
i

五
城
目
町
史
／
目
次



iiiii

　
　
　
　

焼
山
の
敗
戦
（
七
九
）　
　

蝦
夷
の
要
求
（
八
〇
）　
　

藤
原
保
則
と
小
野
春
風
（
八
二
）

　
　
　
　

小
野
春
風
鎮
守
将
軍
に
（
八
四
）　
　

中
谷
地
遺
跡
（
八
六
）　
　

天
慶
の
乱
（
八
七
）　

雀
館
古
代
井
戸
跡
（
八
九
）

　
　

岩
野
山
古
墳
群　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

九
一

　
　
　
　

そ
の
形
と
副
葬
品
（
九
一
）　
　

被
葬
者
は
（
九
三
）　
　

蕨
手
刀
（
九
六
）　
　

開
防
遺
跡
は
製
鉄
集
落
（
九
七
）

　
　

率

浦

郷　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

九
九

　
　
　
　

和
名
類
聚
抄
（
九
九
）　
　

率
浦
郷
（
一
〇
〇
）　
　

吉
弥
侯
部
系
図
（
一
〇
二
）　
　

馬
産
地
（
一
〇
五
）

　
　
　
　

発
掘
さ
れ
た
家
（
一
〇
六
）　
　

志
万
太
郎
と
新
方
次
郎
（
一
〇
九
）　
　

清
原
氏
の
内
紛
後
三
年
の
役
（
一
一
〇
）

　
　
　
　

清
原
・
安
倍
系
図
（
一
一
一
）　
　

奥
州
藤
原
氏
（
一
一
一
）　
　

大
河
次
郎
兼
任
出
自
（
一
一
二
）

　
　
　
　

奥
州
征
伐
（
一
一
四
）　
　

大
河
氏
と
鉄
生
産
（
一
一
六
）　
　

論
功
行
賞
・
橘
公
業
（
一
一
九
）　
　

兼
任
起
つ
（
一
二
一
）

　
　
　
　

公
業
逃
亡
（
一
二
三
）　
　

国
府
を
目
指
す
（
一
二
四
）

　
　

古
代
の
信
仰　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一
二
六

　
　
　
　

神
へ
の
信
仰
（
一
二
六
）　
　

仏
教
ひ
ろ
ま
る
（
一
二
七
）　
　

日
吉
（
枝
）
神
社
（
一
二
八
）

　
　
　
　

郷
土
の
寺
院
な
ど
（
一
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一
三
三

　
　

秋

田

郡　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一
三
五

　
　
　
　

湖
東
部
の
ひ
ろ
が
り
（
一
三
五
）　
　

橘
氏
と
秋
田
郡
（
一
三
六
）　
　

国
・
郡
混
乱
（
一
三
七
）

　
　
　
　

橘
公
員
と
薬
上
（
一
四
〇
）　
　

洲
崎
遺
跡
・
湯
河
湊
（
一
四
一
）　
　

橘
氏
そ
の
後
（
一
四
四
）

　
　
　
　

合
戦
た
び
た
び
（
一
四
七
）

中
世
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一
三
三

中
世
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一
三
三

　
　

は
る
か
に
遠
い
時
代
の
郷
土　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五

　
　

縄
文
時
代―

―

中
山
遺
跡
を
中
心
に　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

六

　
　
　
　

中
山
遺
跡
発
掘
（
六
）　
　

昭
和
末
、
平
成
初
の
発
掘
（
九
）　
　

そ
の
他
の
縄
文
遺
跡
（
一
二
）

　
　
　
　

縄
文
前
・
中
期
遺
跡
（
一
四
）　
　

亀
ヶ
岡
文
化
（
一
四
）　
　

縄
文
の
漆
技
術
（
一
五
）

　
　
　
　

三
内
丸
山
遺
跡
が
教
え
る
も
の
（
一
七
）　
　

地
形
を
想
像
す
る
（
一
七
）　
　

縄
文
交
易
（
一
八
）

　
　
　
　

大
陸
と
の
海
み
ち
（
一
九
）

　
　

籾
跡
の
あ
る
土
器―

―

弥
生
時
代
は
じ
ま
る　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
〇

　
　
　
　

志
藤
沢
と
新
間
（
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
五

　
　
　
　

巨
大
古
墳
（
二
七
）　
　

阿
倍
比
羅
夫
北
征
（
二
八
）　
　

齶
田
郡
（
三
一
）　
　

蝦
夷
（
三
二
）

　
　
　
　

蝦
夷
の
く
ら
し
は
（
三
四
）

　
　

出

羽

国　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三
七

　
　
　
　

出
羽
郡
か
ら
出
羽
国
へ
（
三
七
）　
　

開
拓
の
あ
り
さ
ま
（
三
九
）　
　

出
羽
柵
蝦
夷
反
乱
（
四
〇
）

　
　

秋

田

城　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
二

　
　
　
　

出
羽
柵
北
進
（
四
二
）　
　

秋
田
城
（
四
五
）　
　

石
崎
遺
跡
・
発
掘
（
四
六
）

　
　
　
　

高
橋
論
文―

石
崎
遺
跡
は
初
め
の
「
秋
田
城
」（
五
三
）　
　

遺
跡
の
意
味
（
六
三
）　
　

烽
通
信
（
六
四
）

　
　
　
　

砦
の
く
ら
し
（
六
五
）　
　

天
長
大
地
震
（
六
七
）　
　

出
羽
国
緊
張
（
七
〇
）　
　

元
慶
の
乱
お
き
る
（
七
六
）

原
始
時
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五

原
始
時
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五

古
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
五

古
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
五



ivv

　
　
　
　

藩
政
の
基
本
的
し
く
み
（
二
三
九
）　
　

五
城
目
の
給
分
・
蔵
分
（
二
四
〇
）　
　

最
初
の
検
地
（
二
四
五
）

　
　
　
　

黒
印
御
定
書
（
二
五
四
）　
　

生
活
規
則
（
二
六
八
）　
　

事
例
・
野
田
村
（
二
七
一
）

　
　

新
田
開
発　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
七
五

　
　
　
　

戸
村
堰
の
工
事
（
二
七
六
）　
　

真
崎
堰
と
開
発
（
二
七
九
）　
　

開
田
と
十
王
堂
（
二
八
三
）

　
　
　
　

指
紙
開
と
注
進
開
（
二
八
五
）　
　

水
慣
行
（
二
九
七
）　
　

水
利
紛
争
（
三
〇
〇
）

　
　
　
　

用
水
路
に
関
す
る
と
り
き
め
（
三
〇
六
）

　
　

村
々
・
百
姓　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三
一
〇

　
　
　
　

親
郷
・
寄
郷
・
支
郷
（
三
一
〇
）　
　

村
（
三
一
二
）　
　

村
方
三
役
（
三
二
一
）

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三
二
五

　
　

新
時
代
の
動
き
・
明
治
時
代　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三
二
六

　
　
　
　

大
区
小
区
制
（
三
二
六
）　
　

地
租
改
正
（
三
三
三
）　
　

郵
便
局
と
警
察
署
（
三
三
八
）　
　

コ
レ
ラ
大
流
行
（
三
四
一
）

　
　
　
　

火
防
組
（
三
四
三
）　
　

森
嶽
学
校
の
創
立
（
三
四
六
）　
　

町
村
制
の
施
行
（
三
五
五
）　
　

五
城
目
町
誕
生
（
三
六
八
）

　
　
　
　

地
名
・
町
名
・
村
名
（
三
七
一
）　
　

産
業
の
発
展
（
三
七
五
）　
　

農
家
の
支
出
（
三
八
二
）

　
　
　
　

市
と
職
人
の
町
（
三
八
六
）　
　

奥
羽
本
線
開
通
（
三
九
七
）　
　

く
ら
し
の
変
化
（
四
〇
四
）

　
　

近
代
化
へ
の
道
・
大
正
時
代　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
一
一

　
　
　
　

問
題
は
ら
む
集
落
（
四
一
一
）　
　

電
灯
と
も
る
（
四
一
四
）　
　

町
有
林
近
代
化
（
四
一
七
）

　
　
　
　

五
城
目
大
火
（
四
一
九
）　
　

五
城
目
軌
道
線
開
通
（
四
二
二
）　
　

グ
ラ
ウ
ン
ド
建
設
（
四
二
七
）

　
　
　
　

人
び
と
の
政
治
意
識
（
四
三
〇
）

近
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三
二
五

近
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三
二
五

　
　

安
東
氏
の
支
配　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一
四
九

　
　
　
　

建
武
の
新
政
（
一
四
九
）　
　

津
軽
安
東
氏
（
一
五
一
）　
　

安
東
（
藤
）
氏
南
下
（
一
五
二
）　
　

河
北
千
町
（
一
五
四
）

　
　
　
　

海
み
ち
の
支
配
（
一
五
七
）　
　

脇
本
城
（
一
五
八
）　
　

秋
田
氏
（
一
五
八
）　
　

郷
土
の
国
人
と
城
館
（
一
六
〇
）

　
　
　
　

五
十
目
兵
庫
（
一
六
九
）

　
　

湊

合

戦　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一
七
三

　
　
　
　

秋
田
氏
の
支
城
（
一
七
三
）　
　

軍
記
の
湊
合
戦
（
一
七
六
）　
　

馬
場
目
城
を
め
ぐ
っ
て
（
一
八
〇
）

　
　
　
　

大
館
城
代
（
一
八
一
）　
　

山
内
城
と
円
通
寺
（
一
八
二
）　
　

浦
城
を
め
ぐ
っ
て
（
一
八
五
）

　
　
　
　

信
長
と
の
関
係
（
一
八
七
）　
　

砂
沢
城
（
一
八
八
）　
　

「
市
」
の
は
じ
ま
り
（
馬
場
目
）（
一
八
九
）

　
　
　
　

天
下
統
一
（
豊
臣
秀
吉
）（
一
九
三
）　
　

検
地
の
結
果
（
一
九
六
）

　
　

集
落
の
は
じ
ま
り　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
〇
〇

　
　
　
　

五
十
目
の
集
落
（
二
〇
〇
）　
　

五
十
目
内
記
秀
盛
（
二
〇
二
）　
　

検
地
と
分
限
帳
（
二
〇
四
）

　
　
　
　

五
十
目
藤
原
氏
（
二
〇
七
）　
　

市
の
繁
栄
（
二
〇
九
）　
　

瀬
戸
座
の
は
じ
ま
り
（
二
一
一
）

　
　
　
　

金
屋
座
と
鍛
冶
（
二
一
四
）　
　

天
下
御
免
の
鋳
物
師
（
二
二
〇
）

　
　

生
活
と
信
仰　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
二
二

　
　
　
　

村
人
の
生
活
（
二
二
二
）　
　

交
通
路
（
二
二
四
）　
　

農
民
と
信
仰
（
二
二
六
）

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
三
三

　
　

秋
田
藩
政
は
じ
ま
る　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
三
五

　
　
　
　

秋
田
実
季
転
封
（
二
三
五
）　
　

佐
竹
氏
秋
田
に
移
る
（
二
三
五
）　
　

秋
田
藩
の
成
立
（
二
三
六
）

近
世
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
三
三

近
世
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二
三
三



vi

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
三
三

　
　

不
況
と
戦
争　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
三
四

　
　
　
　

冷
害
と
農
村
（
四
三
四
）　
　

小
作
問
題
続
発
（
四
四
〇
）　
　

産
業
振
興
の
施
策
・
信
用
組
合
設
立
（
四
四
三
）

　
　
　
　

農
村
対
策
（
四
四
五
）　
　

奥
地
の
開
発
と
道
路
（
四
四
八
）　
　

組
合
化
と
振
興
策
（
四
五
二
）

　
　
　
　

農
学
校
と
新
聞
（
四
五
六
）　
　

戦
争
が
は
じ
ま
る
（
四
五
九
）　
　

戦
時
下
の
生
活
（
四
六
四
）

　
　
　
　

五
城
目
町
・
馬
川
村
の
合
併
（
四
六
八
）　
　

女
学
校
創
立
（
四
六
九
）

　
　

平
和
と
民
主
主
義―
敗
戦　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
七
二

　
　
　
　

農
地
解
放
（
四
七
二
）　
　

民
主
主
義
（
四
七
六
）　
　

発
展
へ
の
始
動
（
四
七
八
）

　
　

新
五
城
目
町　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
八
六

　
　
　
　

町
村
合
併
（
四
八
六
）　
　

産
業
の
発
展
（
四
九
二
）　
　

教
育
の
充
実
（
四
九
六
）

　
　
　
　

消
防
力
充
実
強
化
（
四
九
八
）　
　

開
発
と
交
通
（
五
〇
一
）

　
　

道
路
の
時
代　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五
〇
五

　
　
　
　

国
道
二
八
五
号
線
（
五
〇
五
）　
　

磯
ノ
目
開
発
・
新
役
場
建
設
（
五
〇
七
）　
　

き
ゃ
ど
っ
こ
ま
つ
り
（
五
〇
九
）

　
　
　
　

中
央
通
の
に
ぎ
わ
い
（
五
一
三
）　
　

「
五
城
館
」
開
館
（
五
一
四
）　
　

高
速
自
動
車
道
と
町
の
状
況
（
五
一
八
）

　
　
　
　

町
村
合
併
（
五
二
三
）　
　

地
す
べ
り
（
五
二
七
）　
　

高
齢
化
す
す
む
（
五
二
八
）　
　

子
供
不
足
（
五
三
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五
三
三

　
　

年
中
行
事　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五
三
四

　
　

五
城
目
町
史
年
表　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五
六
〇

現
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
三
三

現
代
の
郷
土

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四
三
三

五
城
目
の
年
中
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五
三
三

五
城
目
の
年
中
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

五
三
三



1

五
城
目
町
史

執
筆　
　

小
野　

一
二



23

れ
ば
、
マ
ン
モ
ス
も
居
た
の
か
も
知
れ
な
い
は
る
か
に
遠
い
ウ
ル
ム
氷
期
の
こ
ろ
の
郷
土
の
様
子
や
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
様
子
が
、
不
鮮
明

で
は
あ
っ
て
も
浮
ん
で
く
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
マ
ン
モ
ス
の
骨
化
石
や
旧
石
器
人
の
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
豊
川
の
天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
は
縄
文
時

代
に
な
る
と
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
の
章
で
取
り
上
げ
た
い
。

縄文土器（深鉢）の変遷
日本の考古ガイドブック（東京国立博物館）

　
　
　

は
る
か
に
遠
い
時
代
の
郷
土

　

わ
が
郷
土
五
城
目
と
周
辺
の
歴
史
は
、
縄
文
時
代
に
つ
い
て
は
多
く
の
遺
跡
が
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
、
石
器
や
土
器
な
ど
の
出
土
遺
物
な

ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
ろ
の
人
び
と
の
生
活
の
様
子
な
ど
が
分
か
っ
て
く
る
。

　

し
か
し
こ
の
縄
文
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
よ
り
以
前
の
こ
と
に
な
る
と
、ほ
と
ん
ど
な
に
も
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

約
二
万
年
以
上
も
前
の
五
城
目
周
辺
の
様
子
は
、
小
型
の
象
が
動
き
回
り
、
そ
れ
を
狩
る
人
間
も
い
た
ら
し
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
代
は
、
約
二
〇
〇
万
年
前
に
始
ま
り
一
万
年
前
に
終
わ
っ
た
氷
河
期
の
最
後
の
氷
期
で
あ
る
ウ
ル
ム
氷
期
に
当
た
る
。
平
均
気
温

は
今
よ
り
八
度
以
上
も
低
く
、
地
球
北
部
に
は
結
氷
帯
が
広
が
り
、
海
水
面
は
今
よ
り
も
四
〇
メ
ー
ト
ル
も
下
が
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
日

本
列
島
に
当
た
る
島
々
は
大
陸
と
陸
続
き
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
が
大
陸
か
ら
入
っ
て
来
た
。

　

五
城
目
地
方
の
、
そ
の
こ
ろ
の
気
候
か
ら
い
っ
て
、
寒
冷
地
に
す
む
草
食
性
の
ほ
乳
類
ナ
ウ
マ
ン
象
も
移
っ
て
来
て
い
た
ら
し
い
。
ナ
ウ

マ
ン
象
は
、
こ
の
辺
り
を
歩
き
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ナ
ウ
マ
ン
象
が
す
ん
で
い
た
と
い
う
証
拠
は
、
昭
和
町
豊
川
の
豊
川
油
田
内
の
天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
露ろ

頭と
う

の
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
中
か
ら

獣け
も
のの

化
石
化
し
た
骨
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
中
に
ナ
ウ
マ
ン
象
の
骨
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

豊
川
油
田
の
天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
は
江
戸
時
代
に
も
採
取
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
時
代
中
期
に
な
っ
て
舗
装
資
材
と
し
て
事
業
化
さ
れ
露

天
掘
り
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
か
ら
た
く
さ
ん
の
獣
の
骨
化
石
が
発
見
さ
れ
た
。
ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
ウ
マ
・
ニ
ッ
ポ
ン
イ
ノ
シ
シ
・
野
牛
な
ど
の

中
に
特
に
大
き
な
骨
と
牙
が
あ
り
、
そ
れ
は
ゾ
ウ
目
（
長
ち
ょ
う

鼻び

類る
い

）
の
ナ
ウ
マ
ン
象
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
こ
ろ
の
五
城
目
地
方
は
、
海
か
ら
遠
い
草
原
で
、
象
も
旧
石
器
人
も
大
陸
か
ら
や
っ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
狩
り
人
に
追
わ
れ
た

ナ
ウ
マ
ン
象
が
露
頭
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
誤
っ
て
脚
を
取
ら
れ
、
そ
の
中
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ナ
ウ
マ
ン
象
が
居
た
と
す
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始
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郷
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屋
敷
俗
に
中
山
）　

浦
横
町
（
勘
太
郎
ヤ
シ
キ
）　

小
池
支
郷
岡
本
（
千
田
兼
蔵
ヤ
シ
キ
）　

馬
場
目
（
弟
尺
寺
村
・
町
村
・
台
村
・
杉
沢
）

久
保
（
梨
ノ
木
岱
・
中
台
）　

中
津
又
（
金
森
山
）　

面
潟
（
岡
本
・
細
越
・
下
台
）　

富
津
内
（
下
山
内
昼
鹿
ノ
台
）　

馬
川
（
高
崎
中

山
）　

内
川
（
黒
土
・
台
ノ
畑
）

　

地
名
に
や
や
不
正
確
な
も
の
が
あ
る
が
、
郷
土
の
縄
文
遺
跡
の
最
初
の
一
覧
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
縄
文
時
代
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
多
く
の
遺
物
包
含
地
や
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
郷
土
は
、
縄
文
時
代
に
限
っ
て
も
遺
跡
に
囲
ま
れ
、
そ
の
上
に
町
が
存
在
す

る
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
五
月
一
日
五
城
目
小
学
校
創
立
二
〇
周
年
記
念
の
「
五ご
じ
ゅ
う
め

十
目
小
学
校
展
覧
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
に

五
城
目
と
付
近
の
出
土
遺
物
が
展
示
さ
れ
た
が
、
出
品
さ
れ
た
土
器
・
石
器
な
ど
の
模
写
図
が
残
さ
れ
て
い
る
（
真
崎
文
庫
「
五
十
目
小
学

校
展
覧
会
出
品
之
図
」）。

　

こ
の
頃
、
人
類
学
（
考
古
学
）
の
県
内
の
研
究
者
が
注
目
し
て
い
た
の
は
中
山
遺
跡
で
あ
っ
た
。
真
崎
と
並
ん
で
秋
田
の
考
古
学
の
草
分

け
と
言
わ
れ
る
東
京
人
類
学
会
会
員
の
佐
藤
初
太
郎
は
、
中
山
遺
跡
を
発
掘
調
査
し
た
く
て
馬
川
小
学
校
校
長
と
し
て
、
こ
の
地
に
転
任
し

て
来
た
と
い
う
。
佐
藤
は
わ
が
郷
土
で
は
最
初
の
学
術
的
発
掘
調
査
を
中
山
遺
跡
で
行
っ
た
。
そ
の
報
告
書
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

緒
言　

（
略
）
去
る
一
四
日
（
略
）
職
員
生
徒
二
〇
余
名
及
び
五
城
目
町
渡
辺
由
蔵
を
伴
ひ
、
之
を
発
掘
し
た
り
、
同
地
は
日
本
石
器

時
代
地
名
表
に
は
、
石
鏃
の
産
地
と
し
て
掲
記
し
あ
れ
ど
、
其
発
掘
す
る
や
続
々
珍
奇
の
土
器
石
器
類
を
得
た
る
を
以
て
、
翌
一
五
日

に
も
亦
之
れ
に
従
事
し
、
其
翌
一
六
日
よ
り
（
略
）
五
城
目
町
村
上
嘉
七
・
横
山
安
整
・
佐
々
木
熊
治
郎
・
中
村
徳
松
の
四
氏
の
補
助

に
よ
り
（
略
）
発
掘
に
従
事
す
る
こ
と
と
せ
り
、
然
る
に
無
智
の
民
、
研
究
の
何
た
る
を
解
せ
ず
、（
略
）
日
々
千
余
人
に
達
し
、
之

が
為
め
探
求
上
妨
害
と
な
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
、
加
之
時
俗
の
徒
種
々
の
訛
伝
を
以
て
、
百
方
妨
害
を
試
み
ん
と
す
、
之
れ
が
為
め
四

月
一
九
日
よ
り
一
時
中
止
す
る
の
己
を
得
ざ
る
に
至
り
ぬ
。

地
勢　

南
秋
田
郡
馬
川
村
高
崎
の
西
に
（
略
）
中
山
（
泉
屋
敷
と
い
ふ
）
と
云
へ
る
丘
陵
の
南
斜
面
な
る
台
地
上
の
畑
地
な
り
、
西
に

　
　
　

縄
文
時
代―

―

中
山
遺
跡
を
中
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
県
教
育
委
員
会
が
発
行
し
た
『
秋
田
県
遺
跡
地
図
』
に
は
、
五
城
目
町
域
内
の
縄
文
時
代

の
遺
跡
と
し
て
次
の
遺
跡
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

中
山
遺
跡
発
掘

　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
遺
跡
発
掘

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

下
台
（
岡
本
字
下
台
五
〇
〜
八
〇
）　

広
ヶ
野
（
高
崎
字
広
ヶ
野
八―

一
六
八
）

中
泉
田
（
高
崎
字
中
泉
田
）　

行お
こ

内な
い

沢ざ
わ

（
高
崎
字
行
内
沢
）　

小
野
台
（
馬
場
目

字
小
野
台
）

　

わ
ず
か
に
五
ヵ
所
に
過
ぎ
ず
、
い
ず
れ
も
畑
地
の
遺
物
包ほ
う

含が
ん

地
で
縄
文
土
器
の
破

片
や
石せ
き

鏃で
く

・
石せ
き

斧ふ

・
石せ
き

匙た

が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
い
て
、
す
べ
て
縄
文
晩
期
の
土
器

だ
と
い
う
。
そ
の
上
、
所
在
地
の
地
名
が
不
正
確
で
あ
る
。
昭
和
五
十
年
代
初
め
の

時
期
に
こ
の
程
度
の
遺
跡
数
・
内
容
と
す
る
と
、
地
図
は
誠
に
不
満
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

　

実
は
五
城
目
で
は
、
海
抜
二
〇
〜
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
場
所
で
、
縄
文
土
器
や
そ
の

破
片
が
発
見
さ
れ
る
場
所
が
無
数
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
遺
跡
の
一
覧
を
、

秋
田
県
考
古
学
の
草
分
け
の
一
人
で
あ
る
真
崎
勇
助
が
明
治
二
〇
年
代
に
調
査
し
、

作
成
し
て
い
る
（
栗
田
茂
治
『
南
秋
田
郡
史
』）。
そ
れ
に
は
現
五
城
目
町
域
の
も
の

が
二
五
ヵ
所
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

五
城
目
（
杉
ヶ
崎
・
七
倉
・
森
山
々
下
）　

上
樋
口
（
八
幡
神
社
山
）　

高
崎
（
泉

五十目小学校展覧会出品之図
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昭
和
末
、
平

成
初
の
発
掘

　
　
　
　
　
　
　

と
こ
ろ
が
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
、
突
然
こ
の
地
に
町
農
協
の
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
建
設
の
計
画
が
持
ち
上

が
り
、
農
協
は
町
文
化
財
保
護
審
議
会
と
県
教
育
委
員
会
か
ら
周
知
遺
跡
で
あ
る
の
で
発
掘
調
査
を
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

た
。
範
囲
確
認
調
査
は
昭
和
五
六
・
五
七
年
度
に
行
わ
れ
、
さ
ら
に
発
掘
調
査
が
昭
和
五
七
年
七
月
一
三
日
か
ら
八
月
二

〇
日
ま
で
と
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
九
月
一
〇
日
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
ま
で
行
わ
れ
て
、
特
記
す
べ
き
成
果
が
あ
っ
た
。

　

範
囲
確
認
調
査
の
報
告
書
「
中
山
遺
跡
」（
昭
和
五
八
年
三
月
発
行
）
と
発
掘
調
査
報
告
書
「
中
山
」（
昭
和
五
九
年
三
月
発
行
）「
中
山
」

（
平
成
三
年
三
月
発
行
）
を
参
考
に
、
そ
の
注
目
す
べ
き
結
果
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

昭
和
五
七
年
は
、
丘
陵
上
部
Ａ
区
と
下
部
か
ら
低
温
地
帯
と
な
る
Ｂ
区
・
Ｃ
区
を
調
査
し
た
。
Ａ
区
か
ら
は
炉
跡
が
確
認
で
き
な
い
住
居

跡
一
ヵ
所
を
検
出
、
ま
た
多
数
の
土ど

壙こ
う

墓ぼ

が
検
出
さ
れ
、
中
に
は
骨
片
が
認
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
長
軸
が
ほ
ぼ
北
向
き
（
森
山

の
方
向
）
で
あ
っ
た
。
中
に
は
人
頭
大
の
自
然
石
を
配
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
Ｂ
区
に
も
Ａ
区
と
同
様
の
土
壙
墓
が
多
数
検
出
さ
れ
、
丘
陵

縁
部
か
ら
は
土
器
を
埋ま
い

設せ
つ

し
た
遺
構
が
数
ヵ
所
発
見
さ
れ
、
土
壙
墓
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
Ｃ
区
は
馬
場
目
川
支
流
に
よ
る
低
温
地
帯

で
、
湧ゆ
う

出
し
ゅ
つ

水
が
多
く
、
ト
チ
・
ク
ル
ミ
を
含
む
泥で
い

炭た
ん

層
を
確
認
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

出
土
土
器
は
、
貼
瘤
文
土
器
、
入
組
状
磨
消
縄
文
土
器
な
ど
多
彩
で
、
器
形
も
多
種
に
わ
た
る
が
、
特
に
赤
漆
塗
の
壷
形
土
器
が
目
を
ひ

い
た
。
多
数
の
石
器
も
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
付
着
の
も
の
な
ど
も
あ
り
、
こ
れ
も
石
錘
は
な
か
っ
た
が
多
種
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　

昭
和
五
八
年
（
六
月
上
旬
〜
七
月
三
〇
日
）
の
発
掘
調
査
は
、
地
図
に
あ
る
通
り
Ｄ
区
・
Ｅ
区
を
新
し
く
設
け
て
は
い
る
が
、
五
七
年
度

で
残
っ
た
部
分
、
特
に
Ｆ
区
の
湿
地
帯
を
追
求
し
て
お
ど
ろ
く
べ
き
発
見
が
あ
い
つ
い
だ
。
木
製
品
の
大
発
見
は
ド
ー
ナ
ッ
ツ
状
の
樹
皮
製

品
で
、
径
一
・
四
セ
ン
チ
の
木
の
枝
を
輪
状
に
し
て
、
そ
れ
に
杉
皮
を
ま
き
つ
け
た
も
の
で
用
途
不
明
だ
が
、
マ
タ
ギ
が
使
う
ワ・
ラ・
ダ・
に
似

て
い
る
。
こ
の
発
見
は
わ
が
国
で
初
め
て
で
、
ま
た
唯
一
の
遺
物
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
木
製
品
の
大
発
見
は
丸
木
弓
の
出
土
で
、
現
存

部
七
〇
セ
ン
チ
（
推
定
復
元
一
メ
ー
ト
ル
）、
全
面
黒
漆
を
塗
っ
た
上
に
赤
漆
を
こ
す
り
つ
け
て
あ
る
。
中
央
部
（
径
二
・
五
セ
ン
チ
）
に
糸

を
巻
い
て
漆
で
固
め
て
い
る
。
弓
の
材
質
は
ヤ
ナ
ギ
で
あ
る
。

　

こ
の
報
告
書
は
内
容
的
に
優
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
山
遺
跡
は
考
古
学
上
で
も
貴
重
な
縄
文
遺
跡
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
か
、

中
山
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
そ
の
後
八
〇
年
以
上
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。し
か
し
密ひ
そ

か
に
発
掘
し
た
り
す
る
こ
と
は
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。

は
僅
か
な
る
山
を
塞
き
、
南
東
遙
に
馬
場
目
の
蜿
蜒
せ
る
連
山
に
対
し
、
馬
場
目
川
帯
の
如
く
其
間
に
流
れ
、
田
畦
、
村
落
は
一
望
沖

積
新
層
の
低
地
を
埋
む
。
思
ふ
に
石
器
時
代
人
種
が
此
斜
面
の
丘
陵
上
に
居
を
占
め
た
り
し
頃
は
、
此
田
畦
村
里
の
地
は
未
だ
沖
積
新

層
の
成
生
せ
ざ
り
し
以
前
に
し
て
、
満
目
只
水
界
を
以
て
充
せ
し
な
ら
ん
。

地
質　

（
略
）

遺
物　

遺
物
は
土
器
多
く
し
て
石
器
少
し
、
勿
論
石
鏃
及
玉
類
の
如
き
は
発
掘
の
際
泥
土
に
附
着
し
て
抛
棄
せ
ら
れ
、
容
易
に
認
識
す

る
能
は
ざ
る
に
あ
り
と
雖
も
、
石
斧
の
如
き
も
七
八
ヶ
を
出
し
た
る
の
み
、
石
剣
の
破
片
亦
然
り
、（
略
）
木
炭
の
爐
余
と
灰
の
多
量

と
を
出
し
た
る
を
以
て
、
動
物
骨
片
等
に
注
意
し
た
れ
ど
も
、
只
石
上
に
朽
腐
し
た
る
魚
骨
（
鮒
の
類
）
を
認
め
た
れ
ど
も
収
拾
す
べ

か
ら
ず
、植
物
に
て
は
胡
栗
の
一
片
を
発
見
し
た
れ
ど
も
、心
な
き
人
夫
の
棄
つ
る
所
と
な
る
。土
器
は
概
し
て
亀
ヶ
岡
式
に
し
て
、間
々

薄
手
無
紋
の
弥
生
式
に
似
た
る
あ
り
、
土
器
の
中
最
も
多
き
は
瓶
形
に
し
て
、
其
破
片
に
よ
り
て
推
算
す
れ
ば
径
一
尺
七
八
寸
よ
り
二

尺
位
の
も
の
あ
る
べ
し
と
思
は
る
、
今
回
発
掘
品
に
て
も
稍
々
完
全
に
し
て
堅
七
寸
五
分
に
至
る
も
の
あ
り
、
次
に
多
き
は
銚
子
形
土

瓶
形
に
し
て
、
大
な
る
は
長
径
四
寸
位
の
も
の
よ
り
小
な
る
二
寸
に
満
た
ざ
る
あ
り
、
次
は
壷
形
椀
形
な
り
多
く
は
外
面
に
赤
色
顔
料

（
ベ
ニ
ガ
ラ
？
）
を
塗
抹
せ
り
、（
略
）
香
炉
形
土
器
の
如
き
は
巧
緻
密
之
を
打
て
ば
錚
と
し
て
声
あ
り
。

今
回
の
発
見
物
中
最
も
余
の
愉
快
な
り
し
は
土
瀝
青
（
ア
ス
パ
ル
ト
）
の
出
し
事
是
れ
な
り
、（
略
）
奥
羽
地
方
及
北
海
道
よ
り
多
く

出
る
所
の
石
器
土
器
に
附
着
せ
る
膠
漆
様
物
質
は
何
な
る
べ
き
か
、
之
を
熱
す
れ
ば
熔
け
、
強
く
熱
す
れ
ば
黒
烟
を
揚
げ
て
燃
ゆ
、
甚

だ
し
き
汚
臭
あ
り
（
略
）
其
性
状
並
に
産
地
に
よ
り
て
此
物
質
の
土
瀝
青
な
ら
ん
と
の
意
見
も
同
雑
誌
上
に
揚
げ
た
り
し
が
、
果
せ
る

か
な
今
回
発
掘
に
於
て
精
煉
し
た
る
土
瀝
青
数
塊
を
出
せ
り
（
略
）（『
南
秋
田
郡
史
』）
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縄
文
時
代
後
期
後
半
か
ら
晩
期
前
半
の
土
器
が
出
土
し
、
そ
の
器
種
も
多
種
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
昭
和
五
八
年
度
Ｆ

区
発
掘
調
査
と
同
様
で
あ
る
。
出
土
層
に
つ
い
て
は
層
位
図
等
に
示
し
て
あ
る
通
り
後
期
の
土
器
が
多
く
、
泥
炭
層
か
ら
大
部
分
が
出

土
し
て
い
る
。

　

煤
状
炭
化
物
が
付
着
し
た
り
、煮
沸
の
あ
と
が
あ
る
土
器
も
多
く
、ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
よ
る
補
修
の
跡
が
あ
る
土
器
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
ま
た
晩
期
の
土
器
に
は
漆
塗
彩
の
も
の
が
あ
り
、
他
の
漆
に
関
す
る
出
土
資
料
と
と
も
に
縄
文
漆
工
に
つ
い
て
の
重
要
な
資
料
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
期
の
土
器
の
中
に
、
有
孔
の
も
の
、
耳
付
き
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
細
紐
か
糸
を
通
し
て
吊
せ
る
よ
う

な
壷
形
土
器
で
注
目
さ
れ
る
。

　

石
器
は
少
な
い
出
土
で
あ
っ
た
が
、
茎
部
が
丸
く
ふ
く
ら
む
異
形
石
鏃
と
十
字
形
石
錐
が
出
土
し
た
外
に
、
赤
色
顔
料
が
付
着
し
た

石
皿
は
そ
の
石
質
や
形
状
と
と
も
に
漆
工
関
係
遺
物
と
し
て
特
異
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
木
器
と
漆
器

　

木
器
は
泥
炭
層
か
ら
集
中
的
に
出
土
し
た
が
、
厚
板
状
、
板
状
、
棒
状
な
ど
製
作
技
術
が
す
ぐ
れ
、
板
状
の
も
の
は
今
日
の
板
材
と

比
較
し
て
も
見
分
け
が
つ
か
な
い
も
の
も
あ
る
。
一
部
炭
化
し
た
り
、
く
ぼ
み
や
穴
の
あ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
使
用
状
況
や
器
形
な
ど

は
不
明
で
あ
る
。
唯
一
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
赤
漆
塗
飾
弓
（
弯
弓
）
で
、
サ
ク
ラ
樹
皮
を
ま
い
た
り
黒
漆
、
赤
漆
の
塗
彩
を
す
る

な
ど
華
麗
な
飾
弓
で
、
一
方
の
端
の
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
の
が
残
念
で
あ
る
。
昭
和
五
八
年
に
Ｆ
区
泥
炭
層
か
ら
出
土
し
た
漆
塗
丸

木
弓
と
は
違
い
、
そ
の
湾
曲
の
状
態
か
ら
弯
弓
と
さ
れ
た
が
、
佐
賀
県
菜
畑
遺
跡
・
埼
玉
県
寿
能
遺
跡
の
出
土
例
と
は
全
く
異
な
る
弯

弓
で
、
わ
が
国
考
古
学
界
の
重
要
な
出
土
資
料
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
赤
漆
塗
は
ソ
フ
テ
ッ
ク
ス
写
真
に
よ
っ
て
乾
漆
製
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
、
縄
文
漆
工
の
技
法
が
解
明
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
櫛
の
場
合
は
櫛
歯
を
か
ら
み
留
め
る
糸
が
カ
ラ
ム
シ
の
糸
で
あ

る
こ
と
や
内
部
構
造
も
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
高
度
な
製
作
技
術
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
櫛
は
歯
以
外
は
ほ
と
ん
ど
損
傷
が
な
い

大
き
め
の
竪
櫛
で
あ
る
。
木
器
も
漆
器
も
縄
文
の
高
度
な
工
作
工
芸
技
術
を
具
体
的
に
提
示
し
た
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

出
土
遺
物

⑴
土
器
と
石
器

　

ま
た
赤
漆
塗
り
櫛く
し

、
籃ら
ん

胎た
い

漆
器
な
ど
の
漆
塗
り
の
遺
品
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
多
数
出
土
し
た
漆
塗
り
土
器
、
土
器
片
で
あ
る
と

い
う
事
実
が
、
発
掘
の
成
果
と
い
え
よ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
大
発
見
は
、
編
布
（
あ
ん
ぎ
ん
・
へ
ん
ぷ
）
の
出
土
で
あ
る
。
漆
を
こ
し
た
ま
ま
の
布
で
、
漆
で
か
た
ま
っ
て
い
た
こ
と

と
、
湿
地
の
水
分
に
守
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
の
広
さ
は
不
明
だ
が
大
変
珍
し
い
発
見
で
あ
る
。
糸
の
原
料
は
今
も
中
山
の
東
斜
面
一
面

に
生
え
て
い
る
カ
ラ
ム
シ
の
繊
維
で
あ
る
。

　

出
土
し
た
大
量
の
土
器
片
と
土
器
は
、
台
付
土
器
、
鉢
型
土
器
、
壷
型
、
皿
型
、
注
口
な
ど
、
多
様
な
器
型
の
ほ
か
に
、
不
完
全
で
あ
る

が
土
偶
な
ど
、
無
文
の
も
の
、
縄
文
だ
け
の
も
の
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
施
文
が
み
ら
れ
、
漆
が
塗
ら
れ
た
も
の
な
ど
も
あ
り
、
実
に
豊
か

で
あ
る
。

　

石
器
は
三
一
三
点
を
数
え
た
が
、
多
い
の
は
石
鏃
で
、
円
盤
状
石
製
品
も
多
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ほ
か
に
三
点
の
有
孔
石
製
品
も
出

土
し
て
い
る
。

　

中
山
遺
跡
は
注
目
さ
れ
る
遺
跡
で
あ
っ
た
が
、
五
八
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
縄
文
漆
器
の
全
国
的
な
遺
跡
と
さ
れ
た
。
こ
の
発
掘
は

五
城
目
の
み
な
ら
ず
、
秋
田
県
の
縄
文
文
化
を
書
き
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
に
、
平
成
二
年
九
月
一
〇
日
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
ま
で
の
、
Ｆ
区
に
接
し
て
低
湿
地
に
Ｆ
区
を
区
切
っ
て
行
っ
た
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
重
要
な
事
実
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
発
掘
は
台
風
が
襲
う
な
ど
、
湿
地
帯
を
掘
り
下
げ
て
の
調
査
は
、
矢
板
で
囲
っ
た
り
、
排
水
ポ
ン
プ
で
排
水
を
す
る
な
ど
、
危
険
を

冒
し
て
の
発
掘
で
、
実
調
査
日
数
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
成
果
は
小
さ
く
な
か
っ
た
。
次
の
こ
と
を
、
平
成
二
年
の
発
掘
調
査
報

告
書
「
中
山
」
の
ま
と
め
⑴
土
器
と
石
器
・
⑵
木
器
と
漆
器
を
再
録
し
て
お
き
た
い
。

′

　

以
上
の
こ
と
に
、
平
成
二
年
九
月
一
〇
日
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
ま
で
の
、
Ｆ
区
に
接
し
て
低
湿
地
に
Ｆ
区
を
区
切
っ
て
行
っ
た
発
掘
調
査

′

　

以
上
の
こ
と
に
、
平
成
二
年
九
月
一
〇
日
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
ま
で
の
、
Ｆ
区
に
接
し
て
低
湿
地
に
Ｆ
区
を
区
切
っ
て
行
っ
た
発
掘
調
査
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わ
た
っ
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
、
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
遺
跡
は
、
富
津
内
川
の
流
路
変
更
工
事
・
宅
地
開
発
に
よ
っ

て
未
調
査
の
ま
ま
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

岡
本
遺
跡　

岡
本
集
落
の
森
山
西
側
の
麓
か
ら
集
落
の
間
に
か
け
て
、山
ぎ
わ
に
南
北
に
の
び
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
。
相
当
の
部
分
が
、

森
山
の
急
斜
面
が
崩
落
し
た
部
厚
い
土
砂
の
下
に
埋
ま
り
、
全
面
的
発
掘
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年

春
の
一
部
発
掘
で
は
、
畑
の
面
か
ら
遺
物
包
含
層
ま
で
二
メ
ー
ト
ル
近
か
っ
た
。
こ
の
時
、
石
で
囲
っ
た
炉
の
あ
る
円
形
竪
穴
住
居

跡
が
発
見
さ
れ
、
大
洞
Ｂ
式
・
同
Ｃ
式
の
土
器
と
遮
光
器
土
偶
の
脚
部
や
土
製
錘
お
よ
び
石
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
後
期
か
ら
晩

期
に
か
け
て
の
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
か
ら
は
、
土
師
器
も
出
土
し
て
い
て
、
こ
こ
も
ま
た
古
代
遺
跡
が
複
合
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
こ
に
つ
づ
く
森
山
記
念
碑
付
近
の
森
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、
中
期
の
も
の
で
あ
る
。

下
台
遺
跡　

郷
土
に
お
け
る
縄
文
遺
跡
で
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
。
岡
本
集
落
か
ら
南
に
広
が
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
低
く
な
り
、
東
を

細
越
山
に
ふ
さ
が
れ
、
南
と
西
に
開
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
古
く
か
ら
耕
地
化
さ
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
遺
跡
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
が
、
遺
物
包
含
層
は
ま
だ
厚
く
広
く
残
っ
て
い
て
、
後
期
・
晩
期
の
土
器
と
石
器
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
特
に
川
崎
よ
り
の

と
こ
ろ
か
ら
出
土
発
見
さ
れ
た
長
方
形
の
石
皿
は
、
こ
の
地
方
の
典
型
的
な
石
皿
で
あ
る
。
未
確
認
の
貝
塚
が
あ
っ
た
の
も
こ
の
場

所
で
あ
り
、
細
越
山
・
森
山
・
岡
本
の
遺
跡
の
か
な
め
の
場
所
で
あ
る
。
こ
こ
も
宅
地
と
な
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
。

小
野
台
遺
跡　

馬
場
目
川
が
中
流
で
も
流
れ
が
急
に
な
り
、
山
間
の
上
流
に
移
る
部
分
の
湾
曲
し
た
と
こ
ろ
の
台
地
状
に
突
き
出
た
部

分
に
あ
る
。
台
地
は
そ
の
脚
部
を
流
れ
に
浸
蝕
さ
れ
て
崖が
け

に
な
っ
て
い
る
。
川
の
向
こ
う
は
寺
庭
の
集
落
で
、
小
野
台
の
集
落
は
か

え
っ
て
遠
い
。
遺
物
包
含
層
は
、
畑
地
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。
円
筒
上
層
式
土
器
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
石
器
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。
石
器
に
は
五
〇
セ
ン
チ
の
独
鈷
石
が
出
土
し
、
石
斧
も
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
石
製
・
土
製
の
錘
も
ま
た

多
数
出
土
し
竪
穴
住
居
跡
も
五
ヵ
所
ほ
ど
み
つ
か
っ
て
い
る
。
中
期
の
遺
跡
で
あ
る
が
、
そ
の
位
置
か
ら
見
て
馬
場
目
川
の
漁
労
そ

れ
も
サ
ケ
を
中
心
と
し
た
漁
労
と
関
係
の
深
い
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
土
の
川
に
そ
っ
た
遺
跡
は
、
い
ず
れ
も
サ
ケ
漁
と
少
な
か

広
ケ
野
遺
跡　

薬
師
山
麓
か
ら
西
に
の
び
る
台
地
は
、
馬
場
目
川
と
富
津
内
川
に
挟
ま
れ
な
が
ら
そ
の
合
流
点
ま
で
つ
づ
い
て
平
地
に

落
ち
る
。
こ
の
平
地
に
落
ち
る
舌
状
台
地
の
さ
き
に
近
い
部
分
が
広
ケ
野
遺
跡
と
よ
ば
れ
る
。
円
筒
上
層
ａ
式
、
ｂ
式
の
土
器
が
主

と
し
て
出
土
し
、
そ
の
上
に
大
洞
ｂ
式
、
ｃ
式
の
土
器
も
発
見
さ
れ
、
住
居
跡
と
み
ら
れ
る
部
分
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
土

製
錘
が
多
く
発
見
さ
れ
、
石
鏃
の
ほ
か
に
打
製
石
斧
・
麿
製
石
斧
・
石
棒

な
ど
が
出
土
し
て
い
て
、
舌
状
台
地
上
の
遺
物
包
含
層
は
広
大
で
あ
る
。
出

土
す
る
土
器
か
ら
、
こ
の
遺
跡
は
中
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
台
地
先
端
の
近
く
に
土
塁
と
空
濠
跡
が

み
ら
れ
、
高
崎
よ
り
の
台
地
上
か
ら
古
墳
石
槨
か
石
囲
ら
し
い
も
の
や
朱
を

入
れ
た
甕
が
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
〇
世
紀
か

ら
一
一
世
紀
頃
の
遺
跡
も
複
合
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で

は
、
郷
土
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
の
ほ
と
ん
ど
は
古
代
の
み
な
ら
ず
中
近
世
に

そ
の
他
の
縄
文
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
他
の
縄
文
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
他
の
縄
文
遺
跡

縄
文
時
代
中
期
の
遺
跡
と
し
て
沢
田
遺
跡
（
八
郎
潟
町
真
坂
字
沢
田
）
後
・
晩
期
の
遺
跡
と
し
て
中
山
遺
跡
を
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
他
の
代
表
的
遺
跡
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
山
遺
跡
は
縄
文
時
代
後
期
・
晩
期
の
、
特
に
一
連
の
漆
工
芸
関
係
の
資
料
が
出
土
し
た
重
要
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
農
協
の
事
業
は
不
許
可
と
な
っ
た
。

　

出
土
資
料
は
秋
田
県
有
形
文
化
財
や
五
城
目
町
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
ほ
か
に
ク
ル
ミ
と
ト
チ
の
実
が
多
量
に
出
土
、
ま
た
出
土
し
た
動
物
の
角
骨
は
す
べ
て
ニ
ホ
ン
シ
カ
の
も
の
で
、
大
型
の
も

の
も
あ
っ
た
。

円筒上層式土器（沢田遺跡出土）高さ 46㎝
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縄
文
時
代
の
六
つ
の
区
分
け
は
、
土
器
の
種
類
ご
と
の
形
と
文
様
の
特
徴
か
ら
年
代
・
時
期
の
物
指
し
に
し
て
土
器
型
式
を
と
ら
え
て
、

時
期
の
区
分
を
す
る
。
し
か
し
土
器
の
型
式
は
時
代
に
つ
れ
て
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
地
域
に
よ
る
変
化
と
そ
の
広
域
化
が
あ
っ
て
、
ひ
と

筋
縄
で
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
編
年
図
を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

縄
文
前
期
・
中
期
で
は
、
東
北
他
方
北
部
半
分
の
地
域
に
は
円
筒
土
器
、
南
部
に
は
大
木
式
土
器
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
成
立
し
て
い
て
、
そ
の
南
と
北
の
文
化
圏
の
境
界
が
秋
田
市
と
盛
岡
市
を
東
西
に
つ
な
ぐ
ラ
イ
ン
の
あ
た
り
と
い
わ
れ
、
そ
の
境
界

の
南
北
の
帯
と
も
い
う
べ
き
地
域
に
は
、
円
筒
土
器
と
大
木
式
土
器
の
両
形
式
の
土
器
が
出
土
す
る
。
郷
土
の
中
期
遺
跡
は
両
方
の
土
器
が

出
土
し
て
い
る
。

　

後
期
か
ら
晩
期
の
遺
跡
が
郷
土
に
は
多
い
が
、
出
土
す
る
土
器
に
は
亀
ヶ
岡
式
が
目
立
つ
。
こ
の
土
器
は
晩
期
に
東
北
地
方
北
部
を
中
心

に
し
て
成
立
し
た
様
式
で
、
北
海
道
南
西
部
ま
で
分
布
し
て
い
る
。
土
器
製
作
の
技
術
と
文
様
や
装
飾
の
技
巧
に
す
ぐ
れ
、
造
型
の
美
し
さ

に
特
色
が
あ
る
。

　

青
森
県
津
軽
地
方
の
木
造
町
亀
ヶ
岡
に
発
見
さ
れ
た
縄
文
晩
期
の
集
落
遺
跡
か
ら
、
多
数
の
縄
文
土
器
が
出
土
し
、
晩
期
の
代
表
的
遺
跡

と
さ
れ
、「
亀
ヶ
岡
文
化
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
深
鉢
・
浅
鉢
・
台
付
鉢
・
皿
・
高
坏
・
注
口
土
器
・
壷
・
香
炉
型
土
器
な
ど
、
多

彩
な
器
種
で
、
特
に
遮
光
器
土
偶
は
目
を
ひ
く
。

　

こ
う
し
た
亀
ヶ
岡
式
土
器
に
漆
を
塗
っ
た
、
さ
ら
に
華
麗
な
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
は
、
八
戸
市
是
川
の
是
川
遺
跡
で
あ
る
。

　

中
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、
亀
ヶ
岡
文
化
圏
に
当
時
の
郷
土
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
と
も
に
、
是
川
遺
跡
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
の
以
上
の
漆
技
術
を
示
す
特
別
な
文
化
が
育
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

縄
文
時
代
の
物
つ
く
り
技
術
の
な
か
で
、
最
も
不
思
議
な
の
は
漆
工
芸
の
技
術
で
あ
る
。
縄
文
前
期
の
福
井
県
鳥
浜
貝

塚
、中
期
の
埼
玉
県
寿
能
遺
跡
な
ど
の
漆
関
係
出
土
品
は
有
名
で
あ
る
が
、わ
が
郷
土
の
中
山
遺
跡
（
後
期
・
晩
期
）
は
、

縄
文
の
漆
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　

縄
文
の
漆
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

私
た
ち
は
簡
単
に
縄
文
時
代
な
ど
と
よ
ん
で
い
る
が
、
長
い
旧
石
器
時
代
に
つ
づ
い
て
土
器
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
新
石

器
時
代
に
進
ん
だ
、
始
め
の
部
分
約
一
万
年
が
「
縄
文
時
代
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
考
古
学
で
は
、
草
創
期
・
早

期
・
前
期
・
中
期
・
後
期
・
晩
期
の
六
つ
に
区
分
け
し
て
い
る
。

　

し
か
し
郷
土
で
は
、
今
ま
で
中
・
後
・
晩
期
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

亀
ヶ
岡
文
化

　
　
　
　
　
　
　

亀
ヶ
岡
文
化

　
　
　
　
　
　
　

縄
文
前
・
中
期
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縄
文
前
・
中
期
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縄
文
前
・
中
期
遺
跡

中
山
遺
跡
は
縄
文
後
・
晩
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
縄
文
前
・
中
期
の
遺
跡
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ

の
時
代
の
ム
ラ
に
、
近
く
で
は
能
代
市
杉
沢
台
遺
跡
が
あ
る
が
、
五
城
目
で
は
そ
こ
ま
で
調
査
は
進
ん
で
い
な
い
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
土
器
文
化
に
地
方
色
が
生
ま
れ
て
く
る
。
大
ま
か
に
い
う
と
、
秋
田
県
北
部
は
、
円
筒
形
土
器
、
南
部
で
は
大だ
い

木き

式

土
器
と
そ
れ
ぞ
れ
名
づ
け
ら
れ
た
土
器
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
わ
が
町
は
、
ち
ょ
う
ど
北
部
と
南
部
と
接
触
地
帯
に
あ
た
っ
て
い
て
、
両
方
の
形
式
の
土
器
片
が
、
内
陸
部
・
山
間
部
に

見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
頃
の
ム
ラ
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
ま
で
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
。

ら
ぬ
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

野
畑
遺
跡　

井
川
村
葹
田
字
野
畑
の
遺
跡
を
中
山
・
岩
野
山
遺
跡
に
つ
な
が
る
場
所
と
し
て
、
こ
こ
に
特
に
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。

大だ
い

木き

式
土
器
が
出
土
す
る
中
期
の
遺
跡
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
発
見
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
土
器
は
、
県
南
の
遺
跡
に
濃の
う

密み
つ

に
み
ら
れ
る
も

の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
遺
跡
は
県
南
文
化
圏
の
北
端
の
部
分
に
位
置
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
沢
田
遺
跡
と

野
畑
遺
跡
の
間
に
あ
る
五
城
目
は
、県
北
の
円
筒
式
土
器
文
化
と
県
南
の
大
木
式
土
器
文
化
の
接
触
す
る
地
帯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

沢
田
遺
跡
か
ら
は
少
数
で
あ
る
が
大
木
式
類
似
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
県
南
と
県
北
の
二
つ
の
文
化
圏
の

交
流
地
点
と
し
て
の
八
郎
潟
周
辺
地
帯
の
遺
跡
を
特
徴
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
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三
内
丸
山
遺
跡

が
教
え
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
ヶ
野
の
中
期
遺
跡
の
土
地
に
人
び
と
が
集
落
を
つ
く
っ
た
頃
、
八
郎
潟
の
部
分
は
男
鹿
島
と
本
土
の
間
に
海
峡
を

形
成
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
本
土
に
大
き
く
湾
入
し
て
い
て
現
在
の
湖
東
部
の
相
当
の
部
分
は
海
で
あ
っ
た
ろ

う
。
船
越
水
道
を
形
成
す
る
砂
丘
は
ま
だ
発
達
す
る
前
で
あ
る
。
砂
州
が
男
鹿
島
と
本
土
を
結
ぼ
う
と
す
る
よ
う
に
、
南
と
北
の
浅
い
海
の

上
に
細
く
姿
を
み
せ
始
め
る
の
は
、
縄
文
後
期
以
降
の
時
代
と
思
わ
れ
る
。
海
進
・
海
退
な
ど
の
現
象
も
み
ら
れ
る
時
代
も
あ
っ
た
。

地
形
を
想
像
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
形
を
想
像
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

三
内
丸
山
遺
跡
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
縄
文
時
代
が
原
始
的
生
活
文
化
と
い
う
認
識
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

貧
し
く
小
さ
な
ム
ラ
を
営
み
、
狩
猟
、
採
集
に
よ
っ
て
食
料
を
得
る
と
い
う
不
安
定
な
生
活
を
し
、
ム
ラ
は
し
ば
し
ば

移
動
す
る
、
な
ど
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
で
、
縄
文
時
代
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
三
内
丸
山
遺
跡
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

「
縄
文
都
市
」
な
ど
と
い
う
、
お
お
い
に
間
違
っ
た
形
容
を
し
た
く
ら
い
に
、
い
ま
ま
で
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
多
人
数
の
ム
ラ
が
営
ま
れ
、

し
か
も
一
五
〇
〇
年
ほ
ど
の
長
い
間
そ
の
ム
ラ
が
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
。

　

「
縄
文
農
耕
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
ク
リ
・
ク
ル
ミ
・
ト
チ
な
ど
の
堅
果
類
の
林
を
、
意
図
的
に
つ
く
り
、
管
理
し
て
い
た

ら
し
い
こ
と
。
エ
ゴ
マ
・
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
・
ゴ
ボ
ウ
・
リ
ョ
ク
ト
ウ
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
年
草
の
栽
培
の
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。

　

巨
大
な
掘
立
柱
建
造
物
跡
、
八
〇
〇
棟
ほ
ど
の
堅
穴
住
居
跡
、
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
も
並
列
す
る
土
壙
墓
な
ど
も
、
縄
文
人
の
文
化
へ
の
新

し
い
認
識
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
青
森
湾
に
近
く
、
海
に
臨
む
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
の
漁
業
の
様
相
、
ま
た
他
の
は
な
れ
た
地
域
と
の
海
上
交
通
に

よ
る
人
と
物
の
交
流
が
わ
か
る
資
料
も
出
土
、
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。

　

郷
土
で
も
、
縄
文
時
代
の
認
識
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
る
。

縄
文
漆
工
芸
の
一
連
の
資
料
と
漆
塗
の
丸
木
弓
・
弯
弓
ま
で
出
土
し
て
い
て
「
日
本
一
」

の
遺
跡
と
い
え
る
。

　

中
山
に
あ
る
資
料
館
「
文
化
の
館
や
か
た

」
に
、
出
土
し
た
漆
工
芸
資
料
な
ど
が
展
示
さ
れ

て
い
る
。

　

漆
工
技
術
は
、
漆
液
の
採
取
か
ら
そ
の
精
製
・
塗
装
用
漆
の
調
合
・
調
整
・
色
漆
の

顔
料
の
製
造
な
ど
、塗
装
以
前
の
工
程
は
、高
度
な
技
術
が
必
要
で
あ
る
。漆
液
の
貯
蔵
、

顔
料
と
の
混
合
容
器
、
塗
装
の
た
め
の
パ
レ
ッ
ト
な
ど
、
一
連
の
工
程
の
容
器
、
道
具

が
考
え
ら
れ
る
が
、
中
山
遺
跡
か
ら
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
出
土
し
て
い
て
、
漆
採
取
用

道
具
と
塗
装
用
の
刷
毛
類
が
出
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。

　

特
記
し
た
い
こ
と
は
、
漆
液
精
製
を
し
た
編
布
が
濾
過
作
業
中
の
形
の
ま
ま
発
見
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
赤
漆
調
合
の
た
め
の
赤
色
粉
末
を
つ
く
っ
た
石
皿
も
出
土
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　

漆
塗
装
工
程
で
は
、
夾
雑
物
を
除
き
、
水
分
と
湿
度
を
調
節
と
管
理
が
大
切
で
、
こ
れ
は
今
日
で
も
む
ず
か
し
い
技
術
と
さ
れ
て
い
る
。

　

中
山
遺
跡
か
ら
は
、
前
述
の
よ
う
に
赤
漆
塗
り
土
器
の
数
々
の
ほ
か
赤
漆
塗
櫛
・
籃ら
ん

胎た
い

漆
器
・
赤
漆
塗
丸
木
弓
・
赤
漆
塗
弯
弓
な
ど
多
彩

な
製
品
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。

　

漆
は
接
着
剤
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
て
、
土
器
の
補
修
、
石
鏃
な
ど
の
柄
へ
の
接
着
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

　

中
山
発
見
の
漆
資
料
は
、
お
ど
ろ
く
べ
き
高
度
な
技
術
を
物
語
っ
て
い
る
。

石斧（中山出土）
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そ
う
し
た
も
の
を
入
手
す
る
に
は
、
遠
い
土
地
と
の
交
易
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
だ
。
物
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
大
型
の
掘
立

柱
建
物
な
ど
の
技
術
な
ど
も
、
交
流
に
よ
っ
て
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
想
像
が
ふ
く
ら
む
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
交
流
・
交
易
が
、
三
内
丸
山
の
地
形
的
立
地
も
好
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
青
森
湾
の
奥
に
あ
る
三
内
丸
山
は
、
波

静
か
な
海
岸
に
接
す
る
場
所
に
あ
っ
た
。
出
土
遺
物
か
ら
は
、
漁
撈
が
さ
か
ん
で
、
食
料
の
相
当
な
部
分
が
そ
れ
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
大
型
建
造
物
も
、
舟
付
場
や
漁
の
仕
事
に
関
係
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　

三
内
丸
山
の
海
岸
は
「
縄
文
港
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
、
他
の
地
域
か
ら
海
上
を
や
っ
て
き
た
り
、
こ
こ
か
ら
他
の
地
域
へ

海
上
を
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
「
海
み
ち
」
は
、
対
岸
に
通
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
も
う
ま
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
新
潟
・
秋
田
方
面
や
岩
手
方
面
に
は
陸
上
の
道
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
海
み
ち
」
の
方
が
長
距
離
移
動
に
は
楽
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

縄
文
時
代
の
対
岸
大
陸
と
の
交
流
・
交
易
を
物
語
る
証
拠
は
、
郷
土
の
中
山
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
中

山
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
以
前
に
、
山
形
県
遊
佐
町
の
秋
田
県
境
に
接
す
る
三
崎
山
遺
跡
か
ら
青
銅
刀と
う

子す

が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
い
っ
し
ょ
に
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
土
器
や
土
器
片
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
期
に
こ
の
土
地
の

縄
文
人
が
手
に
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
人
び
と
は
青
銅
器
を
製
作
す
る
知
識
も
技
術
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
で
青
銅
技
術

が
は
じ
ま
る
の
は
、
弥
生
時
代
前
期
と
さ
れ
て
い
る
。

　

三
崎
山
遺
跡
の
青
銅
刀
子
は
、中
国
殷
時
代
製
作
の
も
の
で
あ
る
。
縄
文
社
会
は
と
ざ
さ
れ
た
社
会
で
は
な
く
、対
島
海
流
に
の
っ
て
や
っ

て
き
た
も
の
か
、
大
陸
の
北
の
方
か
ら
サ
ハ
リ
ン
・
北
海
道
を
経
た
コ
ー
ス
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

中
山
遺
跡
で
平
成
二
年
に
出
土
発
見
さ
れ
た
弯
弓
が
あ
る
。
こ
の
赤
漆
塗
飾
弓
（
弯
弓
）
を
ひ
と
目
見
た
工
楽
善
道
（
故
人
、
当
時
、
奈

良
文
化
財
研
究
所
）
は
、
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
東
京
国
立
博
物
館
の
松
浦
宥
一
郎
考
古
室
長
も
、
写
真

を
み
る
と
言
下
に
大
陸
か
ら
直
接
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
た
。
三
崎
山
遺
跡
の
青
銅
刀
子
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

大
陸
と
の
海
み
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
陸
と
の
海
み
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

三
内
丸
山
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
、
も
う
一
つ
驚
い
た
の
は
、
出
土
品
か
ら
遠
い
土
地
と
の
交
流
・
交
易
が
具
体
的
に
う
か

び
上
が
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ス
イ
・
コ
ハ
ク
・
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
黒
曜
石
製
の
石
鏃
・
石
匙
・
石
斧
・
玦
状
耳
飾

り
で
、
ヒ
ス
イ
は
新
潟
県
糸い
と

魚い

川が
わ

産
、
コ
ハ
ク
は
岩
手
県
北
部
産
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
は
前
述
し
た
よ
う
に
昭
和
町
産
で
あ
り
、
黒
曜
石
は
北

海
道
産
出
で
あ
る
。

縄
文
交
易

　
　
　
　
　
　
　

縄
文
交
易

　
　
　
　
　
　
　

　

陸
に
く
い
こ
ん
だ
入
海
の
奥
か
ら
、
広
ケ
野
の
岬
が
つ
き
出
し
、
そ
の
左
右
に
南
の
岩
野
山
と
北
の
細
越
山
が
岬
と
な
っ
て
身
を
の
り
出

し
、
さ
ら
に
そ
の
北
西
の
方
角
に
筑
紫
森
か
ら
三
倉
鼻
へ
の
岩
だ
ら
け
の
岬
が
大
き
く
つ
き
出
て
い
る
。
三
倉
鼻
か
ら
真
坂
・
浦
大
町
・
浦

横
町
・
岡
本
と
つ
づ
く
山
の
す
そ
は
、
静
か
に
波
の
く
だ
け
る
海
岸
で
あ
っ
た
ろ
う
。
郷
土
の
平
地
に
臨
む
縄
文
遺
跡
か
ら
沖
積
地
に
う
つ

る
辺
り
は
、
ウ
ラ
（
海
岸
）
で
あ
っ
た
。
地
名
に
は
浦
横
町
・
小
竹
花
・
貝
保
・
宮み
や

岬ば
な

崎
・
矢
場
崎
・
石
崎
な
ど
、
浦
や
磯
に
関
係
の
あ
る

も
の
が
多
い
。
今
は
残
っ
て
い
な
い
古
い
地
名
に
率
浦
・
磯
見
浜
・
五
十
目
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
海
岸
と
関
係
の
あ
る
地
名
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

海
に
近
い
場
所
か
ら
川
に
そ
っ
て
山
地
に
入
っ
て
い
く
と
、
山
の
麓
か
ら
海
岸
に
向
う
台
地
が
の
び
て
お
り
、
川
か
ら
は
台
地
に
か
け
て

河
岸
段
丘
が
発
達
し
て
い
る
。
台
地
上
や
段
丘
上
は
、集
落
を
い
と
な
む
の
に
適
し
て
い
る
。
馬
場
目
川
の
上
流
に
は
盆
地
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
の
小
さ
い
盆
地
が
水
を
た
た
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
遠
い
地
質
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
縄
文
遺
跡
の
位
置
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
地
形
を
想
像
す
る
の
は
、
そ
ん
な
に
無
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
縄
文
時

代
人
は
、
こ
う
し
た
風
景
の
中
で
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。

　

今
、
高
台
に
あ
る
岡
本
陽
広
寺
か
ら
下
に
ひ
ら
け
る
湖
東
平
野
の
眺
望
は
、
低
平
で
広
大
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
田
植
え
の
始
ま
る
少
し
前

の
、
一
面
に
水
田
に
水
が
は
ら
れ
た
と
き
に
眺
め
る
と
、
海
を
幻
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
鹿
島
と
東
側
の
陸
と
は
、
や
が
て
発
達
し
た

砂
州
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
、
海
峡
は
湖
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
海
退
現
象
の
海
岸
に
、
馬
場
目
川
は
低
湿
な
沖
積
地
を
拡
げ
て
い
く
。
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（
略
）
新
間
遺
跡
は
、
新
間
山
（
標
高
四
〇
ｍ
）
の
南
西
斜
面
で
、
扇
状
型
沖
積
土
層
の
畑
地
（
標
高
三
〜
七
ｍ
）
足
元
か
ら
八
郎
潟

東
部
水
田
地
帯
、
海
老
沢
、
谷
地
中
を
経
て
、
馬
場
目
川
デ
ル
タ
ヘ
と
展
開
す
る
地
点
だ
。
包
含
層
（
地
表
下
三
〇
〜
四
〇
㎝
）
か
ら

の
お
も
な
出
土
品
ほ
、
大
洞
Ａ
系
を
伴
う
ヤ
ヨ
イ
式
土
器
片
、
浅
い
ハ
チ
、
ツ
ボ
、
カ
メ
型
、
台
付
な
ど
二
百
個
を
越
え
、
磨
製
石
斧
、

オ
モ
リ
な
ど
の
石
器
を
混
入
し
、
東
北
各
地
の
二
、三
の
形
式
が
入
り
混
じ
っ
て
い
た
。

①
外
皮
口
辺
の
擦
消
ジ
ョ
ウ
モ
ン
、
口
辺
に
直
角
に
走
る
ハ
ケ
目
、
ク
シ
目
文　

②
口
縁
に
並
行
す
る
三
、四
本
の
沈
線
。
擦
消
文
さ

ら
に
数
本
の
沈
線
。
口
縁
内
側
の
並
行
沈
線　

③
胴
体
部
の
縦
走
に
近
い
細
か
な
ジ
ョ
ウ
モ
ン
（
擦
消
）　

④
工
字
形
沈
線　

⑤
平
底
、

揚
げ
底
、
台
付
け
の
台
（
平
行
二
条
沈
線
）
…
…
が
主
た
る
文
様
だ
っ
た
。

色
は
淡
黄
色
、
黒
カ
ッ
色
、
青
灰
色
で
表
裏
と
も
滑
面
を
も
つ
も
の
が
多
い
。
分
類
か
ら
し
て
、
棚
倉
（
福
島
）・
後
北
式
（
北
海
道
）・

を
若
干
含
み
、
潟
向
Ⅰ
・
Ⅱ
（
金
足
小
泉
）、
志
藤
沢
の
系
統
に
近
く
、
砂
沢
（
青
森
）
田
舎
館
式
に
並
行
す
る
も
の
が
大
部
分
だ
。

新
間
の
モ
ミ
痕
土
器
片
は
、
ハ
チ
型
土
器
の
口
辺
口
頸
部
の
小
片
（
三
・
五
×
二
・
六
㎝
）
で
、
並
行
沈
線
が
内
側
に
一
条
、
外
側
に
二

〜
四
条
と
走
り
、
細
か
な
ジ
ョ
ウ
モ
ン
に
続
き
、
モ
ミ
痕
は
内
壁
の
滑
面
に
ハ
ッ
キ
リ
刻
ま
れ
て
い
る
。
今
春
来
、
伊
東
教
授
に
調
査

を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
教
え
を
受
け
た
。

「
こ
れ
で
秋
田
県
で
の
モ
ミ
痕
出
土
地
は
二
つ
に
な
り
、
今
日
の
米
産
地
秋
田
の
由
来
が
古
い
こ
と
の
証
明
に
な
る
。
土
器
に
付
い
て

い
る
圧
痕
は
、
拡
大
写
真
で
明
ら
か
な
よ
う
に
稲
の
モ
ミ
の
特
徴
が
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
。
長
さ
は
七
・
四
㎜
、
幅
四
・
〇
㎜
、

長
幅
比
一
・
八
五
で
典
型
的
な
日
本
型
稲
。
現
在
の
モ
ミ
と
比
べ
て
い
さ
さ
か
も
見
劣
り
し
な
い
。
時
代
は
大
体
志
藤
沢
式
と
同
時
代

と
思
わ
れ
る
。
実
年
代
の
正
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
三
世
紀
ご
ろ
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。」

本
県
の
ヤ
ヨ
イ
式
遺
跡
の
立
地
条
件
が
、
標
高
四
〇
〜
六
〇
ｍ
前
後
の
段
丘
台
上
で
、
低
湿
田
で
な
い
こ
と
に
比
較
し
、
新
間
遺
跡
は

八
郎
潟
東
岸
に
わ
ず
か
三
・
七
㎞
、
低
湿
田
に
近
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
今
後
の
発
見
に
多
く
の
課
題
を
投
ず
る
だ
ろ
う
。（
略
）（
小

そ
れ
を
展
示
す
る
に
当
っ
て
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
発
表
し
て
い
る
。

　
　
　

籾
跡
の
あ
る
土
器―

―

弥
生
時
代
は
じ
ま
る

　
　
　
　
　
　
　

最
近
ま
で
は
「
イ
ネ
つ
く
り
」
の
は
じ
ま
り
を
、
農
業
の
は
じ
ま
り
と
し
て
い
た
が
、
す
で
に
書
い
た
よ
う
に
縄
文
時
代

中
期
か
ら
管
理
栽
培
や
農
耕
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。「
縄
文
農
耕
」
か
ら
「
農
業
」
が
積
み
重
な
る
よ
う
に
は
じ
ま
る
の
は
、

時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
、
青
森
県
田
舎
館
村
の
垂
柳
遺
跡
か
ら
、
縄
文
時
代
中
期
の
土
器
と
と
も
に
六
粒
の
米
が
見
つ
か
っ
た
。
さ

ら
に
昭
和
五
六
年
に
は
、
弥
生
時
代
の
水
田
跡
一
〇
面
が
掘
り
出
さ
れ
、
五
七
（
一
九
八
二
）
年
、
五
八
年
に
は
、
さ
ら
に
計
六
五
六
面
の

水
田
跡
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
、
弘
前
市
の
岩
木
山
麓
砂
沢
遺
跡
発
掘
で
も
、
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
て
い

る
。
東
北
地
方
北
部
で
の
イ
ネ
栽
培
遺
跡
の
発
見
は
、
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
郷
土
の
極
く
近
い
と
こ
ろ
で
も
、
同
じ
よ
う
な
発
見
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
ひ
と
つ
は
、
若
美
町
（
当
時
は
琴
浜
村
）
角
間
崎
の
志
藤
沢
遺
跡
で
、
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
九
月
に
底
に
籾
跡
が
あ
る
土
器

が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
籾
跡
が
わ
か
っ
た
の
は
年
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
大
発
見
と
さ
わ
が
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
井
川
町
黒
坪
字
新
間
（
当
時
は
井
川
村
）
の
新
間
遺
跡
か
ら
も
同
様
の
発
見
が
あ
っ
た
。

　

昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
籾
跡
の
あ
る
土
器
片
を
発
見
し
た
調
査
担
当
者
の
小
武
海
松
四
郎
は
、
四
四
年
の
秋
田
農
業
大
博
覧
会
に
、

　

出
土
し
た
遺
物
だ
け
で
な
く
、
縄
文
時
代
後
・
晩
期
に
栽
培
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
、「
縄
文
農
耕
」
の
証
拠
に
さ
れ
て
い
る
ソ
バ
は
、

ロ
シ
ア
・
カ
ス
ピ
海
南
部
に
あ
た
り
が
原
産
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
北
の
う
み
道
を
通
り
東
北
地
方
に
入
り
、
今
日
ま
で
各
地
で
栽

培
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

志
藤
沢
と
新
間

　
　
　
　
　
　
　

志
藤
沢
と
新
間
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い
た
所
も
あ
る
。
一
、二
世
紀
に
縄
文
的
弥
生
時
代
が
は
じ
ま
っ
た
が
、
ど
こ
も
平
均
的
な
生
産
性
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
食
糧
問

題
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
文
化
の
す
す
み
方
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
そ
の
こ
と
を
、

歴
史
学
者
の
新
野
直
吉
氏
は
「
斑
ま
だ
ら

状
じ
ょ
う

文
化
」
と
名
付
け
て
い
る
。
生
産
性
は
一
色
で
は
な
く
、そ
れ
は
ま
た
文
化
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
、

素
晴
ら
し
い
命
名
で
あ
る
。

　

近
年
の
研
究
で
は
、
弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
が
、
こ
れ
ま
で
の
定
説
と
さ
れ
て
い
た
時
期
が
修
正
さ
れ
、
五
〇
年
か
ら
一
〇
〇
年
早
く
な

る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
計
算
に
よ
る
と
、津
軽
地
方
や
秋
田
県
内
の
「
縄
文
イ
ネ
栽
培
」
も
弥
生
時
代
初
期
に
始
ま
る
と
す
る
、

す
っ
き
り
し
た
説
明
が
で
き
る
。

　

志
藤
沢
遺
跡
と
新
間
遺
跡
は
、
八
郎
潟
の
西
と
東
の
岸
辺
に
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
向
き
合
う
位
置
に
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
は
八
郎
潟
は
ま
だ

形
成
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
本
土
と
男
鹿
島
の
間
は
海
峡
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
海
面
は
い
ま
よ
り
高
か
っ
た
か
ら
、
若
美
町
側
も
井
川
町
側

も
海
岸
線
は
相
当
に
高
い
位
置
に
あ
っ
た
。
遺
跡
は
海
辺
に
近
い
、
当
時
の
低
地
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

郷
土
の
現
在
の
水
田
地
帯
の
部
分
で
、
海
面
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
本
町
部
に
、
海
は
湾
入
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
多
く
の
縄
文
遺
跡
は
、
海
岸
近
い
と
こ
ろ
に
立
地
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

志
藤
沢
や
新
間
と
同
様
な
立
地
条
件
の
縄
文
遺
跡
が
、
郷
土
に
は
数
多
か
っ
た
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
発
見
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
郷
土
の
地
域
一
帯
は
イ
ネ
栽
培
の
適
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
田
の
弥
生
時
代
は
、
い
ま
は
干
拓
で
消
え
て
し
ま
っ
た

八
郎
潟
の
東
西
の
両
岸
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
ろ
か
ら
、
県
内
各
地
で
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
弥
生
時
代
の
遺
物
、
た
と
え
ば
イ
ネ
の
穂
を
刈
り
と

る
道
具
の
石
包
丁
な
ど
も
、
み
つ
か
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ネ
づ
く
り
が
県
内
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

最
近
で
は
、
秋
田
市
御
所
野
台
地
の
地
蔵
田
Ｂ
遺
跡
か
ら
弥
生
時
代
前
期
の
集
落
跡
が
県
内
で
初
め
て
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
集
落
は
柵
で

囲
ま
れ
た
防
御
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
お
ど
ろ
か
し
た
が
、
遠お
ん

賀が

川
式
土
器
が
出
土
し
た
の
に
も
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。
こ

の
土
器
は
北
九
州
の
代
表
的
土
器
で
あ
る
。
日
本
海
ル
ー
ト
で
遠
い
北
九
州
地
方
と
交
流
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ネ
づ
く
り
も
こ
の

ル
ー
ト
に
よ
っ
て
、
秋
田
の
み
な
ら
ず
東
北
地
方
北
部
に
も
、
意
外
に
早
く
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

地
蔵
田
の
人
び
と
は
、
台
地
下
の
低
地
で
イ
ネ
づ
く
り
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
食
料
と
し
て
十
分
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
た
ど

こ
の
ム
ラ
で
も
イ
ネ
づ
く
り
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
基
本
的
に
は
縄
文
的
生
活
を
つ
づ
け
て
い
た
。
西
日
本
の
よ
う
な
認
識
は
で

き
な
い
。

　

さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
低
湿
地
の
天
水
田
で
の
イ
ネ
つ
く
り
だ
け
で
な
く
、
山
の
手
の
縄
文
遺
跡
で
は
、
焼
畑
で
イ
ネ
つ
く
り
を
し
て

武
海
松
四
郎
「
秋
田
博
に
参
加
の
土
器
」「
秋
田
魁
新
報
」
昭
和
四
四
・
七
・
三
）


