中
期
の
家
の
大
き
さ
は

一
定
の
ま
と
ま
り
は
あ
る
も
の

の
大
き
い
も
の
が
み
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
住
居
の
拡
張
や
重
複
が
多
い
の
も
中
期
中
葉
や
後
葉
で
あ
る
。
住

居
の
拡
張
と
い
う
の
は
、
竪
穴
住
居
構
成
員
す
な
わ
ち
家
族
が
増
え
る
な
ど
の
理

由
で
同
じ
床
を
利
用
し
、
柱
の
位
置
を
か
え
て
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

拡
張
さ
れ
た
プ
ラ
ン
は
柱
の
位
置
や
深
さ
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。
大
き
さ
に
あ
わ

せ
て
炉
や
周
溝
な
ど
が
作
り
か
え
ら
れ
た
り
も
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
重
複
は
、

ひ
と
つ
の
住
居
の
形
に
関
係
な
く
、
時
代
の
異
な
る
別
の
住
居
が
重
な
っ
て
い
る

も
の
で
、
床
面
が
異
な
っ
て
い
た
り
、
壁
や
周
溝
な
ど
が
切
り
あ

っ
て
い
る
。
拡

張
は
あ
く
ま
で
も
家
の
空
間
を
広
げ
る
点
に
お
い
て
、
重
複
と
大
き
く
違
っ
て
い

フつ
。長

野
県
内
で
は
中
期
の
遺
跡
が
か
な
り
多

い
。
中
期
の
遺
跡
の
多
く
は
、
竪
穴

住
居
の
拡
張
や
重
複
が
目
立
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
中
期
の
継
続
期
間
が
長
い
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
住
居
面
積
が
比
較
的
お
お
く
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、

集
落
の
人
口
そ
の
も
の
が
増
加
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ひ
と
つ
の
集
落
の
人

口
を
出
す
に
は
、　
一
時
期
に
同
時
に
存
在
す
る
家
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
ず
、
ひ
と

つ
の
型
式
、
た
と
え
ば
加
曽
利
Ｅ
３
式
土
器
が
何
世
代
に
か
け
て
存
続
す
る
か
と

い
う
問
題
に
も
つ
き
あ
た
り
、
単
純
に
床
面
積
を
三
平
方
屑
で
割

っ
て
住
居
の
数

を
か
け
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
遺
跡
ご
と
の
細
か
な
分
析
、
す
な
わ
ち

ひ
と
つ
の
型
式
の
う
ち
で
、
「同
時
期
」
（ジ
ャ
ス
ト

・
モ
ー
メ
ン
ト
）
の
住
居
跡

を
そ
の
位
置
や
土
器
の
出
土
状
態

（接
合
関
係
）
な
ど
か
ら
判
断
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
お
よ
そ
御
代
田
町
域
で
は
、
前
期
に
お
い
て
は
き
わ
め
て

小
さ
な
家
に
少
人
数
で
住
み
、
中
期
に
な
っ
て
ひ
と
つ
の
住
居
に
五
人
前
後
が
暮

ら
し
、
な
か
に
は

一
二
人
位
収
容
で
き
る
竪
穴
住
居
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。

つ
ま
り
中
期
に
な
っ
て
よ
り
安
定
し
た
集
落
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
想
像
で
き
る
。

住
居
に
は
構
築
↓
使
用
↓
廃
棄
の
流
れ
が
あ
る
。
住
居
の
流
れ

住
居
の
流
れ

は
住
居
の
一
生
と
か
、
住
居
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
な
ど
と
よ
ば

れ
、
最
近
、
住
居
廃
棄
跡
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
出
土
遺
物
や
覆
土
の
状
態
か
ら

家
が
棄
て
ら
れ
埋
没
し
て
い
く
過
程
を
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
こ

う
と
す
る
報
告
や
研
究
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
発
掘
調
査
で
目
に
す
る

の
は
、
上
屋
が
朽
ち
て
な
く
な
り
、
そ
の
窪
地
を
利
用
し
て
ゴ
ミ
捨
て
場
と
化
し

て
し
ま
っ
た
住
居
跡
で
あ
る
。
住
居
跡
に
は
家
と
し
て
住
ん
で
い
た
痕
跡
と
廃
棄

の
た
め
の
凹
地
の
二
段
階
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第 2章 縄 文 時 代

写79 川原田遺跡」-5住に廃棄された土器

竪穴住居跡に残された土器や石器は、たいがい住居が廃絶 した

後に捨てられたものである。中期ではとくに大形破片や、完形土

器が集中して出土する例が多い。これに対 して炉などに使われ

た土器や、床面直上から出土したものは、住人が使っていた可能

性が高い。

住
居
を
使
用
し
て
い
た
状
態
の
見
極
め
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
住
居
に
と

も
な
う
施
設
、
炉
や
埋
甕
、
柱
穴
な
ど
や
、
炉
に
埋
設
さ
れ
て
い
た
土
器
な
ど
は

住
ん
で
る
人
が
直
接
使

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
が
敷
石
住
居
の
敷

石
は
石
囲
炉
を
作

っ
て
か
ら
石
を
敷
き
、
配
石
な
ど
は
床
面
に
設
け
ら
れ
た
施
設

で
あ
る
こ
と
か
ら
住
居
使
用
時
に
あ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。　
一
般
的
に
、
住
居
の

時
期
は
と
も
な
う
土
器
や
炉
内
の
土
器
、
床
面
出
土
の
土
器
が
な
い
場
合
、
覆
土

中
の
土
器
の
大
形
破
片
や
土
器
の
量
で
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ

に
は
以
下
の
理
由
で
難
が
あ
る
。

住
居
跡
の
覆
土
は
通
常
、
竪
穴
住
居
跡
の
壁
際
か
ら
レ
ン
ズ
状
に
堆
積
す
る
。

埋
没
に
よ
っ
て
生
し
た
凹
地
は
、
新
た
に
住
居
を
構
築
し
、
生
活
を
始
め
た
人
々

の
ゴ
ミ
捨
て
場
と
な

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
住
居
跡
覆
土
中
か
ら
出
土
土
器
は
、

後
の
人
が
廃
棄
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
が
多
く
、
住
居
が
使
用
さ
れ
て
い
た
時
代

を
正
確
に
示
さ
な
い
。
住
居
の
時
期
を
決
定
づ
け
る

一
級
資
料
は
、
住
居
に
と
も

な
う
炉
内
埋
設
土
器
や
埋
甕
、　
つ
い
で
床
面
に
接
し
て
出
土
し
た
土
器
や
炉
の
覆

土
か
ら
出
土
し
た
土
器
で
あ
る
。

石

囲
炉
や
敷
石
な
ど
家
を
構
築
す
る
と
き
に
必
要
な
材
料
の
調
達
は
、
近
く
に

あ
る
埋
ま
り
き
ら
な
い
廃
屋
の
石
を
抜
き
取

っ
て
使
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
柱

も
抜
き
取

っ
て
使
わ
れ
た
。
関
東
地
方
で
は
、
貝
塚
に
構
築
さ
れ
た
竪
穴
住
居
を

埋
め
る
貝
層
中
に
、
柱
を
抜
き
取

っ
た
跡
が
確
認
さ
れ
た
。

四
　
浅
間
山
麓
の
縄
文
集
落

浅
間
山
麓
南
部
の
縄
文
集
落
は
、
千
曲
川
流
域
と
そ
の
支
流
の

集
落
の
立
地
　

河
川
流
域
の
標
高

一
〇
〇
〇
＝
以
下
に
分
布
す
る
。
浅
間
山
麓

の
裾
部
は
小
さ
な
起
伏
は
あ
る
も
の
の
巨
視
的
に
は
南
面
に
向
き
、
こ
れ
と
向
か

い
あ
う
よ
う
な
位
置
に
森
泉
山
、
平
尾
山
、
八
風
山
、
荒
船
山
が
南
に
連
な
る
。

浅
間
山
麓
の
裾
部
や
こ
れ
ら
の
山
々
は
千
曲
川
や
そ
の
支
流
に
よ
っ
て
開
析
さ
れ

て
い
る
。
遺
跡
は
豊
か
な
湧
き
水
が
得
ら
れ
る
日
の
あ
た
る
サ
ン
ラ
イ
ン
地
帯
に

分
布
す
る
。



ま
た
、
浅
間
山
麓
は
火
山
灰
に
厚
く
お
お
わ
れ
て
い
る
た
め
に
遺
跡
の
立
地
を

と
ら
え
る
さ
ま
た
げ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
速
道
路
な
ど
の
発
掘
調
査
な

ど
で
最
近
資
料
が
増
え
て
き
た
も
の
の
、
縄
文
時
代
の
時
期
ご
と
の
集
落
立
地
を

検
討
す
る
だ
け
の
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
御
代
田
町
域
を
中
心

と
し
て
浅
間
山
麓
南
部
の
縄
文
集
落
を
お
お
ま
か
に
み
た
う
え
で
、
代
表
的
な
遺

跡
に
つ
い
て
時
期
ご
と
に
比
較
し
て
み
た
い
。

集
落
遺
跡
と
い
う
の
は
、
竪
穴
住
居
跡
な
ど
の
家
が
あ
り
、
生
活
の
拠
点
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
遺
跡
を
さ
す
。
た
と
え

一
軒
し
か
住
居
跡
が
見
つ
か
ら
な
い
遺
跡

で
も
集
落
、
家
族
単
位
の
ム
ラ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
集
落
遺
跡
に
対
し

て
、
土
器
や
石
器
な
ど
の
遺
物
や
お
と
し
穴
な
ど
の
土
坑
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
遺

跡
は
狩
猟
活
動
の
場
な
ど
で
あ

っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

つ
ぎ
に
御
代
田
町
の
遺
跡
を
中
心
と
し
て
各
時
期
の
集
落
遺
跡
の
よ
う
す
に
つ

い
て
み
て
み
よ
う
。縄

文
時
代
草
創
期
は
槍
先
形
尖
頭
器

（石
槍
）
な
ど
や
土
器
が

草
　
創
　
期

報
告
さ
れ
て
い
る
遺
跡
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期

の
竪
穴
住
居
跡
の
報
告
例
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

東
日
本
、
中
部
関
東
地
方
で
は
旧
石
器
時
代
の
居
住
形
態
を
継
承
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
竪
穴
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
る
の
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
、
遺
構
は
石

器
が
集
中
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
が
あ
る
。
佐
久
市
下
茂
内
遺
跡
で
は
尖
頭
器
の
製
作
跡

が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
集
中
が
居
住
の
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
い
。
ガ
ラ
ス
片
の
よ
う
な
黒
曜
石
や
安
山
岩
の
石
ク
ズ
の
上
に
寝
起
き
し

て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
遺
物
集
中
は
石
器
や
そ
の
未
成
品
が

含
ま
れ
て
い
れ
ば
石
器
製
作
跡
あ
る
い
は
そ
の
残
骸
を
含
め
た
ゴ
ミ
捨
て
場
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
発
掘
調
査
で
住
居
の
痕
跡
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、

製
作
跡
の
近
く
に
、
簡
略
な
居
住
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
黎
明
期

の
縄
文
人
の
生
活
は

一
定
の
場
所
に
留
ま
る
こ
と
の
な
い
、
食
料
を
確
保
す
る
た

め
の
移
動
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

豊
富
な
石
材
の
産
地
に
構
え
ら
れ
た
下
茂
内
遺
跡
は
、　
一
定
の
種
類
の
石
器
、

尖
頭
器
だ
け
を
作
っ
て
い
た
遺
跡
で
あ
る
。
こ
れ
は
縄
文
時
代
の
初
め
に
は
、
す

で
に
専
門
的
に
石
器
を
供
給
し
た
製
作
工
場
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、

重
要
で
あ
る
。

後
半
に
な
る
と
木
曽
郡
大
桑
村
お
宮
の
森
裏
遺
跡
で
は
、
草
創
期
後
半
の
表
裏

縄
文
を
と
も
な
う
竪
穴
住
居
跡
が
九
軒
見
つ
か
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
竪
穴
住
居

跡
も
掘
り
込
み
が
浅
ぐ
、
柱
穴
も
浅
い
簡
単
な
つ
く
り
で
あ
っ
た
。
浅
間
山
麓
南

部
で
は
草
創
期
の
集
落
遺
跡
は
い
ま
の
と
こ
ろ
皆
無
で
あ
る
が
、
今
後
、
火
山
灰

の
下
に
眠
っ
て
い
る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

竪
穴
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
た
の
は
望
月
町
新
水
Ｂ
遺
跡
や
佐
久

日千
　
　
　
　
　
　
胡知　
　
　
　
う
しろだ
いゲ　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
，　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
お
しが
た

町
後

平

遺
跡
で
あ
る
。
新
水
Ｂ
遺
跡
で
は
早
期
の
前
半
押
型

文
土
器
の
時
期
か
ら
後
半
の
沈
線
文
系
土
器
の
時
期
ま
で
集
落
が
営
ま
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

御
代
田
町
で
は
塚
田
遺
跡
で
土
坑
が
見
つ
か
っ
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
縄
文
時

代
の
胎
動
が
感
じ
ら
れ
る
こ
の
時
期
に
は
依
然
と
し
て
定
着
し
た
集
落
遺
跡
が
少

な
い
よ
う
で
あ
る
。
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縄
文
時
代
の
文
化
的
要
素
が
ほ
ぼ
出
揃

一則
　
　
　
期

っ
た
と
も
い
え
る
形
成
期
に
は
、
御
代

田
町
で
も
集
落
遺
跡
が
多
く
み
ら
れ
る
。
塚
田
遺
跡
と
下

弥
堂
遺
跡
で
は
前
期
の
初
頭
か
ら
竪
穴
住
居
跡
が
作
ら
れ

た
。
下
弥
堂
遺
跡
で
は

一
三
軒
の
竪
穴
住
居
跡

（時
期
不

明
他
に
あ
り
）
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
塚
田
遺
跡
で
は
、

竪
穴
住
居
跡
が
初
頭

一
二
軒
、
中
葉
が

一
二
軒
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
竪
穴
住
居
跡
が
同
時
に
併
存
し
た
か
ど
う

か
は
、
出
土
す
る
土
器
の
型
式
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
、　
つ

い
で
土
器
や
石
器
で
の
接
合
関
係
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
位

置
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

塚
田
遺
跡
の
場
合
、
遺
物
に
お
け
る
接
合
関
係
が
み
ら

れ
な
い
よ
う
な
の
で
、
ほ
か
の
二
つ
の
条
件
で
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
竪
穴
住
居
跡
の
形
や
炉
跡

や
柱
穴
な
ど
の
構
造
的
な
違
い
は
、
通
常
時
間
的
な
指
標

と
は
な
り
え
な
い
。
ほ
か
の
遺
跡
の
例
か
ら
お
お
よ
そ
三

軒
か
ら
五
軒
程
度
で
集
落
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
塚
田
遺
跡
の
場
合
は
、
初
頭
で
は
南
に
五
軒
、
北

に
五
軒
、
東
に
離
れ
て
あ
る
二
軒
は
そ
れ
ぞ
れ
調
査
区
外

に
広
が
っ
て
い
る
集
落
に
と
り
こ
ま
れ
よ
う
か
。
中
葉
は

初
頭
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
北
側
の
七
軒
が
三
軒
な
い
し
四

軒
が
継
続
し
、
こ
れ
よ
り
南
西
の
二
軒
、
南
の
二
軒
に
分

け
ら
れ
よ
う
か
。
こ
れ
の
調
査
区
西
側
に
集
落
が
広
が
っ
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て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

川
原
田
遺
跡
で
は
竪
穴
住
居
跡
が
前
葉
に
二
軒
、
中
葉
に
二
軒
、
後
葉
に

一
軒

が
標
高
八
七
六
～
八
七
八
済
の
位
置
に
み
ら
れ
る
。
土
器
型
式
で
連
続
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
移
動
を
繰
り
返
し
た
な
か
で
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
位
置
に
集
落
が
形

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

竪
穴
住
居
跡
に
と
も
な
う
遺
構
に
は
土
坑
が
あ
る
が
、
貯
蔵
穴
の
ほ
か
に
墓
の

用
途
が
考
え
ら
れ
る
。
墓
穴
の
場
合
は
隅
丸
長
方
形
あ
る
い
は
楕
円
形
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
土
坑
で
も
下
弥
堂
遺
跡
の
Ｄ
４
号
土
坑

（写
３０
）
の
よ
う
に
円
形

で
、
石
が
中
央
部
分
に
多
く
置
か
れ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
集
石
土
坑
は
、
覆
土

に
焼
土
が
混
入
し
て
い
た
り
、
被
熱
し
赤
く
変
色
し
た
石
や
、
石
に
ス
ス
や
タ
ー

ル
状
の
付
着
物
が
み
と
め
ら
れ
る
場
合
、
調
理
場
の
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。

土
器
に
み
る
前
半
の
華
や
か
さ
か
ら
縄
文
時
代
の
爛
熟
と
と
ら

中
　
　
　
期
　

えヽ
ら
れ
、
後
半
で
は
ひ
と
つ
の
画
期
を
む
か
え
展
開
し
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
変
化
は
、
お
も
に
川
原
田
遺
跡
や
宮
平
遺
跡
、
滝
沢
遺
跡
の
集
落
で
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
中
期
前
半
は
川
原
田
遺
跡
、
後
半
は
滝
沢
遺
跡
か

ら
み
て
み
た
い
。

中
期
初
頭
の
遺
跡
は
中
部
関
東
地
方
で
は
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
発
掘
調

査
例
が
増
え
て
き
た
。
滝
沢
遺
跡
で
三
軒
報
告
さ
れ
て
い
る
。
前
期
に
く
ら
べ
る

と
、　
一
軒
な
い
し
二
軒
の
竪
穴
住
居
跡
し
か
な
い
遺
跡
が
多
い
こ
と
か
ら
、　
一
時

集
落
が
衰
退
し
た
よ
う
な
感
を
い
だ
か
せ
る
。

中
期
前
半
に
な
る
と
ふ
た
た
び
住
居
軒
数
が
増
え
る
。
本
節
三
で
は
川
原
田
遺

跡
を
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
群
に
分
け
、
各
々
一
五
軒
、
二
〇
軒
、　
一
〇
軒
程
度
と
と

ら
え
て
い
る

（図
７０
）。

中
期
後
半
で
は
、
滝
沢
遺
跡
で
は
二
軒
だ
け
で
あ
る
。
両
者
と
も
土
器
の
点
か

ら
明
ら
か
な
時
期
差
が
あ
る
た
め
、
こ
の
こ
ろ
は
集
落
は

一
軒
程
度
の
小
規
模
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
宮
平
遺
跡
で
は
数
軒
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、

限
ら
れ
た
調
査
の
た
め
そ
の
全
貌
は
把
握
で
き
な
い
。

佐
久
市
吹
付
遺
跡
は
中
期
後
葉
の
竪
穴
住
居
跡
や
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡

一
二
軒

か
ら
な
る
集
落
遺
跡
で
あ
る
。
土
器
型
式
の
点
か
ら
連
続
し
て
居
住
が
繰
り
返
さ

れ
た
好
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
集
落
の
動
き
を
み
る
た
め
に
く
わ
し
く
み
て
み

卜
で
つ
。

加
曽
利
Ｅ
３
式

（曽
利
Ⅲ
式
）
期
で
は
竪
穴
住
居
跡
が
四
軒
、
こ
の
後
に
加
曽

利
Ｅ
３
式

（曽
利
Ⅲ
～
Ⅳ
式
）
期
が
三
軒
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
ど
ち
ら
に
属
す
る

か
不
明
な

一
軒
、
加
曽
利
Ｅ
４
式
期
が
五
軒
あ
る
。
竪
穴
住
居
跡
の
ほ
か
に
墓
と

考
え
ら
れ
る
土
坑
が
住
居
の
西
と
南
側
に
あ
る
。
南
の
土
坑
群
の
中
に
加
曽
利
Ｅ

３
式
期
な
ど
の
配
石
遺
構
が
二
基
あ
る
。
ま
た
、
東
側
に
は
円
形
の
土
坑
群
が
あ

り
、
貯
蔵
穴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
居
住
域
と
墓
域
、
貯
蔵
穴
群
に

分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
出
土
遺
物
が
８
住
周
辺
に
集
中
す
る
傾
向

が
認
め
ら
れ
、
焼
土
が
あ
る
こ
と
か
ら
報
告
で
は
中
期
後
葉
で
の

「あ
る
種
の
儀

礼
空
間
」
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
焼
土
が
あ
る
も
の
の
遺
物
の

集
中
だ
け
で
は
単
な
る
廃
棄
場
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

居
住
域
の
南
に
墓
域
が
広
が
る
傾
向
は
ほ
か
に
も
み
ら
れ
、
後
期
の
集
落
遺
跡
に

土
地
の
空
間
利
用
の
仕
方
が
継
承
さ
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

中
期
末
葉
か
ら
後
期
に
な
る
と
、
ふ
た
た
び
浅
間
山
麓
南
部
で
は
住
居
軒
数
が
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図137 佐久市吹付遺跡集落変遷図 (『長野県埋蔵文化財センター年報』より)



第 8節 縄文時代の暮らし

増
え
縄
文
集
落
は
活
気
を
と
り
も
ど
す
よ
う
に
み
え
る
。
滝
沢
遺
跡
で
は
、
中
期

末
葉
が
二
軒
、
後
期
初
頭
が
二
軒
、
後
期
前
葉
が
三
軒
と
な
る
。
住
居
跡
の
分
布

は
北
に
広
が
る
可
能
性
が
高
い
が
、
集
落
の
規
模
は
お
お
よ
そ
こ
の
程
度
で
あ
っ

た
ろ
う
。
中
期
末
葉
に
と
も
な
う
土
坑
な
ど
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
後
期
に

な
る
と
円
形
の
配
石
遺
構
や
耳
形
土
製
品
、
垂
れ
飾
り
な
ど
の
特
殊
遺
物
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
ら
を
と
も
な
う
墓
域
や
祭
祀
的
な
空
間
が
南
に
広
が
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
期
に
な
る
と
北
側
に
居
住
域
、
そ
れ
に
接
し
て
南
側

に
墓
域
や
祭
祀
空
間
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

滝
沢
遺
跡
と
同
じ
時
期
か
ら
集
落
が
つ
く
ら
れ
る
小
諸
市
三
田
原
遺
跡
群
に
つ

い
て
は
さ
ら
に
大
き
な
集
落
、
拠
点
的
な
集
落
で
あ
つ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
期
末
葉
に
九
軒
、
後
期
初
頭

一
軒
、
後
期
前
葉
六
軒
が
分
布
す
る
。

と
く
に
、
後
期
前
葉
に
な
る
と
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
に
隣
接
し
て
大
形
の
配
石
遺

構
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
北
側
に
居
住
空
間
、
配
石
遺
構
の
南
側
に
墓
域
や
祭

祀
空
間
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
三
田
原
遺
跡
の
北
東

に
岩
下
遺
跡
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
中
期
末
葉
か
ら
多
数
の
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
て

い
る
。
中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
に
六
～
七
軒
、
後
期
前
葉
に

一
六
軒
ほ
ど
の
住

居
跡
が
重
複
し
な
が
ら
分
布
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
中
期
末
葉
か
ら
柄
鏡
形
敷
石

住
居
跡
が
多
く
、
後
期
に
は
ほ
か
に
竪
穴
住
居
跡
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
注
目
す

べ
き
点
は
、
こ
こ
で
も
後
期
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
跡
に
接
し
た
南
側
に
、
大
形
の

配
石
遺
構
が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
弧
状
の
配
石
遺
構
内
側
に
は

住
居
跡
は
み
ら
れ
ず
小
形
の
配
石
遺
構
が
作
ら
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
の
検
討
が

ま
た
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
大
形
の
配
石
遺
構
の
内
側
は
墓
域
か
祭
祀
的
空
間
が
作

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。

中
期
か
ら
．竪
穴
住
居
跡
が
弧
状
な
い
し
環
状
に
分
布
す
る
が
、
こ
れ
は
縄
文
人

が
台
地
縁
辺
部
の
良
好
な
選
地
を
行
な
っ
た
結
果
で
あ
り
、
そ
こ
に
集
落
を
作
る

計
画
性
、
ス
ペ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
な
ら
い
。
た
と
え
ば
、

竪
穴
住
居
跡
を
構
築
す
る
上
で
、
す
で
に
森
林
が
伐
採
さ
れ
て
い
る
な
ど
や
居
住

の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
所
が
重
な
っ
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
前
期
の
こ
ろ
か
ら
居
住
域
、
墓
域
な
ど
の
空
間
意
識
は
み
ら
れ
、
中

期
後
葉
か
ら
配
石
遺
構
な
ど
に
よ
っ
て
現
れ
る
。
縄
文
人
に
お
け
る
土
地
利
用
の

「決
ま
り
」
の
よ
う
な
も
の
は
あ

っ
た
可
能
性
が
多
く
、
そ
の
背
景
に
縄
文
人
の

意
識
、
ム
ラ
の
掟
の
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

県
内
で
は
、
縄
文
中
期
の
遺
跡
が
全
国
的
に
み
て
も
か
な
り
多

遺
跡
の
消
長
　

い
。
後
期
に
な
る
と
遺
跡
数
は
激
減
す
る
こ
と
か
ら
後
期
に
入

る
と

「衰
退
」
と
考
え
る
向
き
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
南
関
東
で
は
後
期
に

な
る
と
馬
蹄
形
や
環
状
の
貝
塚
や
集
落
が
増
加
し
、
衰
退
ど
こ
ろ
か
縄
文
文
化
は

ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

県
内
で
は
最
近
、
浅
間
山
麓
を
中
心
と
し
て
中
期
末
葉
か
ら
後
期
前
葉
の
遺
跡

が
多
く
発
見
さ
れ
、
決
し
て
遺
跡
数
は
激
減
し
た
と
は
い
え
な
い
。

注
意
を
要
す
る
の
は
、
縄
文
集
落
が

一
般
的
に
中
期
前
葉
に
な
る
と
竪
穴
住
居

跡
の
軒
数
が
多
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
た
か
も

人
口
が
多
い
よ
う
な
錯
覚
を
お
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
態
は
繰
り
返
し

居
住
が
行
な
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

遺
跡
の
消
長
を
浅
間
山
麓
南
に
限
っ
て
み
て
み
る
と
、
図
１３８
の
よ
う
に
な
る
。

前
期
初
頭
に
集
落
遺
跡
が
み
ら
れ
、
前
期
後
葉
ま
で
存
続
す
る
。
前
期
末
葉
に
は



時期

遺跡名

草創期 早 期 前 期 中 期 後 期 晩  期

初 頭 前半 後 半 初 頭 前半 後 半 初 頭 前半 後 半

御
代
田
町

東 荒 神

西 荒 神

下 大 宮

関 屋

中 屋 際

川 原 田

塚 田

下 弥 堂

滝 沢

西 駒 込

城 之 腰

広

呂

展

畑

平

　

場

勿

π

Ｚ

　

　

一

多

ZZ

Z

小
諸
市

山石 下

三  田 原

久 保  田

石 神

フ

ヒ ２

Ｚ

厖

Ｚ

笏

Ｚ

軽井
沢町

茂沢南石堂

佐久
市 吹 付

第 2章 縄 文 時 代

(%笏住居アリーー住居ナシ)

図138 浅間山麓を中心とした縄文時代遺跡の消長
※ 各時期の遺物の有無は報告書の記載によった。また、前期 。中期・後期にある「初頭 。前半 。後半」 とい

う区分は、本文中の「初頭 。前葉 。中葉 。後葉」よりも大きくとらえた区分である。資料不充分のため、上
記の区分にせ ざるを得なかった。



遺
跡
は
い
っ
た
ん
途
絶
え
、
中
期
初
頭
に
は
わ
ず
か
み
ら
れ
る
が
継
続
し
な
い
。

中
期
前
葉
か
ら
中
期
後
葉
の
初
め
ま
で
集
落
が
継
続
し
、
こ
の
あ
と
ふ
た
た
び
遺

跡
は
存
続
し
な
い
。
中
期
後
葉
の
終
わ
り
か
ら
中
期
末
葉
か
ら
後
期
初
頭
あ
る
い

は
前
葉
ま
で
集
落
が
継
続
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
浅
間
山
麓
で
は

住
居
跡
が
み
ら
れ
る
前
期
か
ら
定
住
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
前
期
末
葉
か
ら

中
期
初
頭
、
中
期
後
葉
に
集
落
の
断
絶
と
も
い
え
る
画
期
が
み
れ
る
。
こ
れ
は
、

巨
視
的
に
み
れ
ば
集
落
立
地
の
違
い
で
あ
り
、
ま
た
住
居
跡
の
大
形
化
や
大
規
模

な
配
石
遺
構
な
ど
の
存
在
は
よ
り
定
住
化
し
た
証
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

浅
問
山
麓
南
部
は
、
縄
文
中
期
後
葉
に
は
よ
り
関
東
的
な
土
器
や
住
居
形
態
、

柄
鏡
形
敷
石
住
居
を
と
り
い
れ
た
地
域
で
あ
り
、
関
東
平
野
か
ら
み
れ
ば
中
部
山

地
の
玄
関
口
と
も
い
え
る
地
域
性
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
千
曲
川
を
下
れ

ば
下
る
ほ
ど
北
陸
や
東
北
地
方
の
影
響
が
土
器
の
随
所
に
み
ら
れ
る
が
、
浅
間
山

麓
で
は
住
居
形
態
の
点
か
ら
は
関
東
地
方
の
影
響
を
う
け
つ
つ
も
、
独
特
の
石
囲

炉
な
ど
を
中
部
地
方
で
共
有
す
る
こ
だ
わ
り
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
八
ケ
岳
山
麓

に
く
ら
べ
る
と
浅
間
山
麓
南
部
は
よ
り
関
東
地
方
の
影
響
下
が
強
い
が
、
そ
の
な

か
で
も
、
中
期
に
は
独
自
の
焼
町
式
土
器
や
他
型
式
の
狭
間
に
佐
久
系
土
器
が
生

ま
れ
た
。
他
地
域
の
影
響
を
受
け
る
窓
口
で
在
り
な
が
ら
独
自
性
を
堅
持
し
て
い

た
の
が
浅
間
山
麓
南
部
に
住
ん
だ
縄
文
人
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

〈引
用

・
参
考
文
献
〉

八
幡

一
郎
　
一
九
七
八

　

『北
佐
久
郡
の
考
古
学
的
調
査
』

長
野
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
二
　

『長
野
県
中
央
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
発
掘
調

査
報
告
書
―
原
村
そ
の
５
１
阿
久
遺
跡
』

軽
井
沢
町
教
育
委
員
会
　
一
九
八
三
　

『茂
沢
南
石
堂
遺
跡
』

働
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
　
一
九
八
五
　

『荒
砥
二
之
堰
遺
跡
』

鈴
木
公
雄
編
　
一
九
八
八

『古
代
史
発
掘
２
　
縄
文
人
の
生
活
と
文
化
』
講
談
社

鋤
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
　
一
九
九
〇

『田
篠
中
原
遺
跡
』

茅
野
市
教
育
委
員
会
　
一
九
九
〇

『棚
畑
遺
跡
』

鋤
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九

一
　

『上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
報
告
書
２
１
佐
久
市
内
そ
の
２
１
』

本
橋
恵
美
子
　
一
九
八
八
　

「縄
文
時
代
に
お
け
る
柄
鏡
形
敷
石
住
居
址
の
研
究
」

『信
濃
』
４０
‐
８

・
９
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第
九
節
　
縄
文
時
代
の
地
域
間
交
流

一　
縄
文
社
会
に
お
け
る
領
域
と
交
流

自
分
た
ち
で
調
達
　
車
社
会
の
今
日
、
仕
事

・
買
い
物

・
ス
ポ
ー
ツ
と
わ
れ
わ

で

き

２っ
も

の
　
れ
の

一
日
の
活
動
は
多
種
多
様
に
な
り
、
そ
の
活
動

領

喫

は
か
な
り
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ィ
タ
ー
フ
イ
ン
ジ
や
ヒ
ッ

グ
ス
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ア
フ
リ
カ
の
狩
猟
採
集
民
で
あ
る
ク
ン
・
ブ

ッ
シ
ュ

マ
ン
は
通
常
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
を
中
心
に
半
径

一
〇
キ
ロ、
歩
い
て
約
二
時
間
の
範
囲

内
で
生
業
活
動
を
行
な
う
と
い
う
。
こ
れ
よ
り
遠
い
地
域
で
仕
事
を
す
る
場
合
は

必
要
に
応
じ
て
生
活
拠
点
を
移
す
よ
う
だ
。
現
代
な
ら
さ
し
ず
め
通
勤
苦
か
ら
の

が
れ
て
ア
パ
ー
ト
を
借
り
た
単
身
赴
任
者
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
川
原
田
ム
ラ
の
住
人
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
北
は
浅
間
山
の
裏
側
ま

で
、
南
は
佐
久
市
の
種
畜
牧
場
付
近
ま
で
、
東
は
中
軽
井
沢
ま
で
が
行
動
範
囲
に

含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
川
原
田
ム
ラ
を
中
心
に
み
た
場
合
の

「遺
跡
テ
リ
ト
リ
ー
」

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
川
原
田
ム
ラ
に
住
ん
で
い
た
集
団
は
秋
に
な
る
と
千
曲
川
の

側
で
二
～
三
日
キ
ャ
ン
プ
し
て
サ
ケ
を
捕
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
春
に
な

る
と
森
泉
山
の
中
腹
で
キ
ャ
ン
プ
を
し
て
山
菜
を
採

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ

で
今
度
は
森
泉
山
の
中
腹
を
基
点
と
し
て
半
径

一
〇

ロ
キ
を
設
定
す
る
と
、
さ
ら
に

南
は
自
田
町
付
近
ま
で
達
す
る
。
こ
つ
な
る
と
見
か
け
の
領
域

（遺
跡
テ
リ
ト
リ

―
）
に
く
ら
べ
、
実
際
の
活
動
領
域
は
か
な
り
広
が
る
。
こ
の
よ
う
に
、
集
団
が

通
時
的
に
必
要
と
す
る
物
資
を
確
保
す
る
た
め
に
活
動
を
行
な
っ
た
す
べ
て
の
範

囲
を
林
謙
作
は

「核
領
域
」
と
命
名
し
て
い
る
。
で
つ
ま
で
も
な
く
そ
の
中
に
は
、

男
性
は
よ
り
遠
く
、
子
づ
れ
の
女
性
は
よ
り
近
く
と
い
う
よ
う
な
状
況
や
、
獲
得

対
象
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
サ
ブ
領
域
が
含
ま
れ
て
い
る
。

塩
野
西
遺
跡
群
で
は

「核
領
域
」
内
で
採
集
で
き
る
資
源
の
中
で
、
実
際
に
調

達
で
き
た
と
予
想
さ
れ
る
も
の
は
シ
カ

・
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
動
物
、
サ
ケ

。
マ
ス

な
ど
の
魚
類

・
淡
水
産
貝
類
、
石
器
の
原
料
で
あ
る
安
山
岩

・
黒
色
ガ
ラ
ス
質
安

山
岩
、
土
器
の
混
和
材
の
中
の
砂
粒
の

一
部
、
家
の
構
築
材
や
燃
料
と
な
る
ク
リ

の
木

・
ト
チ
の
木
や
こ
れ
ら
を
含
む
堅
呆
類
、
接
着
や
顔
料
の
塗
彩
に
欠
か
せ
な

い
漆
な
ど
日
常
生
活
の
基
盤
を
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
核
領
域
の
縁
辺
部
は
ほ
か

の
集
団
と
の
入
会
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

核
領
域
で
は
調
達
　
縄
文
集
落
か
ら
出
土
す
る
遺
物
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な

で
き
な

い
も

の
　
日
常
の
行
動
範
囲
か
ら
外
れ
て
、
さ
ら
に
遠
く
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の

（非
現
地
性
物
資
）
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ヒ
ス
イ

は
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
の
小
滝
川
や
青
海
川
上
流
域
周
辺
に
原
産
地
が
あ
り
、
海

岸
部
に
そ
れ
を
原
石
か
ら
玉
に
加
工
し
た
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
が
集
中
す
る
。
こ

れ
が
中
部

・
関
東

。
東
北
地
方
か
ら
北
は
北
海
道
ま
で
の
遺
跡
で
出
土
し
て
い
る
。
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荒

後期ネ

塚  田

微隆起線文 西駒込

中期後

翻
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前期前葉

田

前期前
中期中
中期後
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塚田
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前期中

．
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図139 塩野西遺跡群における通時的動態模式図

(注 )本図は住居跡が検出されている遺跡をピックアップし、各遺跡単位の時期を出土土器の大別型式を参考に区分 し、

通時的な集団の移動の様相を推測したものである。必ずしも定住が進行 していない時期 も含まれているため、あくまで

も目安 としておきたい。
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交 調

易 達

接
着
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
も
、
北
海
道
石
狩
低
地
帯
や
、
秋
田

県
・山
形
県
。新
潟
県
を
中
心
に
し
た
日
本
海
岸
に
産
地
が
限
定
さ
れ
る
。
前
～
後

期

・
晩
期
に
か
け
て
東
北
地
方
北
部
か
ら
中
部
関
東
地
方

へ
と
出
土
遺
跡
が
拡
大

す
る
。
ま
た
、
黒
曜
石
、
ガ
ラ
ス
質
黒
色
安
山
岩
な
ど
も
原
産
地
か
ら
離
れ
た
関

東
地
方
で
出
土
し
て
い
る
。
た
だ
し
後
者
は
塩
野
西
遺
跡
群
の
縄
文
人
に
と
っ
て

は
幸
い
に
も
日
常
行
動
圏
で
あ
る
核
領
域
に
含
ま
れ
て
い
る
。
最
後
に
土
器
に
つ

い
て
み
て
み
る
と
、
核
領
域
の
外
で
作
ら
れ
た
可
能
性
の
高
い
土
器
の
第

一
は
、

核
領
域
内
で
通
常
見
か
け
る
土
器
と
は
異
な
り
、
ほ
か
の
地
域
に
分
布
の
中
心
が

あ
る
土
器
型
式
、
す
な
わ
ち

「他
地
域
の
土
器
型
式
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
核
領

域
内
で
作
ら
れ
た
土
器
と
同

一
の
土
器
型
式
で
あ
り
な
が
ら
施
文
技
法
や
文
様
の

細
部
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
本
当
に
核
領
域
外
で
作
ら
れ
た
の
か
、

核
領
域
外
の
土
器
を
模
倣
し
て
作

っ
た
の
か
は
後
述
す
る
が
、
焼
町
土
器
を
主
体

と
す
る
川
原
田
遺
跡
の
場
合
は
、
勝
坂
式

・
阿
玉
台
式
土
器
が
相
当
す
る
。
こ
の

よ
う
に
あ
る
遺
跡
に
と
っ
て
、
核
領
域
の
外
に
広
が
る
非
現
地
性
物
資
の
産
地
領

域
を
、
林
は

「交
渉
圏
」
と
命
名
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
塩
野
西
遺
跡
群
で
は
産
地
が
特
定
で
き
な
い
も
の
に
、
顔
料
の
素

材
と
な

っ
て
い
る
ベ
ン
ガ
ラ
や
東
北
の
も
の
に
近
い
頁
岩
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ベ
ン
ガ
ラ
は
下
弥
堂
遺
跡
Ｊ
９
号
住
居
出
土
の
前
期
前
葉
塚
田
式
土
器
、
滝
沢
遺

跡
出
土
の
前
期
後
葉
北
白
川
下
層
Ⅱ
式
上
器
を
は
じ
め
、
川
原
田
遺
跡
や
滝
沢
遺

跡
出
土
の
中
期
中
葉
土
器
の
ほ
と
ん
ど
か
ら

「
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
露
頭
か
ら
採

取
さ
れ
た
」
と
推
測
さ
れ
る
定
型
性
の
高
い
パ
イ
プ
状
の
粒
子
形
態
を
も
つ
も
の

が
検
出
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
ナ
頁
岩
も
東
北
の
頁
岩
の
本
場
の
も
の
に
近
い
良
質
の

石
材
で
あ
る
が
そ
の
採
取

エ
リ
ア
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
が
核
領
域
で

採
れ
る
の
か
、
は
た
ま
た
交
渉
圏
に
由
来
す
る
の
か
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ

れ
る
。

か
　
縄
文
人
た
ち
は

一
体
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
非
現
地
性
物
資
を
手

か
　
に
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
自
ら
が
産
地

へ
赴
い
て
採
取
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
旧
石
器
時
代
に

野
辺
山
か
ら
沼
津

・
箱
根
、
相
模
野
台
地

・
武
蔵
野
台
地

へ
と
食
料
を
調
達
し
な

が
ら
移
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
人
々
は
、
信
州
の
黒
曜
石
産
地
を
ル
ー
ト
上
に
取

り
込
ん
で
石
器
の
原
料
と
な
る
石
を
採
集
で
き
る
よ
う
な
行
程
を
工
夫
し
て
い
た

と
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
に
な
る
と
そ
こ
ま
で
広
範
囲

。
短
周
期
で
は
な
く
と

も
、
草
創
期

・
早
～
前
期
の
初
め
ま
で
は
、
住
居
跡
の
構
造
や
付
属
施
設
の
貧
弱

さ
か
ら

一
時
期
定
住
し
て
も
す
ぐ
に
移
動
す
る
よ
う
な
生
活
シ
ス
テ
ム
を
予
測
し

た
（第
四
節
）。
も
し
、
こ
の
移
動
範
囲
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
が
含
ま
れ
て
い
れ

ば
そ
こ
で
直
接
採
取
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
定
住
性
が
高
ま
っ
て
か
ら

は
、
そ
の
資
源
を
目
指
し
て
直
接
採
集
に
赴
い
た
痕
跡
も
つ
か
め
る
。
た
と
え
ば

後
期
中
後
葉
の
水
銀
朱
の
生
産
遺
跡
で
あ
る
二
重
県
森
添

。
天
白
遺
跡
で
は
、
東

北
系

。
中
部
山
地
系

・
北
陸
系

。
三
河
系
な
ど
の
他
地
域
の
土
器
が
多
く
出
土
し

て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ぎ
に
述
べ
る
交
易
に
よ
る
交
換
材
で
あ
る
可
能
性
と
同
時
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人
々
が
朱
を
入
れ
る
入
れ
物
と
し
て
郷
里
か
ら
あ
ら
か
じ
め

持
参
し
た
忘
れ
物
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

二
つ
め
に
、
こ
れ
ら
非
現
地
性
物
資
は
交
易
品
と
し
て
入
手
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ス
イ

・
水
銀
朱
を
は
じ
め
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
蛇
紋
岩
製
の
磨
製

石
斧
の

一
部
は
、
原
産
地
の
近
く
に
加
工
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
逆
に
こ
れ
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ら
非
現
地
性
の
石
材
か
ら
作
ら
れ
た
石
器
を
保
有
し
て
い
る
す
べ
て
の
遺
跡
で
、

原
石
や
原
石
あ
る
い
は
中
途
段
階
か
ら
の
加
工
を
特
徴
づ
け
る
作
り
か
け
石
器
や

石
層
が
出
土
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ヒ
ス
イ
の
玉
、
蛇

紋
岩
製
の
磨
製
石
斧
、
黒
曜
石
製
の
石
器
の

一
部
な
ど
は
、
加
工
が
行
な
わ
れ
て

い
た
痕
跡
を
も
つ
原
産
地
に
近
い
集
落
や
、
各
地
域
の
拠
点
的
な
集
落
で
集
中
的

に
採
掘
や
加
工
が
行
な
わ
れ
、
ほ
か
の
集
落
に
交
易
品
と
し
て
搬
出
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
。
た
だ
し
交
易
品
の
中
に
は
原
石
も
あ
れ
ば
、
半
加
工
品
、
製
品
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
。

以
上
調
達
の
可
能
性
と
交
易
の
実
例
を
概
観
し
た
。
厳
密
に
こ
れ
ら
非
現
地
性

物
資
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
の
具
体
的
な
解

明
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。
次
項
以
下
で
は
こ
れ
ら
物
資
の
代
表
と
し
て
土
器
と

石
器
を
取
り
上
げ
、
よ
り
具
体
的
に
核
領
域
と
交
渉
圏
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

一
一　
類
似
し
た
土
器
が
広
域
に
広
が
る
理
由

′
土
器
が
動
く
か
　
た
と
ぇ
ば
焼
町
土
器
と
い
う
名
称
は
第
五
節
で
紹
介
し
た
よ

人

が

動

く

か
　

ワヽ
な
特
徴
を
も
つ
一
連
の
土
器
に
対
し
て
便
宜
的
に
付
け
た

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
縄
文
中
期
の
人
々
が
こ
れ
ら
を
指
す
名
称
を
も
っ
て
い

た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
．
る
土
器
群

は
中
南
信
は
も
と
よ
り
、
北
は
現
在
の
飯
山
市
か
ら
新
潟
県
南
部
、
西
は
群
馬
県

か
ら
栃
木
県
西
部
ま
で
分
布
す
る
（図
４８
）ｏ
こ
の
よ
う
に
似
通

っ
た
土
器
が
広
域

に
分
布
す
る
背
景
は
何
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
ム
ラ
全
体
の
人
々
が
一
つ
の
土
器
型
式
が
分
布
す
る
範
囲
を
移
動

し
て
生
活
す
る
場
合
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
集
落
の
安
定
化
が
進
む
中
期

以
降
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
八
ケ
岳
西
南
麓
で
は
、
集
落
が
同

一
尾
根
上
に
移
動

す
る
例
や
、
沢
を
挟
ん
で
反
対
側
に
分
村
す
る
例
が
み
ら
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
ア
メ

リ
カ
の
人
類
学
者
ル
イ
ス

・
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
狩
猟

・
採
集
民
の
モ
デ
ル
に
よ
る

と
、
定
住
的
な
拠
点
集
落
を
も
ち
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
必
要
に
応
じ
て
狩
猟
や
採

集
に
出
か
け
、　
一
時
滞
在
用
の
キ
ャ
ン
プ
を
作
っ
て

一
定
期
間
と
ど
ま
る
よ
う
な

例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
資
源
の
消
費
を
自
然
の
回
復
力
以
下
に
抑

え
る
た
め
に
集
落
を
す
べ
て
移
動
、
あ
る
い
は

一
部
を
分
村
さ
せ
た
り
、
季
節
ご

と
に
異
な
る
資
源
を
よ
り
豊
富
に
獲
得
す
る
た
め
に

一
時
的
に
移
動
す
る
こ
と
は

自
然
の
生
態
系
に
強
く
依
存
し
て
い
る
縄
文
社
会
に
あ
っ
て
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
同
様
な
土
器
が
出
土
し
て
い
る
遺
跡
は
す
べ
て
同

一
集
団
が
残
し

た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
予
想
を
さ
き
に
述
べ
る
と
、
あ
る
も
の
は
そ

う
で
あ
り
あ
る
も
の
は
違
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
林
は
千
葉
県
新

田
野
貝
塚
の
人
々
が
資
源
を
適
正
規
模
に
保
全
す
る
た
め
に
生
活
拠
点
を
移
動
さ

せ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
半
径

一
〇
キ
ロ内
外
の
二
つ
の
集
落
間

に
限
ら
れ
る
。
逆
に
い
う
と
、
資
源
の
適
性
化
だ
け
の
目
的
で
土
器
型
式
の
範
囲

く
ら
い
広
い
領
域
を
移
動
す
る
必
要
は
な
い
。

今
度
は
土
器
自
体
を
検
討
の
対
象
と
し
よ
う
。
か
り
に
二
つ
の
遺
跡
が
同

一
集

団
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
食
器
の
構
成
は
か
な
り

似
通

っ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
勝
坂
式
と
阿
玉
台
式
と
焼
町

土
器
の
組
み
合
わ
せ
の
割
合
は
各
遺
跡
で
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
焼
町
土
器
の
製

作
上
の
癖

（文
様
の
細
部
の
形
や
使
用
工
具
の
種
類
）
は
北
か
ら
南
ま
で
ま
っ
た
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く
同
じ
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
遺
跡
と
よ
ん
で
い
る
も
の
の
幾
つ
か
は
、

同

一
集
団
が
残
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
土
器
が
広

域
に
類
似
す
る
背
景
は
、
単
に
集
落
の
移
動
す
な
わ
ち
集
落
の
構
成
員
の
移
動
と

い
う
理
由
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
問
題
を
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
考
え
る
た
め
に
ま
ず
、
当
時
の
土
器
作
り
が

ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

土

器

は

誰

　

「
む
か
し
む
か
し
、
蛇
が
年
老
い
た
夫
婦
を
粘
土
の
あ
る
場
所

が

作

る

か
　
に
導
き
、
粘
土
と
砂
あ
る
い
は
炉
床
か
ら
と
っ
た
石
を
あ
ら
か

じ
め
砕
い
た
も
の
と
ま
ぜ
る
方
法
を
教
え
た
。
壺
つ
く
り
は
神
聖
な
業
で
あ
り
、

男
は
蛇
を
讃
え
る
儀
礼
を
と
り
行
な
い
、
宗
教
歌
を
歌
う
土
器
づ
く
り
の
女
に
近

づ
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
」
北
ミ
ズ
ー
リ
の
ヒ
ダ
ッ
ツ
ァ
・イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
と

っ
て
土
器
作
り
は
女
の
仕
事
で
あ
り
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
こ
の
よ
う
に
蛇
が

人
間
に
与
え
た
聖
な
る
業
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
南
米
の
ユ
ル
カ
レ
族

の
神
話
で
は

「収
穫
の
仕
事
の
な
い
季
節
に
、
粘
土
を
採
り
に
、
粛
々
と
出
発
す

る
の
」
も

「
人
里
遠
く
身
を
隠
し
て
仮
小
屋
を
建
て
、
儀
礼
を
と
り
行
な
っ
た
。
」

の
も
女
た
ち
で
、
さ
ら
に
作

っ
た
壺
に
焼
成
の
と
き
に
ヒ
ビ
が
入
る
こ
と
を
避
け

る
た
め
に
、
粘
土
を
採
る
際
に
は

「互
い
に
い
っ
さ
い
声
を
立
て
ず
、
合
図
の
み

で
意
志
疎
通
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
土
器
作
り
の
記
録
の
例
と
し
て
は

「
正
倉
院
文
書
」
の
天
平
勝

宝
二
年
の

「浄
清
所
解
」
で
の
土
師
器
の
製
作
の
記
載
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
同
様

に
女
性
が
土
器
作
り
を
担
い
、
男
性
が
土
を
掘
り
、
運
び
、
打
ち
、
薪
を
採
り
、

藁
を
備
え
、
京
に
運
ぶ
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。　
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
の
ビ

ル
ビ
ル
・
ヤ
ボ
ブ
族
や
モ
ツ
族
で
も
女
性
が
土
器
を
作
り
、
男
た
ち
は
そ
れ
を
船

で
運
ん
で
交
易
を
し
て
い
た
。

マ
ー
ド
ッ
ク
の

「労
働
の
性
別
分
業
に
関
す
る
比
較
資
料
」
の
世
界
各
地
三
二

四
の
民
族
例
で
は
、
女
性
が
土
器
作
り
を
担
う
割
合
は
八
割
を
超
え
、
男
性
が
採

鉱
や
交
易
を
す
る
割
合
は
い
ず
れ
も
七
割
と
高
い
。
こ
の
点
で
こ
れ
ら
の
個
々
の

事
例
を
裏
付
け
て
い
る
（図
３０
）
。
こ
れ
は
女
性
が
子
供
を
生
み
育
て
る
た
め
に
居

住
域
か
ら
あ
ま
り
遠
く
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
特
性
や
、
体
力
面
で
は
男
性
に
劣

る
反
面
、
持
続
的
作
業
を
得
意
と
す
る
と
い
う
身
体
的
特
性
な
ど
が
総
合
さ
れ
た

自
然
な
生
理
的
役
割
分
担
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
土
器
が
広
域
に
類
似
す
る
背
景
を
理
解
す
る
に
は
、
土
器
の
も
つ

象
徴
的
意
味
合
い
と
そ
れ
を
担
っ
た
土
器
作
り
人
、
土
器
を
交
易
品
と
し
て
運
搬

す
る
人
と
い
う
図
式
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
神
話
や
民
族
例
、
も
し
く
は

奈
良
時
代
の
文
献
が
そ
の
ま
ま
縄
文
時
代
に
演
繹
で
き
る
か
と
い
う
課
題
が
常
に

横
た
わ
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
前
者
を
女
性
、
後
者
を
男
性
と
し
、
粘
土
の
調
達

や
そ
の
ほ
か
の
過
程
は
両
者
が
か
か
わ
る
可
能
性
を
念
頭
に
お
い
て
話
を
す
す
め

卜
で
つ
。

地
球
表
面
の
岩
石
は
気
温
や
大
気
、
水
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

粘
土
の
採
掘

で
風
化
さ
れ
、
土
に
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
に
地
表
や
地
下

の
水
が
作
用
し
て
や
が
て
粘
土
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
母
岩
の
性
質
や
、

そ
の
後
の
風
化
作
用
、
熱
水
変
質
、
続
成
作
用
の
度
合
い
に
よ
っ
て
粘
土
の
性
質

も
多
様
で
あ
る
。



そ
れ
で
は
土
器
に
使
う
粘
土
は
ど
こ
か
ら
採

っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
ア
ー
ノ
ル

ド
の
調
査
し
た
世
界
各
国

一
一
〇
の
民
族
例
の
う
ち
六
〇
例
ま
で
が
居
住
域
か
ら

ニ
キ
ロ未
満
に
粘
土
の
採
集
地
が
収
ま
る
。
た
だ
し
二
～
三
キ
ロ
一
二
例
、
三
～
五
キロ

一
一
例
、
五
～

一
〇
キ
ロ
一
五
例
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
遠
隔
地
に
赴
く
背

景
に
は
陶
工
が
良
質
と
考
え
る
粘
土
は
ど
こ
で
も
簡
単
に
手
に
入
る
わ
け
で
な
い

こ
と
を
示
す
。
今
の
と
こ
ろ
御
代
田
町
域
で
は
土
器
の
粘
土
自
体
の
産
地
に
関
す

る
デ
ー
タ
ー
は
無
い
も
の
の
、
前
期
前
葉
の
土
器
の
混
和
材
の
中
に
は
、
浅
間
火

山
起
源
と
推
測
さ
れ
る
安
山
岩
や
そ
れ
を
起
源
と
す
る
鉱
物
、
五
～
六
キロ南
の
森

泉
山
周
辺
に
分
布
す
る
緑

色

凝

灰
岩
起
源
の
岩
石
・
鉱
物
を
含
む
も
の
が
あ
っ

た
。
混
和
材
の
採
集
地
は
ア
ー
ノ
ル
ド
の
民
族
例
の
う
ち
三
七
打
が

一
〇
キ
ｏ以
内

に
収
束
す
る
と
さ
れ
る
。
か
り
に
混
和
材
と
粘
土
の
産
地
が
ご
ぐ
近
か
っ
た
と
す

る
と
、
土
器
作
り
の
た
め
の
粘
土
は
核
領
域
の
中
で
調
達
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
い
か
に
核
領
域
と
は
い
っ
て
も

一
個
の
土
器
を
作
る
粘
土
が
か
り

に
四
窮
と
し
て
も
、
三
つ
作
る
た
め
に
は

一
二
窮
以
上
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
す

る
と
粘
土
採
集
地
が
遠
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
粘
土
の
採
集
に
男
性
の
手
を
借
り

る
必
要
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
粘
上
の
採
集
の
不
自
由
さ
を
あ
え
て
冒
し

て
ま
で
も
土
器
を
各
戸

・
各
集
落
単
位
で
作
ろ
う
と
し
た
か
ど
う
か
は
疑
間
の
余

地
が
あ
る
。

土
器
作
り
の
　
土
器
作
り
の
時
期
は
そ
れ
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
仕
事
か
フ
ル
タ

時
　
　
　
期
　
イ
ム
の
仕
事
か
に
も
左
右
さ
れ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
場
合
、
ほ

か
の
作
業
が
忙
し
く
な
い
時
期
で
失
敗
の
少
な
い
乾
期
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

縄
文
土
器
の
場
合
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
の
は
秋
の
初
め
で
あ
ろ
う
。
焼

成
の
折
の
燃
料
と
し
て
生
草
を
使
う
と
乾
燥
し
た
草
や
木
材
と
の
火
の
回
り
に
時

間
差
が
生
じ
て
ゆ
っ
く
り
焼
く
こ
と
が
で
き
、
ひ
び
割
れ
が
防
げ
る
と
い
う
利
点

が
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
ク
リ
ア
ー
で
き
れ
ば
春
も
候
補
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
と

く
に
漆
が
塗
ら
れ
た
土
器
の
製
作
に
関
し
て
は
、
永
鳴
正
春
の
指
摘
の
よ
う
に
夏

季
に
漆
の
採
集
か
ら
塗
布
作
業
が
限
定
さ
れ
る
た
め
、
塗
り
の
作
業
に
先
行
し
て

土
器
が
作
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
春
が
さ
ら
に
有
力
と
な
る
。

土
器
作
り
の
　
土
器
作
り
は
物
心
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
、
た
い
が
い
一

手
順
と
時
間
　
○
代
半
ば
か
ら
終
わ
り
こ
ろ
に
は

一
人
前
に
な
る
ら
し
い
。
年

長
者
の
陶
工
ほ
ど
熟
練
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
土
器
作
り

に
は
ど
の
く
ら
い
の
工
程
と
時
間
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
各
地
で
土
器

作
り
の
実
験
が
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
各
地
域
ご
と
の
素
地
粘
土
の
性
質
と

そ
の
状
態
に
応
じ
て
混
ぜ
込
む
混
和
材
の
種
類
が
左
右
さ
れ
、
そ
の
地
域
の
湿
度

や
気
温
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
条
件
に
よ
っ
て
工
程
ご
と
に
異
な
る
時
間
の
設
定

が
行
な
わ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は

一
例
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
カ
リ
ン
ガ
族
の
工
程
を
紹
介
し
よ
う

（図
１４０
）
。

ま
ず
粘
土
を
採
集
し
、
よ
く
練

っ
て
素
地
上
を
作
る
。
カ
リ
ン
ガ
族
が
使
う
粘

土
は
元
々
適
度
な
砂
粒
を
含
ん
で
い
る
た
め
何
も
混
ぜ
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
場

合
は
、
粘
土
の
性
状
に
よ
っ
て
混
ぜ
も
の
を
入
れ
る
。
入
れ
る
理
由
は
粘
土
の
収

縮
率
を

一
定
に
保
つ
こ
と
で
形
を
作
り
易
く
し
た
り
焼
い
た
と
き
の
ひ
び
割
れ
を

防
止
す
る
、
あ
る
い
は
よ
り
華
や
か
に
土
器
を
飾
る
た
め
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

こ
の
混
ぜ
も
の
が

「混
和
材
」
で
あ
る
。
川
原
田
遺
跡
の
Ｊ
Ｈ
号
住
居
で
床
面
で

土
器
作
り
の
原
料
と
思
わ
れ
る
粘
土
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
岩
石
や
鉱
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図140 土器作 り工程表

世界各地の民族を調べたところ、土器作 りはもっぱら女性の仕事であった。この調査結果から、縄文土器 も女

性によって作られたと考える人が多い。図中のイラス トも縄文女性が土器作 りをしている風景を再現 してい

る。

物
が
あ
ま
り
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
器
を

観
察
す
る
と
両
者
と
も
か
な
り
大
形
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
完

成
し
た
土
器
に
含
ま
れ
て
い
る
岩
石

・
鉱
物
は
、
さ
き
の
理
由
か
ら
故
意
に
入
れ

ら
れ
た
混
和
材
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
縄
文
土
器
の
混
和
材
は
岩
石
を
砕
い
た

も
の
、
川
原
の
砂
、
性
質
の
違
う
土
、
繊
維
な
ど
多
様
で
あ
る
。

カ
リ
ン
ガ
族
の
場
合
は

一
〇
分
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
粘
土
を
丹
念
に
練
り
、

す
ぐ
に
成
形
に
は
い
る
。
た
だ
粘
土
の
質
に
よ
っ
て
は
数
時
間
練
る
必
要
の
あ
る

も
の
や
暗
く
涼
し
い
と
こ
ろ
に

「
ね
か
せ
」
る
必
要
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
素
地
土
が
完
成
す
る
と
、
も
っ
と
も
土
器
作
り
人
の
腕
の
見
せ
所

で
あ
る
、
成
形

・
調

整

・
施
文
と
い
う
工
程
に
入
る
。
成
形
す
な
わ
ち
形
作
り

は
、
細
長
く
の
ば
し
た
粘
土
紐
を
積
み
上
げ
て
行
く
輪
積
み
と
い
う
方
法
が
と
ら

れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
削

っ
た
り
し
て
、
基
本
の
形
が
で
き
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な

工
具
を
使

っ
て
文
様
が
付
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
粘
土
輪
と
粘
土
輪
の
境
を
な
ら
し

て
水
漏
れ
を
防
い
だ
り
、
凹
凸
を
な
く
す
た
め
に
内
外
面
の
調
整
が
な
さ
れ
る
。

工
具
は
ミ
ガ
キ
石
が
用
い
ら
れ
る
。
ミ
ガ
キ
の
よ
う
な
簡
単
な
作
業
か
ら
、
幼
女

は
土
器
作
り
に
参
加
し
始
め
る
と
い
う
。

土
器
を

一
昼
夜
乾
燥
さ
せ
る
と
い
よ
い
よ
焼
き
で
あ
る
。
集
落
の
広
場
で
、
竹

や
生
草
を
燃
料
と
し
て
、
約
六
〇
〇
度
で
二
〇
分
程
度
の
野
焼
き
が
行
な
わ
れ
る
。

土
器
作
り
の
　
ヵ
リ
ン
ガ
族
の
例
で
は
若
い
土
器
作
り
人
は
、
年
長
者
と
と
も

分
　
　
　
担
　
に
土
器
作
り
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
を
習
得
す
る
ケ

ー
ス
が
多

い
。
ま
た
、
土
器
作
り
は
三
～

一
二
人
の
グ
ル
ー
プ
で
行
な
わ
れ
る
が
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
親
族
関
係
に
あ
る
女
性
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
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工
具
の
種
類
や
そ
の
使
い
方
は
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の
共
通
性
が
高
い
。
同
様
に
輛

輔
を
用
い
な
い
土
器
が
作
ら
れ
て
い
る
ビ
ル
ビ
ル
・
ヤ
ボ
フ
族
で
は
女
性
が
交
易

専
用
の
土
器
を
作

っ
て
い
る
が
、
も
し
村
落
外
の
男
性
と
結
婚
し
て
婚
出
す
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
た
だ
ち
に
土
器
作
り
の
権
限
を
失
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
土
器
作
り
は
集
団
の
成
員
が
代
々
伝
え
る
門
外
不
出
の
技

術
伝
統
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
集
団
の
伝
統
と
も
い
え

る
技
術
体
系
で
作
ら
れ
た
土
器
が
広
域
に
類
似
し
て
い
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
さ
き
に
挙
げ
た
両
村
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
あ
る
集
団
の
中
で
粘
土

採
掘
地
に
近
い
と
か
、
逆
に
ほ
か
の
資
源
に
乏
し
く
土
器
を
交
換
財
に
す
る
必
要

が
あ
る
な
ど
の
条
件
を
備
え
た
い
く
つ
か
の
ム
ラ
だ
け
が
土
器
製
作
を
担
う
場
合

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
土
器
製
作
を
担
わ
な
い
ム
ラ
は
物
物
交
換
に
よ
っ
て
土

器
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
土
器
作
り
を
担
う
ム
ラ
人
は
奈
良
時
代
の

須
恵
器
生
産
職
人
の
よ
う
に
フ
ル
タ
イ
ム
の
工
人
で
あ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。

た
と
え
ば
カ
リ
ン
ガ
族
で
は
直
径

一
〇
キ
ロ
に
広
が
る
パ
シ
ー
ル
地
域
の
一
四
村
の

う
ち
二
村

（か
つ
て
は
五
村
）
が
土
器
製
作
を
担
っ
て
い
る
が
、
こ
の

一村
の
女

性
は
普
段
は
農
業
を
主
生
業
と
し
て
お
り
、
農
業
が
忙
し
く
な
く
か
つ
乾
期
に
あ

た
る
二
月
と
七
～
九
月
に
お
も
に
土
器
を
作

っ
て
い
る
。
九
時
間
で
四
個
が
成
形

ま
で
終
了
し
、
二
日
間
乾
燥
さ
せ
た
と
し
て
も

一
人
が
九
月
後
半
か
ら
の

一
ヶ
月

に
三
〇
～
四
〇
個
は
作
れ
る
。
集
落
の
女
性
が
か
り
に
五
人
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
五

倍
で
あ
る
。
た
だ
し
文
様
の
複
雑
な
焼
町
土
器
は
製
作
時
間
を
よ
り
長
く
見
積
も

る
必
要
が
あ
ろ
う
。　
一
軒
の
保
有
量
が
貯
蔵
用

一
つ
、
煮
炊
き
用
大
小
で
二
つ
、

予
備
に

一
つ
と
し
、
貯
蔵
用
土
器
を
長
く
寿
命
の
短
い
煮
炊
き
用
を
短
く
見
積
も

っ
て
平
均
四
ヶ
月
の
使
用
に
堪
え
る
と
し
た
場
合
、　
一
世
帯
あ
た
り

一
年
の
使
用

量
は

一
二
個
で
あ
る
。
つ
ま
り
五
人
の

一
ヶ
月
の
土
器
作
り
で
三
ム
ラ
分
が
作
れ

る
こ
と
に
な
る
。
プ

エ
プ

ロ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ズ

ニ
族
の
よ
う
に
年
に

一
度
精
霊

が
通
り
す
ぎ
る
と
き
に
、
屋
根
か
ら
大
量
の
土
器
を
地
面
に
た
た
き
つ
け
る
と
い

っ
た
故
意
の
土
器
破
壊
の
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
場
合
は
別
で
あ
る
が
、
通
常
は
パ

ー
ト
タ
イ
ム
の
土
器
作
り
で
十
分
間
に
合
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

土
器
作
り
を
労
働
コ
ス
ト
と
い
う
側
面
か
ら
み
た
場
合
、　
い
か
に
低
コ
ス
ト
で

多
く
の
土
器
が
作
れ
る
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
労
働
コ
ス
ト
を
低
く
抑
え
る
に
は

①
粘
上
の
産
地
が
近
い
こ
と
、
②
そ
れ
が
短
時
間
に
成
形
を
行
な
っ
て
も
、
焼
成

の
と
き
に
割
れ
に
く
い
良
質
の
粘
土
で
あ
る
こ
と
、
③
土
器
焼
き
に
使
う
燃
料
が

豊
富
で
あ
る
こ
と
が
最
大
の
条
件
で
あ
っ
た
ろ
う
。
わ
ざ
わ
ざ
良
質
の
粘
土
産
地

か
ら
遠
い
ム
ラ
人
が
、
少
量
の
粘
土
を
何
度
も
取
り
に
赴
い
た
り
、
焼
成
の
と
き

に
ひ
び
割
れ
て
し
ま
っ
た
り
水
漏
れ
を
お
こ
し
や
す
い
悪
い
粘
土
で
我
慢
し
た
り

す
る
よ
り
も
、
交
換
に
よ
っ
て
財
と
し
て
の
土
器
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
し
て
縄
文
時
代
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
か
な
り
広
範

囲
に
発
達
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
定
住
生
活
に
即
し

た
労
働
コ
ス
ト
の
削
減
に
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と

日
常
の
生
活
領
域
を
共
有
す
る
数
集
団
で
特
定
の
ム
ラ
人
が
土
器
作
り
を
担
い
、

土
器
を
供
給
す
る
よ
う
な
領
域
内
の
分
業
が
現
実
味
を
も
っ
て
く
る
。

土
器
の
移
動
　
こ
の
よ
う
に
あ
る
領
域
も
し
く
は
あ
る
地
域
圏
の
中
で
、
土
器

と
　
模
　
倣
　
自
体
が
と
く
に
頻
繁
に
流
通
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
た
と
え
ば

河
西
学
ら
に
よ
る
八
ケ
岳
南
麓
の
縄
文
中
期
後
葉
の
五
遺
跡
の
土
器
の
分
析
が
あ
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土器型式圏T

情報の移

1 接触

_土 器型式弓  
地域

図141 情報の伝達 (『信濃』44-4よ り)

個々の土器の型式 (T)、 胎土 (C)、 技術属性 (t)の組み合わせから、土器型式圏外からの土器の移動や、それ

をベースにしての模倣製作の有無が推測できる。土器型式圏内でも土器が頻繁に移動する。

式

　

性

型

　

属

器

土

術

土

胎

技

Ｔ

Ｃ

ｔ

／

１

１

ヽ

※

1器型式内地域色T

げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
誰
も
在
地
で
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
疑
わ
な
い
だ

ろ
う
曽
利
式
土
器
の
七
割
以
上
が
実
は
同
じ
八
ケ
岳
南
麓
の
半
径
約
二
〇
キ
ロ

以
内
の
集
落
間
を
移
動
し
て
い
た
こ
と
が
、
胎
土
分
析
と
型
式
学
的
分
析
の

結
果
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
量
比
か
ら
推
測
す
る
と
、
土
器
が
交
易
品

を
入
れ
た
器
と
す
る
よ
り
も
、
土
器
自
体
が
狭
い
範
囲
内
で
の
交
易
品
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
共
通
の
土
器
を
使
用
す
る
こ
と
に
何
か
特
別
な
価
値

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
土
器
の
移
動
は
、
土
器
型
式
の
分
布
圏
を
越
え
て
お
こ
る
場

合
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
実
際
の
流
通
品
を
真
似
て
新
た
な
土
器
を
作

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
模
倣
製
作
が
行
な
わ
れ
た
例
も
あ
り
、
土
器
が
広
域
で

類
似
し
て
く
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
上
條
朝
宏

は
会
津
盆
地
で
出
土
す
る
火
焔
型
土
器
に
類
似
す
る
会
津
タ
イ
プ
の
胎
土
が

在
地
の
大
木
８
ａ
式
土
器
の
胎
土
と

一
致
す
る
も
の
と
ま
っ
た
く
別
の
も
の

の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め
た
。
こ
の
こ
と
は
す
く
な
く
と
も
会
津
タ

イ
プ
の
う
ち
前
者
は
在
地
の
人
が
地
元
の
土
を
用
い
て
火
焔
型
土
器
の
模
倣
品

を
作
っ
た
こ
と
の
証
と
な
ろ
う
。

滝
沢
遺
跡
Ｊ
ｌ２
号
住
居
出
土
の
土
器
群

（図
４３
）
に
は
寺
内
隆
夫
に
よ
る

と
そ
れ
ぞ
れ
千
曲
川
流
域
の
系
統
、
諏
訪
湖
盆
地
域
か
ら
千
曲
川
上
流
域
の

系
統
、
北
信
地
域
～
新
潟
県
境
地
域
の
系
統
、
東
北
地
方
か
ら
影
響
、
関
東

地
方
の
影
響
の
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
東
北
地
方
か
ら
影
響
の
推

測
さ
れ
る
大
木
７
ａ
式
土
器
は
、
東
北
地
方
と
北
関
東
を
結
ぶ
群
馬
県
に
多

く
み
ら
れ
る
要
素
を
取
り
込
ん
で
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
地
域
か
ら
の
搬
入
が

予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
土
器
の
表
面
に
み
ら
れ
る
文
様
要
素
は
前
述
の

在地‖f)土C:,Ca。・

軋 虫
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よ
う
な
、
土
器
の
移
動
や
模
倣
を
含
む
複
雑
な
情
報
伝
達
の
様
相
を
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

土
器
作
り
人
　
こ
れ
に
対
し
、
都
出
比
呂
志
は
弥
生
土
器
の
分
析
に
際
し
、
土

の
　
移
　
動
　
器
を
作
る
女
性
自
身
が
婚
姻
に
よ
っ
て
移
動
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
類
似
し
た
土
器
が
広
域
的
に
拡
散
す
る
と
い
っ
た
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
畿
内

地
方
の
範
囲
内
で
は
調
整
技
法
の
細
部
や
施
文
要
素
の
組
み
合
わ
せ
方
の
違

い
が

土
器
の
小
さ
な
地
域
色
と
な
っ
て
顕
在
化
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
地
域
間
で
排

他
的
で
は
な
く
、
異
な
る
地
域
間
相
互
に

「
入
り
込
」
む
ゆ
る
や
か
な
関
係
に
あ

る
。
都
出
氏
は
こ
の
現
象
の
背
景
に
は
女
性
が
ほ
か
の
集
落
の
女
性
と
接
触
す
る

機
会
が
多
い
、
す
な
わ
ち
婚
入
に
よ
っ
て
ほ
か
の
集
落
に
と
け
込
む
こ
と
が
多
い

と
い
う
事
実
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
縄
文
土
器
の
作
ら
れ
た

一
万
年
の
間

に
も
、
型
式
成
立
の
背
景
の

一
つ
と
し
て
こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
縄
文
時
代
の
研
究
で
は
、
新
潟
県
巻
町
豊
原
遺
跡
三
群
土
器
や
、
五
領
ヶ

台
式
土
器
の
分
析
か
ら
、
女
性
だ
け
の
移
動
に
よ
っ
て
土
器
が
拡
散
す
る
と
い
う

図
式
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
当
地
方
で
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ

る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
日
本
列
島
の
婚
姻
史
と
土
器
作
り
の
た
め
の
労
働

コ
ス

ト
と
い
う
側
面
の
み
か
ら
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

考
古
学
か
ら
　
縄
文
人
が
結
婚
し
た
後
の
居
住
地
に
つ
い
て
、
実
際
に
人
骨
の

み

た

婚

姻
　
検
討
か
ら
言
及
し
た
も
の
に
春
成
秀
爾
の
抜
歯
研
究
が
あ
る
。

氏
は
、
婚
姻
に
際
し
て
歯
が
抜
か
れ
る

（抜
歯
）
が
、
そ
の
抜
か
れ
方
が
集
団
全

体
で
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
、　
い
っ
ぽ
う
の
グ
ル
ー
プ
の
遺
体
に
と
も

な
う
副
葬
品
が
多
い
こ
と
や
、
墓
地
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
日
し
、
い
っ

ぽ
う
が
在
来
者
、
も
う

い
っ
ぽ
う
を
ほ
か
の
ム
ラ
か
ら
の
婚
入
者
で
あ
る
と
い
う

仮
説
を
立
て
た
。
こ
こ
か
ら
日
本
列
島
で
は
、
ま
ず
妻
方
居
住
婚
が
あ
り
、
そ
の

後
東
日
本
で
は
選
択
居
婚

（中
～
後
期
）
を
経
て
、
夫
方
居
住
婚

（後
期
末
以
降
）

に
移
行
し
て
い
く
。
そ
の
い
っ
ぼ
う
で
西
日
本
で
は
縄
文
時
代
を
通
じ
て
、
選
択

居
住
婚
を
含
む
も
の
の
、
妻
方
居
住
婚
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
が
導
か
れ

て
い
る
。

ま
た
、
田
中
良
之
は
古
墳
時
代
の
西
日
本
各
地
の
古
墳
出
土
人
骨
の
歯
冠
計
測

値

。
性
別

。
年
齢
構
成

。
埋
葬

順
位

。
人
骨
配
置

。
移
動
な
ど
の
情
報
を
総
合
し

て
親
族
関
係
を
分
析
し
た
。
こ
こ
で
は
五
世
紀
後
半
ま
で
は
兄
妹
。姉
弟
。兄
弟
・

姉
妹
が

一
緒
に
葬
ら
れ
、
出
産
歴
の
あ
る
女
性
も
自
分
の
兄
弟
と

一
緒
に
葬
ら
れ

夫
と
葬
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
五
世
紀
後
半
に
は
男
性
家
長
と
男
も
し
く
は
女
の

子
供
が

一
緒
に
葬
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
家
長
の
娘
は
出
産
歴
が
あ
っ
て
も
父
と

葬
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
六
世
紀
前
半
に
は
家
長
の
妻
が
家
長
と

一
緒
に
葬
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
で
初
め
て
墓
の
中
ま
で
嫁
入
り
婚
が
貫
徹
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
奈
良
時
代
の
研
究
で
は
大
き
く
は
当
時
の
戸
籍
を
家
族
の
実
体

に
適
合
し
て
い
る
と
考
え
る
説
と
、
本
来
は

一
緒
に
住
ん
で
い
な
い
成
員
を
書
き

並
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
が
対
立
し
て
い
る
。
後
者
を
支
持
す
る
研
究
者
は

多
く
母
系
制
も
し
く
は
父
方

・
母
方
双
方
の
系
譜
が
重
視
さ
れ
る
双
系
制
を
主
張

す
る
。
そ
し
て
双
系
制
で
は
母
子
と
そ
の
夫
と
い
う
単
位
が
家
族
の
基
本
と
な
る

た
め
、
母
方
居

住

婚
が
多
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
さ
き
の
古
墳
時
代
の

事
例
と
こ
の
よ
う
な
文
献
史
学
の
成
果
を
総
合
し
た
田
中
は
、
伝
統
的
な
双
系
社



会
に
五
世
紀
の
軍
事
的
な
緊
張
に
よ

っ
て
首

長
や
家
長
だ
け
に
父
系
の
出
自
が

成
立
し
た
も
の
の
、　
一
般
成
員
の
双
系
を
含
め
て
の
二
重
構
造
が
平
安
時
代
末
ま

で
続
き
、
よ
う
や
く
平
安
時
代
末
に
な
っ
て
父
系
直
系
家
族
が
成
立
し
た
と
総
括

し
て
い
る
。
逆
に
、
平
安
時
代
末
以
前
は
支
配
層
と
被
支
配
層
、
家
長
と
そ
れ
以

外
と
い
う
時
期
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
婿
入
り
も
嫁
入
り
も
あ
り
得
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
偏
っ
た
素
材
に
よ
る
非
通
時
的

・
断
片
的
な
事
例
の
継
ぎ
接
ぎ
か

ら
非
常
に
荒
っ
ぽ
い
い
い
方
を
す
る
と
、
縄
文
時
代
に
は
婿
入
り
婚
が
、
そ
し
て

縄
文
晩
期
以
降
平
安
時
代
末
ま
で
は
婿
入
り
婚
と
嫁
入
り
婚
が
、
そ
れ
以
降
嫁
入

り
婚
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
優
勢
に
な
る
と
い
う
図
式
が
描
き
出
さ
れ
る
。
当
然
、

今
後
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
古
資
料
を
用
い
た
総
合
的
か
つ
通
時
的
な
検
討
か
ら
こ
れ

ら
の
断
絶
を
補
う
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。

労

働

コ

ス
ト
　
一
五
歳
以
上
に
達
し
た
者
の
平
均
死
亡
年
齢
は
、
縄
文
人
の

か
ら
み
た
婚
姻
　
場
合
男
女
と
も
に
三

一
歳
で
あ
る
。
離
乳
年
齢
が
二
～
三
歳

と
推
測
さ
れ
る
先
史
時
代
に
お
い
て
女
性
の

一
生
の
間
の
出
産
数
は
推
計
で
四

～
五
人
ほ
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば

一
八
歳
で
結
婚
し
た
と
し
て
も
そ
の
後
の
人
生

の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
在
よ
り
も
ず

っ
と
生
命

へ
の
危
険
度
の
高
い
出
産
と
、
乳
飲

み
子
の
子
育
て
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
こ
へ
縄
文
人
の
食
生

活
の
主
体
を
し
め
る
植
物
質
食
料
の
採
集
と
い
う
労
働
が
付
加
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
点
か
ら
、
土
器
作
り
の
技
術
や
複
雑
な
文
様
の
継
承
に
関
し
て
も
、
採
集
に

関
す
る
知
識
の
伝
授
に
お
い
て
も
、
女
性
が
婚
入
に
と
も
な
っ
て
新
た
な
知
識
を

習
得
し
直
す
こ
と
は
、
生
涯
の
う
ち
で
そ
れ
に
割
く
こ
と
の
で
き
る
時
間
が
限
ら

れ
て
い
る
だ
け
に
か
な
り
の
労
働

コ
ス
ト
の
ロ
ス
と
な
る
。
さ
ら
に
、
か
り
に
出

産
前
後
に
実
家

金
戻
っ
て
い
た
と
し
た
ら
ロ
ス
が
大
き
い
ど
こ
ろ
か
、　
一
生
を
ほ

と
ん
ど
実
家
で
す
ご
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
集
団
全
体
の
中
で
の
女
性
労
働
の
比
重

が
高
い
縄
文
時
代
に
お
い
て
は
こ
の
ロ
ス
は
集
団
を
維
持
す
る
上
で
致
命
的
な
も

の
に
成
り
か
ね
な
い
。
少
子
化
と
い
う
集
団
維
持
上
の
ロ
ス
が
十
分
予
想
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
働
く
女
性
を
支
援
す
る
保
育
施
設
や
老
人
介
護
施
設
の
拡
充

に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
現
代
社
会
と
違

っ
て
、
合
理
的
に
生
き
る
縄
文
人
は
あ

え
て
ロ
ス
を
冒
し
て
ま
で

「嫁
入
り
婚
」
を
選
択
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
が
現
時
点
で
の
私
の
見
解
で
あ
る
。

〓
一　
縄
文
土
器
の
胎
土
分
析

胎
土
分
析
の
　
た
と
ぇ
ば
、
縄
文
土
器
の
胎
土
分
析
が
集
落
間
で
進
ん
で
、
集

目
的
と
方
法
　
落
ご
と
に
土
器
の
胎
土
が
ま
と
ま
り
を
も
ち
ほ
か
の
集
落
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
し
よ
う
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
な
土
器
が

い
く
つ
か
の
ム
ラ
で
集
約
的
に
作
ら
れ
て
別
の
ム
ラ
に
移
出
さ
れ
た
と
い
う
説
や
、

遠
く
か
ら
土
器
が
搬
入
さ
れ
そ
れ
を
真
似
て
新
た
な
土
器
が
作
ら
れ
た
と
い
う
説

は
即
座
に
否
定
さ
れ
、
こ
こ
で
初
め
て
土
器
を
作
る
人
が
ほ
か
の
集
落
に
移
動
し

て
幼
い
こ
ろ
か
ら
学
ん
だ
土
器
を
作
る
よ
う
な
形
態
、
た
と
え
ば
女
性
の
婚
入
の

可
能
性
が
浮
上
す
る
。
こ
の
よ
う
に
胎
土
分
析
は
従
来
考
古
学
が
も
っ
と
も
苦
手

と
し
て
い
た
、
親
族
組
織
の
解
明
に
ま
で
踏
み
込
め
る
可
能
性
を
も
っ
た
研
究
分

野
で
あ
る
。

胎
土
分
析
の

「胎
土
」
と
は
土
器
を
構
成
す
る
素
地
全
体
を
指
す
。
縄
文
土
器
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に
は
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
混
和
材
が
入
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
た
め
、
胎
土
分

析
で
は
素
地
粘
土
自
体
の
分
析
と
混
和
材
の
種
類
の
特
定
の
両
方
を
行
な
う
必
要

が
あ
る
。
も
し
土
器
が
そ
の
遺
跡
に
搬
入
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
結
論
づ
け
た
い
場

合
、
か
り
に
含
有
鉱
物
が
地
元
の
も
の
で
あ

っ
て
も
粘
土
が
よ
そ
の
も
の
で
あ
れ

ば
、　
い
ち
が
い
に
在
地
で
作
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら

か
い
っ
ぽ
う
だ
け
を
分
析
し
た
だ
け
で
は
解
釈
の
偏
り
を
招
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

素
地
粘
土
の
分
析
に
は
Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ
や
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置
が
用
い
ら
れ
、
粘
土

の
構
成
元
素
の
特
徴
を
各
地
の
地
質
学
的
情
報
と
対
比
す
る
こ
と
で
粘
土
の
採
取

領
域
を
推
測
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、
混
和
材
を
特
定
す
る
も
っ
と
も
確
実
な
方
法
は

土
器
を
切
断
し
て
中
に
入
っ
て
い
る
岩
石

・
鉱
物
の
種
類
や
そ
の
特
徴
を
偏
光
顕

微
鏡
で
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
偏
光
顕
微
鏡
を
通
し
て
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な

特
徴
は
、
そ
の
鉱
物
が
ど
の
よ
う
な
岩
石
に
由
来
す
る
か
、
最
終
的
に
ど
こ
で
と

ら
れ
た
も
の
か
な
ど
の
多
く
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
岩
石

・
鉱
物

の
種
類
ご
と
に
土
器
に
含
有
さ
れ
て
い
る
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
比
較
す
る
こ
と
で
、

か
り
に
同
じ
混
和
材
で
も
調
合
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
集
団
も
し
く
は
個
人
の
癖

を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
混
和
材
の
胎
土
分
析
に
よ
っ
て
現
在
ま

で
に
わ
か
っ
て
き
た
御
代
田
の
土
器
の
様
相
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

早

・
前
期
の
　
早
期
後
半
の
鵜
ケ
島
台
式
に
組
成
す
る
と
さ
れ
る
縄
文
施
文
の

土
器
の
胎
土
　
尖
底
深
鉢

（塚
田
遺
跡
早
期
第
Ш
群
土
器
）
の
表
面
に
は
大
型

の
石
英

・
斜
長
石

・
黒
雲
母
が
目
立
つ
。
い
っ
ぽ
う
同
時
期
に
あ
た
る
条
痕
文
土

器
に
は
そ
れ
よ
り
細
粒
の
斜
長
石
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
岩
石

・
鉱
物
の
量
比

を
調
べ
る
と
、
石
英
に
く
ら
べ
て
斜
長
石
の
割
合
が
高
い
点
で
似
通

っ
て
い
る
。
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〈神 ノ木式土器の胎土〉
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写00 胎土の顕微鏡写真

ま
た
、
石
英

・
斜
長
石
の
形
状
は
バ
ブ
ル
ウ
オ
ー
ル
型
を
呈
し
、
尖

っ
た
形
状
の

も
の
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
火
山
岩
中
で
も
流
紋
岩
に
由
来
す
る
こ
と
が
推
測
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
サ

ニ
デ
ィ
ン
・
ザ
ク
ロ
石

・
ジ
ル
コ
ン
な
ど
和
田
峠

付
近
に
曲
米
す
る
鉱
物
が
混
ざ
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
限

っ
て
は
和

田
峠
付
近
で
採
集
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
前
期
の
関
山
Ｈ
式
と
神
ノ
木
式
の
胎
土
は
こ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
。
塚
田
遺
跡
の
関
山
式
に
は
横
方
向
の
ナ
デ
を
光
沢
を
帯
び
る
ほ
ど
に
入

念
に
行
な

っ
た
も
の
と
（写
２６
②
）
、
ナ
デ
調
整
は
行
な
っ
て
い
る
も
の
の
器
面
に

藩
十
の
凹
凸
が
残
る
も
の

（同
③
）
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
神
ノ
木
式
は
ナ
デ
調
整

が
か
な
り
粗
雑
な
も
の

（同
①
）
と
、
関
山
式
の
③
の
よ
う
に
若
千
の
凹
凸
を
残

す
も
の
が
あ
る
。
胎
土
分
析
の
結
果
、
①
の
技
法
で
作
ら
れ
た
神
ノ
木
式
に
は
浅

間
火
山
起
源
、
す
な
わ
ち
在
地
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
安
山
岩
片
や
デ
イ
サ
イ
ト

質
ガ
ラ
ス
片
が
み
ら
れ
た
（図
１４２
Ｍ
Ｈ
）０
と
こ
ろ
が
③
の
技
法
で
作
ら
れ
た
神
ノ

木
式
の
混
和
材
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
緑

廉
石
や
損
間

状
組
織
の
玄
武

岩
な
ど
佐
久
市
駒
込

。
内
山
付
近
に
分
布
す
る
駒
込
層
の
変
質
の
進
ん
だ
緑
色
凝

灰
岩
を
起
源
と
す
る
可
能
性
の
高
い
混
和
材
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る

（同
Ｍ
ｌ２
）ｏ

関
山
式
の
胎
土
は
、
こ
の
両
者
い
ず
れ
と
も
異
な
り
、
変
成
岩
起
源
の
石
英
や
所

属
不
明
の
鉱
物
を
含
ん
で
お
り
、
緑
色
凝
灰
岩

・
玉

髄

。
ひ
ん
岩
な
ど
の
組
成
か

ら
確
氷
峠
付
近
が
混
和
材
採
集
地
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
産
地
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。

分
析
の
結
果
か
ら
は
調
整
ご
と
に
胎
土
が
異
な
る
結
果
が
で
た
わ
け
で
あ
る
が

在
地
型
式
で
あ
る
神
ノ
木
式
の
な
か
で
も
調
整
に
お
い
て
関
山
式
か
ら
も

っ
と
も

距
離
を
置
く
も
の
が
在
地
胎
上
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
土
器
が
在
地
の

Nonの組成 ―ニコルNQllの流紋岩ガラス ーニコル
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土
で
在
地
の
人
が
作

っ
た
土
器
と
見
な
す
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
。
さ
ら
に
今
の

と
こ
ろ
胎
土
か
ら
の
確
証
は
な
い
も
の
の
、
関
山
式
を
搬
入
品
と
み
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
③
の
技
法
で
作

っ
た
神
ノ
木
式
は
関
山
式
の
調
整
を
真
似
た
上
に
混
和

材
も
変
え
て
作

っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
も
駒
込
層
の
変
質
の
進
ん
だ

緑
色
凝
灰
岩
を
起
源
と
す
る
混
和
材
を
多
く
含
ん
だ
神
ノ
木
式
土
器
が
駒
込
層
が

分
布
す
る
付
近
の
遺
跡
で
多
く
発
見
さ
れ
れ
ば
こ
れ
ら
は
そ
の
地
域
（約

一
二
キ
ロ）

か
ら
の
搬
入
品
と
い
う
可
能
性
も
浮
上
す
る
。
今
後
は
集
落
内
の
成
員
が
関
山

式

・
神
ノ
木
式
と
い
う
型
式
ご
と
に
胎
土
と
技
法
、
文
様
を
使
い
分
け
て
い
た
と

い
う
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
て
分
析
点
数
を
増
や
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

中
期
の
土
器
　
川
原
田
遺
跡
Ｊ
Ｈ
号
住
居
に
お
け
る
縄
文
中
期
中
葉

（勝
坂
Ⅳ

の
　
胎
　
土
　
式
古
）
土
器
の
う
ち
焼
町
土
器
の
混
和
材
は
石
英

・
斜
長
石

・

黒
雲
母
を
中
心
に
輝
石
類
が
か
な
り
多
く
角
閃
石
や
ス
コ
リ
ヤ
も
含
ま
れ
る
。
同

じ
焼
町
土
器
で
も
も
の
に
よ
っ
て
は
鉱
物
の
大
き
さ
に
若
千
の
違
い
が
認
め
ら
れ

る
た
め
混
和
材
の
調
合
の
仕
方
が
作
り
手
も
し
く
は
作

っ
た
時
期
で
多
少
違
う
も

の
の
、
基
本
的
に
は
混
和
材
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
文
様
構
成
や
施
文
方
法
か
ら
み
て
勝
坂
式
の
本
場
で
作
ら
れ
た
と
推
定
さ

れ
る
非
在
地
系
勝
坂
式
土
器
の

一
部
は
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て
い
る
岩
石

。
鉱
物
の

組
成
が
焼
町
土
器
と
は
ま
っ
た
く
違
い
、
花
同
岩
や
変
成
岩
を
含
む
も
の
が
目
立

つ
。
ま
た
、
在
地
系
勝
坂
式
の
中
に
は
焼
町
土
器
と
か
な
り
類
似
し
た
胎
土
の
も

の
と
異
質
な
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
勝
坂
Ｈ
式
に
共
伴
す
る
阿
玉

台
式
は
い
ず
れ
も
大
型
の
黒
雲
母
が
大
量
に
入
る
点
で
、
明
ら
か
に
型
式
と
素
地

土
作
成
技
法
が
運
動
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
期
中
葉
の
土
器
で
は
在
地
の
土

を
用
い
て
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
焼
町
土
器

。
在
地
系
勝
坂
式
の

一
部
と
、
搬
入

品
の
可
能
性
の
高
い
非
在
地
系
勝
坂
式
、
在
地
胎
土
に
黒
雲
母
を
故
意
に
添
加
し

た
と
推
測
さ
れ
る
阿
玉
台
式
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

今
後
は
こ
こ
に
粘
土
の
元
素
組
成
の
情
報
を
加
え
て
、
こ
れ
ら
混
和
材
と
粘
土

の
採
集
地
の
関
係
を
つ
か
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

胎
土
分
析
か
ら
観
た
　
塩
野
西
遣
跡
群
付
近
は
基
盤
に
シ
ソ
輝
石
デ
イ
サ
イ
ト

核
領
域
と
交
渉

圏
　
が
、
約
ニ
キロ北
の
浅
間
山
麓
に
シ
ソ
輝
石
普
通
輝
石
安

山
岩
が
分
布
し
て
い
る
。
さ
ら
に
約

一
二
キロ南
束
の
八
風
山
周
辺
を
中
心
に
ガ
ラ

ス
質
黒
色
安
山
岩
、
約
六
～
七
キロ南
に
広
が
る
平
尾
山

・
森
泉
山
か
ら
和
美
峠
付

近
に
は
緑
色
凝
灰
岩
、
さ
ら
に
そ
の
付
近
か
ら
南
に
は
志
賀
溶
結
凝
灰
岩
が
分
布

す
る
。
神
ノ
木
式

・
焼
町
土
器
の
混
和
材
は
こ
の
領
域
で
採
集
で
き
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
大
量
に
含
ま
れ
る
大
型
の
黒
雲
母
は
、
浅
間
周
辺
の
離
山

。
雲

場
火
砕
流
、
和
田
峠
の
黒
雲
母
流
紋
岩
、
御
岳
第

一
軽
石
層
、
八
ケ
岳
東
麓
の
古

期
ロ
ー
ム
相
当
層
中
の
黒
雲
母
浮
石
層
中
の
も
の
な
ど
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
あ

り
特
定
が
む
ず
か
し
い
。
ま
た
、
早
期
の
土
器
群
の

一
部
に
は
和
田
峠
付
近
の
岩

石
組
成
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
早
期
後
半
の
人
々
が
移
動
し
て
き
た
可
能
性
を
示

唆
す
る
。
ま
た
第
四
節
第
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
前
期
の
東
海
系
土
器
は
白
雲
母

を
含
む
こ
と
か
ら
、
南
信
を
含
む
東
海
地
方
か
ら
搬
入
さ
れ
た
可
能
性
を
有
す
る
。

こ
の
よ
う
に
土
器
か
ら
み
た
核
領
域
と
交
渉
圏
は
時
期
に
よ
っ
て
変
化
す
る
が
、

早
期
に
は
和
田
峠
を
含
む
領
域
が
核
領
域
と
な
り
、
前
期
に
は
遺
跡
か
ら
半
径

一

〇
キ
ロ
の
核
領
域
と
六
〇
キ
ｏ以
上
南
を
含
む
交
渉
圏
が
推
測
で
き
よ
う
。

第 9節 縄文時代の地域間交流
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四
　
石
材
の
流
通

縄
文
前
期
か
ら
中
期

へ
の
　
日
常
リ
ン
ゴ
の
皮
を
む
く
の
に
は
果
物
ナ
イ
フ
、

石
器
装
備
と
石
材
の
変
化
　
木
材
を
切
断
す
る
の
に
は
鋸
を
使
う
。
鉄
を
主
体

に
し
た
道
具
が

一
般
的
で
あ
る
今
日
、
私
た
ち
は
道
具
の
用
途
に
応
じ
て
、
形
を

選
び
、
炭
素
や
ク
ロ
ム

・
ニ
ッ
ケ
ル
な
ど
と
の
混
合
割
合
に
よ
っ
て
そ
の
硬
さ
を

調
整
す
る
。
形
と
素
材
と
は
道
具
の
両
輪
で
あ
る
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
縄
文
時
代
も

道
具
を
そ
の
目
的
に
応
じ
て
自
在
に
操
る
た
め
に
は
形
の
み
な
ら
ず
、
素
材
そ
の

も
の
を
慎
重
に
選
択
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
は
塩
野
西
遺
跡
群
の

人
々
が
ど
の
よ
う
な
石
材
を
入
手
し
た
か
を
順
に
み
て
い
こ
う
。

前
期
前
葉
、
下
弥
堂
遺
跡
の
人
々
は
矢
の
先
に
装
着
す
る
石
鏃
の
ほ
と
ん
ど
を
、

硬
質
頁
岩

（五
二
幹
）
か
チ
ャ
ー
ト

（三
八
ｒ
）
で
作
り
、
黒
曜
石
の
使
用
率
は

六
笛
と
か
な
り
低
調
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
前
期
中
葉
に
な
る
と
黒
曜
石
の
使
用
率

が
上
昇
し
、
中
期
の
川
原
田
遺
跡
で
は
、
な
ん
と
石
鏃
七
七
点
の
う
ち
八
〇
ｒ
ま

で
が
黒
曜
石
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

い
っ
ぽ
う
小
形
薄
片
石
器
の
石
匙

（万
能
ナ
イ
フ
）
・
ス
ク
レ
イ
パ
ー

（皮
な
め

し
具
）
・
錐

（穴
開
け
具
か
Ｙ

ピ
エ
ス
エ
ス
キ
ー
ユ

（く
さ
び
）
も
前
期
に
は
お

も
に
硬
質
頁
岩
や
チ
ャ
ー
ト
で
作
ら
れ
る
が
、
ガ
ラ
ス
質
安
山
岩
や
頁
岩
、
ホ
ル

ン
フ
ェ
ル
ス
な
ど
も
幅
広
く
使
わ
れ
る
。
中
期
に
な
る
と
小
形
薄
片
石
器
は
い
く

つ
か
の
素
材
で
作
ら
れ
る

「散
ら
ば
り
型
」
石
器
と
、　
一
種
類
の
素
材
に
集
中
す

る

「集
中
型
」
に
分
か
れ
る
。
た
と
え
ば
石
鏃
と
石
錐
は
黒
曜
石
へ
の

「集
中
型
」

で
あ
る
の
に
対
し
、
石
匙
や
ス
ク
レ
ー
パ
ー
は

「散
ら
ば
り
型
」
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
ピ
エ
ス
エ
ス
キ
ー
ユ
な
ど
は
黒
曜
石
七
六
ｒ
に
ガ
ラ
ス
質
安
山
岩

一
六

ｒ
で
あ
る
た
め
、
集
中
の
ピ
ー
ク
が
数
種
類
に
分
散
す
る

「分
散
集
中
型
」
と
い

え
よ

りヽ
か
。

打
製
石
斧
は
前
期
の
下
弥
堂
遺
跡
全
体
で
は
三
点
出
土
し
た
の
み
で
あ
る
が
石

材
は
チ
ャ
ー
ト

・
頁
岩

・
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
と
多
様
で
あ
っ
た
。
中
期
川
原
田
遺

跡
で
も
、
安
山
岩
が
全
体
の
半
数
を
占
め
、
頁
岩
１
が
二
四
幹
な
ど
九
種
類
も
の

石
材
に
分
散
す
る

「散
ら
ば
り
型
」
傾
向
を
示
す
。
磨
製
石
斧
は
前
期

。
中
期
と

も
に
蛇
紋
岩
に
限
定
さ
れ
る
。

い
っ
ぼ
う
石
皿
や
磨
石
な
ど
大
型
で
植
物
質
食
料
の
加
工
に
関
連
す
る
も
の
は
、

前
期
中
期
を
通
じ
て
安
山
岩
に
集
中
し
て
い
る
。

石
材
変
化
の
　
こ
の
よ
う
に
石
器
装
備
全
体
の
中
で
小
型
の
薄
片
石
器
の
石
材

背
　
　
　
景
　
が
変
化
し
て
い
く
背
景
は

一
体
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
逆

に
石
斧
や
大
型
の
礫
石
器
の
石
材
が
変
化
し
な
い
背
景
に
は
ど
ん
な
事
情
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

石
器
を
見
渡
す
と
、
機
能
と
石
材
の
対
応
関
係
が
は
っ
き
り
決
ま
っ
て
い
る
も

の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
石
皿
は
大
型
で
あ
る
こ
と

が
第

一
の
条
件
で
あ
り
、
さ
ら
に
堅
果
類
や
土
器
の
混
和
材
で
あ
る
岩
石
や
顔
料

な
ど
を
磨
り
潰
す
と
い
う
用
途
を
考
え
る
と
、
石
に
凹
凸
が
あ
り
摩
擦
係
数
が
高

い
こ
と
も
必
要
条
件
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
た
め
に
は
、
運
搬
の

効
率
的
に
も
素
材
の
特
色
上
も
居
住
域
の
近
く
で
入
手
で
き
る
安
山
岩
が
妥
当
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
向
性
は
、
通
時
的
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ス
マ
ワ
。
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石材組成

一則
　
期

・
前
　
葉

」2住 _

タヽタ′タタ′多′′多夕′多
」3住

」4住

崎飾
」5住

スレ

一則
　
期

・
中
　
葉

」5住   塚田

彫
=:

J多多多多タタ1::::::::::

中
　
期

・
中
　
葉

」4住  川原田

■厖:II::L

」12住

澪1:11
」15住

::::::::i::::::::|

」2唯

」24t主

■
黒田石

囲チヤート

晰暖酷

[三]凛 E晏 3岩

□その他
※組成は重■比

前期の石器器種別利用石材一覧表 (下 弥堂遺跡)(′点数 )

撤

石 材

石
　
　
鏃

石
　
　
匙

錐

エ
ス
キ
ー

ユ

ピ

エ
ス

リ

タ

ッ
チ

ド

打
製
石
斧

磨
製
石
斧

尖
頭
石
器

剥
　
　
片

石
　
　
核

計

黒  BE  石 1 1

チ ャ ー ト 2 5 1 2

硬 質 頁 岩 1 501

〕石 l 7

ガラス質安山岩 1 1 2

ガラス質安山岩 2

1 1

粘  板  岩

流  紋  岩 1 1

砂 岩 1 l

緑 泥 片 岩

蛇  紋  岩

計 7 3 3 1 1

中期の石器器種別利用石材一覧表 (川 原田遺跡)(点数 )

石  材

器 糧

黒
曜
石

硬
質
頁
岩

頁
　

岩

頁
岩
Ｉ

頁
岩
Ｈ

ガ
ラ
ス
質
黒
色
安
山
岩

ホ

ル

ン

フ

ェ

ル

ス

粘
板
岩

流
紋
岩

曖
灰
岩

砂

　

岩

安
山
岩

緑
泥
片
岩

緑
色
片
岩

蛇
紋
岩

軽

　

石

鉄
石
英

た
ん
ぼ
く
石

工

髄 合

計

微小刺離度のある剥片

打製石斧 3

剥  片

計合 33 2,699

247

図143 前期前半・ 中期後半の石器器種 と石材
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い
っ
ぽ
う
剥
片
石
器
、
な
か
で
も
石
鏃

・
石
錐
に
お
け
る
、
チ
ャ
ー
ト

・
硬
質

頁
岩
か
ら
黒
曜
石
へ
の
素
材
の
転
換
は
か
な
り
顕
著
で
あ
る
。
石
器
の
器
種
を
ト

ー
タ
ル
し
た
重
量
別
の
石
材
組
成
の
う
ち
、
黒
曜
石
は
前
期
前
葉

（下
弥
堂
遺
跡

六
軒
の
住
居
中
）
は

一
割
未
満
だ
っ
た
も
の
が
中
葉

（塚
田
遺
跡
六
軒
中
）
に
は

三
～
五
割
（城
之
腰
遺
跡
で
は
す
で
に
八
割
）
、
中
期
中
葉
（川
原
田
遺
跡
六
軒
中
）

に
は
三
～
七
割
に
達
す
る
。
と
く
に
前
期
中
葉
以
降
は
黒
曜
石
の
中
に
は
原
石
が

含
ま
れ
て
く
る
。
堤
隆
は
、
こ
れ
を
黒
曜
石
供
給
の
安
定
化
現
象
と
し
て
説
明
す

る
。
す
な
わ
ち
黒
曜
石
は
原
産
地
で
あ
る
和
田
峠
や
霧
ケ
峰
か
ら
、
た
と
え
ば
長

門
町
大
仁
反
や
東
部
町
久
保
在
家
な
ど
の
集
落
と
の
交
換
に
よ
っ
て
塩
野
西
遺
跡

群
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
仮
定
し
、
前
期
中
葉
以
降
に
そ
の
交
換
シ
ス
テ
ム
が
潤
滑

に
機
能
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
前
期
中
葉
に
は
安
中
市
注
連
引
原
遺
跡
で
黒

曜
石
原
石
の
貯
蔵
例
が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
中
期
に
な
る
と
さ
ら
に
信
州
か
ら

南

・
北
関
東
ま
で
の
地
域
の
拠
点
的
な
遺
跡
に
お
い
て
原
石
の
貯
蔵
と
分
配
が
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

黒
曜
石
と
と
も
に
前
期
中
葉
に
な
っ
て
使
用
頻
度
の
上
が
る
石
材
に
ガ
ラ
ス
質

黒
色
安
山
岩
が
あ
げ
ら
れ
る
。
重
量
を
く
ら
べ
た
場
合
、
前
期
前
葉

（下
弥
堂
遺

跡

一
四
軒
中
）
で
は

一
七
ｒ
、
中
葉

（塚
田
遺
跡
六
軒
中
）
に
は
二
四
打
を
占
め

る
。
た
だ
し
中
期

（川
原
田
遺
跡
五
二
軒
中
）
に
な
る
と
四

・
五
打

へ
と
低
下
し

て
し
ま
う
。
ガ
ラ
ス
質
黒
色
安
山
岩
で
作
ら
れ
る
石
器
は
打
製
石
斧
を
除
い
て
は

黒
曜
石
で
作
ら
れ
る
石
器
と
重
な
る
た
め
、
黒
曜
石
を
補
完
す
る
形
で
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
原
産
地
は
山
本
薫
に
よ
る
と
遺
跡
か
ら

一
二
キロ
の
八
風

山
か
ら
香
坂
川
に
か
け
て
の
地
域
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

中
期
に
増
加
す
る
打
製
石
斧
の
主
体
は
遺
跡
か
ら
六
～
七
キ
ロ圏
の
平
尾
山

・
森

泉
山
近
隣
で
入
手
で
き
る
と
推
察
さ
れ
る
安
山
岩
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
ガ
ラ
ス

質
黒
色
安
山
岩
は
硬
質
頁
岩
と
と
も
に
、
こ
の
安
山
岩
を
補
完
し
て
い
る
。

た
だ
し
石
匙
だ
け
は
前
期
前
葉
か
ら
中
期
を
通
じ
て
、　
一
つ
の
石
材
に
偏
る
こ

と
な
く
、
黒
曜
石

・
チ
ャ
ー
ト

・
硬
質
頁
岩

・
ガ
ラ
ス
質
安
山
岩
が
使
わ
れ
る
唯

一
の
器
種
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
石
匙
は
典
型
的
な

「散
ら
ば
り
型
」
で
あ
る
わ

け
だ
が
、
こ
の
う
ち
下
弥
堂
遺
跡
の
前
期
前
葉
の
も
の
の
使
用
痕
の
顕
微
鏡
観
察

な
ど
か
ら
、
動
植
物
質
の
素
材
の
加
工
や
切
断
に
用
い
ら
れ
る

「
万
能
ナ
イ
フ
」

と
い
う
用
途
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
多
様
な
素
材
は
機
能
の
多
様
さ
と
関
連
し
て

い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
、
小
型
の
剥
片
石
器
に
お
い
て
は
、
前
期
に
多
用
さ
れ
て

い
た
チ
ャ
ー
ト
や
硬
質
頁
岩
が
、
中
期
に
な
っ
て
よ
り
加
工
し
や
す
く
鋭
利
な
黒

曜
石
が
交
換
に
よ
っ
て
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
た
た
め
そ
れ
ら
に
取

っ
て
代
わ
ら

れ
、
黒
曜
石
で
作
る
石
器
を
補
完
す
る
形
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

前
期
前
葉
の
石
材
が
千
曲
川
右
岸
の
半
径
三
〇
キ
ロ圏
に
分
布
す
る
こ
と
は
、
そ

の
時
期
の
集
団
の
移
動
範
囲
を
示
す
可
能
性
が
高
い
。
黒
曜
石
原
産
地
を
移
動
範

囲
に
も
た
な
か
っ
た
前
期
前
葉
の
人
々
は
右
岸
の
石
材
を
道
具
の
中
に
振
り
分
け

た
。
い
っ
ぽ
う
中
葉
に
な
っ
て
定
住
の
傾
向
が
強
ま
る
と
、
各
集
落
間
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
緊
密
化
し
、
黒
曜
石
の
交
換
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
始
め
る
。
す
る
と
今

度
は
黒
曜
石
を
主
体
と
し
て
、
ほ
か
の
石
材
を
補
完
的
に
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
。
中
期
に
入
る
と
黒
曜
石
を
中
心
に
し
た
剥
片
石
器
と
安
山
岩
を
中
心
に
し

た
打
製
石
斧

。
礫
石
器
、
そ
し
て
ほ
か
の
石
材
に
よ
る
そ
れ
ら
の
補
完
と
い
う
組

成
は
さ
ら
に
安
定
化
す
る
。
た
だ
し
、
前

。
中
期
を
通
じ
て
磨
製
石
斧
は
秩
父
三



波
川
層
群
や
茅
野
か
ら
天
竜
川
に
か
け
て
分
布
す
る
蛇
紋
岩
を
使
用
し
て
い
る
。

補
完
石
材
の
　
さ
て
、
前

。
中
期
の
補
完
石
材
の
う
ち
、　
一
〇
～

一
二
キロ圏
内

入

手

方

法
　
で
手
に
入
る
ガ
ラ
ス
質
黒
色
安
山
岩
や
安
山
岩
は
各
ム
ラ
の
領

域
内
に
属
す
る
た
め
、
人
々
が
直
接
採
集
も
し
く
は
狩
猟
の
際
に
直
接
に
取
り
に

行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
っ
ぼ
う
南
北
相
木
の
秩
父
層
群
よ
り
産
出
す
る
チ
ャ

ー
ト
や
別
所
層
も
し
く
は
佐
久
山
系
で
の
産
出
が
予
測
さ
れ
て
い
る
硬
質
頁
岩
は

い
ず
れ
も

一
〇
キ
ロ以
上
三
〇
キ
ロ内
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
が
前
期
中
葉
以
降
の
交
換

に
よ
っ
て
入
手
さ
れ
た
も
の
か
直
接
採
集
に
よ
っ
た
も
の
な
の
か
は
課
題
と
し
て

残
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
期
前
葉
に
あ
た
る
長
門
町
中
道
遺
跡
の
Ｓ
Ｂ
０９
住

。
東
部
町
真

行
寺
遺
跡
の
Ｓ
Ｂ
０３
住
で
は
石
鏃
は
す
べ
て
黒
曜
石
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
を
見
渡
す
と
、
比
較
的
原
産
地
に
近
い
集
落
で
は
前
期
前
葉
段
階
に
は
す
で
に

黒
曜
石
の
直
接
入
手
活
動
が
活
発
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
、
下
弥
堂
遺
跡
か
ら
南

へ
六
キ
ロ下
っ
た
佐
久
市
栗
毛
坂
遺
跡
群
で

は
、
早
期
後
葉
～
中
期
初
頭
の
ト
ー
タ
ル
な
デ
ー
タ
で
は
あ
る
も
の
の
、
石
鏃
二

五
四
点
の
う
ち
、
チ
ャ
ー
ト
製
は

一
三
点
に
す
ぎ
ず
、
約
八
割
が
黒
曜
石
で
占
め

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
黒
曜
石
製
の
も
の
と
チ
ャ
ー
ト
製
の
も
の
の
製
作
技
法
の
違

い
か
ら
後
者
が
搬
入
品
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
の
剥
片

石
器
も
石
匙
を
除
い
て
黒
曜
石
が
圧
倒
的
に
多
い
。
産
地
は
和
田
峠

・
星
ケ
塔

・

八
ケ
岳
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
森
泉
山
の
裏
側
に
あ
た
る
佐
久

市
吹
付
遺
跡
の
縄
文
中
期
後
葉
～
後
期
前
葉
の
石
器
は
石
鏃

一
八
点
の
う
ち
黒
曜

石
‥
チ
ャ
ー
ト
が
２
…
１
、
石
錐
で
は
八
点
の
う
ち
黒
曜
石
と
チ
ャ
ー
ト
が
同
数

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
石
材
の
重
量
比
は
、
チ
ャ
ー
ト
が
黒
曜
石
の
四

。
三
倍
で
あ

っ
た
。
こ
の
関
係
は
、
川
原
田
遺
跡
の
住
居
跡
出
土
石
材
が
黒
曜
石
が
チ
ャ
ー
ト

の
三
二
倍
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
明
ら
か
に
チ
ャ
ー
ト
の
割
合
が
高
い
と
こ
ろ
に
特

色
が
あ
る
。
川
原
田
遺
跡
で
の
補
完
石
材
は
こ
こ
で
は
主
要
石
材
と
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
は
チ
ャ
ー
ト
産
地
に

一
〇
キロ
少
し
と
迫
り
、
こ
れ
ら
が
入
手
し
易
い
立
地
で

あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
塩
野
西
遺
跡
群
に
も
こ
の
よ
う
な
原
産
地
に
近

い
遺
跡
か
ら
チ
ャ
ー
ト
な
ど
の
原
石
が
交
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

核
領
域

・
交
渉
圏
の
　
以
上
土
器

・
石
器
を
中
心
に
塩
野
西
遺
跡
群
の
縄
文
時

ネ

〕ノ
ト

ワ

‥‥
ク
　
代
の
人
々
の
領
域
を
考
え
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
資
源
を

あ
る
集
団
が
調
達
に
赴
く
場
合
も
、
交
易
で
入
手
す
る
場
合
も
ほ
か
の
集
団
と
の

接
触
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
。　
一
つ
の
景
観
的
な
ム
ラ
の
構
成
員
を
か
り
に

「集
団
」
と
よ
ぶ
と
す
る
と
、
あ
る

「集
団
」
に
と
っ
て
核
領
域
の
縁
辺
部
を
共

有
し
、
と
き
に
は
土
器
の
分
配
を
行
な
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
隣
接
集
団
と
は
資

源
の
採
集
や
共
同
の
儀
礼
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
通
じ
て
頻
繁
な
接
触
が
図
ら

れ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
に
交
渉
圏
の
遠
隔
地
集
団
と
は
、
資
源
の
や
り

と
り
を
通
じ
て
常
に
距
離
に
反
比
例
す
る
こ
と
の
な
い
個
別
の
緊
密
な
関
係
を
保

っ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
乗

っ
て
マ
ツ
リ

の
道
具
や
ヒ
ス
イ
の
玉
や
耳
飾
り
の
よ
う
な
、
も
つ
人
の
特
別
な
役
割
を
示
す
威

信
材
が
流
通
す
る
。
そ
の
反
面
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
常
に
円
滑
に
保
持
す
る
た
め
で

あ
る
か
の
よ
う
に

一
見
し
て
経
済
的
に
は
意
味
の
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
北
陸
地

方
の
砂
岩
製
の
石
斧
な
ど
の
交
換
も
行
な
わ
れ
る
。
隣
接
集
団
は
も
と
よ
り
遠
隔
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地
集
団
と
の
土
器
の
交
換
は
さ
ら
に
高
次
の
経
済
的
な
利
益

を
約
束
す
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
保
持
と
い
う
使
命
を
負

っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

浅
間
南
麓
に
位
置
す
る
塩
野
西
遺
跡
群
は
こ
の
よ
う
な
縄

文
社
会
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の

一
端
に
あ
っ
て
、
現
在
に
残
る

い
く
つ
か
の
要
素
が
、
そ
の
推
測
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ

た
。
最
後
に
こ
れ
ら
の
通
時
的
な
流
れ
を
概
観
し
て
結
び
に

代
え
た
い
。

①
早
期
…
住
居
跡
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
土
坑
の
存
在
か

ら
簡
易
的
な
居
住
形
態
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
塚
田
遺
跡

の
早
期
後
半
の
早
期
第
Ⅲ
群
土
器
の

一
部
が
和
田
峠
付
近
に

産
出
す
る
混
和
材
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
こ
こ
も
含
め
て
集

団
が
移
動
し
て
い
た
可
能
性
を
有
す
る
。

②
前
期
前
葉
‥
半
移
動
生
活
に
即
し
た
半
径
三
〇
キ
ロ
に
及
ぶ

千
曲
川
両
岸
が
石
材
を
獲
得
す
る
た
め
の
領
域
と
推
測
さ
れ

る
。
住
居
形
態
の
簡
便
さ
、
土
器
や
石
器
の
製
作
に
際
し
手

の
込
ん
だ
も
の
を
作
ら
な
い
傾
向
、
交
易
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が

未
機
能
で
あ
る
点
な
ど
は
、
半
移
動
生
活
を
推
測
す
る
要
素

と
な
る
。
た
だ
し
、
樹
液
採
集
の
季
節
的
制
約

（主
に
夏
）

や
多
工
程
に
わ
た
る
複
雑
な
作
業
を
必
要
と
す
る
漆
工
芸
技

術
を
す
で
に
会
得
し
て
い
る
点
で
、
移
動
の
計
画
性

・
回
帰

性
も
し
く
は

一
部
の
定
住
が
予
測
さ
れ
る
。

③
前
期
中
葉
…
定
住
に
即
し
た
半
径

一
〇
キ
ロ程
度
の
核
領
域

第 2章 縄 文 時 代
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と
季
節
的
移
動
域
も
し
く
は
石
材
獲
得
域
の
半
径
三
〇
キ・圏

の
成
立
。
住
居
形
態
が
定
形
化
し
付
帯
施
設
を
も
つ
点
、
住

居
構
造
の
多
様
化
、
土
器
の
平
底
化
や
多
系
統
の
土
器
の
共

用
、
石
器
石
材
で
あ
る
黒
曜
石
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
立

や
六
〇
キ
ロ以
南
か
ら
の
土
器
の
搬
入
な
ど
は
、
定
住
生
活
を

推
測
す
る
要
素
と
な
る
。
と
く
に
神
ノ
木
式
の
土
器
の
胎
土

が
二
系
統
に
分
け
ら
れ
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
調
整
技
法
で
作
ら

れ
て
い
る
点
は
、
い
っ
ぽ
う
が
在
地
製
作
で
、
他
方
は

一
二

ｏキ圏

へ
の
混
和
材

（粘
土
）
採
集
も
し
く
は
搬
入
品
で
あ
る

可
能
性
を
有
し
、
こ
こ
に
も
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
機
能
す

る
。
ま
た
、
二
系
統
の
土
器
併
存
は
関
山
式
の
胎
土
い
か
ん

に
よ

っ
て
は
関
山
式
の
搬
入
の
み
な
ら
ず
、
集
団
が
季
節
的

に
移
動
し
て
き
た
際
に
残
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
有
す

フつ
。

④
中
期
中
葉
…
定
住
の
拠
点
と
な
る
基
幹
集
落
を
作
り
、

一

〇
キ
ロ圏
は
日
常
の
資
源
獲
得
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
。
さ
ら

に
特
殊
を
作
業
に
と
も
な
っ
て

一
時
的
に
居
住
地
と
な
る
場

所
を
も
含
ん
だ
核
領
域
が
成
立
す
る
。
核
領
域
の
中
が
小
移

動
圏
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
外
の
半
径
四

〇
キ
ロ圏
は
黒
曜
石
や
チ
ャ
ー
ト
な
ど
日
常
使
用
す
る
道
具
の

素
材
を
交
換
す
る
中
間
的
な
領
域
で
あ
る
。
核
領
域
を
共
有

す
る
集
落
間
で
土
器
作
り
の
分
業
体
制
が
成
立
し
て
い
た
可

能
性
が
推
測
さ
れ
る
が
課
題
も
多
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の

図145 縄文中期中葉の領域
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外
の
領
域
で
あ
る
交
渉
圏
か
ら
ヒ
ス
イ
な
ど
の
特
殊
な
物
品
の
搬
入
が
推
測
さ
れ

フ

０

。

⑤
中
期
後
葉
～
後
期
…
定
住
の
拠
点
と
な
る
基
幹
集
落
の
分
散
小
規
模
化
と
敷
石

住
居
、
再
葬
墓
、
石
棺
墓
な
ど
施
設
建
設
に
か
か
わ
る
呪
術
性
の
高
ま
り
と
構
造

の
複
雑
化
。
そ
れ
に
と
も
な
う
石
材
採
集
な
ど
の
労
働

コ
ス
ト
の
高
ま
り
。
土
器

や
遺
構
形
態
の
広
域
的
な
斉

一
化
の
進
展
。

〈
引
用

・
参
考
文
献
〉

岡
村
道
雄
編
　
一
九
九
七
　
『
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
日
本
の
先
史
時
代
』
角
川
書
店

金
子
量
重
ほ
か
　
一
九
八
九
　
『
ア
ジ
ア
と
土
器
の
世
界
』
ア
ジ
ア
民
族
造
形
文
化

研
究
所

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
　
一
九
九
〇

　

『や
き
も
ち
焼
き
の
土
器
つ
く

り
』
み
す
ず
董
房

小
林
正
史
　
一
九
九
二
　
「
カ
リ
ン
ガ
土
器
の
製
作
技
術
」
『北
陸
古
代
土
器
研
究
』

第
二
号

須
藤
健

一
　

一
九
八
九

　

『母
系
社
会
の
構
造
』
紀
伊
国
屋
書
店

田
中
良
之
　
一
九
九
五

　

『古
墳
時
代
親
族
構
造
の
研
究
』
ポ
テ
ン
テ
ィ
ア
叢
書

都
出
比
呂
志
　
一
九
八
九
　

「第
四
章
五
　
土
器
の
地
域
色
と
通
婚
圏
」
『
日
本
農

耕
社
会
の
成
立
過
程
』

角
林
文
雄
　
一
九
七
八
　

「
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
マ
ダ
ン
周
辺
の
土
器
作
り
と
そ
の
経

済
的
機
能
の
研
究
」
『民
族
学
研
究
』
四
三
―
土

∪
同
＞
Ｚ
口
”
＞
”
Ｚ
Ｏ
ｒ
∪
　
一
九
八
五
　
　
『Ｏ
ｏ
「”
ヨ
お
　
け，
①
ｏ
【く
　
”
●
Ｑ
　
Ｏ
色
けＣ
『巴

０
『０
０
０
∽∽』
０
２
ヨ
σ
ユ
Ｑ
”
①

鋤
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　

一
九
九

一
　

『上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
報
告
書
』
二
　

「第
二
節
吹
付
遺
跡
。第

一
八
節
栗
毛
坂

遺
跡
群
」

林
　
謙
作

　
一
九
九
二
　

「縄
紋
時
代
史

一
三
　
縄
文
時
代
の
生
業
」
『季
刊
考
古

学
』
二
九

林
　
謙
作

春
成
秀
爾

水
沢
教
子

一
九
九
二
～
一
九
九
四
　

「縄
紋
時
代
史

一
四
～
二

一　
縄
文
人
の

領
域

（
一
）
～
（七
ご

『季
刊
考
古
学
』
四
〇
～
四
六

一
九
八

一
　

「縄
文
社
会
論
」
『縄
文
文
化
の
研
究
』
八

一
九
九
二
　
「縄
文
社
会
復
元
の
手
続
き
と
し
て
の
胎
土
分
析
」
『信

濃
』
四
四
―
四



第10節  ドクトル・マンローと宮平遺跡

第
十
節
　
ド
ク
ト
ル

ｏ
マ
ン
ロ
ー
と
宮
平
遺
跡

マ
ン
ロ
ー
博
士
　
浅
間
山
麓
の
古
代
史
の
一扉
は
、
軽
井
沢
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
英

と

浅

間

山

麓
　
国
人
医
師
で
あ
り
考
古

。
人
類
学
者
の
Ｎ
Ｇ

マ
ン
ロ
ー
博
士

に
よ

っ
て
開
か
れ
た
。　
マ
ン
ロ
ー
が
亡
く
な
る
二
年
前

の
昭
和
十
五
年
軽
井
沢
で

撮
影
さ
れ
た
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
は
、
九
眼
鏡
の
奥
か
ら
理
知
的
な
瞳
を
の
ぞ
か
せ
る

マ
ン
ロ
ー
の
人
と
な
り
を
よ
く
伝
え
て
い
る

（写
８‐
）
。

マ
ン
ロ
ー
は

一
八
六
三
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
生
ま
れ
、
明
治
二
十
四
年
に

来
日
し
た
の
ち
、
横
浜

・
軽
井
沢

・
北
海
道
二
風
谷
で
の
医
療
活
動
を
続
け
、
そ

の
か
た
わ
ら
昭
和
十
七
年
七
九
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
日
本
考
古
学
や
ア
イ
ヌ
の

人
々
の
人
類
学
的
研
究
を
続
け
不
滅
の
業
績
を
残
し
た
。
明
治
二
十
八
年
に
帰
化

し
て
日
本
名
を
満
郎
と
書

い
た
が
、
日
本
語
は
あ
ま
り
堪
能
に
は
な
ら
な
か

っ
た

よ
う
で
あ
る
。

マ
ン
ロ
ー
が
軽
井
沢
を
訪
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
大
正
初
期
の
こ
と
ら
し

い
。
大
正
元
年
に
マ
ン
ロ
ー
は
豊

昇

宮
平
遺
跡
を
調
査
し
、
「茂
沢
付
近
の
遺
跡

地
名
表
」
を

『
人
類
学
雑
誌
』
に
発
表
し
て
い
る
。
当
初

マ
ン
ロ
ー
は
軽
井
沢
に

避
暑
に
来
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
縁
あ

っ
て
大
正
十
二
年
に
は
軽
井
沢
サ
ナ
ト

リ
ウ
ム
の
院
長
に
就
任
し
、
昭
和
三
年
ま
で
そ
の
職
に
あ

っ
た
。

当
時

マ
ン
ロ
ー
を
軽
井
沢
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
訪
問
し
た
人
物
に
は
、
キ
リ
ス
ト

信
徒
で
あ
る
内
村
鑑
三
が
い
る
。
ま
た
、
土
井
晩
翠
は
結
核
患
者
と
し
て
マ
ン
ロ

ー
の
治
療
を
受
け
て
い
た
。
堀
辰
雄
の

『美
し
い
村
』
に
登
場
す
る
レ
エ
ノ
ル
ズ

博
上
も

マ
ン
ロ
ー
が
モ
デ
ル
と
な

っ
た
と
も
い
わ
れ
い
る
。
こ
の
ほ
か
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
博
士
や
ヘ
レ
ン
・
‘
フ
ー
な
ど
世
界
の
歴
史
■
に
残
る
人
物
も
日
本
で
マ

ン
ロ
ー
と
会
見
し
て
い
る
。
モ
つ
し
た
そ
う
そ
う
た
る
人
物
を
引
き
つ
け
る
魅
力

を
マ
ン
ロ
ー
は
十
分
に
そ
な
え
て
い
た
。　
マ
ン
ロ
ー
は
研
究
面
で
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
や
岩
波
書
店
の
岩
波
茂
雄
氏
よ
り
研
究
費
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。

太
平
洋
戦
争
中
は
、　
い
く
ら
帰
化
し
た
と
は
い
え
マ
ン
ロ
ー
は
外
国
人
、
特
高

警
察
の
監
視
下
に
お
か
れ
、
ス
パ
イ
容
疑
を
着
せ
ら
れ
て
殴
る
蹴
る
の
暴
行
を
受

け
る
と
い
う
苦
い
経
験
を
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、　
マ
ン
ロ
ー
は
生
涯

に
お
い
て
四
度
の
結
婚
を
経
験
し
て
い
る
が
、
最
後
の
夫
人
で
あ
っ
た
日
本
人
の写01 マンロー博士 (昭和15年・軽井沢)



チ
ヨ

・
マ
ン
ロ
ー
は
、

戦
後
の
昭
和
二
十
九
年
、

六
九
歳
に
な
る
ま
で
軽

井
沢
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に

婦
長
と
し
て
勤
務
し
て

い
る
。

豊
昇

の
大
井
源
寿
氏

は
幼

い
こ
ろ
、
馬

に
乗

っ
た
背

の
高

い
外
国
人

が
家
に
来
て
、
当
時
は

め
ず
ら
し
か
っ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
を
も
ら
っ
た
記
憶
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
そ

の
人
が
マ
ン
ロ
ー
で
、
大
井
家
所
蔵
の
宮
平
遺
跡
出
土
の
耳
飾
り
を
み
て
、
ぜ
ひ

欲
し
い
と
い
い
、
当
時
の
二
〇
〇
円
で
売

っ
て
く
れ
な
い
か
と
大
井
氏
の
父
に
懇

願
し
た
そ
う
だ
が
、
父
は
し
ば
ら
く
お
堂
に
い
っ
て
考
え
を
ま
と
め
、
や
は
り
だ

め
だ
と
返
事
を
し
た
と
い
う
逸
話
が
残

っ
て
い
る
。
そ
の
耳
飾
り
が
写
８２
に
載
せ

た
も
の
で
、
み
ご
と
な
装
飾
の
施
さ
れ
た
直
径
七
彙
ン
の
優
品
で
あ
る
。
マ
ン
ロ
ー

は
た
び
た
び
宮
平
遺
跡
を
訪
れ
、
当
時
宮
平
を
発
掘
中
の
考
古
学
者
八
幡

一
郎
（東

大
講
師
）
と
も
歓
談
し
て
い
る
。
ま
た
マ
ン
ロ
ー
は
軽
井
沢
茂
沢
南
石
堂
遺
跡
の

踏
査
な
ど
も
し
ば
し
ば
行
な

っ
て
い
る
。　
マ
ン
ロ
ー
が
集
め
た
古
代

コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
膨
大
な
数
に
お
よ
ぶ
が
、
軽
井
沢
に
あ

っ
た
も
の
は
関
東
大
震
災
の
難
を
逃

れ
て
残

っ
た
。
現
在
京
都
の
同
志
社
大
学
に
は
、　
マ
ン
ロ
ー
が
神
奈
川
県
早
川
な

ど
で
発
掘
し
た
旧
石
器
と
さ
れ
た
石
器
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

マ
ン
ロ
ー
は
明
治
四
十

一
年

『プ
レ
ヒ
ス
ト
リ
ッ
ク
ニ
ン
ャ
パ
ン
』
（＝

『先
史

時
代
の
日
本
Ｌ
と
い
う
七
〇
〇
頁
に
お
よ
ぶ
英
語

の
大
者
を
著
し
、
先
史
時
代
の

日
本
文
化
に
つ
い
て
の
大
き
な
研
究
業
績
を
残
し
た
。
こ
の
本
は
イ
ギ
リ
ス
で
も

出
版
さ
れ
、
日
本

の
先
史
文
化
が
西
洋
に
も
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
特
筆

さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
本

の
な
か
で
、
日
本
に
縄
文
以
前
の
文
化
＝
旧
石
器
文
化

が
存
在
す
る
こ
と
が
い
ち
早
く
説
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
旧
石
器

時
代
の
存
在
の
証
明
は
、
そ
の
約
五
〇
年
後
の
昭
和
二
十
四
年
、
群
馬
県
岩
宿
遺

跡
の
発
見
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
人
類
学
者
と
し
て
の
マ
ン
ロ
ー
は
、
ア
イ
ヌ
文
化

へ
の
造
詣
が
深

く
、
英
文
で

『
ア
イ
ヌ
ー
そ
の
信
仰
と
儀
礼
―
」

と
い
う
優
れ
た
民
族
誌
を
出
版

し
た
り
、
『熊
祭
り
』

（イ
オ
マ
ン
テ
）
の
記
録
映
像
な
ど
も
残
し
て
い
る
。
と
は

い
え

マ
ン
ロ
ー
は
、
よ
そ
も
の
の
人
類
学
者
が
現
地
に
来
て
、
民
族
資
料
だ
け
を

さ
ら

っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
野
蛮
な
調
査
者
で
は
な
か

っ
た
。　
マ
ン
ロ
ー
は
北

海
道
二
風
谷
の
コ
タ
ン
に
居
を
か
ま
え
、
結
核
を
は
じ
め
と
す
る
病
気
に
手
の
施

し
よ
う
が
な
か

っ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
を
無
料
診
察
で
支
え
、
そ
の
か
た
わ
ら
民
族

の
文
化
を
記
録
す
る
と
い
う
仕
事
を
な
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の

財
政
基
盤
は
夏
季
の
軽
井
沢
で
の
出
張
診
療
に
よ
る
収
入
が
支
え
て
い
た
。

た
だ
残
念
な
こ
と
に

『熊
祭
り
』
の
フ
ィ
ル
ム
は
、
戦
時
中
に
特
高
警
察
に
よ

っ
て
没
収
さ
れ
、
六
巻

の
う
ち
四
巻
を
ズ
タ
ズ
タ
に
切
り
裂
か
れ
、
今
日
で
は
そ

の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
し
か
残
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
の
残
り
の
フ
ィ
ル
ム
が
返

っ
て

き
た
と
き
、　
マ
ン
ロ
ー
は
た
だ

一
言

「
フ
ァ
シ
ス
ト
め
′
」
と
吐
き
捨
て
る
よ
う

に
い
っ
た
と
い
う
。

〈
引
用

・
参
考
文
献
〉

桑
原
千
代
子
　
一
九
八
三
　

『
わ
が
マ
ン
ロ
ー
伝
』
新
宿
書
房

第 2章 縄 文 時 代

写82 宮平遺跡の耳飾 り 径約 7 cm

(大井源寿氏蔵)
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古
代
の
概
要

本
編

「古
代
」
は
、
弥
生

。
古
墳

・
奈
良

。
平
安
時
代
の
四
時
代
、
紀
元
前
四

世
紀
こ
ろ
か
ら
、
西
暦

一
一
九
二
年
ま
で
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

弥
生
時
代
は
、
八
〇
〇
〇
年
に
及
ぶ
狩
猟
採
集
か
ら
稲
作
農
耕

へ
生
業
の
中
心

が
変
わ
り
、
鉄
器
な
ど
の
導
入
に
よ
り
生
産
力
が
飛
躍
的
に
伸
び
た
。
こ
れ
ら
日

本
に
と
っ
て
の
大
き
な
変
革
は
、
古
代
中
国
や
朝
鮮
か
ら
の
技
術
移
入
に
よ
っ
て

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
冷
涼
な
御
代
田
で
も
弥
生
時
代
の
終
わ
り
に
は
稲
作
が
試

み
ら
れ
る
な
ど
、
米
を
主
食
と
す
る
現
代
の
食
生
活
は
こ
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
。

古
墳
時
代
は
、
地
域
を
代
表
す
る
列
島
内
各
地
の
有
力
者
が
、
大
和
の
王
者
と

連
合
し
た
証
し
と
し
て
巨
大
な
墳
墓

。
前
方
後
円
墳
を
築
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
幕

を
開
け
た
時
代
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
に
従
い
、
大
和
を
中
心
と
し
た
政
治
の
支

配
体
制
が
強
化
さ
れ
、
日
本
は
中
央
集
権
国
家

へ
の
道
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
ま

た
、
鉄
生
産
が
本
格
化
し
、
優
秀
な
道
具
を
用
い
て
日
本
列
島
の
原
野
は
次
々
に

開
拓
さ
れ
て
い
っ
た
。

奈
良

。
平
安
時
代
は
、
古
墳
時
代
末
に
導
入
さ
れ
た
律
令
制
度
の
も
と
中
央
集

権
国
家
と
し
て
の
日
本
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
都
は
奈
良
平
城

都
と
、　
つ
づ
い
て
京
都
平
安
京
に
置
か
れ
た
。
政
府
は
人
民
を
戸
籍

・
計
帳
に
登

録
し
、
日
分
田
を
与
え
、
租
庸
調
な
ど
の
税
制
を
課
し
た
。
ま
た
、
地
方
整
備
が

進
み
、
信
濃
国
佐
久
郡
と
し
て
当
地
方
も
そ
の
管
轄
下
と
な
っ
た
。
官
道
七
道
の

う
ち
東
山
道
が
信
濃
国
を
通
過
し
、
佐
久
郡
に
は
長
倉

駅
が
置
か
れ
た
。

律
令
国
家
も
平
安
時
代
に
な
る
と
、
し
だ
い
に
土
地
制
度
や
人
民
支
配
に
動
揺

が
見
え
始
め
、
や
が
て
武
家
政
権
で
あ
る
中
世
へ
と
時
代
が
移
行
し
た
。

七
九
四
年

八

一
〇
年

八
六
六
年

八
九
四
年

九
二
七
年

九
二
八
年

一
〇
〇
〇
年

一
一
〇
八
年

一
一
五
六
年

七

一
〇
年

七
二
〇
年

七
四

一
年

七
六
六
年

七
八
四
年

二
四
〇
〇
年
前

二
二
〇
〇
年
前

二
〇
五
〇
年
前

一
八
二
〇
年
前

一
七
六
〇
年
前

一
七
四
〇
年
前

一
四
六
〇
年
前

一
三
二
〇
年
前

年
　

　

代

代時安平 奈 良 時 代 古 墳 時 代 代時生弥
時

代

期後 期前 後  期 1前  期 期後 中 期 期 期 前 期
時
期

◆
藤
原
道
長
権
力
を
ふ
る
う

◆
浅
間
山
が
大
噴
火
、
関
東
に
被
害
を
お
よ
ぼ
す

◆
保
元

。
平
治
の
乱

◆
平
安
京
遷
都

◆
蔵
人
所
を
お
く

◆
応
手
間
の
変
お
こ
る

◆
菅
原
道
真
の
進
言
で
、
遺
唐
使
の
廃
止

◆
延
喜
式

の
完
成

◆
平
将
間
の
乱

◆
平
城
京
遅
都

◆

「
日
本
書
紀
」
で
き
る

◆
国
分
寺

。
国
分
尼
寺
の
創
建

◆
道
鏡
法
王
と
な
る

◆
長
岡
京

へ
遅
都

◆
仏
教
が
伝
来
す
る

◆
聖
徳
太
子
に
よ
る
執
政
　
前
方
後
円
墳
消
滅

◆
大
化
の
改
新

（六
四
五
年
）
壬
申
の
乱

（六
七
二
年
）

◆
奈
良
県
に
前
方
後
円
墳
箸
墓
古
墳
築
造

◆
大
阪
を
中
心
に
伝
仁
徳
陵
な
ど
の
巨
大
古
墳
築
造

◆
奴
国
王
、
後
漢
光
武
帝
よ
り
印
綬
を
受
く
「
後
漢
書
し

◆
倭
国
大
乱
　
吉
野
ケ
里
遺
跡
な
ど
各
地
に
環
濠
集
落

◆
卑
弥
呼
が
魏
よ
り
親
魏
倭
王
の
号
を
受
く

◆

（倭
国
）
分
か
れ
て
百
余
国

（「
漢
書
」
地
理
誌
）

◆
大
規
模
集
落

・
高
地
性
集
落
各
地
に
登
場
―
戦
乱
示
す

◆
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
で
大
型
建
物

（富
室
か
）
確
認

◆
佐
賀
県
菜
畑
遺
跡
で
日
本
最
古
の
水
田
が
作
ら
れ
る

◆
列
島
各
地
に
稲
作
が
波
及
す
る

日

本

の

主

な

で

き

ご

と

◆
塩
野
下
荒
田
遺
跡
に
小
さ
を

ム
ラ
が
で
き
る

◆
浅
問
山
の
追
分
火
砕
流
が
御
代
田
を
覆
う

◆
佐
久
武
士
、
根
井
大
弥
大
の
参
戦

◆
御
代
田
野
火
付
遺
跡
に
古
代
馬
が
埋
葬
さ
れ
る

◆
御
代
田
根
岸
遺
跡
に
ム
ラ
が
つ
く
ら
れ
る

◆
佐
久
妙
楽
寺
が
定
額
寺
と
な
る

◆
塩
野
川
原
田
遺
跡
に
古
代
寺
院
で
き
る

◆
塩
野
川
原
田
遺
跡
に
ム
ラ
が
つ
く
ら
れ
る

◆
児
玉
池
尻
遺
跡

に
小
型
住
居
が
つ
く
ら
れ
る

◆
御
代
田
十
二
遺
跡
に
ム
ラ
が
つ
く
ら
れ
る

◆
御
牧
塩
野
牧

。
長
倉
牧
が
お
か
れ
る

◆
東
山
道
が
通
過
し
長
倉
駅
が
お
か
れ
る

◆
御
代
田
前
田
遺
跡
に
ム
ラ
が
つ
く
ら
れ
る

◆
御
代
田
野
火
付
遺
跡
に
ム
ラ
が
つ
く
ら
れ
る

◆
塩
野
塚
田
遺
跡
に
古
墳
群
が
築
造
さ
れ
る

◆
小
諸
市
耳
取
大
塚
古
墳
築
造

◆
馬
瀬
口
め
が
ね
嫁

・
下
原
古
墳
群
築
造

◆
佐
久
各
地
に
小
規
模
集
落
　
塩
野
塚
田
遺
跡

◆
小
田
井
前
田
遺
跡
に
初
期
須
恵
器
を
も

つ
集
落

◆
千
曲
川
流
域
で
赤

い
土
器

「
箱
清
水
式
土
器
」

が

作
ら
れ
、
文
化
は
最
盛
期
を
迎
え
る

◆
塩
野
細
田

・
下
荒
田
遺
跡
に
集
落
を
形
成

◆
弥
生
文
化

へ
の
移
行
が
達
成
さ
れ
る

◆
栗
林
式
土
器
が
作
ら
れ
る

◆
佐
久
市
北
西
ノ
久
保
遺
跡
周
辺
に
巨
大
集
落
誕
生

◆
御
代
田
町
戻
場
遺
跡
、
小
諸
市
氷
遺
跡
で
は
水
式

土
器
が
作
ら
れ
、

こ
の
地
域
は
ま
だ
縄
文
文
化

が

み
ら
れ
た

御
代
田

・
佐
久
地
方
の
で
き
ご
と
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第

一
節
　
弥
生
文
化
と
浅
間
山
麓

一　

弥
生
時
代
の
あ
ら
ま
し

は
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
傷
跡
も
癒
え
ぬ
、
昭
和
二
十
二

（
一
九
四

か
　
七
）
年
か
ら
二
十
五

（
一
九
五
〇
）
年
に
発
掘
さ
れ
た
静
岡
県

登
呂
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
弥
生
時
代
農
村
は
、
高
床
倉
庫
の
ね
ず
み
返
し
部
分

が
見
つ
か
る
な
ど
、
当
時
の
生
活
が
遺
憾
な
く
復
元
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
生
産
跡

の
水
田
は
世
界
的
に
も
例
が
な
い
点
で
も
注
目
を
集
め
た
。
当
時
、
考
古
学
研
究

者
を
は
じ
め
、
国
民
の
多
く
は
登
呂
遺
跡
の
弥
生
農
村
に
対
し
、
牧
歌
的
で
、
平

和
な
印
象
を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
感
覚
は
最
近
ま
で
続
い
て
い
た
。

戦
後
五
〇
年
を
過
ぎ
た
現
在
、
集
落
の
周
り
を
囲
む
堀

（環
濠
）
や
柵
な
ど
の

防
御
施
設
の
構
築
、
殺
傷
能
力
の
高
い
大
型
化
し
た
弓
矢
の
鏃
の
存
在
な
ど
が
判

あ 戦

E争

明
し
た
こ
と
に
よ
り
、
弥
生
時
代
に
は
戦
争
が
頻
繁
に
起
き
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は

「弥
生
社
会
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て

き
な
臭
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

長
野
県
で
は
、
紀
元
前

一
世
紀
に
な
る
と
防
御
施
設

（環
濠
）
を
備
え
た
集
落

が
出
現
し
た
。
畿
内
～
瀬
戸
内
に
か
け
て
の
西
日
本
各
地
で
は
、
土
地
や
鉄
の
争

奪
戦
が
行
な
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
つ
い
っ
た
背
景
か
ら
し
て
、
西
日
本
の
争

乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
長
野
県
で
も
戦
争
が
勃
発
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が

普
通
で
あ
る
。
が
、
本
章
で
は
あ
え
て
こ
の
時
期
の
長
野
県
域
に
は
戦
争
は
な
く

平
和
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

ま
た
、
本
章
で
は
紀
元
前

一
世
紀
に
大
規
模
な
人
の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
も
予

測
し
た
。
長
野
県
に
お
い
て
は
、
人
の
大
移
動
に
よ
っ
て
本
格
的
稲
作
農
耕
が
始

ま
り
、
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
く
歴
史
上
の
大
き
な
変
革
が
弥
生
時
代
中
期
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写 1 雲南省のモチツキ (藩林夕、F氏提供)

に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
移
動
し
て
き
た
人
々
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た

の
か
。
結
論
に
達
す
る
に
は
、
十
分
な
検
討
を
要
す
る
が
、
中
国

。
朝
鮮
も
含
め
、

ア
ジ
ア
的
視
野
で
歴
史
を
見
て
い
け
ば
、
近

い
将
来
、
長
野
県
に
水
田
を
開

い
て

い
っ
た
人
々
の
ル
ー
ツ
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

一
一　
稲
作
の
起
源
と
伝
播

世
界
最
古
の
　
日
本
で
は
米
作
り
の
開
始
を
も

っ
て
弥
生
時
代
と
定
義
す
る
こ

稲
　
作
　
跡
　
と
が
多
い
。
そ
こ
で
ま
ず
稲
作
の
起
源
は
世
界
の
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

最
近
ま
で
稲
作
の
源
流
に
つ
い
て
は
二
つ
の
有
力
候
補
地
が
あ

っ
た
。　
一
つ
は

イ
ン
ド
東
北
部
の
ア
ッ
サ
ム
丘
陵
か
ら
中
国
南
部
の
雲
南
台
地
。　
一
つ
は
揚
子
江

中
下
流
域
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
ご
ろ
書
か
れ
た
イ
ン
ド
の

『婆
羅
門

経
』
に
稲
作
の
記
録
が
あ
っ
た
こ
と
、
従
来
中
国
で
発
見
さ
れ
た
最
古

の
水
稲
農
耕
文
化
は
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
前
の
河
栂
渡
文
化
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど

に
よ
る
。

と
こ
ろ
が
最
近
の
あ

い
つ
ぐ
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
り
、
稲
の
原
産
地
は
中
国

の
揚
子
江
中
下
流
域
に
絞
り
込
ま
れ

つ
つ
あ
る
。

昭
和
六
十
二

（
一
九
八
八
）
年
に
は
揚
子
江
中
流
域
の
湖
南
省
彰
頭
山
遺
跡
か

ら
栽
培
種
と
み
ら
れ
る
稲
粗
が
八
～
九
〇
〇
〇
年
前

の
地
層
か
ら
ま
と
ま

っ
て
出

土
し
、
平
成
二

（
一
九
九

一
）
年
に
は
江
蘇
省
草
牲
山
遺
跡
の
六
～
七
〇
〇
〇
年

前

の
土
器
を
出
す
地
層
か
ら
大
量
の
イ
ネ
の
細
胞
化
石

（プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー

ル
）

が
発
見
さ
れ
、
平
成
七

（
一
九
九
五
）
年
に
は
日
中
合
同
調
査
に
よ
り
こ
れ
が
水

田
耕
土
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
年
に
中
流
域
の
湖
南
省

玉

噌
岩
遺
跡
で
は
約

一
万
年
前
の
地
層
か
ら
稲
粗
が
発
見
さ
れ
、
世
界
最
古
の
栽

培
種
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

以
上
の
発
掘
成
果
か
ら
稲
作
の
起
源
を
め
ぐ
る
検
討
会
が
各
地
で
行
な
わ
れ
、

一
万
年
以
前

の
気
候
条
件
、
植
生
な
ど
の
側
面
か
ら
も
揚
子
江
中
下
流
域
が
稲
作

の
原
産
地
で
あ
る
こ
と
が
有
力
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

稲
作
日
本

へ
　
揚
子
江
中
下
流
域
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
稲
級
は
、
日
本
型

伝
　
　
　
播
　
と
よ
ば
れ
る
粘
り
の
強

い
短
粒
米
で
、
日
本
の
古
代
米
、
お
よ

び
現
在
私
た
ち
日
本
人
が
食
べ
て
い
る
米
と
形
は
同
じ
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
雲
南

省
な
ど
の
華
南
地
域
や
イ

ン
ド

・
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
温
暖
な
地
域
で
栽
培
さ
れ

て
い
る
稲
粗
は
長
粒
米
の
イ

ン
ド
型
と
い
わ
れ
、
粘
り
気
が
少
な
く
パ
サ
パ
サ
し

て
い
る
。
平
成
四
年
の
米
不
足
の
お
り
、
タ
イ
か
ら
の
支
援
で
輸
入
さ
れ
た
米
が
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図 1 短・長 2種類の米粒 日本は短粒米の分布地域

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
稲
粗
の
種
類
か
ら
み
て
、
日
本

稲
作
の
源
流
は
揚
子
江
中
下
流
域
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
は
伝
播
経
路
も
含
め
諸
説
が

あ

っ
た
。

一
つ
め
は
雲
南
省
や
福
建
省
な
ど
の
華
南
地
方
か
ら
台

湾

・
沖
縄
を
経
て
島
伝
い
に
南
九
州

へ
い
た
る
南
回
り
説
、

二
つ
め
は
華
南

。
江
南
地
方
の
農
民
が
対
馬
海
流
に
乗

っ
て

直
接
北
九
州

へ
稲
作
を
た
ず
さ
え
て
上
陸
し
た
と
す
る
直
接

渡
来
説
、
三
つ
め
は
揚
子
江
下
流
域
か
ら
山
東
省

へ
北
上
し
、

海
路
で
朝
鮮
半
島
南
部

へ
東
進
そ
こ
か
ら
ま
た
、
海
路
で
北

九
州

へ
上
陸
し
た
と
す
る
間
接
渡
来
説
で
あ
る
。
現
在
で
は

中
国

。
朝
鮮

。
日
本
に
お
け
る
日
本
型
の
分
布
状
況

（図

１
）
、
日
朝
出
土
の
石
包

丁
な
ど
の
農
耕
具
の
類
似
性
な
ど

か
ら
、
間
接
渡
来
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
が
、
揚
子
江
下

流
域
か
ら
朝
鮮
半
島

へ
の
伝
播
経
路
に
つ
い
て
は
山
東
半
島

を
経
ず
、
海
路
で
直
接
朝
鮮
半
島

へ
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る

意
見
も
あ
る
。〓

一　
金
属
器
の
導
入

金
属
器
を
使
っ
て
　
弥
生
時
代
の
特
徴
は
稲
作
の
開
始
と

変

わ

っ
た

こ
と
　
と
も
に
青
銅
や
鉄
な
ど
の
金
属
製
品

を
積
極
的
に
使
い
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
剣

・
矛

。
文
な
ど
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は
戦
闘
用
の
優
秀
な
武
器
で
、
戦
争
が
起
き
た
際
に
は
、
絶
大
な
威
力
を
発
揮
す

る
反
面
、
そ
の
殺
数
の
状
況
は
凄
惨
を
極
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
つ
い

っ
た
武
器
類
は
当
時
は
貴
重
品
で
、
‘
フ
の
有
力
者
層
が
権
威
の
象
徴
と
し
て
保

持
し
、
祭
り
に
あ
た
っ
て
は
、
ム
ラ
共
有
の
重
要
な
祭
器
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、

鏡
や
鐸
、
巴

形
銅
器
な
ど
も
祭
祀
に
あ
た
っ
て
は
重
要
な
器
物
で
あ
っ
た
。
導
入

当
初
の
金
属
器
は
弥
生
人
の
精
神
の
充
実
に
も
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
た
の
で
あ

フ０
。金

属
器
は
弥
生
人
の
精
神
生
活
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
同
時
に
、
生
産

力
の
増
強
に
も

一
役
か
っ
た
。
と
く
に
、
後
述
す
る
鉄
器
の
普
及
は
、
耕
地
の
開

発
に
あ
た
り
絶
大
な
威
力
を
発
揮
し
た
。
日
本
の
原
野
は
、
次
々
と
稲
穂
の
た
れ

る
水
田
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

青

銅

器

の
　
日
本
列
島
で
は
青
銅
器
に
先
ん
じ
て
鉄
器
の
使
用
が
始
ま
っ
た

使
　
　
　
用
　
と
い
わ
れ
る
が
、
北
部
九
州
を
中
心
に
ま
ず
首
長
墓
の
副
葬
品

と
し
て
目
立
つ
の
は
青
銅
器
で
あ
る
。
西
日
本
を
中
心
と
し
た
青
銅
器
文
化
の
流

れ
は
弥
生
前
期
末
～
中
期
前
半
に
か
け
て
は
朝
鮮
か
ら
の
輸
入
品
が
主
体
で
細
形

の
銅
剣

・
銅
矛

・
銅
文
や
多
鉦
細
文
鏡
、
中
期
中
ご
ろ
～
末
は
前
漢

鏡
、
中
国
式

銅
剣
、
後
期
初
頭
～
前
半
は
国
産
の
巴
形
銅
器
、
中
国
新
の
王
葬
が
作

っ
た
貨
泉
、

後
期
中
ご
ろ
か
ら
終
末
は
後
漢
の
内
行
花
文

鏡
、
獣

帯

鏡

へ
と
変
化
す
る
。
い
っ

ぼ
う
、
国
産
品
に
は
鐘
の
よ
う
な
音
色
を
奏
で
た
銅
鐸
や
巴
形
銅
器
な
ど
の
祭
祀

用
具
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
剣
な
ど
の
武
器
や
音
響
器
機
に
あ
た
る
鋼
鐸
は
、

本
来
の
使
用
目
的
か
ら
は
掛
け
離
れ
る
ほ
ど
に
大
型
化
し
、
‘
フ
共
有
の
祭
器
に

な
っ
、て
い
っ
た
。

つ
ぎ
に
鉄
器
が
日
本
列
島

へ
大
量
に
入
る
き
っ
か
け
に
つ
い
て

鉄
器
の
普
及
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ぶ
ん
ぶ
Ｉ

記
し
て
お
こ
う
。
中
国
で
は
前
漢
武
帝

（在
位
紀
元
前

一
四

一

１
八
七
）
の
時
代
に
匈
奴
の
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
兵
器
、
馬
、
鉄
の
輸
出
を
禁

止
し
た
。
こ
れ
を

『馬
弩
関
』
と
い
う
。
武
帝
の
死
後
、
昭
帝
の
治
世
、
始
元
五

年

（紀
元
前
八
二
年
）
に
な
っ
て

『馬
弩
関
』
は
廃
止
さ
れ
、
南
部
朝
鮮
、
倭
国

の
北
部
九
州

へ
鉄
製
武
器
が
流
入
す
る
。
ち
ょ
う
ど
、
日
本
列
島
は
弥
生
時
代
中

期
後
半
を
む
か
え
、
倭
国
大
乱
に
先
ん
じ
た
抗
争
が
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の

抗
争
を
激
化
さ
せ
る
原
因
が
鉄
製
武
器
の
輸
入
と
無
関
係
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

以
後
、
と
く
に
倭
国
の
北
部
九
州
の
諸
首
長
は
急
速
に
鉄
製
武
器
を
保
有
す
る
よ

う
に
な
る
。
鉄
製
武
器
の
代
表
格
鉄
剣

。
鉄
矛

。
鉄
文
は
す
べ
て
中
国

・
朝
鮮
で

青
鋼
製
品
を
モ
デ
ル
に
作
ら
れ
、
倭
国
に
は
弥
生
中
期
中
ご
ろ
か
ら
輸
入
さ
れ
、

後
期
初
頭
ま
で
重
用
さ
れ
る
。
鉄
刀
は
後
期
か
ら
登
場
す
る
が
全
国
で
二
〇
例
の

出
土
し
か
な
く
、
普
遍
的
な
存
在
に
な
る
に
は
古
墳
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
鉄
製
武
器
は
墓
の
副
葬
位
置
か
ら
み
て
鉄
剣
↓
素
環
頭
刀
↓
鉄
文
↓

鉄
矛
と
い
う
序
列
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
農
業
共
同
体
の
首
長
ク

ラ
ス
が
己
の
権
威
づ
け
の
た
め
に
持
ち
歩
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
ど
ん

な
に
短
い
剣
で
も
所
持
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
鉄
剣
は
全

国
で

一
〇
〇
例
以
上
、
鉄
矛
は

一
〇
例
、
鉄
文
は
二
〇
例
発
見
さ
れ
て
い
る
程
度

で
や
は
り
当
時
の
貴
重
品
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
出
土
地
は
朝
鮮
半
島
の
玄
関
口
北
部
九
州
に
片
寄
る
が
、
長
野
県

・

群
馬
県
で
も
比
較
的
多
く
出
土
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
佐
久

市
五
里
田
遺
跡
で
は
弥
生
中
期
末
～
後
期
前
半
と
考
え
ら
れ
る
東
国
最
古
の
鉄
剣
、
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■ 銅製品出土遺跡

● 鉄製品出土遺跡

▲ 銅鉄製品出土遺跡
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図 2 弥生金属器出土主要遺跡の分布 長野県は金属器の宝庫
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群
馬
県
有
馬
遺
跡
の
後
期
後
半
の
礫

床
墓
か
ら
は
朝
鮮
か
ら
群
馬
に
運
ば
れ
た

東
日
本
唯

一
の
長
剣
（全
長
五
七
彙ン）
、
上
田
市
上
田
原
遺
跡
の
弥
生
末
の
土
坑
か

ら
は
全
国

一
〇
例
目
の
鉄
矛
、
北
信
濃
の
木
島
平
村
根
塚
遺
跡
で
は
弥
生
後
期
後

半
の
遺
構
か
ら
朝
鮮
半
島
南
東
部
の
伽
耶
地
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
さ
れ
る
渦

巻
き
装
飾
を
も
つ
鉄
剣
な
ど
、
こ
の
ほ
か
に
も
鉄
鏃
な
ど
も
含
め
多
数
の
鉄
製
武

器
が
出
土
し
た
。

ま
た
、
武
器
で
は
な
い
が
小
県
郡
武
石
村
上

平

遺
跡
や
群
馬
県
高
崎
新
保
遺
跡

で
は
全
国

一
二
遺
跡
で
し
か
出
土
例
の
な
い
巴
形
銅
器
が
、
佐
久
市
社
宮
司
遺
跡

で
は
弥
生
時
代
前
期
末
か
ら
中
期
前
半
に
比
定
さ
れ
る
朝
鮮
製
の
多
鉦

紙
対
き

鋸

の
再
加
エ
ペ
ン
ダ
ン
ト
な
ど
東
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
類
例
の
な
い
朝
鮮

。
九
州
系

遺
物
が
出
土
し
た
。
さ
ら
に
、
弥
生
時
代
後
期
に
い
た
る
と
や
は
り
他
地
域
に
は

少
な
い
ら
せ
ん
状
に
巻
き
上
げ
た
鉄

釧
が
多
く
出
土
す
る
の
も
長
野
・
群
馬
の
特

徴
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
鉄
製
の
斧
・
鈍
な
ど
も
み
つ
か
っ
て
お
り
、
木
材
の

伐
採
量
は
か
な
り
多
く
な
り
、
加
工
具
の
進
歩
に
よ
り
鋤

・
鍬
な
ど
の
耕
作
具
も

大
量
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弥
生
時
代
の
長
野

・
群
馬
、
言
い
換
え
れ
ば

栗
林
か
ら
箱
清
水

・
樽
式
土
器
の
分
布
圏
に
お
け
る
金
属
器
の
出
土
例
は
周
辺
諸

地
域
を
圧
す
る
状
況
に
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
朝
鮮

。
九
州

と
の
人
の
移
動
を
と
も
な
っ
た
強
い
か
か
わ
り
が
感
じ
ら
れ
、
外
来
の
金
属
器
文

化
と
、
外
来
の
人
々
の
移
住
に
よ
っ
て
長
野
県
の
弥
生
社
会
の
骨
格
が
で
き
上
が

っ
て
い
っ
た
。

四
　
弥
生
時
代
の
始
ま
り
―
早
前
期

前
期
の
年
代
　
日
本
の
弥
生
時
代
は
紀
元
前
三
〇
〇
年
か
ら
紀
元
三
〇
〇
年
ま

で
の
お
よ
そ
六
〇
〇
年
間
と
考
え
ら
れ
、
便
宜
的
に
前

。
中

・

後
期
の
二
〇
〇
年
ご
と
に
時
期
区
分
し
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
科
学
的
年

代
測
定
の
進
歩
に
よ
り
、
開
始

・
終
焉
と
も
に
も
う
少
し
古
く
繰
り
上
げ
て
考
え

よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。
ま
た
、
従
来
縄
文
時
代
晩
期
と
考
え
ら
れ
て
き
た
土

器
を
出
す
地
層
か
ら
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
弥
生
時
代
の
開
始
を
も
う

少
し
古
い
時
期
に
定
め
る
た
め
、
早
期
を
設
け
よ
う
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
以
上

を
ま
と
め
る
と
弥
生
時
代
の
開
始
は
紀
元
前
四
〇
〇
年
以
前
、
終
わ
り
は
西
暦
二

六
〇
年
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。

先
駆
け
の
九
州
　
　
本
で
も
っ
と
も
早
く
稲
作
を
受
け
入
れ

Ｆ
麟
展
さ
せ
た
地

域
は
北
九
州
で
あ
る
。
佐
賀
県
唐
津
市
の
菜
畑

遺
跡
を
代
表

と
し
て
日
本
最
古
の
縄
文
晩
期
／
弥
生
早
期
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
水
田
跡
は

一
定
区
画
を
も
ち
、
灌
漑
施
設
を
と
も
な
う
完
成
し
た
姿
で
あ
っ
た
。

日
本
の
水
稲
農
耕
は
原
初
的
な
段
階
を
ふ
ま
え
ず
、
最
初
か
ら
発
達
し
た
技
術
が
、

中
国
大
陸

・
朝
鮮
半
島
か
ら
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

稲
作
の
伝
播
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
物
が
縄
文
時
代
の
日
本
に
や
っ
て
き

た
。
当
時
の
人
々
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
受
け
入
れ
ず
、
取
捨
選
択
を
し
た
。
ま
っ

た
く
新
し
い
必
要
な
道
具
は
採
用
し
た
が
、
縄
文
時
代
以
来
伝
統
的
に
使

っ
て
き

た
道
具
も
利
用
で
き
る
も
の
は
継
続
し
て
大
切
に
使
用
し
た
。
こ
う
し
て
日
本
固



有
の
農
耕
文
化
／
弥
生
時
代
が
始
ま
っ
た
。

ま
ず
、
全
国
に
先
ん
じ
て
紀
元
前
四
〇
〇
年
以
前
に
北
九
州

稲
作
の
広
が
り

　
で
開
始
さ
れ
た
水
稲
耕
作
は
、
そ
の
後

一
〇
〇
年
ほ
ど
の
間

を
お
い
て
日
本
列
島
各
地
、
と
く
に
伊
勢
湾
ま
で
の
列
島
西
側
の
ほ
と
ん
ど
の
地

域
と
東
北
地
方
の
日
本
海
側
に
急
速
に
広
が
っ
た
。
こ
の
紀
元
前
四
〇
〇
年
か
ら

二
〇
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
約
二
〇
〇
年
を
便
宜
上
弥
生
時
代
前
期
と
い
う
。

前
期
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
は
特
徴
的
な

「遠
賀
川

式
土
器
」
が
あ
る

（写
２
）
。
列
島
西
側
の
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
、
ま
た
、
日
本
海
側
の
東
北
地
方
各
地
の
前
期
の
遺
跡

な
ど
片
寄

っ
て
分
布
し
て
い
る
。
共
通
す
る
土
器
が
日
本

各
地
の
前
期
の
遺
跡
に
分
布
す
る
こ
と
は
稲
作
伝
播
に
あ

た
っ
て
源
を
同
じ
く
す
る
集
団
が
い
た
こ
と
。
ま
た
、
列

島
西
側

。
東
北
の
日
本
海
側
な
ど
朝
鮮
半
島
に
近
い
か
、

中
国
大
陸
に
対
し
て
表
を
向
い
た
地
域
に
偏
在
す
る
状
況
は

「遠
賀
川
式
土
器
」

を
も
つ
集
団
が
半
島

。
大
陸
と
強
い
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
こ
の
時
期
の
中
国
は
戦
国
時
代
か
ら
秦

・
漢
の
成
立
期
に
あ
た
り
、
戦
乱
が

頻
発
し
て
い
た
た
め
、
中
国
の
一
部
の
集
団
が
戦
禍
を
避
け
、
朝
鮮
半
島

へ
逃
亡

し
て
い
た
記
録
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に

一
部
の
集
団
は

日
本
列
島
に
ま
で
移
住
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

「遠
賀
川
式
土
器
」
を
た
ず
さ
え
た
人
々
の
集
落
は
濠
で
居
住
域
を
囲
う
こ
と
が

多
い
。
こ
れ
を

「環
濠

集

茨
」
と
い
う
。
こ
の
濠
は
敵
や
害
獣
の
侵
入
を
防
ぐ
た

め
に
掘
削
し
た
も
の
で
、
稲
作
農
耕
を
西
日
本
を
中
心
と
し
た
各
地
に
試
作
し
、

定
着
さ
せ
て
い
っ
た
開
拓
者
集
団
が
在
来
の
縄
文
集
団
の
襲
撃
に
備
え
て
つ
く
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
代
表
的
例
は
福
岡
県
板
付
遺
跡
、
大
阪
府
安
満

。
東
奈

良
遺
跡
、
一示
都
府

一扇
谷
遺
跡
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
集
落
内
は
竪
穴
住
居

と
上
屋
構
造
を
も
つ
貯
蔵
用
竪
穴
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

稲
作
伝
播
の
　
こ
の
ほ
か
、
東
北
の
大
平
洋
側
、
茨
城

・
栃
木
な
ど
東
関
東
、

遅
れ
た
地
域
　
山
梨

。
長
野
県
な
ど
は

「
遠
賀
川
式
土
器
」
を
出
土
す
る
前
期

の
遺
跡
が
少
な
い
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
ま
だ
大
勢
は
縄
文
時
代

晩
期
の
段
階
に
あ

っ
た
。
長
野
県
で
は
豊
丘
村

林

里
遺
跡
、
松
本
市
針
塚
遺
跡
、

長
野
市
伊
勢
宮
遺
跡
、
明
科
町
ほ
う
ろ
く
屋
敷
遺
跡
な
ど
点
々
と

「遠
賀
川
式
土

器
」
が
見
つ
か
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
御
代
田
町
域
を
は
じ
め
、
佐
久
地
域
で

は
未
発
見
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
長
野
県
内
で
は
小
諸
市
氷
遺
跡
な
ど
で
発
見
さ
れ
た

「浮
線
文
土

器
」
と
い
う
特
徴
的
な
文
様
を
も

つ
縄
文
晩
期
後
半
の
土
器
が
あ
り
、
こ
の
土
器

第 1節 弥生文化 と浅間山麓

写 2 松本市針塚遺跡の遠賀川式土

器 (松本市教育委員会提供)

図 3 環濠集落の防御構造
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写 3 条痕文土器
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を
も

つ
縄
文
文
化
継
承
集
団
が
時
代
の
中
心
を
担

っ
て
い
た
の
で
あ
る
．

長
野
県
な
ど
の
よ
う
に
強
同
な
縄
文
社
会
が
継
続
す
る
地
域
に
は
、
徐
々
に
稲

作
を
教
え
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ

っ
た
。
そ
の
象
徴
的
存
在
が
東
海
地
方
に
生
ま

れ
た

「
条

痕
文
上
器
」
で
あ
る
。
「条
痕
文
土
器
」
は

「
遠
賀
川
式
土
器
」
よ
り

も
県
内
各
地
で
た
く
さ
ん
見

つ
か
っ
て
い
る
。
佐
久
地
域
で
も
由
井
茂
也
氏
に
よ

り
南
牧
村

の
矢
出
川

南

遺
跡
で
発
見
さ
れ
た

（写
３
）
。
「
条
痕
文
土
器
」
は

「
浮

線
文
上
器
」
と

一
緒
に
見

つ
か
る
こ
と
も
あ
り
、
縄
文
集
団

へ
稲
作
を
知
ら
し
め

る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
っ

紀
元
前
二
〇
〇
年

こ
ろ
、
「
遠
賀
川
式
土
器
」
「条
痕
文
上
器
」
を
も
つ
両
方
か

ら
長
野
県

へ
や

っ
て
来
た
稲
作
集
団
は
、
「
浮
線
文
土
器
」
の
縄
文
集
団
と
接
触

し
、
水
田
開
拓
に
あ
た
っ
て
交
渉
を
始
め
た
ば
か
り
の
段
階
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
は
中
期
の
初
頭
ま
で
続
く
。

(r==コ■
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2
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図 4 縄文晩期から弥生前期への土器の変化 (『 季「り考Iキ 学123よ り)



五
　
地
方
分
立
の
時
代
―
中
期

こ
こ
で
は
弥
生
時
代
中
期
は
紀
元
前
二
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
紀
元

中
期
の
年
代

前
後
こ
ろ
ま
で
の
二
〇
〇
年
間
を
い
う
。
年
代
決
定
の
き
っ
か

け
は
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
の
大
型
建
物
跡
の

一
本
の
ヒ
ノ
キ
の
柱
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
年
輪
年
代
学
に
基
づ
い
て
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
紀
元
前
五
二
年
と
い
う
結

百
余
国
を
な
す
。
…
…
」
と
か
か
れ
た
時
代
に
相
当
す
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
記
述

と
符
合
す
る
よ
う
に
日
本
各
地
で
大
規
模
集
落
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら

出
土
す
る
土
器
は
地
域
の
独
自
性
を
主
張
す
る
か
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

形
と
文
様
を
も
つ

（図
６
）
の
で
あ
る
。
日
本
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土

。
習
俗

を
生
か
し
て
稲
作
農
耕
を
取
り
入
れ
た
地
域
づ
く
り
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
土
器

様
相
に
も
違
い
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
象
が
中
国
側
か
ら
み
れ
ば
い
く
つ

も
の
国
が
分
立
し
て
い
た
よ
う
に
映
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
は
じ
め
て
登
場
し
た

「倭
人
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
国
側

が
当
時
の
日
本
人
を
蔑
視
し
た
表
現
で
あ
る
。
倭
と
い
う
文
字
に
は
腰
が
曲
が
っ

て
背
が
低
い
、
醜
い
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
在
来
の
縄
文
人
と
渡
来
系
の
弥
生
人

と
で
は
平
均
身
長
で
隔
た
り
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
考
古
学
的
に
も

当
時
の
日
本
人
は
背
が
低
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
六
世

紀
の
終
わ
り
ま
で
、
日
本
列
島
は
対
面
す
る
中
国

。
朝
鮮
か
ら
倭
人
の
住
む
国
、

「倭
国
」
と
よ
ば
れ
、
自
ら
も
こ
の
国
名
を
使
う
よ
う
に
な
る
。

大
規
模
集
落
　
紀
元
前
五
二
年
前
後
に
相
当
す
る
日
本
列
島
各
地
の
遺
跡
は
神

各
地
に
誕
生
　
奈
川
県
大
塚
遺
跡
、
千
葉
県
佐
倉
市
大
崎
台
遺
跡
、
埼
玉
県
神

明
ケ
谷
戸
遺
跡
、
群
馬
県
清
里
、
庚
申
塚
遺
跡
、
滋
賀
県
ニ
ノ
畦

・
横

枕

遺
跡
、

愛
知
県
朝
日
遺
跡
、
阿
弥
陀
寺
遺
跡
、
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
、
奈
良
県
唐
古
遺

跡
、
佐
賀
県
柚
比
本
村
遺
跡
（銅
鐸
の
安
永
田
遺
跡
近
く
）
、
吉
野
ケ
里
遺
跡
、
福

岡
県
吉
武
高
木
遺
跡

（早
良
国
）
、
比
恵
・那
珂
遺
跡

（奴
国
の
拠
点
集
落
の
ひ
と

つ
）、
長
崎
県
原
の
辻
遺
跡

（
一
支
国
比
定
）
な
ど
が
代
表
的
で
、
長
野
県
で
も
長

野
市
松
原
遺
跡
、
松
本
市
宮
淵
本
村
遺
跡
、
佐
久
市
北
西
ノ
久
保
遺
跡
な
ど
大
規
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池上 曽根 (Ⅳ )(52)

大友西 (V～ 庄内 ) ニ ノ畦・横枕 (Ⅳ )

(145・ 169)

二 日かみあれた (庄 内 )

(218・ 258)

縄文

晩期

期  1 中

←
年程

による

300     400

早前期」

△

０
▲
∞

△

２。
△
獅

弥 生 時 代

図 5 年輪年代 を参考に した弥生時代の年代

果
が
得
ら
れ
た
。
建
物
跡
の
畿
内
の

土
器
編
年
学
上
の
時
期
は
中
期
を
三

期
区
分

（Ｈ

・
Ⅲ

・
Ⅳ
様
式
と
分
け

ら
れ
る
）
し
た
う
ち
で
も
っ
と
も
新

し
い
Ⅳ
様
式
、
そ
し
て
そ
の
Ⅳ
様
式

を
五
段
階
に
細
分
し
た
場
合
、
真
ん

中
の
Ⅳ
１
３
期
に
あ
た
る
。
こ
の
発

見
に
よ
り
Ⅳ
１
３
期
は
従
来
の
推
定

年
代
西
暦
五
〇
年
よ
り
も
さ
ら
に

一

〇
〇
年
も
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ

た
。分

か
れ
て
百
余
国
　
紀
元
前
五
〇

地
方
分
権
の
時
代
　
年
と
い
え
ば

中
国
の

『漢
書
』
地
理
誌
に

「夫
れ

楽
浪
海

中
に
倭
人
あ
り
。
分
か
れ
て
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畿内第Ⅲ様式

宮ノ台式

有東式

図 6 2000年 前、中期のさまざまな弥生土器



模
集
落
が
続
々
と
出
現
す
る
。
こ
れ
ら
の
集
落
は
、
環
濠
を
も
つ
場
合
が
多
く
、

集
落
を
取
り
ま
と
め
る
人
々
が
居
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
宮

室
を
思
わ
せ
る
大

型
建
物
が
中
心
部
に
構
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
な
ど
最
近

の
調
査
で
わ
か
っ
て
き
た
。
ま
た
、
唐
古

・
鍵
遺
跡
で
は
楼
閣
と
い
う
三
階
か
ら

三
階
の
重
層
建
物
が
描
か
れ
た
土
器

（図
８
）
が
出
土
し
て
お
り
、
す
で
に
こ
の

こ
ろ
か
ら

『魏
志
倭
人
伝
』
を
街
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
集
落
景
観
が
で
き
上
が
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

ま
た
、
こ
の
時
期
、
西
日
本
の
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
で
は
高
地
性
集
落
も
多
発
し

て
い
た
。
高
地
性
集
落
と
は
山
頂
や
丘
の
上
な
ど
水
稲
耕
作
に
は
適
さ
な
い
見
晴

ら
し
の
良
い
高
所
に
築
か
れ
た
集
落
で
、
住
居
は
五
軒
前
後
と
最
小
単
位
で
構
成

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
定
住
性
の
高
い
大
き
な
集
落
が
つ
く
ら
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
。
蜂
火
台
と
考
え
ら
れ
る
施
設
が
見
つ
か
る
こ
と
も
あ
り
、
有
事
の
連
絡
用

と
い
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
高
地
性
集
落
は
社
会
的

・
軍
事
的
緊
張
時

に
登
場
し
た
有
事
に
備
え
て
の
集
落
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

環
濠
集
落
や
高
地
性
集
落
が
多
出
す
る
状
況
は
、
『後
漢
書
』
や
『魏
志
倭
人
伝
』

等
の
記
載
に
み
ら
れ
る
倭
国
大
乱

（二
世
紀
後
半

。
西
暦

一
八
〇
年
前
後
）
に
先

ん
じ
、
史
書
に
記
録
の
な
か
っ
た
西
日
本
を
中
心
と
し
た
広
域
な
争
乱
が
紀
元
前

一
世
紀
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
現
象
が
愛
知
県
朝
日
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ま
で
尾
張
固
有
に
育
ま
れ
て
い
た
弥
生
集
落
に
畿
内
地
方
の
人
た
ち
が
集
団
で

侵
入
し
、
先
祖
伝
来
の
集
落

。
墓
は
畿
内
集
団
の
強
力
な
軍
事
力
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
は
畿
内
集
団
主
導
で
集
落
造
り
、
ま
た
、
墓
造
り
が

行
な
わ
れ
、
そ
こ
で
製
作
さ
れ
る
土
器
も
畿
内
地
方
特
産
の
凹
線
と
い
う
文
様
を

つ
け
た
土
器
が
尾
張
で
も
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
象
が
遺
跡
に
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
集
団
移
動
を
と
も
な
う
抗
争
が
西
日
本
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

千
葉

ｏ
神
奈
川
　
ぃ
っ
ぽ
ぅ
、
東
日
本
で
は
大
平
洋
側
の
関
東
、
と
く
に
神
奈

の
環
濠

集

落
　
川
県
と
千
葉
県
に
中
期
後
半
の
環
濠
集
落
が
目
立
つ
。
こ
れ

ら
は
西
日
本
に
比
べ
る
と
小
規
模
で
あ
る
が
、
従
前
の
集
落
よ
り
は
は
る
か
に
大

き
い
集
落
が
忽
然
と
出
現
し
て
い
る
た
め
、
他
地
域
か
ら
の
人
の
移
動
、
そ
れ
も

水
田
を
開
拓
す
る
人
々
の
集
団
の
移
動
が
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
か
れ

ら
が
つ
く
っ
た
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
上
器
は
宮
ノ
台
式
土
器

（図
６
）
と
総
称
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さ
れ
る
。
前
代
か
ら
発
達
し
て
い
た
須
和
田
式
上
器
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
縄
文
文

化
継
承
集
団
の
領
域
に
立
ち
入

っ
て
開
拓
を
進
め
る
に
は
、
ま
ず
有
事
に
対
す
る

環
濠
の
備
え
を
万
全
に
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

長
野
県
の
本
格
的
　
県
内

で
は
弥
生
時
代
前
期
か
ら
継
続
し
て
東
海
地
方

の

農
耕
社
会
の
形
成

　

「条
痕
文
土
器
」
集
団
が
長
野
県
の
人
々
に
稲
作
を
勧
め

て
い
た
。

モ
つ
し
た
粘
り
強

い
努
力
が
実
り
、
稲
作
が
県
内
に
根
づ
き
始
め
る
の

は
、
中
期
前
半

・
紀
元
前
二
〇
〇
～

一
五
〇
年
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ

の
長
野
県
で
は
関
東
の
須
和
田
式
土
器
と
同
じ
く
、
縄
文
的
色
彩
を
濃
厚
に
残
し

た
上
器

（図
９
）
が
製
作
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
土
器
を

つ
く

っ
た
人
々
の
集

落
は
発
見
例
が
少
な
く
、
生
活
実
態
に
つ
い
て
も
わ
か

っ
て
い
な

い
が
、
ま
だ
、

縄
文
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
生
業
も
重
視
し
、
完
全
に
稲
作
に
依
存
し
て
い
な
い

状
況
が
想
像
さ
れ
る
。

ま
た
、
長
野
市
松
節
遺
跡
の

生
の
異
な
る
習
俗
が
融
合
し
て
造
ら
れ
て
い
る
。
長
野
県
の
善
光
寺
平

の
沖
積

地
で
は
紀
元
前

一
五
〇
年

こ
ろ
か
ら
す

で
に
稲
作
農
耕
を
行
な
う
た
め
、
弥
生

集
団
の
進
出
が
友
好
的
に
行
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
こ
の
墓
跡

の
存
在
か
ら
わ

か
る
っ
た
だ
し
、
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
試
作
的
で
小
規
模
な
稲
作
経
営
に
甘
ん
じ
、

縄
文
時
代
か
ら
の
生
業
も
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
段
階
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
本
格
的
稲
作
社
会
に
い
た
る
に
は
も
う
少
し
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ

′つ
。

第 11章  弥 Jiロキ it
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第 1節 弥生文化 と浅間山麓

栗
林
式
土
器
　
長
野
県
に
本
格
的
稲
作
を
定
着
さ
せ
た
の
は

の
　
成
　
立

　

「鶏
可

雌
土
器
」
を
造

っ
た
集
団
で
あ
る
。
栗

林
式
成
立
段
階
の
土
器
は
善
光
寺
平
以
北
や
大
町
市
以
北
に
分
布

し
て
い
る
た
め
、
誕
生
地
も
そ
の
辺
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
し
だ

い
に
分
布
域
を
拡
大
す
る
。
そ
の
立
地
の
ほ
と
ん
ど
は
、
水
源
に

恵
ま
れ
た
開
田
可
能
な
沖
積
低
地
で
あ
る
。
高
山
村
湯
倉
洞
窟
や

真
田
町
唐
沢
岩
陰

・
陣
の
岩
岩
陰
遺
跡
の
よ
う
な
山
間
部
の
狩
猟

場
に
住
む
こ
と
も
ま
れ
に
あ
る
が
、
基
本
的
に
栗
林
式
土
器
を
造

る
集
団
は
稲
作
を
生
業
と
す
る
集
団
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

栗
林
土
器
の
最
大
の
特
徴
は
、
ひ
と
つ
の
土
器
の
文
様
要
素
と

し
て
、
旧
来
の
縄
文
、
棒
状
工
具
に
よ
る
沈
線
文
、
畿
内
を
経
由

し
て
北
陸
の
弥
生
中
期
土
器

「小
松
式
土
器
」
の
影
響
力
が
濃
厚

な
櫛
描
文
の
三
種
が
同
時
に
採
用
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
長

野
県
に
居
住
す
る
縄
文
文
化
継
承
集
団
と
、
日
本
海
側
の
北
陸
地

域
を
経
由
し
て
中
部
高
地
に
乗
り
出
し
た
水
田
開
拓
集
団
が
手
を

結
ん
だ
結
果
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
栗
林
式
土
器

は
縄
文

・
弥
生
の
両
集
団
が
友
好
的
に
手
を
結
ん
だ
証
と
し
て
成

立
し
た
の
で
あ
る
。

大
規
模
集
落
の
出
現
　
長
野
県
の
本
格
的
稲
作
農
耕
社
会
は
こ

と

人

々

の

移

住
　

つヽ
し
た
成
立
事
情
が
あ

っ
た
た
め
か
、

西
日
本
や
関
東
の
よ
う
な
き
な
臭
さ
、
抗
争
の
痕
跡
が
あ
ま
り
認

め
ら
れ
な
い
。
発
掘
成
果
で
は
環
濠
集
落
と
い
わ
れ
る
も
の
は
長

鯰
趙
蜃
―@-9

図 9 佐久平の初期弥生土器 (1:8)



第 1章 弥 生 時 代

野
市
の
数
遺
跡
だ
け
に
存
在
、
大
型
建
物
は
未
発
見
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

フＯ
。環

濠
集
落
と
い
わ
れ
る
も
の
の
代
表
例
は
松
原
遺
跡
、
春
山
Ｂ
遺
跡
な
ど
で
あ

る
。
松
原
遺
跡
は
発
掘
軒
数
だ
け
で
も
二
〇
〇
軒
を
超
す
竪
穴
住
居
跡
と

一
〇
〇

軒
を
超
す
平
地
住
居
が
発
見
さ
れ
、
全
体
規
模
は
そ
の
四
～
五
倍
に
な
ろ
う
か
を

い
う
特
大
集
落
で
あ
る
。
今
ま
で
見
つ
か
っ
て
い
る
掘
立
柱
建
物
跡
は
小
さ
な
も

の
ば
か
り
で
、
大
型
建
物
は
未
発
見

で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
大
規
模
集

落
を
統
率
す
る
に
は
盟
主
の
存
在
は

不
可
欠
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
未
調

査
部
分
に
大
型
建
物
跡
が
眠
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
集
落
の
環
濠
は
多
重

で
は
な
く
、
幅
は
最
大
三
屑
で
あ
る
。

溝
の
内
外
に
住
居
が
あ
り
、
集
落
を

囲
い
込
む
濠
と
い
う
よ
り
は
、
集
落

を
仕
切
る
溝
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ

る
。
溝
の
全
体
像
が
明
確
で
な
い
段

階
で
即
断
は
で
き
な
い
が
、
も
し
、

こ
れ
が
環
濠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
西

日
本
弥
生
社
会
の
文
化
事
象
の
ひ
と

つ
と
し
て
信
濃
の
善
光
寺
平
に
導
入

さ
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。

し
か
し
、
環
濠
は
松
本

。
佐
久
な
ど
へ
の
地
域
的
な
広
が
り
は
み
せ
ず
、
後
期
に

い
た
っ
て

一
時
消
失
し
て
し
ま
う
な
ど
、
時
間
的
な
継
続
性
も
乏
し
い
。
モ
リ
い

っ
た
状
況
か
ら
弥
生
時
代
中
期
後
半
か
ら
後
期
前
半
ま
で
の
長
野
県
は
軍
事
的
緊

張
状
態
が
欠
如
し
た
社
会
、
言
い
換
え
れ
ば
平
和
な
社
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
長

野
県
に
再
び
環
濠
が
出
現
す
る
の
は
倭
国
大
乱
か
ら
古
墳
発
生
前
夜
、
国
内
の
統

合
に
絡
む
大
き
な
社
会
変
革
期
に
長
野
県
は
は
じ
め
て
大
き
な
戦
争
を
経
験
し
た

図10 栗林・北原式土器のモデル
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の
で
あ
る
。

ま
た
、
松
原
遺
跡
の
巨
大
集
落
は
徐
々
に
大
き
く
成
長
し
た
の
で
は
な
く
、
か

な
り
短
い
期
間
に
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
善
光
寺
平
で

は
松
原
以
前
の
集
落
は
少
な
く
、
あ
っ
て
も
小
規
模
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
常

識
的
に
考
え
て
、
短
期
間
で
何
十
倍
に
も
な
る
よ
う
な
人
口
増
が
自
然
に
起
こ
り

得
る
わ
け
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
集
落
膨
張
の
背
景
に
は
人
の
集
団
移
動
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
直
接
証
明
す
る
材
料
は
乏
し
い
が
、
前
時
期

の
松
節
遺
跡
の
渡
来
人
の
人
骨
の
存
在
は
、
中
期
後
半

・
栗
林
式
土
器
成
立
時
期

に
い
た
っ
て
西
日
本
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
か
ら
人
々
の
大
移
動
が
あ

っ
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

佐
久
平
へ
の
　
善
光
寺
平
に
松
原
遺
跡
の
よ
う
な
大
規
模
集
落
が
出
現
し
て
間

進
　
　
　
出
　
も
な
く
、
松
本
平
と
佐
久
平
に
も
大
き
な
集
落
が
誕
生
し
た
。

や
は
り
、
栗
林
式
土
器
を
と
も
な
っ
た
集
落
で
あ
る
。
松
本
で
は
宮
淵
本
村
遺
跡
、

佐
久
で
は
北
西
ノ
久
保
遺
跡
が
そ
の
代
表
例
で
、　
い
ず
れ
も
環
濠
は
も
た
な
い
。

佐
久
市
岩
村
田
の
北
西
ノ
久
保
遺
跡
は
、
ほ
ぼ
舌
状
台
地
上
の
す
べ
て
が
発
掘

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
見
つ
か
っ
た
弥
生
中
期
後
半
の
竪
穴
住
居
跡
は
九
二
軒

で
あ

っ
た
。
二
時
期
以
上
に
わ
た
る
変
遷
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、　
一
時
期

四
〇
軒
前
後
の
竪
穴
住
居
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
こ
れ
が
当
時
佐

久
平
最
大
の
集
落
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
北
西
ノ
久
保
遺
跡

の
立
地
す
る
舌
上
台
地
と
地
続
き
の
東
側
に
広
が
る
台
地
上
の
西

一
本

柳

遺
跡

の
調
査
が
開
始
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
栗
林
式
土
器
を
出
土
す
る
竪
穴
住
居
跡
が
多
数

発
見
さ
れ
た
。
ま
た
、
狭
小
な
谷
で
隔
て
ら
れ
た
西
側
台
地
上
の
五
里
田
遺
跡
か

ら
も
や
は
り
同
時
期
の
竪
穴
住
居
が
密
集
し
て
発
見
さ
れ
た
（図
Ｈ
）
。
こ
れ
ら
は

土
器
様
相
か
ら
み
て
北
西
ノ
久
保
遺
跡
と
時
期
的
な
大
差
は
な
く
、
併
存
し
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
周
辺
の
広
域
な
台
地
の
ど
こ
ま
で
こ
の
集
落
が
展
開
し

て
い
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
今
ま
で
予
想
も
で
き
な
か
っ
た
大
規
模
な
弥
生
中
期

集
落
が
こ
の

一
帯
に
眠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

弥
生
当
時
の
佐
久
平
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
集
落
膨
張
現
象
は
、
善
光
寺
平
と

同
じ
く
、
急
激
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
佐
久
平
に
も
稲
作
の
開
拓
集
団
が
、
大

挙
し
て
や
っ
て
き
た
こ
と
が
十
分
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
か

な
り
の
数
の
渡
来
系
の
人
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
そ
の
当
時
の
御
代
田
の
情
勢
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
、
栗
林
式
土
器

は
か
け
ら
す
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
て
栗
林
式
土
器
を
持
つ
集
団
は
大
挙
し
て
、
比
較
的
平

さ
ら
に
南

ヘ

和
裡
に
県
内
に
お
け
る
分
布
圏
を
拡
大
し
、
松
本

・
佐
久
の
ほ

か
、
諏
訪

。
上
伊
那
な
ど

「北
原
式
土
器
」
の
分
布
す
る
下
伊
那
を
除
く
県
内
ほ

ぼ
全
域
に
本
格
的
稲
作
農
耕
を
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
県
境
を

越
え
、
群
馬
県
か
ら
埼
玉
県
北
部
、
山
梨
県
に
ま
で
進
出

（図
１２
）
し
、
海
な
し

四
県
に

一
大
勢
力
を
構
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
分
布
圏
の

ほ
か
に
栗
林
式
土
器
は
他
型
式
の
存
在
す
る
新
潟

・
石
川
二
昌
山
・
愛
知

。
岐
阜

・

静
岡

。
東
京

・
神
奈
川

・
栃
木
な
ど
周
辺
地
域
に
ま
で
流
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
広
域
な
分
布
を
も
ち
、
他
地
域
に
ま
で
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
な
栗
林
式
土

器
の
ま
と
ま
り
を

『漢
書
』
地
理
誌
の

「百
余
国
」
の
一
国
と
考
え
て
も
良
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
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第 1章 弥 生 時 代

エハ
　
争
乱
の
時
代
―
後
期

弥
生
時
代
後
期
の
始
ま
り
は
紀
元
前
後
、
そ
し
て
弥
生
時
代
の

後
期
の
年
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
経
か

終
わ
り

。
古
墳
時
代
の
始
ま
り
は
奈
良
県
箸
墓
古
墳
の
完
成
年

代
と
考
え
西
暦
二
六
〇
年
ご
ろ
と
す
る
。
西
暦
二
五
〇
年
ご
ろ
に
卑
弥
呼
が
没
し
、

二
六
六
年
に
は
邪
馬
台
国
が
魏
に
最
終
朝
貢
し
た
と
い
わ
れ
る
。

各
種
の
後
期
　
弥
生
時
代
後
期
に
い
た
る
と
、
中
期
に
確
立
さ
れ
た
地
域
色
は

弥

生

土

器
　
さ
ら
に
発
達
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
土
器
が
つ
く
ら
れ
た

（図
１３
）ｏ
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
い
ち
早
く
実
用
本
位
の
無
文
土
器
を
つ
く

り
出
し
た
畿
内
地
方
で
あ
る
。
畿
内
第
Ｖ
様
式
と
総
称
さ
れ
、
次
代
の
古
墳
時
代

の

一
般
容
器
、
無
文
様
の
土
師
器
発
生
の
源
と
な
り
、
弥
生
終
末
か
ら
古
墳
初
頭

に
か
け
て
は
山
陽

・
山
陰

。
四
国

。
東
海
な
ど
周
辺
地
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。
ま
た
、
九
州
で
は
器
面
に
粘
土
帯
の
文
様
を
も
つ
土
器
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、

し
だ
い
に
近
畿

・
瀬
戸
内
方
面
か
ら
櫛
描
文
の
流
入
が
顕
著
に
な
る
。
中
部
高
地

や
栃
木

・
茨
城
な
ど
の
東
関
東
や
東
北
南
部
で
は
伝
統
的
縄
文
施
文
の
呪
縛
が
解

け
始
め
、
中
部
高
地
で
は
縄
文
を
払
拭
し
て
櫛
描
文
を
多
用

（吉
田

・
箱
清
水

式
）
、
東
関
東
。東
北
南
部
で
は
櫛
描
文
と
縄
文
の
融
合

（十
王
台
式
）
が
図
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
弥
生
時
代
後
期
の
土
器
は
地
域
的
個
性
を
深
め
つ
つ
も
、
し
だ

い
に
畿
内
の
弥
生
土
器
の
影
響
を
こ
う
む
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
状
況
は

畿
内
に
近
い
地
域
ほ
ど
早
く
濃
厚
で
あ
る
。
畿
内
を
中
心
と
し
た
地
域
で
は
す
で

に
統
合
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
南
関
東
の
久
ケ
原

。
弥
生
町
式
、
東
北
北
部
の
よ
う
に
古
墳
発
生
期
ま

で
縄
文
を
多
用
す
る
地
域
も
残

っ
て
い
た
。

各
地
域
で
は
生
産
力
の
増
強
が
図
ら
れ
、
力
の
蓄
え
に
と
も
な

倭

国

大

乱

っ
て
し
だ
い
に
地
域
間
の
武
力
衝
突
が
激
し
く
な
っ
た
。
「倭
国

大
い
に
乱
れ
、
更
相
攻
伐
し
て
暦
年
主
な
し
…
…
」
『後
漢
書
』
や

「
二
国
志
』
の

記
載
に
み
ら
れ
る
倭
国
大
乱
は
推
定
年
代
二
世
紀
後
半
、
邪
馬
台
国
の
前
史
を
あ

ら
わ
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
、
こ
の
こ
ろ
の
日
本
列
島
は
三
十
数
国
ま
で
統
合

さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
で
は
、
実
際
の
弥
生
時
代
後
期
の
集
落
の
状
況
は
ど
う
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
に
弥
生
時
代
中
期
後
半

・
紀
元
前

一
世
紀
に
は
伊
勢
湾
以
束
の
西
日
本
と

関
東
で
環
濠
集
落
と
高
地
性
集
落
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
、
倭
国
大
乱
に
先
ん
じ

た
広
域
抗
争
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
後
期
西
暦
二
世
紀
後
半
に
は
環
濠

集
落
や
高
地
性
集
落
が
西
日
本

。
北
陸

。
中
部
高
地

・
関
東
な
ど
中
期
後
半
よ
り

も
分
布
範
囲
を
拡
大
し
て
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
い
る
。
中
期
後
半
に
は
西
日
本

を
中
心
に
起
こ
っ
た
抗
争
が
、
後
期
半
ば
を
過
ぎ
た
こ
ろ
に
な
る
と
さ
ら
に
広
域

化
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
代
表
的
な
環
濠
集
落
は
九
州
で
は
中
期
か
ら
継
続

し
さ
ら
に
内
濠
を
も
つ
な
ど
発
展
し
た
構
造
を
も
つ
佐
賀
県
吉
野
ケ
里
遺
跡
の
ほ

か
同
県
千
塔
山
遺
跡
、
福
岡
県
三
国
の
花
遺
跡
、
畿
内
で
は
中
期
の
環
濠
が
埋
ま

っ
て
か
ら
再
度
掘
削
し
た
奈
良
県
唐
古

・
鍵
遺
跡
、
滋
賀
県
針
江
川
北
遺
跡
、
東

海
で
は
愛
知
県
朝
日
遺
跡
、
阿
弥
陀
寺
遺
跡
、
見
晴

台
遺
跡
、
静
岡
県
伊
場
遺

跡
、
石
川
県
鉢
伏
茶
臼
山
遺
跡
、
東
京
都
で
は
下
山
遺
跡
、
埼
玉
県
で
は
木
曽
良

遺
跡
、
馬
場
北
遺
跡
、
群
馬
県
で
は
日
影

平
遺
跡
、
長
野
県
で
は
塩
尻
市
上
木
戸
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遺
跡
、
飯
山
市
須
多
ケ
峯
遺
跡

で
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
佐

久
平
で
は
岩
村
田
の
西

一
里
塚

遺
跡
、
新
予
田
の
戸
坂
遺
跡
で

見

つ
か

っ
て
い
る
。

ま
た
、
環
濠
を
も
つ
高
地
性

集
落
は
中
期
後
半
か
ら
継
続
す

る
大
阪
府

東

山
遺
跡
・観
音
寺

山
遺
跡
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
れ
ら
環
濠
の
な
か
に
は
針

江
川
北
遺
跡
で
宮
室
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
柵
で
囲
わ
れ
た
大
型

の
掘
立
柱
建
物
、
吉
野
ケ
里
遺
跡
で
楼
観
を
思
わ
せ
る
掘
立
柱
建
物
な
ど
が
見
つ

か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
環
濠
は
め
ぐ

っ
て
い
な
い
が
城

柵
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
柵

列
で
囲
わ
れ
た
大
集
落
の
群
馬
県
中
高
瀬
観
音
山
遺
跡
も
存
在
す
る
な
ど

『魏
志

倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
た
国
の
内
部
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
集
落
跡
が
列
島
各
地
で
見

つ
か
っ
て
い
る
。

千
曲

川
流

域

で
　
千
曲
川
流
域
の
弥
生
社
会
は
後
期
に
な
る
と
、
よ
う
や
く

赤
い
土
器
の
発
達
　
縄
文
の
伝
統
的
習
俗
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
栗

林
式
土
器
に
み
ら
れ
た
縄
文
の
回
転
施
文
は
消
え
、
土
器
に
採
用
さ
れ
る
文
様
は

畿
内
の
弥
生
中
期
土
器
の
文
様
を
真
似
た
櫛
描
文
が
中
心
と
な

っ
た
。
モ
つ
し
た

土
器
を
吉
田
式
土
器

（図
１４
）
と
い
う
ｏ
そ
し
て
吉
田
式
土
器
を
発
展
的
に
継
承

し
た
の
が
、
「箱
清
水
式
土
器
」
で
あ
る
。
「箱
清
水
式
土
器
」
の
特
徴
は
前
述
の

櫛
描
文
を
さ
ら
に
多
用
す
る
点
と
と
も
に
、
貯
蔵
用
の
壷
、
盛
り
つ
け
用
の
鉢

・

高
杯
な
ど
煮
沸
具
に
あ
た
る
甕
以
外
の
器
の
表
面
の
ほ
ぼ
全
部
に
粘
土
を
混
ぜ
た

ベ
ン
ガ
ラ

（酸
化
第
二
鉄
）
を
塗
り
つ
け
て
真

っ
赤
に
焼
き
上
げ
る
点
に
あ
る
。

実
物
を
み
る
と
実
に
き
れ
い
で
不
思
議
な
魅
力
に
満
ち
た
土
器

（口
絵
写
真
）
で

あ
る
が
、
当
時
の
人
々
は
赤
く
彩
る
土
器
を
日
常
に
使
い
、
特
別
な
時
だ
け
に
用

い
た
形
跡
は
な
い
。
弥
生
時
代
に
日
常
の
器
を
こ
う
ま
で
彩
る
地
域
は
ほ
か
に
な

く
、　
一
部
の
上
器
に
塗
る
の
は
尾
張
地
方
の
後
期
前
半
の

「
山
中
式
土
器
」
の
パ

レ
ス
ス
タ
イ
ル

（宮
廷
様
式
）
の
壺

・
高
不
、
北
九
州
の
中
期
中
ご
ろ
の

「
須
玖

式
土
器
」
の
壺

・
高
不
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
を
ど
う
し
て
、
赤
く
塗

っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
謎
で
あ
る
。

な
お
、
古
田
式
は
二
段
階

。
箱
清
水
式
は
三
段
階
の
時
間
的
流
れ
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
後
期
の
時
期
を
示
す
に
あ
た
り
あ
い
ま
い
で
煩

雑
な
記
述
を
避
け
る
た
め
、
土
器
編
年

（図
１６

・
‐７
）
に
準
拠
し
て
後
期
を
時
期

順
に
１
～
５
期

（た
と
え
ば
後
期
１
期
、
後
期
２
期
…
…
な
ど
）
に
細
分
し
て
表

記
す
る
。
後
期
１
期
は
吉
田
式
の
古
段
階
、
後
期
２
期
は
吉
田
式
の
新
段
階
、
後

期
３
期
は
箱
清
水
式
古
段
階
、
後
期
４
期
は
箱
清
水
式
中
段
階
、
後
期
５
期
は
箱

清
水
式
新
段
階
に
相
当
す
る
。

下

伊
那

の
弥

生

時

代

後

期

　

「箱
清
水
式
土
器
」
は
善
光
寺

・
飯
山

・
大

諏
訪

・
松
本
の
弥
生
時
代
後
期
　
町

。
上
田

・
佐
久
な
ど
県
内
北
半
分
の
地
域

に
分
布
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
下
伊
那
か
ら
伊
那
市
の
半
ば
ま
で
の
県
南
部
地
域

第 1章 弥 生 時 代

写 7 戸坂遺跡の環濠 (佐 久市教育委員会提供)
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に
は

「座
光
寺

・
中
島
式
土

器
」
、
諏
訪
・松
本
な
ど
県
中

央
部
に
は
箱
清
水
式
と
座
光

寺
・中
島
式
の
折
衷
型
式
「橋

原
式
土
器
」
が
分
布
す
る
（図

・５
）ｏ
「座
光
寺

。
中
島
式
」

は

「箱
清
水
式
」
と
は
逆
回

転
の
畿
内
地
方
と
共
通
す
る

櫛
描
文
を
壺

。
甕
に
採
用
す

る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
高
不

は
東
海
西
部
の

「欠
山
式
土

器
」
の
も
の
を
補
完
し
て
い

る
。
モ
つ
し
た
土
器
様
相
の

違
い
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

県
内
の
弥
生
時
代
後
期
に
は

二
つ
の
地
域
圏
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

「箱
清
水
式
土
器
」
の
分
布

圏
で
は
千
曲
川
や
そ
の
支
流

沿
い
の
沖
積
地
や
低
湿
地
の

近
く
に
集
落
形
成
す
る
こ
と

が
多
い
。
水
田
経
営
に
あ
た

っ
て
は
長
野
市
出
土
の
本
器

第 1章 弥 生 時 代

図15 県内 3カ所の弥生後期土器分布圏 と県外の類似土器 (『 赤い土器のクニ』より)
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の
状
況
や
農
具
に
使
わ
れ
た
石
器
の
減
少
傾
向
か
ら
み
て
、
鉄
器
の
普
及
し
た
農

耕
社
会
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
下
伊
那
の

「座
光
寺

。
中
島
式
土
器
」
の
分
布
圏
で
は
、
天
竜
川

の
両
岸
に
発
達
し
た
段
丘
地
形
を
利
用
し
て
、
稲
作

・
畑
作
農
業
が
発
達
し
た
。

高
位
の
段
丘
面
で
は
、
水
田
が
で
き
な
い
た
め
、
畑
で
陸
稲
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ

こ
で
使
用
す
る
農
機
具
は
打
製
石
器
が
多
く
、
全
国
で
も
こ
の
地
域
で
し
か
み
ら

れ
な
い

『有
肩
一扇
状
耀
屈
器き
』
と
い
う
固
有
な
土
掘
り
具
も
発
明
さ
れ
た
。

諏
訪
で
は
こ
の
両
方
の
文
化
が
融
合
し
た
よ
う
な
状
況
で

「橋
原
式
土
器
」
が

作
ら
れ
た
。
松
本
で
は
、
「橋
原
式
土
器
」
に
近
い
形
状
の
土
器
が
作
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
資
料
が
少
な
く
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

同
系
統
の
文
様
や
形
を
持

つ
土
器
は
周
辺
諸
県
で
も
中
期
後
半
以
来
引
き
続
き

作
ら
れ
た
。
群
馬
県
で
は

「樽
式
土
器
」
と
よ
ば
れ
、
山
梨
県
で
は
型
式
名
が
な

い
が
、
金
の
尾
遺
跡
出
土
土
器
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
埼
玉

。
群
馬
県

に
は
縄
文
が
施
さ
れ
る
弥
生
土
器
が
生
ま
れ
た
。
コ
ロ
ケ
谷
・赤
井
土
式
土
器
」
と

よ
ば
れ
、
文
様
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
形
は

「箱
清
水

・
樽
式
土
器
」
と
共
通
し
た

側
面
を
も
つ
。

拡

大

す

る
　
栗
林
式
土
器
を
と
も
な
っ
た
開
拓
集
団
の
大
移
動
に
よ
っ
て
定

弥

生

社

会
　
着
し
た
千
曲
川
流
域
の
水
稲
耕
作
は
、
後
期
に
い
た
っ
て
各
盆

地
単
位
に
根
づ
き
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
た
。

後
期
１
期
の
代
表
的
集
落
は
善
光
寺
平
の
長
野
市
吉
田
高
校
グ
ラ
ン
ド
遺
跡
で

あ
る
。
都
合

一
〇
軒
の
竪
穴
住
居
が
発
掘
さ
れ
、
若
千
の
拡
大
が
予
想
さ
れ
る
も

の
の
や
や
小
規
模
な
集
落
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
後
期
初
頭
に

位
置
付
け
ら
れ
る
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
最
近
塩
尻
市
井
手
遺
跡

や
松
本
市
竹
淵
遺
跡
な
ど
で
見
つ
か
り
は
じ
め
て
お
ヶ
、
こ
の
時
期
の
集
落
の
実

態
解
明
も
近
い
将
来
で
き
そ
う
で
あ
る
。

後
期
２
期
で
は
善
光
寺
平
で
は
長
野
市
小
島

境
地
点
遺
跡
、
豊
田
村

南

大
原

遺
跡
な
ど
、
佐
久
平
で
は
北
西
ノ
久
保
遺
跡
、
周
防
畑
Ｂ
遺
跡
、
樋
村
遺
跡
、
野

馬
窪
遺
跡
な
ど
が
あ
る
。
後
期
１
期
で
は
い
っ
た
ん
少
な
く
な
っ
た
か
に
み
え
た

集
落
が
ふ
た
た
び
成
長
の
き
ざ
し
を
み
せ
る
。
と
く
に
佐
久
地
方
で
こ
の
時
期
最

大
と
考
え
ら
れ
る
周
防
畑
Ｂ
遺
跡
で
は

一
時
期
推
定
二
〇
軒
弱
、
北
西
ノ
久
保
遺

跡
で
は
十
数
軒
の
竪
穴
住
居
で
構
成
さ
れ
る
集
落
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま

た
、
中
期
後
半
に
は
な
か
っ
た
場
所
に
も
集
落
が
生
ま
れ
て
い
く
の
も
こ
の
時
期

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
期
後
半
で
は
い
く
つ
か
の
拠
点
に
集
住
し
て
い
た
人
々

が
、
後
期
に
入
る
と
新
し
い
耕
地
を
求
め
て
地
域
内
各
所
の
原
野
に
分
散
し
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
開
拓
を
進
め
て
収
益
を
多
く
し
て
い
っ
た
結
果
、
当
初
小
さ

か
っ
た
集
落
も
し
だ
い
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

後
期
３
期
で
は
善
光
寺
平
で
は
長
野
市
松
原
遺
跡
。本
村

東

沖
遺
跡

（長
野
高

校
地
点
）
、
神
楽
橋
遺
跡
、
佐
久
平
で
は
佐
久
市
北
西
ノ
久
保
遺
跡
・周
防
畑
Ｂ
遺

跡

。
上
直
路
遺
跡

。
後

沢
遺
跡
が
該
当
す
る
。
松
原
遺
跡
で
は
二
四
軒
の
竪
穴
住

居
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
中
期
後
半
に
三
〇
〇
軒
近
く
が
所
狭
し
と
居
住
し
て
い

た
状
況
と
比
較
す
る
と
か
な
り
閑
散
と
し
た
集
落
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み

え
る
が
、
後
期
２
期
に
比
べ
る
と
成
長
の
あ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
本
村
東

沖
遺
跡
で
は
四

一
軒
の
竪
穴
住
居
跡
の
ほ
か
掘
立
柱
建
物
跡
も
あ
り
、
そ
の
範
囲

は
さ
ら
に
広
が
る
。
３
期
最
大
級
の
集
落
跡
で
あ
る
。
佐
久
平
で
最
大
級
と
目
さ

れ
る
集
落
遺
跡
は
北
西
ノ
久
保

・
周
防
畑
Ｂ
遺
跡
で

一
時
期
二
〇
軒
程
度
と
考
え

第 1節 弥生文化 と浅間山麓
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図
１６
　
後
期
弥
生
土
器
の
移
り
変
わ
り
０

蓋・甕・台付甕

２。
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壼 0鉢・甑・高不等

北西ノ久保遺跡 (1・ 11-Y66住 、 2・ 4。 10-Y64住 、 3-Y123住、 5。 8・ 12-
Y70住、 9。 Y87住 )

野馬窪遺跡 (6・ 7-Y12住 )

周防畑 B遺跡 (13・ 15。 23-1号周構墓、14-Y7住 、16-2号 周構墓、17・ 21-
16住、18-Y15住 、19。 20-Y14住 、22-Y13住 )

上直跡遺跡 (24。 25。 28～ 32-Yl住 )

後沢遺跡 (26・ 27・ 33～ 35-Y24住 )

佐
久
平
弥
生
時
代

=:■
1■■■1■J ヾ

|:::::::::::::::::::::::::::::::::|ヽ

後
期
３
期

（古
）

後
期
３
期

（新
）



蓋・甕・台付甕

戸坂遺跡 (1・ 3～ 5。 8～ 12-環濠)

西近津遺跡 (2・ 6・ 7-1住 )

下小平遺跡 (13-Y2住、15。 17・ 18・ 20～ 22-Yl住 、25。

26。 28-Y4住 、48・ 49-HMl号 周溝墓、50。

51-HM2号 周溝墓 )

大」、け遺跡 (14-方形周溝墓 )

中平 。田中島遺跡 (16・ 19。 23・ 24・ 27-3住 )

久保田遺跡 (29。 35。 45・ 47-Y2・ 3住、30・ 32-1・ 2

号周溝墓 )

和田原遺跡 (31-5住 、42・ 43-6住、46-3住 )

瀧の峯 2号墳 (33・ 34・ 36～ 40・ 44)

池畑遺跡 (41-1住 )
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図
１７
　
後
期
弥
生
土
器
の
移
り
変
わ
り
０
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第 1章 弥 生 時 代

ら
れ
る
。
上
直
路
遺
跡
は
部
分
的
調
査
の
た
め
集
落
規
模
は
不
明
だ
が
、
長
辺

一

〇
屑
に
も
お
よ
ぶ
佐
久
平
最
大
級
の
竪
穴
住
居
跡
か
ら
屋
内
埋
葬
の
両
腕
に
銅

釧

（鋼
の
腕
輪
）
が
着
装
さ
れ
た
人
骨
が
見
つ
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
集
落
の
首

長
ク
ラ
ス
の
居
宅
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
沢
遺
跡
で
は
三
〇
〇
×
六
〇
屑
の
台

地
上
全
域
に
わ
た
り
三
二
軒
の
竪
穴
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
た
。
二
時
期
に
わ
た
る

集
落
と
考
え
ら
れ
、
大
き
い
部
類
の
集
落
に
属
す
る
。

こ
の
後
期
３
期
ま
で
は
、
善
光
寺
平

・
佐
久
平
の
弥
生
集
落
の
間
に
大
き
な
規

模
の
差
は
み
ら
れ
な
い
。

後
期
４
期
か
ら
古
墳
時
代
に
か
か
わ
っ
て
く
る
５
期
で
は
善
光
寺
平
で
は
長
野

市
篠
ノ
井
遺
跡
群

・
榎
田
遺
跡

。
四
ツ
屋
遺
跡
、
佐
久
市
戸
坂
遺
跡

・
下
小
平

遺

跡

・
池
畑
遺
跡
、
御
代
田
町
細
田

・
下
荒
田
遺
跡
な
ど
で
好
例
が
み
ら
れ
る
。

善
光
寺
平
で
は
篠
ノ
井
遺
跡
群
上
信
越
自
動
車
道
地
点
で
は
４
～
５
期
を
中
心

と
し
た
竪
穴
住
居
跡
が

一
五
三
軒
あ
り
、
３
期
と
比
べ
て
飛
躍
的
に
集
落
規
模
が

大
き
く
な
り
、
人
口
が
急
増
し
て
い
る
状
況
が
把
握
で
き
る
。
背
景
に
は
善
光
寺

平
に
弥
生
３
期
に
は
北
陸
系
土
器
の
流
入
が
顕
著
と
な
る
状
況
か
ら
、
北
陸
方
面

か
ら
人
の
移
動
が
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
３
期
並
行
と
考
え

ら
れ
る
木
島
平
村
根
塚
遺
跡
で
朝
鮮
半
島
南
東
部
の
伽
耶
地
方
産
の
つ
ず
巻
き
装
飾

を
も
つ
鉄
剣
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
騎
馬
民
族
の
夫
余
族
の
南
下
に
追
わ

れ
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
海
ル
ー
ト
で
北
信
濃

へ
亡
命
し
た
集
団
が
あ

っ
た
と
す
る

説
も
あ
り
、
外
国
か
ら
移
住
者
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
中
期
後
半
で
い
っ
た
ん
途
絶
え
た
か
に
み
え
た
他
地
域
か
ら
の
集
団
移
住

が
ふ
た
た
び
後
期
後
半
に
始
ま
っ
た
よ
．う
で
あ
る
。
「箱
清
水
式
土
器
」
分
布
圏
に

は
こ
の
ほ
か
に
も
多
錐

細
文

鏡
・細
形
銅
剣
、
巴

形
銅
器
。鉄
矛
な
ど
東
日
本
で

は
ほ
と
ん
ど
例
の
な
い
朝
鮮

。
九
州
系
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島

。
九

州
と
の
人
の
移
動
を
と
も
な
う
想
像
を
越
え
る
交
渉
が
あ

っ
た
可
能
性
は
高
い
。

こ
れ
に
対
し
、
佐
久
平
で
は
４
期
以
降
集
落
規
模
の
縮
小
、
お
よ
び
集
落
が
そ

れ
ま
で
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
に
ま
で
拡
散
し
て
分
布
す
る
傾
向
が
目
立
つ
。

４
期
の
遺
跡
は
佐
久
平
で
は
不
明
確
で
、
該
当
す
る
の
は
環
濠
が
発
見
さ
れ
た
戸

坂
遺
跡
の
み
、
５
期
に
入
る
と
下
小
平
遺
跡
で
五
軒
、
池
畑
遺
跡
で
二
軒
、
細
田

遺
跡
で

一
〇
軒
、
こ
の
ほ
か
の
同
時
期
の
遺
跡
で
は

一
～
二
軒
程
度
の
出
土
し
か

認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
５
期
以
降
に
は
そ
れ
ま
で
未
確
認
で
あ

っ
た
千
曲
川
本

流
沿
い
に
も
集
落

。
墓
が
形
成
さ
れ
る
。
佐
久
市
大
ふ
け

。
細
田
遺
跡
、
小
諸
市

久
保
田
遺
跡
、
浅
科
村
中

平
・
田
中
島
遺
跡
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の

遺
跡
で
と
く
に
目
立
つ
の
は
埋
葬
部
の
周
囲
を
円
形
や
方
形
の
溝
で
囲

っ
た
周
溝

墓
が
群
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

古
墳
発
生
に
か
か
わ
る
時
期
に
な
る
と
善
光
寺
平
の
弥
生
集
落
は
隆
盛
期
を
む

か
え
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
佐
久
平
の
弥
生
集
落
は
こ
と
切

れ
た
よ
う
に

一
挙
に
分
解
し
、
激
減
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
古

墳
築
造
の
動
き
が
少
な
か
ら
ず
関
与
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

川
境
に
異
な
　
弥
生
時
代
後
期
３
期
を
す
ぎ
た
こ
ろ
に
な
る
と
佐
久
平
で
は
千

る
土
器
様
相
　
曲
川
流
域
に
あ
っ
て
ほ
か
の
盆
地
と
異
な
る
個
性
的
な
土
器
の

文
様
を
描
く
よ
う
に
な
る
。
と
く
に
顕
著
な
の
が
千
曲
川
の
東
、
右
岸
地
域
で
あ

る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
壺
に
お
け
る
箆
描
の
矢
羽

状

文
と
、
甕
に
お
け
る
櫛

描
き
の
横
羽
状
に
組
み
あ
わ
せ
た
文
様

（図
２２
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
期
１

・
２

期
に
あ
た
る

「吉
田
式
土
器
」
の
文
様
要
素
で
あ
り
善
光
寺
平
で
は

「箱
清
水
式
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靱 部は中期

他は後期

遺跡の弥生住居分布 0:

図18 樋村遺跡の弥生集落

樋村遺跡は佐久市平賀に所在する。昭和57・ 58(1982・ 1983)年 に発掘調査が行なわれ、弥生時代中。後期の

竪穴住居跡13軒が発見されたほか、古墳時代後期の竪穴住居跡も300軒以上発見された。この地域は弥生時代

中期に開拓がはじまり、古墳時代後期に一大発展をとげたのである

こ』 豪

弥生集落集中区
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第 1節 弥生文化 と浅間山麓

土
器
」
の
成
立
に
あ
た
る
３
期
以
降
消
滅
す
る
文
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
い

ま
ま
の
文
様
が
佐
久
平
の
千
曲
川
右
岸
地
域
で
は
後
期
３
期
以
降
古
墳
時
代
初
頭

ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。
東
部
町

。
上
田
市
ま
で
の
千
曲
川
右
岸
地
域

一
帯
は
、

こ
れ
と
同
様
な
土
器
様
相
を
示
し
、
狭
い
な
が
ら
も
同

一
の
地
域
圏
を
形
成
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
最
近
ま
で
千
曲
川
流
域
の
弥
生
後
期
土
器
は
峠
を

越
え
て
群
馬
県
に
ま
で
は
入
り
込
ま
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

富
岡
市
の
拠
点
集
落
の
ひ
と
つ
南
蛇
井
増
光
寺
遺
跡
で
、
佐
久
市
周
防
畑
Ｂ
遺
跡

の
後
期
３
期
の
出
土
土
器
と
非
常
に
良
く
似
た
土
器
群

（図
２‐
）
が
発
見
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
発
見
に
よ
り
、
険
し
い
峠
を
越
え
て
、
千
曲
川
流
域
と
い
う
枠

組
み
に
こ
だ
わ
ら
な
い
越
境
交
流
も
弥
生
時
代
後
期
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
は
、
佐
久
平
～
上
田
平
に
か
け
て
の
千
曲
川
左
岸
地
域

一
帯
で

は
、
後
沢
遺
跡
の
土
器
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
箆
描
矢
羽
状
文
や
櫛
描
横
羽
状
文

は
３
期
以
降
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
。
同
じ
盆
地
内
に
あ
り
な
が
ら
川
を
隔
て
て
異

な
る
土
器
様
相
を
示
す
現
象
は
当
時
の
社
会
構
造
の

一
端
を
示
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
興
味
深
い
。

こ
う
い
っ
た
現
象
は
佐
久
平
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
が
、
善
光
寺
平
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
る
。
千
曲
川
と
犀
川
に
は
さ
ま
れ
た
篠
ノ
井
遺
跡
群
と
千
曲
川
右
岸
の

榎
田
遺
跡
、
ま
た
、
犀
川
左
岸
の
浅
川
扇
状
地
遺
跡
群
の
出
土
土
器
を
比
較
す
る

と
同
時
期
で
あ
る
の
に
、
若
千
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。

千
曲
川
流
域
の
弥
生
社
会
で
文
化
的
発
信
地
と
な
り
、
中
核
的
役
割
を
担
っ
た

図20 御代田町細田遺跡全体図 (1:1,500)
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図21 富岡市南蛇井・増光寺遺跡の後期弥生土器

集
落
が
ど
こ
だ
っ
た
の
か
、

い

ま
だ
絞
り
込
ま
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
土
器
型
式
の
変
化
に

先
進
的
要
素
と
主
導
的
要
素
を

強
　
兼
ね
備
え
て
い
る
地
域
は
善
光

カ離
　
寺
平
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も

は
　
際
立
っ
て
い
る
の
は
篠
ノ
井
遺

屍
　
跡
群
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
篠

畑
　
ノ
井
遺
跡
群
と
そ
の
周
辺
の
拠

佐
　
点
的
集
落
が
、
外
か
ら
の
文
化

的
要
素
を
他
に
先
ん
じ
て
受
容

で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
篠
ノ
井

遺
跡
群
等
で
選
択
さ
れ
た
新
た
な
る
文
化
要
素
は
、
近
隣
の
流
域
内
の
拠
点
集
落

へ
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
が
さ
ら
に
遠
隔
地
の
拠
点
集
落

へ
と
リ
レ
ー
式
に
伝
達
さ
れ

て
い
く
よ
う
な
情
報
体
制
が
千
曲
川
流
域
全
般
、
さ
ら
に
は
群
馬

・
埼
玉

・
山
梨

県
の
よ
う
な
同
じ
櫛
描
文
土
器
を
も
つ
中
部
高
地

一
円
に
で
き
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
県
内
で
は
各
地
域
。各
遺
跡
に
お
い
て
「箱

清
水
式
土
器
」
の
範

疇
に
あ
る
も
の
の
善
光
寺
平
か
ら
の
遠
隔
地
ほ
ど
、
佐
久
平

の
よ
う
に
基
本
か
ら
は
ず
れ
た
土
器
様
相
を
示
す
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

し
、
さ
ら
に
遠
い
県
外
で
は
伝
言
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
伝
達
事
項
が
、
だ
ん
だ
ん
変

化
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
結
果
、
群
馬
の
「樽
式
土
器
」
、
山
梨
の
金
の
尾
遺
跡

出
土
土
器
の
よ
う
な

「箱
清
水
式
土
器
」
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
形
状
の
土
器
を

生
み
出
す
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
小
地
域
の
　
後
期
弥
生
社
会
の
中
核
地
と
目
さ
れ
る
善
光
寺
平
を
対
象
に
し

状
　
　
　
況
　
て
、
佐
久
平
の
弥
生
社
会
の
状
況
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
両
地

域
の
中
間
地
帯
上
田
平
の
状
況
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

上
田
平
は

一
九
九
五
年
現
在
で
人
口

一
一
万
六
〇
〇
〇
人
を
数
え
、
県
内
三
位

の
人
口
密
集
地
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
集
落
遺
跡
は
未
確
認

で
あ
る
。
こ
の
温
暖
で
水
源
に
恵
ま
れ
た
地
域
が
、
本
格
的
稲
作
社
会
の
建
設
途

上
で
拠
点
と
し
て
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
実
に
不
思
議
に
思
え
る
。
上
田
盆
地

で
弥
生
集
落
の
形
成
が
は
じ
ま
る
の
は
後
期
３
期
以
降
で
あ
る
。
集
落
規
模
に
つ

い
て
は
全
域
が
把
握
さ
れ
た
調
査
が
少
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
肥

沃
な
塩
田
盆
地
の
水
田
地
域
を
背
景
に
か
な
り
の
収
穫
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ

れ
、
佐
久
平
を
上
回
る
集
落
が
営
ま
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

七
　
御
代
田
の
弥
生
集
落

御
代
田
で
は
現
在
、
弥
生
時
代
前

。
中
期
の
遺
跡
は
確
認
さ
れ

空
自
の
時
代

て
い
な
い
。
紀
元
前
三
世
紀
～
紀
元
二
世
紀
の
五
〇
〇
年
間
、

町
内
に
は
人
が
生
活
し
た
痕
跡
が
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
四
五
〇
〇
年
前

に
は
塩
野
で
焼
町
土
器
を
作
り
、
紀
元
前
三
～
四
世
紀
に
は
氷
式
土
器
を
と
も
な

っ
て
生
活
を
展
開
し
た
人
々
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

縄
文
か
ら
弥
生

へ
の
移
行
で
人
々
の
生
活
は
大
き
く
変
化
し
た
。
狩
猟

。
採
集

中
心
か
ら
稲
作
等
の
農
耕

へ
と
生
業
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
冷
涼
な
御
代
田
町

で
は
、
こ
の
生
業
の
変
化
に
適
合
で
き
ず
縄
文
人
が
移
住
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
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浅間山
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Ｔ
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協

浙
干曲川右岸 壺・甕ともに斜めを基調にした文様を採用

佐久地域固有の後期弥生土器となつた。

〃干曲川左岸 曇兵碁軍琶異喜写督松斎象埜里塁P
図22 佐久地方の弥生遺跡の分布 川を隔てて弥生土器の文様が異なる

ら
れ
る
。
五
〇
〇
年
の
居

住
空
白
の
間
、
御
代
田
町

の
山
林

。
原
野
は
採
集
の

場
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ス
マ
つ
。

弥
生
終
末
に
開
拓

細
田
遺
跡
の
集
落

御
代
田
町
域
で
は
弥
生
時

代
の
終
わ
り
に
よ
う
や
く

本
格
的
な
稲
作
り
の
農
村

が
営
ま
れ
た
。
推
定
年
代

西
暦
二
五
〇
年
こ
ろ
の
で

き
ご
と
で
あ
る
。

こ
の
農

村
が
発
見
さ
れ
た
の
は
塩

野
の
細
田
遺
跡
と
下
荒
田

遺
跡

（図
２３
）
で
、
榛
木

沢
と
い
う
冷
害
に
あ
わ
な

い
一
等
水
田
地
帯

の
す
ぐ

近
く
に
立
地
し
て
い
た
。

佐
久
地
方
に
拠
点
を
構
え

た
弥
生
時
代
の
人
々
は
、

水
田
開
拓
可
能
な
温
暖
な
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写 O Y-5号 住居跡

ここから一粒の炭化米が出土 した

写 9 細田遺跡のY-7号 住居跡

図23 細田・下荒田遣跡・ 弥生集落想像図 (小山内玲子画)
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写10 細田遺跡から榛木沢をのぞむ

写11 細田・ 下荒田遺跡出土の弥生土器群

真っ赤に彩色された土器もたくさん混 じっている。壺・甕・不・高不

などがあり、縄文土器に くらべ、さまざまな機能に適応した土器が作

られた。
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地
を
捜
し
て
、
標
高
八
五
〇
屑
の
高
冷
地
御
代
田
ま
で
足
を
運
び
、
榛
木
沢
の
地

を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
細
田

・
下
荒
田
遺
跡
の
弥
生
集
落
に
居
住
し
た
人
々
は

水
田
を
切
り
開
く
時
、
田
植
え

。
稲
刈
り
の
時
な
ど
は
す
べ
て
共
同
作
業
で
行
な

っ
た
。
細
田
遺
跡
は
同
時
併
存
九
軒
、
下
荒
田
遺
跡
は
五
軒
の
集
落
規
模
か
ら
考

え
て
大
人

・
子
供
あ
わ
せ
て
六
～
七
〇
人
が
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
労
働
者
数
は
乳
飲
み
子
や
幼
児

・
病
人
を
除
く
約
四
〇
人
程
度
だ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。

山
あ
い
の
洞
穴
　
御
代
田
町
の
浅
間
南
麓
標
高

一
五
〇
〇
屑
の
地
点
に
洞
穴
が

に
住
む
弥
生
人
　
あ
り
ヽ
そ
こ
か
ら
獣
骨
と
と
も
に
弥
生
土
器
が
出
土
し
た
。

こ
の
洞
穴
は
、
山
犬
の
穴
洞
穴
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
弥
生
土
器
は
破
片
の
た
め
、

細
か
な
時
代
が
わ
か
ら
な
い
が
、
中
期
後
半
以
降
後
期
ま
で
の
範
囲
に
納
ま
る
。

御
代
田
の
山
問
部
で
弥
生
時
代
に
生
活
し
て
い
た
人
々
が
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
山
間
部
の
洞
穴
に
残
さ
れ
た
弥
生
時
代
の
生
活
の
痕
跡
は
、
近
隣
で

は
北
相
木
村
の
栃
原
岩
陰
（標
高
九
六
〇
屑
）
、
小
海
町
の
天
狗
岩
洞
穴
、
自
田
町

の
声
内
岩
陰

（標
高

一
〇

一
〇
屑
）
な
ど
、
東
北
信
で
は
真
田
町
唐
沢
岩
陰

（標

高

一
二
四
〇
屑
）
、
陣
の
岩
岩
陰

（標
高

一
四
〇
〇
屑
）
、
高
山
村
湯
倉
洞
穴
な
ど

県
内
各
所
に
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
洞
穴
遺
跡
は
い
く
つ
も
の
時
代
が
複
合
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た

め
、
と
か
く
縄
文
時
代
に
注
目
が
集
ま
り
、
弥
生
時
代
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
栃
原
岩
陰
な
ど
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
し
か
し
、

平
成
七

（
一
九
九
五
）
年
天
狗
岩
洞
穴
で
弥
生
後
期
の
単
純
層
が
発
掘
さ
れ
、
想

像
を
越
え
る
内
容
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
弥
生
時
代
の
洞
穴
は
単
な

る
狩
猟
を
行
な
う
た
め
の
季
節
的
な
キ
ャ
ン
プ
地
で
は
な
く
、
海
産
貝
の
イ
モ
ガ

イ
の
装
飾
品
を
手
に
入
れ
て
い
る
状
況
か
ら
み
て
、
交
易
の
た
め
東
西
を
往
来
す

る
人
に
と
っ
て
は
峠
の
民
宿
的
な
施
設
と
し
て
も
利
用
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
モ
ガ
イ
の
装
飾
品
は

一
泊
の
代
金
と
し
て
も
ら
っ
た
か
、
鹿

・
猪
な
ど
の
乾
燥

肉
と
交
換
し
て
手
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

弥
生
時
代
は
稲
作
農
耕
の
時
代
と
し
て
の
印
象
が
強
い
が
、
山
間
部
の
洞
穴
や

岩
陰
に
住
み
、
通
常
は
狩
猟

・
畑
作
を
生
業
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
人
々
も
い
た

の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
捕
獲
し
た
獲
物
の
加
工
品
を
も

っ
て
里
に
お
り
、
米
な
ど

と
交
換
し
た
。
時
に
は
大
平
洋
側
か
ら
き
れ
い
な
装
飾
品
を
た
ず
さ
え
た
人
も
訪

れ
、　
一
宿
を
請
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
洞
穴
遺
跡
の
弥
生
集
落
は
山
間
部
と
い

っ
て
も
僻
地
で
は
な
く
、
地
域
間
交
流
に
あ
た
っ
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。



第
二
節
　
人
々
の
暮
ら
し

一　
集
落

・
耕
地
の
拡
大

弥
生
時
代
は
稲
作
農
耕
の
開
始
に
象
徴
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。

水
田
の
開
拓

弥
生
人
は
ま
ず
、
各
地
域
の
水
源
に
恵
ま
れ
た
温
暖
な
土
地
か

ら
水
田
の
開
拓
に
着
手
し
た
。
そ
し
て
そ
の
水
田
は
朝
鮮
半
島
か
ら
そ
っ
く
り
技

術
移
入
さ
れ
た
た
め
、
弥
生
早
期
か
ら
完
成
さ
れ
た
姿
の
も
の
で
あ
っ
た
。

長
野
県
で
は
県
内
の
弥
生
文
化
発
展
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
善
光
寺
平
で

広
大
な
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
千
曲
川
の
自
然
堤
防
と
周
辺
の
河
川
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
肥
沃
な
土
壌
を
も

っ
た
後
背
湿
地
に
立
地
す
る
長
野
市
石
川
条

里

・
川
田
条
里
遺
跡
で
あ
る
。

川
田
条
里
遺
跡
で
は
ま
ず
中
期
後
半
に
自
然
流
路
付
近
の
限
定
さ
れ
た
小
さ
な

範
囲
に
初
期
水
田
が
営
ま
れ
、　
つ
い
で
後
期
に
は
人
工
用
水
路
を
掘
削
し
た
水
田

が
大
き
く
広
が
っ
て
い
く
。
こ
の
土
地
で
は
中
期
後
半
か
ら
後
期
の
間
に
用
水
を

引
く
な
ど
開
拓
技
術
が
進
歩
し
、
耕
地
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
稲
作
農
業
が
発
達
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
水
田
の
開
拓
に
あ
た
っ
て
は

い
く
つ
か
の
集
落
の
労
働
力
の
結
集
が
不
可
欠
で
も
あ
る
。

な
お
、
水
田

一
枚
の
面
積
は
約
二
〇
平
方
屑
程
度
で
、
保
水
、
排
水
を
考
慮
し

て
地
形
を
巧
み
に
生
か
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。
近
い
将
来
同
様
な
水
田
跡
が
佐
久

第 2節 人々の暮 らし

地
方
で
も
発
見
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

弥
生
時
代
に
導
入
さ
れ
た
農
耕
文
化
は
稲
作
を
基
本
と
し
て
い

畑
　
　
　
作
　

た
が
ヽ
日
本
で
も
っ
と
も
早
く
水
田
を
開
い
た
長
崎
県
菜
畑
遺

跡
で
は
シ
ソ

・
ゴ
ボ
ウ

。
ア
ズ
キ
な
ど
の
畑
作
物
の
種
子
も
出
土
し
た
。
こ
の
た

め
、
弥
生
時
代
は
最
初
か
ら
米
ば
か
り
で
な
く
、
畑
作
物
も
積
極
的
に
栽
培
し
て

い
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
佐
久
市
で
も
水
田
を
開
く
に
は
不
都
合
な
台

地
上
に
紀
元
二
世
紀
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
ム
ラ
、
下
聖
端
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
炭
化

種
子
の
内
容
を
み
る
と
、
米
よ
り
も
麦
が
多
く
、
畑
作
に
依
存
し
て
い
た
生
活
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
な
状
況
は
、
伊
那
谷
に
も
あ
っ
た
。
伊
那
谷
の
弥

生
文
化
は
ま
ず
天
竜
川
の
氾
濫
原
に
の
ぞ
む
低
位
の
段
丘
に
定
着
す
る
が
、
時
代

が
下
る
に
し
た
が
い
、
人
口
が
増
え
る
と
、
高
燥
な
段
丘
の
開
拓
に
乗
り
出
し
て

い
っ
た
。
そ
こ
で
は
当
然
水
田
を
作
る
に
は
難
が
あ
る
た
め
、
畑
作
が
中
心
で
あ

っ
た
。
伊
那
谷
の
弥
生
人
は
打
製
の
石
器

（石
鍬
。有
肩
一扇
状

石
器
な
ど
）
を
用

い
て
、
堅
い
原
野
を
畑
に
変
え
、
陸
稲

・
麦

・
粟
な
ど
を
栽
培
し
、
生
活
の
糧
に

し
て
い
た
。

弥
生
時
代
に
は
狩
猟
採
集
に
依
存
し
て
い
た
ム
ラ
も
あ
っ
た
。
平
地
の
ム
ラ
か

ら
派
遣
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
山
間
部
の
ム
ラ
、
大
阪
府
東
山
遺
跡
は

一
時
期
七

軒
程
度
の
小
さ
な
ム
ラ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
稲
の
穂
摘
み
を
行
な
う
石
包
丁
は
ほ

293
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扁平片刃石斧

図24 鉄の斧と石の斧

太
型
蛤
刃
石
斧

と
ん
ど
な
く
、
叩
き
石

・
磨
石

。
石
皿
な
ど
動
物

具
が
見
つ
か
っ
た
。

加
工
具
の
変
化
　
稲
作
開
始
こ
ろ
の
鉄
器
は
手
斧
、
鈍

な
ど
の
加
工
具
が
中
心

と
農
具
の
創
出
　
で
あ
り
、
太
形
蛤
刃
石
斧
や
扁
平
片
刃
石
斧
な
ど
の
石
器
と

と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
弥
生
後
期
に
な
る
と
千
曲
川
流
域
で
は
他
地
域
よ
り

も
鉄
器
が
増
加
し
、
石
の
加
工
具
は
減
少
す
る
。
鉄
製
加
工
具
の
普
及
に
よ
り
木

の
加
工
が
容
易
に
な
り
、
木
製
農
具
の
大
量
生
産
が
可
能
に
な
っ
た
。
優
秀
な
農

具
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
勤
勉
な
倭
人
は
農
地
の
開
拓
を
促
進
し
、

広
大
な
水
田
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

石
川
条
里
遺
跡
の
水
路
か
ら
は
耕
作
具
の
鍬

・
鋤
、
土
を
な
ら
す
柄
ぶ
り
、
脱

穀
用
の
杵

・
臼
、
横
槌
な
ど
多
量
の
木
製
品
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
製
品

は
農
家
で
最
近
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
大
差
が
な
い
。
ま
た
、
佐
久
市
後
沢

遺
跡
で
は
鉄
斧
が
出
土
し
、
御
代
田
町
下
荒
田
遺
跡
の
よ
う
な
山
麓
の
小
集
落
で

も
刀
子

（ナ
イ
フ
）
が
出
土
し
て
い
る
。

鍬

収
穫
具
の
石
包
丁
は
千
曲
川
流
域
の
各
弥
生
集
落
で
出
土
し
て
い
る
が
、
あ
ま

り
目
立
っ
た
存
在
で
は
な
い
。
後
期
に
い
た
る
と
こ
れ
に
代
わ
る
鉄
製
品
が
普
及

し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

:
ど  写12 石包丁 稲の穂首がりに
聖     使った

:
道

鯰 甲

図25 現代器具と変わらぬ耕作具
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千
曲
川
流
域
の
後
期
弥
生
社
会
、　
い
い
換
え
れ
ば
赤
い
土
器
に
象
徴
さ
れ
る
箱

清
水
式
土
器
文
化
圏
の
繁
栄
は
、
他
地
域
を
圧
倒
す
る
鉄
器
の
大
量
普
及
に
依
存

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
系
統
の
樽

式
土
器
文
化
圏
、
群
馬
県
側
で
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
。

衣

食

住

弥
生
時
代
の

一
般
的
な
住
居
は
竪
穴
住
居
で
あ
る
が
、
滋
賀
県

家

の

造

り
　
や
長
野
県
飯
山

。
中
野
地
方
な
ど
で
は
掘
立

柱

建
物
跡
、
ま

た
、
新
潟

。
石
川
県
の

一
計
の
遺
跡
で
は
平
地
住

居
が
多
用
さ
れ
る
な
ど
、
各
地

の
気
候

・
風
土
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
に
適
し
た
住
居
が
造
ら
れ
た
。
ま
た
、
竪
穴

住
居
の
平
面
形
態
に
し
て
も
地
域
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
創
出
さ
れ
た
。

な
お
、
粗
等
収
穫
物
の
保
管
は
掘
立
柱
建
物
の
多
い
地
域
で
は
高
床
倉
庫
に
、

そ
う
で
な
い
長
野
県
の
諸
地
域
で
は
竪
穴
住
居
空
間
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

長
野
県
で
は
掘
立
柱
建
物
と
竪
穴
住
居
が
場
所
を
違
え
て
共
存
す
る
飯
山
地
方
、

平
地
住
居
と
竪
穴
住
居
が
共
存
す
る
長
野
市
松
原
遺
跡
以
外
の
地
域
は
竪
穴
住
居

が
主
体
で
あ
る
。

掘
立
柱
建
物
が
多
用
さ
れ
る
飯
山
地
方
で
は
、
中
期
後
半
の
竪
穴
住
居
が
西
日

本
的
な
灰
穴
炉
を
も
つ
円
形
住
居
と
類
似
し
、
北
陸
経
由
で
西
日
本
と
の
交
渉
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
こ
の
地
域
の
墓
制
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り

木
棺
墓
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
円
形
竪
穴
住
居
は
中
期
後
半
に
お
い
て
中
野
市
で

も
主
体
を
占
め
る
が
、
善
光
寺
平
南
部
に
い
た
る
と
方
形

。
楕
円
形
竪
穴
住
居
、

さ
ら
に
平
地
住
居
と
も
共
存
す
る
。
平
地
住
居
は
新
潟

・
石
川
な
ど
の
影
響
を
受

け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
松
本
盆
地
で
は
中
期
後
半
で
も
最
初
の
時
期
に

円
形
住
居
が
み
ら
れ
る
が
、
し
だ
い
に
方
形
↓
楕
円
形

へ
と
変
化
す
る
。
こ
れ
ら

以
外
の
地
域
で
は
中
期
後
半
の
円
形
竪
穴
住
居
は
基
本
的
に
み
ら
れ
な
い
。

上
小
川
域
は
中
期
後
半
の
痕
跡
が
な
く
不
明
、
佐
久
地
域
は
方
形

。
長
方
形
竪

穴
住
居
が
主
体
を
占
め
、
群
馬
県
と
共
通
す
る
。
下
伊
那
地
方
は
中
期
後
半
段
階

で
は
長
方
形
竪
穴
住
居
が
主
体
を
占
め
る
。

後
期
に
な
る
と
地
域
相
は
解
消
の
方
向
に
向
か
い
千
曲
川
流
域
で
長
方
形
基
調
、

天
竜
川
流
域
で
は
方
形
基
調
と
異
な
っ
た
形
態
の
竪
穴
住
居
が
造
ら
れ
る
が
、
飯

山

。
大
町
な
ど
で
は
楕
円
形
住
居
も
残
存
す
る
。

な
お
、
最
近
で
は
佐
賀
県
吉
野
ケ
里
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
楼
観

・
物
見
台
と
み

ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
跡
、
同
吉
野
ケ
里
遺
跡
や
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
で
見
つ
か

っ
た
楼
閣
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
大
型
の
建
物
跡
、
ま
た
奈
良
県
唐
古

・
鍵
遺
跡
の

中
期
後
半
の
土
器

（Ⅳ
様
式
）
に
描
か
れ
た
重
層
構
造
の
建
物
の
絵
画
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
弥
生
中
期
の
段
階
の
畿
内

。
九
州
に
お
け
る
宮
室
を
思
わ
せ
る
よ

う
な
重
厚
な
大
型
建
物
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
長
野
県
で
は
未
発
見
で

あ
る
。

ま
た
、
唐
古

・
鍵
遺
跡
や
京
都
市
中
海
道
遺
跡
で
は
土
壁
建
物
跡
、
奈
良
県
星

ケ
丘
遺
跡
な
ど
弥
生
末
の
鍛
冶
工
房
跡
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
長
野
県
で

は
こ
う
い
っ
た
変
わ
っ
た
建
物
の
有
無
に
つ
い
て
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。

最
近
北
部
九
州
で
は
今
ま
で
猪
と
考
え
ら
れ
て
き
た
骨
が
、
豚

食
　
　
　
料
　

の
骨
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
家
畜
を
飼
育
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
北
部
九
州
で
三
例
、
畿
内
で
三
例
、
神
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奈
川
県
で

一
例
の
豚
の
骨
が
確
認
さ
れ
た
。
今
ま
で
弥
生
時
代
に
は
家
畜
を
飼
う

習
慣
が
な

い
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
今
後
さ
ら
に
豚
の
骨
の
発
掘
例
が
増
え
れ
ば

定
説
が
く

つ
が
え
る
可
能
性
も
あ
る
。　
ニ
ワ
ト
リ
も
弥
生
時
代
に
倭
国

へ
や
っ
て

来
た
。
食
用
に
し
た
か
は
定
か
で
な

い
が
、
お
そ
ら
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら

し
ば
ら
く
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
卵
を
産
ま
な
く
な

っ
た

ニ
ワ
ト
リ
を

つ
ぶ
し
て
食

べ
た
程
度
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
は
縄
文
時
代
に
は
手
厚
く
埋
葬
さ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
弥
生
時
代
の
大
の
骨
は
解
体
さ
れ
た
跡
が
あ
る
の
で
食
用
に
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
高

い
。

こ
の
ほ
か
、
稲
作
社
会
に
い
た

っ
て
か
れ
ら
は
何
を
日
常
食
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の

一
端
を
示
す
資
料
が
佐
久
市
下
聖
端
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
。

下
聖
端
遺
跡
の
弥
生
後
期
の
竪
穴
住
居
跡
は
焼
失
し
て
い
た
。
多
く
の
炭
化
材

に
混
じ

っ
て
炭
化
し
た
種
子
も
出
土
し
た
。
分
析
に
よ
れ
ば
米
の
比
率
は
少
な
く
、

麦
が
多

い
。
山
ブ
ド
ウ
も
多
く
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果

か
ら
、
水
稲
耕
作
だ
け
に
依
存
せ
ず
畑
作
中
心
の
集
落
が
あ
っ
た

こ
と
、
縄
文
時
代
に
劣
ら
ず
山
の
幸
を
栄
養
源
と
し
て
確
保
し
て

い
た
状
況
な
ど
が
彿
彿
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
動
物
骨
の
出
土
例
が

な
い
の
で
確
証
は
な
い
が
、
野
鳥
や
鹿

・
猪

・
熊

。
た
ぬ
き
な
ど

の
獣
も
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
弥
生
人
の
口
に
運
ば
れ
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

弥
生
時
代
は
現
代
の
よ
う
に
飽
食
の
時
代
で
は
な
い
。
主
食
と

し
て
米
を
選
択
し
た
時
代
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
十
分
に
収
穫
で

き
る
保
証
は
な
か
っ
た
。
米
の
ほ
か
に
雑
穀
や
根
菜
類
、
山
野
草
、

海

。
川
で
捕
獲
で
き
る
魚
介
類
、
さ
き
に
登
場
し
た
豚

・
大
な
ど

の
家
畜
、
食
用
に
な
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
栄
養
を
摂
取
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『魏
志
倭
人
伝
』
に
よ
れ
ば
、
倭
人
の
男
は

「
頭
に
鉢
巻
き
、
衣
服
は

衣

布
を
結
び
つ
け
て
つ
な
い
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
縫

っ
て
い
な
い
も
の
」

い
わ
ゆ
る

「横
幅
」
衣
、
女
は

「中
央
に
穴
を
あ
け
て
頭
を
通
し
て
こ
れ
を
き
て

い
た
」
い
わ
ゆ
る

「貫
頭
」
衣
を
着
て
い
た
と
さ
れ
る
。
縄
文
時
代
の
晩
期
後
半
、

編
衣
に
か
わ
っ
て
織
布
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
弥
生
時
代
に
広
ま
る
。
機

織
り
の
道
具
は
各
地
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
弥
生
人
が
衣
類
の
製
作
に
熱

心
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
代
人
が
弥
生
時
代
の
貫
頭
衣
の
製
作

に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
、
植
物
繊
維
を
取
り
出
し
て
長
く
つ
な
ぎ
、
撚
り
を
か
け

て
糸
に
す
る
の
に
五
七
日
、
織
り
に
八
日
、
仕
立
て
に

一
日
、
合
計
六
六
日
か
か

っ
た
と
い
う
。
織
る
労
力
よ
り
も
、
糸
を
紡
ぐ
労
力
の
方
が
は
る
か
に
た
い
へ
ん

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
長
野
県
で
は
糸
を
紡
ぐ
た
め
に
使
用
し
た
紡
錘
車
が
弥
生
時

第 2節  人々の暮らし

写13 細田 。下荒田遺跡出土の紡鍾車

図20 紡鐘車の使用例 糸をつむ ぐ

貫頭衣を着た女性
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図29 銅鐸の製作

代
の
遺
跡
か
ら
た
く
さ
ん
出
土
し
て
い
る
。
御
代
田
町
で
も
塩
野
の
細
田
遺
跡
や

下
荒
田
遺
跡

（写
１３
）
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

弥
生
時
代
を
代
表
す
る
祭
祀
遺
物
に
は
、
剣

・
鏡
や
巴
形
銅
器

祭
　
　
　
り

な
ど
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
も
っ
と
も
象
徴
的
な
の
は
国
内
で
製

作
さ
れ
た
銅
鐸
で
あ
る
。
銅
鐸
は
内
側
に
舌
を
つ
る
し
、
揺
す
る
と
音
を
発
す
る

ベ
ル
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
源
流
は
中
国
黄
河
文
明
で
家
畜
を
よ
び
集
め
る
の

に
つ
か
っ
た
ベ
ル
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
。
畿
内
を
中
核
と
し
て
東
は
長
野
県
（塩

尻
市
柴
宮
銅
鐸
は
有
名
）
、
西
は
九
州
に
ま
で
分
布
す
る
。
弥
生
時
代
に
豊
作
を
願

う
稲
作
農
耕
に
か
か
わ
る
祭
り
に
際
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

最
近
ま
で
続
い
て
い
た
豊
作
を
願
う
春
祭
り
、
収
穫
を
感
謝
す
る
秋
祭
り
は
弥
生

時
代
の
祭
り
が
原
形
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
弥
生
人
は
芽
吹
き
の
春
、
憂
愁

の
秋
に
銅
鐸
の
音
色
を
ど
ん
な
思
い
を
込
め
て
聞
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
銅

鐸
に
は
倉
庫
、
鹿
な
ど
の
狩
り
を
す
る
人
、
魚
を
獲
る
人
、
杵
を
つ
く
人
、
猪
、

鷺
、
す

っ
ぼ
ん
、
と
ん
ぼ
、
か
ま
き
り
、
い
も
り
な
ど
の
絵
画

が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
収
穫
に
対
す
る
祈
り
、
感
謝
、

あ
る
い
は
自
然
と
の
共
生
を
願

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ

に
し
て
も
弥
生
時
代
の
共
同
体
社
会
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
役
割
を
も
つ
祭
り
の
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

弥
生
時
代
に
重
視
さ
れ
た
銅
鐸
も
弥
生
時
代
の
終
焉
、
古
墳
時

代
の
始
ま
り
を
も
っ
て
埋
納

・
隠
匿
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
大

和
に
端
を
発
し
た
強
力
な
首
長
た
ち
を
頂
点
と
す
る
新
た
な
祭

り
の
施
行
に
よ

っ
て
、
弥
生
時
代
の
伝
統
的
な
祭
り
は
と
り
止

め
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
出
雲

・
島
根
県
の
加
茂
岩
倉
遺
跡

で
三
八
個
ま
と
め
て
埋
納
さ
れ
た
銅
鐸
が
話
題
を
よ
ん
だ
。
銅
鐸
は
こ
の
よ
う
に

ひ
っ
そ
り
と
埋
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

こ
の
ほ
か
の
祭
祀
行
為
に
卜
占
骨
も
あ
る
。
こ
れ
は
鹿
２
肩
甲
骨
に
焼
き
火
ば

し
状
の
棒
を
お
し
つ
け
て
、
ヒ
ビ
の
入
り
か
た
で
吉
凶
を
占
う
も
の
で
あ
る
。
ト

占
骨
は
更
埴
市
生
仁
遺
跡
、
長
野
市
四
ツ
屋
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は
、
佐
久
市
北
西
ノ
久
保
遺
跡
Ｙ
１
１０９
号
住
居
跡

か
ら
見
つ
か
っ
た
鹿
の
角

。
四
肢
骨
と
猪
の
子

（瓜
ボ
ウ
）
の
下
顎
骨
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
骨
は
住
居
と
と
も
に
意
図
的
に
焼
か
れ
た
も
の
で
、
何
ら
か
の
祭
祀
的

な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
瓜
ボ
ウ
の
骨
は
肉
が
つ
い
た
状
態

で
焼
か
れ
た
こ
と
が
鑑
定
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。


