
　
は
じ
め
に　
　

東
北
地
方
の
縄
紋
時
代
晩
期
の
土
器
で
あ
る
亀
个
岡
式
土
器

に
少
数
で
は
あ
る
が
、
外
面
に
平
行
す
る
複
数
の
条
線
、
す
な
わ
ち
条
痕
を
付

設
す
る
も
の
が
あ
る
。
亀
个
岡
式
土
器
の
複
雑
多
岐
な
精
製
土
器
は
色
々
研
究

さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
条
痕
は
主
に
粗
製
土
器
に
付
設
さ
れ
て
い
る
か
ら
あ

ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
近
年
に
い
た
り
そ
の
な
か
に
各
種
の
条
痕
が

存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
亀
个
岡
式
土
器
の
条
痕
の
種
類
を
論
題
と

し
て
、
思
う
と
こ
ろ
を
す
こ
し
述
べ
て
み
た
い
。

　

１　

一
般
的
な
知
識
の
確
認 

　

最
初
に
一
般
的
な
知
識
の
確
認
を
し
て
お
こ
う
。
亀
个
岡
式
土
器
の
名
称
は

そ
も
そ
も
精
製
土
器
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
条
痕
を
付
け

た
土
器
の
あ
る
こ
と
は
後
の
発
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
亀
个
岡
式
土
器

が
精
粗
二
種
類
の
土
器
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
こ
と
、
そ
し
て
粗
製
土
器
は

鉢
形
な
い
し
深
鉢
形
を
し
て
、
複
雑
な
装
飾
を
も
た
ず
、
外
面
を
縄
紋
の
地
紋

で
お
お
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ぎ
に
少
数
で
は
あ
る
が
、
縄
紋

を
付
設
す
る
粗
製
土
器
に
混
じ
っ
て
、
縦
方
向
、
稀
に
横
方
向
に
条
痕
を
も
つ

土
器
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
縄
紋
以
外
に
も
、
平
行
す
る
多
数
の

条
線
痕
で
外
面
を
調
整
し
た
も
の
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
条
痕
粗
製
土
器
の
存
在
は
、
自
分
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
慶
応
大
学

に
よ
る
亀
个
岡
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
る
一
九
五
九
年
の
成
果
報
告
が
初
見
で

は
な
い
か
と
思
う（

１
）。

し
か
し
こ
れ
は
出
版
物
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
採
集
家

の
な
か
に
は
亀
个
岡
式
土
器
と
一
緒
に
条
痕
の
あ
る
土
器
を
入
手
し
て
、
共
伴

の
事
実
を
留
意
し
た
者
が
い
ち
は
や
く
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
縄

紋
地
の
粗
製
土
器
の
な
か
に
条
痕
を
付
設
し
た
も
の
が
混
じ
る
と
い
う
見
方
が

生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
解
明
さ
れ
た
の
は
そ
の
分
布
の
特
性
で
あ
る
。
亀
个
岡
式
土
器
の
な

か
に
は
広
域
に
分
布
す
る
要
素
と
分
布
の
せ
ま
い
要
素
が
あ
っ
て
、
粗
製
土
器

に
つ
い
て
も
地
域
差
は
し
ば
し
ば
論
議
さ
れ
る
。こ
れ
も
そ
の
成
果
の
一
つ
で
、

条
痕
粗
製
土
器
が
出
土
す
る
地
域
は
日
本
海
側
に
か
た
よ
り
、
北
海
道
で
は
道

南
の
積
丹
半
島
に
い
た
る
沿
岸
地
帯
、
ま
た
本
州
で
は
秋
田
県
内
に
お
お
く
、

太
平
洋
岸
の
岩
手
県
側
で
は
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
た
。
こ
の
事

　
　
　

亀
ヶ
岡
式
土
器
に
と
も
な
う
条
痕
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実
は
一
九
六
〇
年
代
に
秋
田
県
能
代
市
に
あ
る
柏
子
所
貝
塚
の
発
掘
調
査
あ
た

り
か
ら
留
意
さ
れ
は
じ
め（

２
）、

そ
の
後
お
お
く
の
亀
个
岡
式
の
遺
跡
で
追
認
さ
れ

て
い
る（

３
）。

　

２　

亀
个
岡
式
土
器
の
条
痕　

　

日
本
出
土
の
先
史
土
器
に
条
痕
を
見
る
こ
と
は
奇
異
な
こ
と
で
は
な
く
、
時

期
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
一
般
的
な
こ
と
が
あ
る
。
縄
紋
早
期
後
半
の
繊
維
土
器

と
晩
期
西
日
本
の
粗
製
土
器
で
は
常
見
で
あ
る
。
亀
个
岡
式
と
同
時
期
の
西
日

本
で
は
、
縄
紋
が
と
ぼ
し
い
か
わ
り
に
条
痕
が
隆
盛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で

は
東
日
本
の
亀
个
岡
式
土
器
と
西
日
本
の
条
痕
は
同
一
物
な
の
で
あ
ろ
か
、
そ

れ
と
も
亀
个
岡
式
土
器
ら
し
い
条
痕
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
課
題
を
考
え
る
前
に
、
条
痕
と
縄
紋
が
同
時
に
土
器
に
使
用
さ
れ
る
こ

と
は
稀
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
条
痕
と
縄
紋
は
と
も

に
外
面
仕
上
げ
の
方
法
で
あ
る
か
ら
、
お
な
じ
土
器
で
は
両
立
し
え
な
い
も
の

で
あ
る
。
製
作
者
が
二
つ
の
ち
が
っ
た
仕
上
げ
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
個
体
を
た
が
え
る
か
、
施
工
部
位
を
た
が
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
個

体
に
併
用
す
る
例
は
あ
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
数
が
す
く
な
く
、
稀
有
で

あ
る
。す
な
わ
ち
粗
製
土
器
の
外
面
仕
上
げ
に
は
亀
个
岡
式
土
器
の
製
作
者
は
、

縄
紋
か
条
痕
か
二
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
が
、
お
お
く
の
ば
あ
い
縄
紋
を

選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
っ
ぽ
う
西
日
本
の
縄
紋
晩
期
の
粗
製
土
器
の
外
面

調
整
は
、
縄
紋
が
え
ら
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、
か
わ
っ
て
削
り
仕
上
げ
か
撫
で

仕
上
げ
が
条
痕
と
併
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

亀
个
岡
式
に
と
も
な
う
条
痕
は
、
東
北
北
半
と
南
半
と
で
ち
が
い
が
あ
る
。

拙
文
で
主
題
と
す
る
の
は
東
北
北
半
の
亀
个
岡
式
に
と
も
な
う
条
痕
で
あ
っ

て
、
南
半
の
条
痕
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
な
言
及
に
と
ど
め
た
い
。
そ
の
こ
と
は

亀
个
岡
式
土
器
に
と
も
な
う
条
痕
に
つ
い
て
研
究
し
た
結
果
で
も
あ
る
が
、
東

北
北
半
と
南
半
と
で
は
地
域
的
な
特
性
に
相
違
が
あ
っ
て
、
今
回
は
ま
ず
名
祖

で
あ
る
亀
个
岡
遺
跡
が
所
在
す
る
津
軽
地
方
を
ふ
く
む
東
北
北
半
部
の
条
痕
を

対
象
と
し
た
い
。
つ
ま
り
条
痕
が
隆
盛
す
る
西
日
本
晩
期
の
土
器
と
直
接
比
較

す
る
に
は
、
そ
の
間
に
ま
だ
東
北
南
半
の
亀
个
岡
式
の
条
痕
が
あ
る
か
ら
急
い

で
結
論
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。
で
は
、
東
北
北
半
の
晩
期

の
条
痕
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
条
痕
の
走
行　
　

最
初
に
亀
个
岡
式
に
と
も
な
う
条
痕
は
付
け
方
に
特
徴
が

あ
っ
て
、
縦
、
稀
に
横
方
向
で
あ
る
特
性
を
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

一
般
的
な
条
痕
の
走
行
は
器
軸
に
対
し
て
斜
行
す
る
。
条
痕
の
走
行
が
斜
行
す

る
理
由
は
、
手
の
動
き
が
関
節
を
軸
と
し
て
円
運
動
を
す
る
た
め
で
、
条
痕
土

器
と
し
て
著
名
な
東
海
地
方
の
水
神
平
式
土
器
は
、
土
器
を
正
立
状
態
で
見
る

と
下
か
ら
左
上
方
向
に
廻
り
な
が
ら
条
線
が
進
行
す
る
。
こ
れ
は
単
に
条
痕
に

と
ど
ま
ら
ず
、
西
日
本
の
先
史
土
器
の
外
面
調
整
の
方
向
性
と
一
致
し
、
弥
生

土
器
の
刷
毛
目
の
付
設
方
向
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
い
ち
は
や
く
佐
原
真
が
指

摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

４
）。

　

陶
工
が
作
品
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
か
は
復
元
が
む

ず
か
し
い
が
、
亀
个
岡
式
の
よ
う
に
、
条
痕
が
器
軸
の
方
向
に
一
致
し
て
い
る

二



の
は
、
作
業
に
方
向
性
が
意
識
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
製
作
者
に
負

担
が
か
か
ら
な
い
楽
な
手
の
動
作
を
選
ん
だ
結
果
で
は
な
い
。
亀
个
岡
式
の
条

痕
に
は
、
縦
方
向
に
付
け
よ
う
と
す
る
規
範
的
意
図
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

規
範
は
東
北
北
半
で
厳
格
で
あ
り
、
北
陸
地
方
の
長
竹
式
や
中
部
高
地
の
氷
式

の
深
鉢
の
細
密
条
痕
も
こ
の
規
範
を
受
け
継
い
で
、縦
方
向
で
あ
る
。
し
か
し
、

東
北
南
半
で
は
付
設
法
が
雑
に
な
り
、
新
潟
、
北
陸
方
面
で
も
縦
方
向
を
基
調

と
す
る
が
、
円
運
動
が
加
わ
る
。

　

こ
の
点
で
示
唆
的
な
事
実
は
、
粗
製
土
器
の
外
面
に
斜
行
縄
紋
で
は
な
く
、

縦
縄
紋
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
亀
个
岡
式
土
器
の
条
痕
を
、
縄
紋
の
か
わ

り
、
つ
ま
り
代
用
と
見
な
す
意
見
も
あ
る（

５
）。

し
か
し
条
痕
を
縄
紋
の
代
用
と
見

な
す
に
は
つ
ぎ
の
難
点
が
あ
る
。ま
ず
縦
縄
紋
の
盛
期
が
亀
个
岡
式
で
は
遅
れ
、

晩
期
の
後
半
な
い
し
直
後
の
続
縄
紋
式
で
流
行
す
る
こ
と
。
つ
ぎ
に
縄
紋
を
付

設
す
る
の
に
使
う
の
は
指
で
あ
っ
て
、
条
痕
を
付
け
る
の
に
使
う
の
は
手
で
あ

る
。
手
と
指
は
別
々
の
身
体
器
官
で
、
運
動
の
方
向
性
が
一
致
す
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
縄
紋
で
は
飽
き
た
か
ら
、
あ
る
い
は
縄
紋
で
は
何
か
不
都
合
が
生
じ

た
か
ら
条
痕
に
切
り
替
え
た
。
た
ぶ
ん
そ
ん
な
単
純
な
事
情
で
条
痕
が
付
設
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
条
痕
の
使
用
に
は
ふ
か
い
事
情
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
背
景
を
穿
鑿
す
る
う
え
で
、
亀
个
岡
式
の
条
痕
の
方
向
が
縦
、
稀
に
横
方
向

で
、
斜
行
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
は
き
わ
め
て
重
い
事
実
で
あ
る
。

　

３　

亀
个
岡
式
土
器
に
と
も
な
う
条
痕
の
種
類

　
四
種
の
条
痕　
　

亀
个
岡
式
土
器
に
と
も
な
う
条
痕
に
は
各
種
の
も
の
が

あ
っ
て
、
人
に
よ
っ
て
そ
の
分
け
方
に
ち
が
い
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
自
分
は
東

北
北
半
に
限
定
す
れ
ば
つ
ぎ
の
四
種
類
で
は
な
い
か
と
思
う
。
条
痕
の
種
類
は

一
般
的
に
は
原
体
の
ち
が
い
に
由
来
す
る
が
、
厳
密
に
は
条
痕
の
種
類
と
原
体

の
種
類
と
は
別
個
の
分
類
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
そ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
観
察
、

実
験
、
実
証
は
大
切
で
あ
る
。
条
痕
を
区
別
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
条
痕
を
付

設
し
た
原
体
を
明
記
す
る
の
が
肝
心
と
な
る
が
、
原
体
が
わ
か
ら
な
い
ば
あ
い

も
お
お
く
、
そ
の
時
は
条
痕
の
形
態
を
記
述
し
、
あ
と
は
推
測
に
ま
か
せ
る
し

か
な
い
。
こ
の
観
察
の
分
野
で
写
真
、
拓
本
以
外
に
用
意
し
て
お
き
た
い
用
語

に
﹁
条
溝
、
条
間
﹂
が
あ
る
。
こ
れ
は
条
痕
を
表
現
す
る
言
葉
で
、
日
常
語
で

い
え
ば
﹁
谷
、
山
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
て
も
一
般
に
は
意
味
は
通
じ

る
が
、
こ
ま
る
の
は
山
谷
で
は
、
ど
こ
ま
で
が
山
で
、
谷
と
の
区
別
が
は
っ
き

り
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
分
の
造
語
で
あ
る
が
、
条
溝
、
条
間
の

い
い
方
を
導
入
す
る
。﹁
山
が
ひ
ろ
い
﹂
と
は
ふ
つ
う
い
わ
な
い
け
れ
ど
も
、

条
間
の
ひ
ろ
い
条
痕
は
か
な
り
一
般
的
に
存
在
す
る
。
そ
の
他
、
断
面
の
形
態

を
表
現
す
る
の
に
も
有
効
で
あ
る（

６
）。

　
扁
平
条
痕　
　

整
然
と
し
た
条
痕
で
あ
る
。
条
溝
と
条
間
の
幅
は
そ
れ
ぞ
れ

一
定
で
、
決
ま
っ
て
条
溝
幅
の
ほ
う
が
が
ひ
ろ
く
、
条
間
が
せ
ま
い
。
条
溝
は

あ
さ
く
の
っ
ぺ
り
し
て
お
り
、
深
さ
は
一
定
で
あ
る
（
第
１
図
１
、
第
２
図
１
、

２
）。
そ
の
印
象
か
ら
扁
平
条
痕
と
命
名
す
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
脈
肋

の
あ
る
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
貝
殻
に
よ
る
条
痕
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
全
国

的
に
広
布
す
る
二
枚
貝
に
よ
る
条
痕
と
は
ち
が
っ
て
、
条
溝
が
あ
さ
く
、
壁
に
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２　貝殻の外面当て引き１　扁平条痕

３　二枚貝による条痕 ４　貝殻の内面当て引き

６　ハイガイの鉸歯による細密条痕５　竹皮と巻貝の蓋による細密条痕

す
る
ど
さ
が
な
い
。

　

扁
平
条
痕
は
も
っ
と
も
亀
个
岡
式
ら
し
い
条
痕
で
あ
る
。
そ
の
分
布
は

道
南
と
東
北
北
半
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
福
島
・
新
潟
以
南
で
は

激
減
す
る
。
津
軽
海
峡
が
条
痕
を
付
設
す
る
土
器
の
分
布
の
北
限
で
な
い

こ
と
は
、
函
館
市
庵
原
町
に
あ
る
女
沢
遺
跡
の
例
な
ど
か
ら
確
実
で
あ

り（
７
）、

こ
う
し
た
条
痕
を
と
も
な
う
亀
个
岡
式
も
ど
き
の
土
器
を
小
樽
市
に

所
在
す
る
遺
跡
に
ち
な
ん
で
特
に
桃
内
式
と
命
名
す
る
意
見
が
あ
る
。
桃

内
式
に
つ
い
て
は
、
道
内
の
大
洞
Ｃ２
式
に
と
も
な
う
粗
製
土
器
で
、
口
縁

に
横
走
す
る
平
行
沈
線
と
頸
部
に
点
列
紋
を
飾
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
報
告
に
は
、
市
立
小
樽
博
物
館
が
所
蔵
す
る
岩
内
町
リ
ヤ
ム
ナ
イ
遺

跡
か
ら
採
集
さ
れ
た
条
痕
土
器
も
桃
内
式
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る（

８
）。

　

そ
の
後
、
条
痕
を
縦
方
向
に
付
設
し
た
土
器
が
あ
ら
た
に
道
内
の
数
個

所
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ（

９
）、

ま
た
、
縄
紋
晩
期
の
中
葉

に
条
痕
を
も
つ
土
器
は
、
道
南
の
日
本
海
側
に
分
布
す
る
と
い
う
意
見
も

出
さ
れ
た）

₁₀
（

。
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
報
告
の
一
つ
ひ
と
つ
の
文
献
に
あ
た
っ

て
は
検
索
で
き
て
い
な
い
が
、
近
年
の
業
績
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
の

は
、
そ
の
分
布
が
太
平
洋
沿
岸
に
広
が
り
、
噴
火
湾
周
辺
の
亀
个
岡
式
遺

跡
に
お
い
て
も
粗
製
土
器
に
条
痕
を
付
設
す
る
も
の
が
出
土
す
る
こ
と
で

あ
る）

₁₁
（

。
つ
ま
り
日
本
海
沿
岸
の
み
な
ら
ず
道
南
一
帯
に
条
痕
土
器
が
分
布

す
る
気
配
で
あ
り
、
そ
の
北
限
は
今
の
と
こ
ろ
石
狩
低
地
か
ら
苫
小
牧
東

部
の
平
地
帯
で
あ
る）

₁₂
（

。
こ
の
境
界
が
ま
さ
に
列
島
の
晩
期
縄
紋
土
器
の
条

痕
の
北
限
線
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
道
南
の
代
表
的
な
亀
个

第１図　条痕の原体の実験
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１　土器番号 450 の外面 ２　おなじく土器番号 450

３　アナダラ属の鉸歯圧痕 ４　おなじく鉸歯圧痕

岡
式
土
器
で
あ
る
聖
山
遺
跡
の
聖
山
式
に
は
条
痕

粗
製
土
器
は
多
く
な
い
よ
う
で
あ
り）

₁₃
（

、
大
洞
Ｃ２
式

と
同
時
期
と
さ
れ
る
聖
山
式
以
後
、
北
海
道
で
条

痕
を
付
設
す
る
風
習
が
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
の
か

ど
う
か
、
自
分
は
確
言
で
き
な
い
。

　

こ
の
扁
平
条
痕
が
い
っ
た
い
何
に
よ
る
も
の

か
、つ
ま
り
扁
平
条
痕
の
原
体
は
何
で
あ
る
の
か
、

ど
う
い
う
手
つ
き
で
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か

は
難
解
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
引
用
し
た
桃
内
遺
跡

の
報
告
に
は
、﹁
条
痕
文
の
施
紋
具
は
貝
殻
や
く

し
状
工
具
で
は
な
く
、
竹
管
工
具
で
あ
り
、
半
截

又
は
そ
れ
以
上
に
さ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
﹂
と

あ
る）

₁₄
（

。
つ
ま
り
多
截
の
竹
管
を
想
定
し
て
い
る
。

た
し
か
に
亀
个
岡
式
の
な
か
に
は
、
竹
管
を
さ
い

て
折
っ
た
よ
う
な
ほ
そ
く
す
る
ど
い
条
痕
も
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
扁
平
条
痕
で
は
な
い
。
扁
平

条
痕
は
整
然
と
し
て
お
り
、
条
溝
と
条
間
の
関
係

が
一
定
幅
で
安
定
し
て
い
る
。人
工
物
で
は
な
く
、

二
枚
貝
が
原
体
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
て
も
、

何
貝
で
、
ど
う
し
た
ら
付
く
の
か
考
え
な
や
ん
で

い
た
。
こ
の
問
題
を
氷
解
し
た
の
は
、
弘
前
大
学

考
古
学
研
究
室
が
発
掘
し
た
青
森
県
今
津
遺
跡
の

第２図　青森県今津遺跡の深鉢形土器（『弘大今津報告』写真73から引用）
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報
告
書
（
以
下
、
弘
大
今
津
報
告
）
で
あ
る）

₁₅
（

。
そ
の
図
版
﹁
写
真
73　

深
鉢
形

土
器
﹂
に
は
四
葉
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
１
、
２
と
番
付
さ
れ
た
上
段
の
写
真

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
﹁
貝
殻
条
痕
文
と
サ
ル
ボ
ウ
属
の
鉸
歯
圧
痕
﹂
と
あ
る

（
第
２
図
）。
１
、
２
は
同
一
個
体
の
深
鉢
形
土
器
で
、
外
面
は
扁
平
条
痕
に
よ

る
仕
上
げ
で
あ
る
。

　

し
か
し
サ
ル
ボ
ウ
、
ア
カ
ガ
イ
、
ハ
イ
ガ
イ
な
ど
の
よ
う
に
放
射
肋
を
も
つ

二
枚
貝
に
よ
る
条
痕
は
何
度
も
実
験
し
た
が
、
扁
平
条
痕
と
似
て
非
な
る
も
の

で
あ
る（
第
１
図
３
）。こ
う
し
た
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
腹
縁
を
押
し
引
い
た
条
痕
は
、

条
溝
が
扁
平
条
痕
よ
り
も
ふ
か
い
こ
と
、
条
溝
と
条
間
の
間
隔
、
つ
ま
り
条
溝

幅
と
条
間
幅
が
ほ
ぼ
ひ
と
し
い
と
い
う
特
性
が
あ
る
（
第
１
図
４
）。
そ
れ
で

は
扁
平
条
痕
の
原
体
は
、
寒
流
系
の
貝
の
代
表
で
、
放
射
肋
が
あ
る
ホ
タ
テ
ガ

イ
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
タ
テ
ガ
イ
の
腹
縁
を
当
て
て
引
く
と
た
し
か
に
扁
平
条
痕

が
で
き
る
が
、
条
痕
が
お
お
き
す
ぎ
る
。
条
溝
も
条
間
も
幅
が
す
こ
し
お
お
き

い
の
で
あ
る
。
貝
殻
の
小
振
り
な
も
の
を
選
べ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
現
在
食

品
と
な
り
、
お
そ
ら
く
原
始
時
代
で
も
捕
獲
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
通
常
の
ホ

タ
テ
ガ
イ
は
原
体
と
し
て
失
格
で
あ
る
。

　

で
は
弘
大
今
津
報
告
で
い
う
貝
殻
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
貝
で
あ
ろ

う
か
。
表
題
に
﹁
貝
殻
条
痕
﹂
と
あ
り
つ
づ
い
て
﹁
サ
ル
ボ
ウ
属
の
鉸
歯
圧
痕
﹂

と
あ
る
か
ら
、
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
貝
殻
で
扁
平
条
痕
を
復
元
す
る
の
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
再
現
実
験
し
て
驚
い
た
こ
と
に
は
、
扁
平
条
痕
は
ア
ナ
ダ
ラ
属
の

腹
縁
を
逆
向
き
、つ
ま
り
外
面
を
進
行
方
向
に
向
け
て
引
い
た
も
の
で
あ
る（
第

１
図
２
）。
弘
大
今
津
報
告
を
わ
か
り
や
す
い
表
題
に
お
き
か
え
れ
ば
、﹁
サ
ル

第３図　亀ヶ岡遺跡から出土した条痕土器（三田史学会『亀ヶ岡遺跡』から引用）
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ボ
ウ
属
の
貝
殻
条
痕
文
と
鉸
歯
圧
痕
﹂
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ア
ナ
ダ
ラ
属
の

貝
殻
は
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
外
面
を
当
て
て
引
く
と
、
肋
間
溝
が
器
面
に
接

触
し
、
条
溝
の
壁
も
つ
ぶ
れ
て
に
ぶ
く
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
条
痕
は
実
在

し
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
さ
き
ほ
ど
の
ホ
タ

テ
ガ
イ
で
、
腹
縁
の
外
面
を
引
く
と
、
条
溝
の
断
面
が
矩
形
で
は
な
く
、
半
円

状
と
な
り
、
半
截
竹
管
と
区
別
が
む
ず
か
し
く
な
る
。

　

ア
ナ
ダ
ラ
属
に
よ
る
条
痕
は
、
縄
紋
早
期
末
の
繊
維
土
器
と
東
海
地
方
の
縄

紋
晩
期
か
ら
弥
生
前
期
に
か
か
る
条
痕
紋
土
器
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
条
痕
は

条
溝
が
顕
著
に
陰
刻
さ
れ
る
が
、
条
間
と
幅
が
ほ
ぼ
ひ
と
し
い
。
こ
れ
は
大
変

重
要
な
特
性
で
、
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
凹
凸
の
あ
る
腹
縁
が
内
側
で
寸
分
の
く
る
い

な
く
鉗
子
状
に
嚙
み
合
う
た
め
で
あ
っ
て
、
貝
殻
の
内
側
を
当
て
て
引
い
た
証

拠
で
あ
る
。
江
坂
輝
也
は
東
北
地
方
の
早
期
の
白
浜
式
土
器
を
解
説
し
て
﹁
サ

ル
ボ
ウ
の
貝
殻
背
を
使
用
し
て
横
位
に
細
い
貝
殻
条
痕
文
﹂
と
記
述
す
る）

₁₆
（

が
、

こ
の
ば
あ
い
も
文
意
か
ら
脈
肋
の
あ
る
背
、
つ
ま
り
貝
殻
の
外
（
表
）
面
を
実

際
に
当
て
る
の
で
は
な
く
、使
用
す
る
の
は
腹
縁
で
あ
り
、進
行
方
向
に
む
か
っ

て
内
面
を
当
て
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
貝
殻
は
大
き
く
な
る
と
鋸
歯
状
の
凹
凸

幅
が
変
化
す
る
。
大
型
品
は
腹
縁
で
貝
殻
が
う
す
く
な
り
、
内
面
側
の
突
起
が

先
端
で
急
に
ほ
そ
く
な
る
た
め
、内
面
を
当
て
て
引
く
一
般
的
な
付
設
法
で
は
、

逆
に
条
溝
の
幅
が
条
間
よ
り
も
せ
ま
く
な
る
。
そ
し
て
貝
殻
の
外
面
は
放
射
肋

の
幅
が
ひ
ろ
く
な
っ
て
腹
縁
の
起
伏
は
と
ぼ
し
く
な
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
貝

殻
は
左
右
の
長
さ
が
優
に
一
〇
セ
ン
チ
を
こ
え
る
よ
う
な
大
型
品
で
あ
っ
て
、

条
痕
原
体
と
し
て
は
大
き
す
ぎ
て
使
い
勝
手
が
わ
る
い
。
実
際
に
使
用
さ
れ
た

貝
殻
は
、
条
痕
の
大
き
さ
か
ら
し
て
、
も
っ
と
も
あ
り
き
た
り
の
大
き
さ
、
つ

ま
り
貝
塚
な
ど
で
多
出
す
る
五
セ
ン
チ
内
外
の
ち
ょ
う
ど
五
本
の
指
先
で
つ
か

む
の
に
都
合
が
よ
い
大
き
さ
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
内
側
を
引
く
と

は
、
親
指
を
貝
殻
の
く
ぼ
ん
だ
内
面
に
当
て
、
対
向
す
る
四
指
で
表
の
凸
面
を

押
さ
え
る
持
ち
か
た
の
ほ
う
が
安
定
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
腹
縁
が
水
平

に
な
ら
な
い
か
ら
、
貝
殻
の
凸
面
（
外
面
）
を
上
に
し
て
、
左
右
を
つ
ま
む
よ

う
に
し
て
押
し
引
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
通
常
の
二
枚
貝
に
よ
る
条
痕

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
貝
の
外
（
表
）
面
は
、
放
射
肋
が
貝
の
成
長
と
と
も
に
肥
大
し
、

肋
間
溝
よ
り
も
肋
幅
の
ほ
う
が
大
き
く
な
る
。
腹
縁
部
の
外
面
で
も
ち
ょ
う
ど

貝
殻
の
厚
み
分
だ
け
肋
幅
が
ひ
ろ
い
。
し
た
が
っ
て
腹
縁
の
外
面
側
を
器
面
に

当
て
て
引
け
ば
、
決
ま
っ
て
条
溝
が
条
間
よ
り
も
幅
広
で
、
溝
の
や
や
あ
さ
い

条
痕
が
で
き
あ
が
る
。
こ
れ
が
亀
个
岡
式
に
特
有
な
扁
平
条
痕
の
正
体
で
あ
っ

た
。

　

扁
平
条
痕
の
提
唱
と
そ
の
原
体
の
解
明
は
、
藤
沼
邦
彦
教
授
は
じ
め
弘
前
大

学
考
古
学
研
究
室
の
関
係
者
が
氷
解
し
た
こ
と
を
自
分
は
上
文
で
解
説
し
た
に

す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
て
亀
个
岡
式
の
条
痕
に
か
ん
す
る
一
番
大
き
な
山
は
越

え
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
下
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
条
痕
に
か
ん
す
る
弘
大

考
古
学
研
究
室
の
貢
献
は
も
う
一
つ
あ
る
。

　
不
整
櫛
状
条
痕　
　

不
整
条
痕
と
は
、
条
溝
と
条
間
が
不
均
一
な
も
の
で
あ

る
が
、
と
く
に
条
溝
幅
と
条
間
幅
が
均
等
で
な
い
も
の
を
指
す
。
こ
れ
に
は
二

種
類
あ
っ
て
、
条
間
が
こ
す
れ
て
い
な
い
も
の
、
条
間
に
圧
迫
痕
が
あ
り
こ
す
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れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
す
れ
て
い
な
い
も
の
を
櫛
状
と
し
て
分
離
し
、
こ

こ
で
は
不
整
櫛
状
条
痕
と
称
し
て
お
く
。

　

最
初
に
亀
个
岡
遺
跡
で
条
痕
粗
製
土
器
を
報
告
し
た
慶
応
大
学
の
発
掘
品
に

あ
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
か
ら
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
（
第
３
図
）。
そ
の
報
告

書
で
あ
る
藤
田
亮
策
『
亀
个
岡
遺
跡
』
三
田
史
学
会
、
一
九
五
九
年
の
挿
図
に

は
六
点
の
条
痕
を
付
設
し
た
土
器
片
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
四
四

図
７
、
23
、
第
五
四
図
１
、
13
、
15
、
第
五
五
図
１
で
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
第
五
五
図
１
（
第
３
図
３
）
は
半
精
製
品
で
あ
っ
て
、
口
頸
部
の

外
面
に
工
字
紋
を
幅
ひ
ろ
く
装
飾
し
、
胴
部
に
縦
方
向
の
条
痕
を
残
す
。
縦
条

痕
は
文
様
に
下
地
に
な
っ
て
、
頸
部
あ
た
り
ま
で
残
っ
て
い
る
が
、
条
の
な
か

に
こ
ま
か
い
節
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
、
縄
紋
の
可
能
性
も
あ
る
。
つ

ま
り
条
痕
と
は
確
言
で
き
な
い
。
つ
ぎ
に
第
五
四
図
15
（
第
３
図
６
）
が
条
痕

で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
拓
本
が
う
す
く
て
、
条
痕
の
特
性
を
明
言
で

き
な
い
。
お
そ
ら
く
実
物
の
器
面
も
砂
粒
状
で
ザ
ラ
ザ
ラ
に
荒
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
第
五
四
図
の
１
（
第
３
図
２
）
は
扁
平
条
痕
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
前
述
し
た
。
残
り
の
三
点
、
つ
ま
り
第
四
四
図
の
７
（
第
３
図
１
）、
23

（
第
３
図
４
）、
第
五
四
図
の
13
（
第
３
図
５
）
が
こ
こ
で
い
う
不
整
櫛
状
条
痕

に
あ
た
る
。
以
下
、
拓
本
と
貼
付
の
断
面
図
か
ら
解
説
し
て
お
こ
う
。

　

第
四
四
図
７
（
第
３
図
１
）
は
、
器
体
の
上
半
が
ゆ
る
く
外
彎
す
る
鉢
形
土

器
で
下
胴
部
を
欠
損
す
る
。
口
縁
は
薄
手
に
つ
く
り
、
上
縁
に
双
突
起
を
付
設

す
る
。
条
痕
は
縦
方
向
で
、
口
縁
の
外
面
で
疎
、
頸
部
か
ら
下
は
密
に
な
る
。

第
四
四
図
23
（
第
３
図
４
）
は
、
や
や
内
彎
す
る
鉢
形
土
器
の
口
頸
部
で
、
外

面
に
縦
方
向
の
条
痕
を
付
設
す
る
。
第
五
四
図
13
（
第
３
図
５
）
は
、
口
縁
部

の
小
破
片
で
、
外
面
に
縦
条
痕
を
付
設
す
る
。

　

こ
の
不
整
櫛
状
条
痕
は
、
扁
平
条
痕
よ
り
も
条
溝
の
幅
が
せ
ま
い
。
さ
ら
に

条
溝
が
鮮
明
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
拓
本
が
そ
う
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
が
、
実
物
に
お
い
て
は
条
溝
の
深
さ
が
不
均
一
で
、
浅
か
っ
た
り
、

深
か
っ
た
り
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
条
溝
の
幅
が
均
一
で
な
く
、
や
や
広
く

な
っ
た
り
せ
ま
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
拓
本
か
ら
観
察
で
き
る
。
さ
ら
に
重

要
な
こ
と
は
第
四
四
図
23
（
第
３
図
４
）
の
拓
本
に
顕
著
で
あ
る
が
、
条
溝
の

左
右
、
つ
ま
り
条
間
の
端
で
拓
本
の
墨
が
濃
く
、
幅
ひ
ろ
い
条
間
か
ら
浮
き
上

が
っ
て
見
え
る
。
こ
れ
は
条
溝
の
粘
土
が
原
体
に
圧
迫
さ
れ
て
溝
の
上
端
、
つ

ま
り
条
間
の
端
に
逃
げ
て
、
ミ
ミ
ズ
腫
れ
状
に
隆
起
し
た
た
め
で
、
こ
の
こ
と

は
条
間
に
は
原
体
が
当
た
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
現
象
は
実
際

に
は
脈
肋
あ
る
二
枚
貝
を
内
側
に
向
か
っ
て
引
い
た
条
痕
で
も
当
た
り
具
合
に

よ
っ
て
は
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
第
四
四
図
23
（
第
３
図
４
）
は
二
枚

貝
に
よ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
第
四
四
図
の
７
（
第
３
図
１
）
で
顕
著
に

わ
か
る
よ
う
に
、
条
溝
が
脈
肋
幅
よ
り
も
せ
ま
く
、
条
間
の
ほ
う
が
ひ
ろ
い
条

痕
は
、
歯
先
の
な
が
い
櫛
の
よ
う
な
人
工
物
を
引
い
た
ば
あ
い
に
生
ず
る
も
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
櫛
状
工
具
で
引
い
た
条
痕
で
あ
る
。

　

北
海
道
に
分
布
す
る
桃
内
式
の
条
痕
原
体
に
つ
い
て
多
截
竹
管
と
い
う
学
説

も
、
こ
の
不
整
櫛
状
条
痕
の
原
体
を
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
半
截
竹
管
に
し
て

は
条
溝
が
ほ
そ
く
、
条
数
が
お
お
す
ぎ
る
条
痕
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

桃
内
式
土
器
に
つ
い
て
、
さ
い
わ
い
条
痕
の
細
部
写
真
を
掲
載
し
た
報
告
書
が

八



あ
る
か
ら
、
扁
平
条
痕
に
混
じ
り
な
が
ら
条
溝
の
深
さ
が
不
均
一
な
不
整
櫛
状
条
痕
の
存

在
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る）

₁₇
（

。
さ
ら
に
前
引
の
弘
大
今
津
報
告
で
わ
か
り
や
す
い
例
を

挙
げ
れ
ば
、
土
器
番
号
四
六
七
（
第
７
図
３
）
の
外
面
条
痕
は
、
凹
凸
歯
連
体
に
よ
る
不

整
櫛
状
条
痕
で
あ
る
。
た
だ
拓
本
の
配
置
に
編
集
ミ
ス
が
あ
り
、
土
器
番
号
四
五
九
の
ほ

う
に
貼
付
さ
れ
た
ほ
う
が
大
き
く
て
、
条
線
の
途
切
れ
が
わ
か
り
や
す
い）

₁₈
（

。

　

日
本
先
史
土
器
に
み
ら
れ
る
平
行
な
線
状
痕
を
﹁
櫛
状
工
具
﹂
に
よ
る
も
の
と
の
言
説

は
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
頻
出
す
る
が
、
で
は
い
っ
た
い
﹁
櫛
状
工
具
﹂
と
は
い
か
な
る

も
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
自
分
は
あ
ら
た
に
﹁
連
体
﹂
と
命
名
す
る
製
陶
具
を
提
案
し
て
、

こ
の
工
具
の
使
用
は
時
代
も
時
期
も
長
期
に
ま
た
が
り
、
全
国
的
に
も
広
布
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
説
い
た）

₁₉
（

。
不
整
櫛
状
工
具
に
よ
る
条
痕
は
連
体
を
原
体
と
し
、
と
く
に
亀
个

岡
式
に
特
有
な
条
痕
で
は
な
く
、
む
し
ろ
条
痕
と
し
て
は
ひ
ろ
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
不
整
板
状
条
痕　
　

こ
の
条
痕
は
西
日
本
の
弥
生
土
器
で
い
う
粗
い
刷
毛
目
と
お
な
じ
で

あ
る
。
条
溝
は
幅
が
せ
ま
く
、
断
面
が
垂
直
で
は
な
く
一
方
に
傾
斜
し
て
立
ち
上
が
る
。

条
間
は
こ
す
れ
て
お
り
、
全
体
の
印
象
は
平
坦
で
あ
る
。
木
目
の
粗
い
板
を
押
し
当
て
て

引
い
た
軌
跡
痕
で
あ
る
。
前
文
の
条
痕
と
ち
が
っ
て
、
縦
方
向
に
付
設
せ
ず
弥
生
土
器
の

刷
毛
目
の
よ
う
に
斜
行
す
る
。
事
例
は
す
く
な
く
、
晩
期
終
末
の
つ
ぎ
の
遺
跡
か
ら
出
土

し
て
い
る
。

① 

八
戸
市
是
川
中
居
遺
跡
（
工
藤
竹
久
・
高
島
芳
弘
﹁
是
川
中
居
遺
跡
出
土
の
縄
文
時
代
晩
期
終
末
期

か
ら
弥
生
時
代
の
土
器
﹂『
八
戸
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
八
六
年
）

　

こ
の
報
告
で
﹁
鉢
・
深
鉢
・
甕
形
土
器
﹂
の
Ｃ
─

２
類
と
分
類
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
条

痕
が
密
な
も
の
で
あ
る
（
第
４
図
１
～
４
）。
弥
生
前
期
の
遠
賀
川
系
の
甕
形
土
器
に
よ
く

似
た
土
器
の
胴
部
に
斜
行
し
て
付
設
す
る
。
拓
本
で
見
る
と
、
条
溝
の
部
分
が
完
全
に
白

第４図　不整板状条痕（1～4は是川中居遺跡、5,6は剣吉荒町遺跡）
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く
抜
け
き
ら
ず
、
墨
の
当
た
り
が
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
Ｃ
─

２
類
で
条
痕
が
疎
な
も
の
と
さ
れ
た
条
数
は
、﹁
３
条
一
単
位
﹂

と
記
述
が
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
は
不
整
櫛
状
条
痕
で
、
五
歯
か
ら
な
る
連
体
の

端
か
ら
二
番
目
と
四
番
目
を
み
じ
か
く
し
た
凹
凸
歯
で
、
接
触
不
良
を
発
生
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
。

② 

剣
吉
荒
町
遺
跡（
鈴
木
克
彦『
名
川
町
剣
吉
荒
町
遺
跡（
第
２
地
区
）発
掘
調
査
報
告
書
』

青
森
県
立
郷
土
館
調
査
報
告
第
二
二
集
、
考
古
七
、
一
九
八
八
年
）

　

こ
の
報
告
書
の
図
六
四
の
14
（
第
４
図
６
）
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
遠
賀

川
系
甕
形
土
器
に
よ
く
似
た
土
器
で
、
口
縁
部
の
破
片
で
あ
る
。
条
痕
は
斜
行

し
、
条
溝
は
鮮
明
で
な
く
、
条
間
に
こ
す
れ
が
あ
る
。
条
間
が
平
坦
で
は
な
く

片
方
に
傾
斜
し
て
つ
ぶ
れ
て
お
り
、
平
坦
で
は
あ
る
が
、
追
柾
目
の
よ
う
に
目

の
あ
ら
い
薄
板
を
器
面
に
押
し
当
て
て
引
い
た
痕
跡
で
は
な
い
か
と
思
う
。
上

層
か
ら
出
土
し
た
図
六
三
の
７
（
第
４
図
５
）
は
こ
れ
と
よ
く
似
て
お
り
、
胎

土
の
質
と
発
色
か
ら
自
分
は
同
一
個
体
と
判
定
し
た
。
し
か
し
こ
ち
ら
の
ほ
う

は
見
る
か
ら
に
条
痕
で
あ
っ
て
、
条
間
に
は
こ
す
れ
が
な
い
。
こ
れ
を
例
示
す

る
の
は
不
適
切
で
あ
る
が
、
条
間
の
こ
す
れ
は
、
場
所
に
よ
っ
て
接
触
不
良
の

た
め
発
生
し
な
い
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。

　

資
料
数
が
す
く
な
い
の
で
断
言
で
き
な
い
が
、
不
整
板
状
条
痕
は
西
日
本
の

遠
賀
川
式
に
よ
く
似
た
甕
形
土
器
の
外
面
調
整
に
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
特
異
な

土
器
の
時
代
は
、
晩
期
の
亀
个
岡
式
で
は
な
く
そ
の
直
後
の
弥
生
前
期
の
砂
沢

式
に
ま
で
く
だ
る
可
能
性
が
た
か
い
の
で
、
西
日
本
か
ら
刷
毛
目
に
よ
る
仕
上

げ
技
法
が
流
入
し
た
こ
と
を
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
遠
賀
川
式
に
似
た

形
制
も
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
西
日
本
で
は
粗
い
刷
毛
目
は
弥
生
時

代
前
期
に
一
般
的
で
は
な
く
、
近
畿
地
方
で
中
期
の
前
葉
の
櫛
描
紋
土
器
に
と

も
な
う
甕
形
土
器
の
調
整
法
に
多
用
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
、
粗
い
刷
毛
目
は
時

代
が
ず
っ
と
く
だ
っ
て
円
筒
埴
輪
の
調
整
に
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

日
本
考
古
学
で
い
う
刷
毛
目
が
、
薄
板
の
木
目
の
軌
跡
痕
で
あ
る
こ
と
は
周

知
で
あ
る
が
、
そ
の
板
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
っ
て
い
た
の
か
は
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
刷
毛
目
の
原
体
と
し
て
実
際
使
用
さ
れ
た
と
思
う
遺
物
は
福
岡

市
比
恵
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
柾
目
の
薄
板
で
あ
る）

₂₀
（

。
し
か
し

こ
の
板
の
側
辺
に
は
、
刷
毛
目
板
と
し
て
は
無
用
な
小
穴
が
二
孔
開
口
し
て
お

り
、
も
と
も
と
は
何
か
別
の
部
材
で
あ
っ
た
も
の
を
後
に
製
陶
具
で
あ
る
刷
毛

目
板
と
し
て
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
刷
毛
目
の
再
現
実
験
を
し
た
横
山
浩
一

は
、
整
形
板
で
あ
ろ
う
と
割
板
で
あ
ろ
う
と
使
用
に
よ
っ
て
摩
耗
す
る
か
ら
結

局
は
お
な
じ
軌
跡
痕
に
な
る
と
い
う
。
し
か
し
春
材
の
突
出
し
た
割
板
は
﹁
最

初
は
、
面
を
整
形
し
た
板
の
擦
痕
と
陰
陽
が
逆
転
し
た
擦
痕
を
生
じ
る
﹂
と
観

察
し
て
い
る）

₂₁
（

。
そ
こ
で
、
自
分
は
こ
の
不
整
板
状
条
痕
こ
そ
原
体
が
割
り
板
を

使
用
し
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
木
目
に
そ
っ
て
割
裂
し
た
木
材
の
小
口
は

凹
凸
が
あ
り
、
あ
た
か
も
櫛
状
工
具
と
な
る
が
、
こ
の
小
口
と
割
裂
面
の
凹
凸

を
砥
石
や
刃
物
で
な
ら
し
た
り
、
焼
い
た
り
し
な
が
ら
平
坦
な
板
に
仕
上
げ
て

薄
板
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
整
形
板
の
正
体
と
い
っ
て
も
、
そ
の
程

度
の
目
の
粗
い
木
片
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
粗
い
刷
毛
目
と
い
え
ば
、
整
形

の
程
度
が
か
る
い
﹁
割
板
﹂
と
表
現
し
、
今
日
の
鋸
挽
き
、
し
か
も
台
鉋
仕
上

一
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げ
の
整
形
板
と
は
区
別
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
極ご

く
ぼ
そ細

均
整
条
痕　
　

整
然
と
し
た
緻
密
な
細
密
条
痕
で
、
小
型
ヤ
ス
リ
の
こ
ま
か
い
目
の
よ
う
に

凹
凸
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
（
第
５
図
）。
細
密
条
痕
に
は
均
一
な
も
の
と
不
整
な
も
の
、
そ
し
て

そ
の
中
間
的
な
も
の
が
あ
る
。
均
一
な
細
密
条
痕
の
原
体
で
判
明
し
た
も
の
は
、
脈
肋
あ
る
二
枚

貝
の
貝
頂
部
と
一
種
の
絡
条
体
で
あ
る
。
前
者
は
山
陰
地
方
の
後
期
に
、
後
者
は
東
北
南
半
か
ら

中
部
山
岳
地
方
の
晩
期
の
浮
線
網
状
紋
土
器
に
と
も
な
う
粗
製
土
器
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う

極
細
均
整
条
痕
と
は
そ
れ
よ
り
も
も
う
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
く
均
一
な
条
痕
を
指
す
。

　

櫛
状
工
具
の
な
か
で
自
分
が
い
う
連
体
を
使
用
し
て
も
細
密
条
痕
は
で
き
る
が
、
し
か
し
極
細

条
痕
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
条
溝
を
彫
り
出
す
歯
を
だ
ん
だ
ん
ほ
そ
い
も
の
に
し
て
ゆ
く
と

紐
が
か
り
で
き
な
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
連
体
は
と
な
り
ど
う
し
の
櫛
歯
を
行
き
帰
り
都
合
二
条

の
紐
で
連
結
し
た
も
の
で
、
こ
の
紐
が
か
り
の
幅
が
条
間
と
な
る
。
紐
は
最
少
二
本
通
る
か
ら
そ

の
幅
、
つ
ま
り
条
間
は
紐
二
本
分
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
紐
は
打
っ
て
返
し
て
上
下
に
重
な

る
か
ら
条
間
は
紐
一
本
分
か
、
多
少
そ
れ
よ
り
も
ふ
と
め
の
幅
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
条
溝
を
ほ

そ
く
す
る
に
は
ほ
そ
い
串
を
使
う
わ
け
だ
が
、
串
が
あ
る
程
度
の
ほ
そ
さ
に
な
る
と
緊
縛
す
る
紐

の
力
の
ほ
う
が
つ
よ
く
な
り
、
そ
の
た
め
串
が
折
れ
て
し
ま
う
。
ど
の
程
度
の
ほ
そ
さ
の
串
ま
で

と
い
う
数
値
は
、
串
材
の
強
度
に
よ
る
の
だ
ろ
う
が
、
連
体
で
刷
毛
目
の
よ
う
な
極
細
の
条
溝
は

再
現
で
き
な
い
。

　

そ
れ
で
は
細
密
条
痕
よ
り
も
さ
ら
に
こ
ま
か
い
極
細
条
痕
は
何
に
よ
っ
て
再
現
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
自
然
物
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
候
補
が
思
い
う
か
ぶ
。
植
物
で
こ
ま
か
い
凹
凸
を
も
つ
も
の

に
は
竹
皮
が
あ
る
。
年
配
の
方
な
ら
ご
存
じ
の
昔
、
牛
肉
を
包
ん
で
い
た
真
竹
の
乾
燥
し
た
皮
で

あ
る
。
ス
ス
キ
、
笹
、
茅
な
ど
の
葉
も
、
幅
が
せ
ま
く
て
使
い
に
く
い
が
、
お
な
じ
で
あ
る
。
も

う
一
つ
も
竹
に
な
る
が
、
簡
単
な
加
工
品
で
、
肉
厚
の
竹
を
割
っ
た
薄
板
、
つ
ま
り
竹
篦
。
こ
の

第５図　極細均整条痕（1～6は是川中居遺跡、7,8は剣吉荒町遺跡）
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竹
篦
は
手
で
簡
単
に
湾
曲
で
き
、
そ
の
凸
面
を
器
面
に
当
て
て
引
く

と
極
細
の
条
痕
が
で
き
る
。
竹
皮
の
擦
過
痕
は
厳
格
に
は
均
整
で
な

い
が
、
か
な
り
均
整
に
ち
か
く
（
第
１
図
５
上
）、
ま
た
竹
篦
の
身

の
擦
過
痕
は
、
条
溝
が
異
条
で
不
均
一
と
な
る
。
竹
皮
の
静
止
圧
痕

は
出
土
土
器
の
底
部
に
残
っ
た
例
が
あ
る
が
、
擦
過
痕
跡
の
実
例
が

あ
る
の
か
ど
う
か
、
自
分
は
確
言
で
き
な
い
。
竹
篦
の
小
口
の
方
を

引
い
た
条
痕
は
実
在
し
、
弥
生
土
器
の
櫛
描
紋
に
出
現
す
る
。
巻
貝

の
側
面
や
殻
径
を
引
い
た
り
す
れ
ば
こ
ま
か
い
条
痕
が
残
る
。
巻
貝

の
殻
で
は
な
く
、
殻
口
を
閉
ざ
す
蓋
の
ほ
う
が
候
補
と
な
る
。
サ
ザ

エ
の
蓋
の
外
面
に
は
ト
ゲ
の
よ
う
な
み
じ
か
い
突
起
が
無
数
に
あ

り
、
こ
れ
を
引
く
と
細
密
よ
り
も
す
こ
し
こ
ま
か
い
条
痕
が
で
き
あ

が
る
。
こ
の
貝
殻
質
の
蓋
は
隆
起
し
て
い
る
の
で
、
条
痕
が
帯
状
に

器
面
か
ら
沈
む
（
第
１
図
５
下
）。

　

極
細
均
整
条
痕
は
、
竹
皮
、
竹
篦
に
よ
る
条
痕
よ
り
も
、
条
溝
、

条
間
が
均
整
で
あ
っ
て
、
東
北
北
半
の
亀
个
岡
式
に
と
も
な
う
も
の

と
し
て
つ
ぎ
の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

① 

八
戸
市
是
川
中
居
遺
跡
（
工
藤
竹
久
・
高
島
芳
弘
﹁
是
川
中
居
遺
跡
出
土

の
縄
文
時
代
晩
期
終
末
期
か
ら
弥
生
時
代
の
土
器
﹂『
八
戸
市
博
物
館
研
究
紀

要
』
第
二
号
、
一
九
八
六
年
）

　

前
掲
の
報
告
書
で
、
Ｃ
─

１
と
分
類
さ
れ
た
﹁
刷
毛
目
調
整
﹂
が

該
当
す
る
。
甕
形
土
器
の
胴
部
に
整
然
と
し
た
こ
ま
か
い
刷
毛
目
が

横
方
向
に
走
行
す
る
（
第
５
図
１
～
６
）。

第６図　東北中後期の細密条痕（1～3は上野尻Ⅱ遺跡、4～9は桐内A遺跡）

一
二



② 
剣
吉
荒
町
遺
跡（
鈴
木
克
彦『
名
川
町
剣
吉
荒
町
遺
跡（
第
２
地
区
）発
掘
調
査
報
告
書
』

青
森
県
立
郷
土
館
調
査
報
告
第
二
二
集
、
考
古
七
、
一
九
八
八
年
）

　

自
分
が
属
目
し
た
の
は
剣
吉
荒
町
遺
跡
の
﹁
遠
賀
川
系
等
の
土
器
﹂
の
な
か

で
あ
る
。
報
告
書
の
図
六
三
﹁
Ⅰ
区
出
土
の
遠
賀
川
系
等
の
土
器
﹂
の
総
数
一

六
片
の
な
か
に
二
片
あ
る
。
図
六
三
の
２
（
第
５
図
８
）
は
頸
部
の
破
片
で
、

水
平
沈
線
の
下
に
斜
行
す
る
極
細
条
痕
が
あ
る
。
報
告
書
で
は
は
っ
き
り
し
な

い
が
、
そ
の
下
は
さ
ら
に
傾
斜
し
た
極
細
条
痕
が
下
地
に
あ
る
。
図
六
三
の
11

（
第
５
図
７
）
は
胴
部
の
破
片
で
、
外
面
に
縦
方
向
の
極
細
条
痕
が
あ
る
。
方

向
は
垂
直
に
ち
か
い
が
、
す
こ
し
ば
か
り
傾
斜
し
て
い
る
。

　

剣
吉
荒
町
遺
跡
の
こ
の
極
細
条
痕
を
見
た
と
き
、い
わ
ゆ
る
条
痕
で
は
な
く
、

非
常
に
目
の
こ
ま
か
い
刷
毛
目
だ
と
思
っ
た
。
し
か
し
11
（
第
５
図
７
）
で
は

刷
毛
目
に
し
て
は
凹
凸
が
明
瞭
で
整
然
と
し
て
い
る
の
が
気
に
な
っ
た
。２（
第

５
図
８
）
は
条
間
に
こ
す
れ
が
あ
る
の
だ
が
、
11
（
第
５
図
７
）
は
ヤ
ス
リ
の

目
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
板
の
木
目
に
よ
る
刷
毛
目
で
は
な
く
、
二
枚
貝
に

よ
る
条
痕
で
あ
る
こ
と
は
弘
大
今
津
報
告
の
細
部
写
真
が
手
が
か
り
と
な
っ

た
。﹁
写
真
73　

深
鉢
形
土
器
﹂
は
四
葉
の
カ
ッ
ト
か
ら
な
り
、
全
形
を
写
す

１
と
２
の
条
痕
が
扁
平
条
痕
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
（
第
２
図
）。
下
段
の

３
と
４
は
そ
の
接
写
写
真
で
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
﹁
鉸
歯
圧
痕
の
拡
大
﹂
と
あ

る
。
画
像
は
、貝
殻
の
内
側
の
ち
ょ
う
ど
蝶
つ
が
い
に
あ
た
る
鋸
歯
状
の
歯
丘
、

つ
ま
り
鉸
歯
の
静
止
圧
痕
を
扁
平
条
痕
の
上
に
陰
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

写
真
を
見
る
と
、
や
や
斜
め
に
な
っ
て
い
る
が
横
方
向
に
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
の
よ

う
な
こ
ま
か
い
櫛
歯
圧
痕
が
延
び
て
お
り
、
３
の
写
真
で
は
そ
の
下
に
平
行
し

て
ほ
そ
い
溝
が
あ
る
（
第
２
図
３
）。
こ
の
並
ん
だ
溝
は
４
の
写
真
で
も
あ
さ

く
て
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
黒
い
筋
と
な
っ
て
見
え
る
（
第
２
図
４
）。

　

二
枚
貝
の
鉸
歯
は
、
通
例
左
右
に
分
裂
し
、
前
側
歯
と
後
側
歯
に
分
か
れ
る

が
、
サ
ル
ボ
ウ
の
よ
う
な
貝
で
は
一
列
に
つ
な
が
る
。
そ
の
静
止
圧
痕
は
、
鋸

歯
と
い
う
よ
り
も
梯
子
状
で
、
ち
ょ
う
ど
桟
に
あ
た
る
横
木
の
圧
痕
は
キ
ャ
タ

ピ
ラ
ー
状
の
陰
刻
と
な
り
、
こ
れ
が
縦
列
の
一
単
位
と
な
る
。
こ
の
鉸
歯
の
陰

刻
に
平
行
す
る
あ
さ
い
溝
は
、
貝
殻
の
背
縁
の
押
捺
痕
で
あ
っ
て
、
鉸
歯
を
押

す
と
き
に
、
そ
の
と
な
り
の
角
張
っ
た
背
縁
が
当
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

鉸
歯
を
器
面
に
当
て
て
押
し
引
く
と
、
た
い
へ
ん
細
か
い
凹
凸
を
な
し
た
面
が

で
き
あ
が
り
、
印
象
と
し
て
は
刷
毛
目
の
よ
う
に
平
坦
で
な
く
、
整
然
か
つ
緻

密
な
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
山
谷
と
な
る
（
第
１
図
６
）。
そ
こ
で
自
分
は
刷
毛
目

と
見
な
す
の
に
い
く
ぶ
ん
躊
躇
が
あ
っ
た
亀
个
岡
式
に
共
伴
す
る
遠
賀
川
式
系

甕
形
土
器
の
極
細
で
均
整
の
と
れ
た
条
線
痕
は
、
二
枚
貝
の
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
鉸

歯
を
原
体
と
見
な
す
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

　

た
だ
し
鉸
歯
を
押
し
引
い
て
で
き
る
線
刻
が
、
均
整
条
痕
か
と
い
え
ば
、
厳

密
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
鉸
歯
を
構
成
す
る
鋸
歯
は
主
歯
に
あ

た
る
中
央
部
分
で
も
っ
と
も
小
さ
く
な
り
、
左
右
の
両
端
に
ゆ
く
ほ
ど
貝
殻
は

厚
み
を
増
し
、
鉸
歯
が
お
お
き
く
な
る
。
鉸
歯
の
中
央
部
分
で
は
鋸
歯
が
摩
耗

し
て
凹
凸
が
な
く
、
往
々
に
し
て
接
触
不
良
の
た
め
無
紋
帯
が
で
き
や
す
い
。

鉸
歯
は
端
に
ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
お
お
き
く
な
る
の
で
、
一
単
位
の
条
痕
で
は

両
端
の
条
痕
が
大
き
い
。
た
だ
し
条
痕
の
お
お
き
さ
は
ほ
と
ん
ど
目
視
で
き
な

い
ほ
ど
の
差
で
あ
り
、
と
く
に
破
片
が
ち
い
さ
い
ば
あ
い
に
は
ち
が
い
を
ま
っ

一
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た
く
看
取
で
き
な
い
。

　

青
森
県
青
森
市
の
上
野
尻
Ⅱ
遺
跡
の
Ａ
地
区
に
あ
る
旧
河
川
跡
か
ら
は
縄
紋

時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
か
る
遺
物
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
横
方
向
に

極
細
条
痕
を
も
つ
深
鉢
形
土
器
の
破
片
が
あ
る）

₂₂
（

（
第
６
図
１
～
３
）。
こ
の
条

痕
は
単
位
の
中
央
で
条
痕
が
希
薄
に
な
り
、両
端
の
条
溝
が
ひ
ろ
く
な
る
か
ら
、

ち
ょ
う
ど
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
鉸
歯
を
引
い
て
で
き
る
条
痕
の
特
徴
と
一
致
す
る
。

と
こ
ろ
が
挿
図
か
ら
復
元
で
き
る
条
痕
の
単
位
幅
は
一
単
位
が
二
セ
ン
チ
強
し

か
な
い
。
鉸
歯
の
長
さ
が
こ
の
程
度
で
は
、
条
溝
の
お
お
き
さ
に
は
差
が
で
な

い
か
ら
、
原
体
は
二
枚
貝
で
は
な
い
。
そ
こ
で
拓
本
を
よ
く
見
る
と
、
端
に
あ

る
ふ
と
い
条
溝
の
外
側
に
さ
ら
に
ほ
そ
い
条
溝
が
二
条
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

鉸
歯
で
も
背
縁
と
の
境
界
で
現
実
に
発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
事

故
例
と
見
な
す
に
は
軌
跡
に
途
切
れ
が
な
い
の
で
、
鉸
歯
と
は
別
の
原
体
を
想

定
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
手
元
の
文
献
を
検
索
し
た
範
囲
に
す
ぎ
な
い
が
、
東
北

北
半
で
こ
れ
に
似
た
極
細
条
痕
が
も
う
一
例
あ
る
の
で
、
つ
い
で
に
紹
介
し
て

お
き
た
い
。
秋
田
県
で
は
内
陸
部
に
あ
た
る
北
秋
田
市
森
吉
に
所
在
す
る
縄
紋

後
期
の
桐
内
Ａ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
厚
手
の
粗
製
土
器
に
横
走
す
る

極
細
の
均
整
条
痕
が
付
設
さ
れ
て
い
る
（
第
６
図
４
～
９
）。
破
片
数
点
が
出

土
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
同
一
個
体
の
も
の
と
思
わ
れ
る）

₂₃
（

。
横
走
す
る
条
線

は
、
帯
幅
が
ひ
ろ
い
も
の
と
せ
ま
い
も
の
が
あ
る
が
、
せ
ま
い
ほ
う
の
単
帯
の

破
片
を
よ
く
見
る
と
帯
と
帯
の
中
間
に
も
う
一
条
あ
さ
い
条
線
が
平
行
し
て
お

り
、
こ
の
こ
と
は
図
版
で
も
拓
本
で
も
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
単
帯
が
二
つ
で

一
単
位
の
ひ
ろ
い
帯
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
二
枚
貝

の
鉸
歯
を
原
体
と
見
な
す
と
理
解
が
し
や
す
い
（
第
１
図
６
の
実
験
）。
こ
の

横
条
痕
は
両
端
の
条
溝
が
特
に
お
お
き
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
単
位
幅

が
報
告
書
の
挿
図
か
ら
の
復
元
で
二
セ
ン
チ
弱
で
あ
る
か
ら
、
鉸
歯
に
よ
る
条

痕
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
鉸
歯
で
は
条
痕
が
欠
落
す
る
か
、
不
明
瞭
に
な

る
中
央
部
分
に
一
条
の
明
瞭
な
条
溝
が
あ
る
こ
と
は
、
鉸
歯
に
何
ら
か
の
変
異

を
も
っ
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
大
工
道
具
の
墨
差
し
の
よ
う
に

竹
篦
の
小
口
を
割
い
た
原
体）

₂₄
（

で
も
こ
の
よ
う
な
極
細
条
痕
は
で
き
る
か
ら
断
言

す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

　

鉸
歯
に
よ
る
極
細
条
痕
は
条
間
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
の
で
、
印
象
的
な
表
現

だ
が
、
山
と
谷
が
一
体
と
な
っ
た
ヤ
ス
リ
の
目
に
似
て
い
る
。
た
だ
自
分
が
剣

吉
荒
町
遺
跡
の
土
器
と
し
て
見
た
も
う
一
片
、
報
告
書
図
六
三
の
２
（
第
５
図

８
）
の
破
片
に
お
い
て
は
、
遠
賀
川
式
の
甕
形
土
器
に
常
見
の
こ
ま
か
い
刷
毛

目
の
可
能
性
を
捨
て
き
れ
な
い
で
い
る
。
①
是
川
中
居
遺
跡
の
極
細
条
痕
に
つ

い
て
も
、
自
分
は
こ
の
資
料
を
実
見
し
て
い
な
い
の
で
、
鉸
歯
に
よ
る
条
痕
の

候
補
に
と
ど
め
た
い
。

　

以
上
、
東
北
北
半
で
亀
个
岡
式
に
と
も
な
う
条
痕
は
四
種
類
が
あ
る
。
他
に

可
能
性
と
し
て
は
、
真
正
な
刷
毛
目
板
と
先
割
れ
し
た
竹
篦
が
原
体
と
し
て
用

い
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
後
二
者
は
は
っ
き
り
し
た
証
拠
を
提
示
で

き
な
い
の
で
、
そ
の
可
能
性
を
留
意
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
東
北
南
半
の
条
痕　
　

こ
こ
で
い
う
東
北
南
半
と
は
現
在
の
宮
城
県
と
福
島
県

の
二
県
域
を
指
す
。
太
平
洋
沿
岸
の
岩
手
県
の
亀
个
岡
式
遺
跡
で
、
条
痕
を
付

設
す
る
土
器
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
宮
城
県
で
は
、
県
北
の
中
沢
目
貝
塚
と

一
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県
南
の
阿
武
隈
川
流
域
で
、
亀
个
岡
式
な
い
し
そ
の
直
後
の
遺
跡
か
ら
条
痕
を

付
設
し
た
土
器
が
出
土
し
て
い
る）

₂₅
（

。
し
か
し
晩
期
の
土
器
全
体
か
ら
見
る
と
、

条
痕
土
器
は
た
い
へ
ん
す
く
な
く
、
佐
藤
祐
輔
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
阿
武
隈

川
流
域
の
も
の
も
福
島
県
方
面
か
ら
の
流
入
、
影
響
と
思
わ
れ
る）

₂₆
（

。
中
目
沢
貝

塚
の
例
は
、
条
痕
に
お
お
い
連
体
を
原
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
場
所
柄
か

ら
し
て
特
異
な
存
在
な
の
で
、
日
本
海
側
か
ら
の
搬
入
品
か
も
し
れ
な
い
。

　

福
島
県
で
は
県
内
各
地
の
亀
个
岡
式
の
遺
跡
か
ら
条
痕
を
付
設
し
た
土
器
が

多
数
出
土
し
、
そ
の
分
布
は
内
陸
の
会
津
盆
地
か
ら
太
平
洋
岸
の
浜
通
り
に
ま

で
確
認
で
き
る）

₂₇
（

。
し
か
し
福
島
県
の
条
痕
を
東
北
北
半
の
よ
う
に
通
論
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
福
島
県
の
亀
个
岡
式
土
器
に
と
も
な
う
条
痕
は
、
西
は
新
潟

県
、
南
は
関
東
一
帯
、
東
は
長
野
県
の
縄
紋
晩
期
の
条
痕
と
共
通
し
、
扁
平
条

痕
は
激
減
し
、
か
わ
り
に
不
整
の
細
密
条
痕
が
顕
著
に
な
る
。
不
整
の
細
密
条

痕
の
原
体
の
復
元
に
は
と
く
に
む
ず
か
し
い
問
題
が
あ
る
。
歯
先
が
単
列
で
あ

る
連
体
以
外
に
束
体
、
つ
ま
り
巻
い
た
り
束
ね
た
り
す
る
構
造
の
工
具
が
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
連
体
と
も

束
体
と
も
ち
が
う
編
布
の
よ
う
な
組
織
の
擦
過
痕
も
い
ち
お
う
想
定
し
て
お
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。口
縁
部
を
帯
状
に
肥
厚
さ
せ
る
鉢
形
土
器
や
壺
形
土
器
、

浮
線
網
状
紋
を
飾
る
精
製
土
器
、
撚
糸
紋
の
使
用
は
、
縄
紋
晩
期
終
末
か
ら
初

期
弥
生
時
代
に
東
北
南
半
か
ら
関
東
、
信
越
の
広
域
に
わ
た
る
共
通
要
素
で
あ

る
。
そ
れ
に
加
え
て
条
痕
の
様
態
も
だ
い
た
い
共
通
す
る
。
こ
の
広
大
な
地
域

に
分
布
す
る
不
整
細
密
条
痕
の
原
体
に
、
自
分
は
刷
毛
や
サ
サ
ラ
の
よ
う
な
束

体
が
混
じ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
ま
だ
確
言
で
き
な
い
。

　

３　

条
痕
の
方
向
性

　
縦
条
痕　
　

亀
个
岡
式
土
器
に
と
も
な
う
条
痕
仕
上
げ
の
粗
製
土
器
は
、
縦

方
向
に
条
痕
が
付
き
、
ま
れ
に
横
方
向
に
付
設
し
た
も
の
が
あ
る
。
西
日
本
の

よ
う
な
斜
行
す
る
条
痕
は
、﹁
類
遠
賀
川
式
﹂
の
甕
形
土
器
の
胴
部
を
調
整
す

る
か
ら
、
亀
个
岡
式
の
最
終
末
な
い
し
そ
の
直
後
に
な
っ
て
出
現
す
る
も
の
で

あ
る
。
縦
方
向
の
条
痕
は
東
北
北
半
に
か
ぎ
ら
ず
東
日
本
の
晩
期
の
粗
製
土
器

に
お
お
く
見
ら
れ
、
北
陸
の
石
川
、
福
井
の
両
県
で
斜
行
条
痕
と
混
在
す
る
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
逆
に
、
滋
賀
県
と
京
都
府
で
は
、
刻
目
突
帯
紋
土
器
の

調
整
方
向
に
斜
行
で
は
な
く
縦
方
向
が
混
在
す
る
。

　
今
津
遺
跡
の
鉸
歯
圧
痕　
　

亀
个
岡
式
の
縦
方
向
の
条
痕
に
つ
い
て
も
う
す
こ

し
考
え
を
す
す
め
よ
う
。
扁
平
条
痕
を
縦
に
付
設
す
る
弘
大
今
津
報
告
の
土
器

番
号
四
五
〇
に
は
二
個
所
に
貝
殻
の
鉸
歯
圧
痕
が
残
る）

₂₈
（

。
圧
痕
は
直
線
的
で
、

二
個
所
と
も
横
方
向
で
、
や
や
右
下
に
傾
斜
す
る
（
第
２
図
３
、
４
）。
こ
の

圧
痕
は
、
扁
平
条
痕
を
付
設
中
の
作
業
の
ミ
ス
テ
ー
ク
の
よ
う
に
思
う
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

　

図
版
を
よ
く
見
る
と
、
背
縁
が
鉸
歯
の
直
下
に
陰
刻
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
貝

殻
の
腹
縁
側
を
上
の
ほ
う
に
し
て
押
捺
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
土

器
の
口
縁
を
上
（
天
）
に
置
い
た
状
態
で
付
設
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
貝
殻
の

腹
を
上
に
し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
持
ち
方
は
、
西
日
本
で
二
枚

貝
を
使
っ
て
条
痕
を
つ
け
る
持
ち
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
条
痕
は
扁
平
に
な

一
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第７図　条痕原体の始点（1,2はリヤムナイ遺跡、3,4は今津遺跡）
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ら
な
い
。
扁
平
条
痕
を
付
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
貝
殻
の
表
裏
を
ひ
っ
く
り
返

し
た
持
ち
方
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

逆
に
口
縁
を
下
、
底
部
を
上
に
し
た
倒
立
状
態
で
調
整
し
て
い
る
な
ら
、
貝

殻
の
腹
を
下
に
し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ば
あ
い
も
、
外
面
の
条

痕
と
鉸
歯
痕
と
に
身
体
運
動
の
関
連
性
は
な
い
。
原
体
が
お
な
じ
と
い
う
だ
け

で
、
鉸
歯
圧
痕
は
偶
然
に
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
た
動
き
の
結
果
で
あ
っ
て
、
扁
平
条
痕
と
こ
の
鉸
歯
痕
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ク

な
関
係
は
な
い
。

　
口
縁
の
空
白　
　

条
痕
の
付
設
は
、
底
部
か
ら
進
行
す
る
こ
と
が
通
則
で
、

こ
れ
は
弥
生
土
器
の
刷
毛
目
の
付
設
方
向
と
お
な
じ
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
佐

原
真
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
が
、
自
分
も
斜
行
条
痕
で
は
通
則
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。
そ
こ
で
亀
个
岡
式
に
と
も
な
う
不
整
櫛
状
条
痕
の
実
例
を
見

る
と
、
口
縁
部
の
ま
わ
り
に
は
条
痕
が
な
い
粗
製
深
鉢
が
お
お
い
こ
と
に
気
づ

く
（
例
え
ば
第
３
図
１
、
４
、
５
の
ご
と
き
も
の
）。
頸
部
の
上
あ
た
り
で
条

線
が
消
滅
し
て
お
り
、
条
痕
が
口
縁
に
到
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

口
縁
部
の
条
痕
を
撫
で
消
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
撫
で
消
し

た
な
ら
、
横
一
文
字
に
条
痕
が
消
え
て
、
撫
で
調
整
と
の
境
界
が
付
く
は
ず
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
も
と
も
と
条
痕
が
な
く
、
条
痕
の
終
点
は
口
縁
に
達
し
て

い
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
亀
个
岡
式
も
西
日
本
の
よ
う
に
土
器
を
倒
立
さ
せ
て

条
痕
を
引
い
た
と
見
な
す
と
都
合
が
よ
い
。
倒
立
状
態
で
は
、
下
の
口
縁
部
付

近
で
の
作
業
が
し
に
く
い
。
土
器
を
置
い
た
台
が
邪
魔
に
な
っ
て
手
の
甲
が
あ

た
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
正
立
状
態
で
付
設
し
た
条
痕
が
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
亀
个
岡
式
の
扁
平
条
痕
の
か
な
り
の
例
は
口
縁
部
に

横
線
が
装
飾
さ
れ
て
お
り
（
例
え
ば
第
３
図
６
の
ご
と
き
も
の
）、
条
痕
の
終

点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
正
確
に
わ
か
ら
な
い
も
の
が
お
お
い
。
し
か
し
横
方
向

の
沈
線
を
付
加
し
て
い
な
い
、
外
面
が
純
粋
に
扁
平
条
痕
だ
け
の
深
鉢
は
、
口

縁
の
外
面
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
条
痕
が
付
い
て
い
る
（
例
え
ば
第
３
図
２

の
ご
と
き
も
の
）。
倒
立
状
態
で
こ
こ
ま
で
条
痕
を
き
っ
ち
り
付
け
る
こ
と
は

ま
っ
た
く
不
可
能
で
は
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
土
器
を
置
い
て
い
る
台

が
邪
魔
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
口
縁
部
に
あ
る
条
痕
は
正
立
状
態
で
付
設
し
た

可
能
性
が
た
か
い
の
で
あ
る
。

　

実
見
し
て
い
な
い
が
正
立
状
態
で
条
痕
が
付
設
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
が

文
献
に
あ
る
。
桃
内
遺
跡
の
報
告
に
は
、
桃
内
式
土
器
を
出
土
し
た
遺
跡
と
し

て
リ
ヤ
ム
ナ
イ
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
土
器
を
紹
介
す
る
論
文
の
第

一
四
図
の
右
列
、上
か
ら
二
段
目
の
破
片
（
第
７
図
２
）
は
、口
縁
部
の
破
片
で
、

外
面
に
扁
平
条
痕
を
見
る）

₂₉
（

。
口
縁
の
外
面
を
飾
る
沈
線
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
図

の
天
地
は
た
だ
し
い
。
こ
の
縦
方
向
の
条
痕
は
口
縁
に
達
し
て
お
ら
ず
、
始
点

を
示
す
圧
痕
が
あ
る
。
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
条
溝
の
端
は
、
弧
線
と
な
っ
て
貝

殻
の
縁
形
を
写
し
て
い
る
。
つ
ま
り
口
縁
部
沈
線
の
下
の
条
痕
は
上
か
ら
下
に

向
か
っ
て
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
倒
立
状
態
で
条
痕
を
付
け

始
め
た
が
最
終
的
に
は
正
立
状
態
に
も
ど
し
て
条
痕
を
付
け
終
え
た
、
と
考
え

る
以
外
に
な
い
。

　

た
だ
し
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
下
向
き
の
条
痕
と
上
向
き
の
条

一
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痕
が
胴
部
の
ど
こ
か
で
重
複
し
て
お
り
、
そ
の
場
所
で
新
旧
の
切
り
合
い
関
係

を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
場
所
は
完
形
品
に
は
か
な
ら
ず
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、実
際
は
上
下
の
条
痕
の
新
旧
関
係
を
見
極
め
る
の
は
、

東
北
地
方
の
例
で
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
よ
り
も
自
分
に
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
理
屈
の
上
で
、
不
整
櫛
状
条
痕
が
口
縁
手
前
で
停
止
す
る
も
の
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
底
部
か
ら
付
設
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
い
っ
ぽ
う
口
縁
部

か
ら
開
始
す
る
条
痕
も
あ
る
こ
と
か
ら
二
と
お
り
の
付
け
方
が
あ
っ
た
こ
と
が

了
解
で
き
る
。
し
か
し
上
か
ら
下
向
き
に
付
け
た
ば
あ
い
、
底
部
の
下
端
ま
で

条
痕
が
付
い
て
い
る
事
実
を
説
明
す
る
の
に
、
逆
に
正
立
し
て
い
た
土
器
を
倒

立
に
置
き
換
え
た
と
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
は
倒
立
し
て
い

た
土
器
を
正
立
さ
せ
る
手
順
よ
り
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る）

₃₀
（

。

　
正
立
の
付
設　
　

口
縁
か
ら
下
向
き
の
条
痕
を
引
く
理
由
は
、
不
整
櫛
状
条

痕
に
お
お
く
あ
る
よ
う
に
、
口
縁
部
ま
で
条
痕
が
付
設
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
口
頸
部
に
お
お
き
な
余
白
が
の
こ
っ
た
時
、
土
器
を
正
立

状
態
に
も
ど
し
て
条
痕
を
追
加
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
器
の
大
き
さ
の

う
ち
、
高
さ
が
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
丈
の
ひ
く
い
鉢
で
は
、
倒
立
状
態
で

底
部
か
ら
は
じ
ま
る
条
痕
は
一
回
の
手
の
運
動
で
口
縁
付
近
ま
で
到
達
す
る
。

と
こ
ろ
が
丈
の
た
か
い
深
鉢
に
な
る
と
下
か
ら
一
回
だ
け
の
所
作
で
は
、
器
面

の
上
方
に
余
白
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
土
器
を
も
と
に
戻
し

て
、
口
か
ら
下
に
向
か
っ
て
余
白
を
埋
め
る
よ
う
に
条
痕
を
付
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

土
器
の
製
作
論
で
、
正
立
状
態
な
の
か
倒
立
状
態
な
の
か
は
、
日
本
の
先
史

土
器
で
あ
ま
り
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
鉢
形
の
粗
製
土
器

が
す
く
な
く
、
丈
の
た
か
い
深
鉢
形
が
多
数
を
占
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
亀
个
岡
式
土
器
は
器
高
の
ひ
く
い
器
種
、
つ
ま
り
深
鉢
よ
り
も
単
な

る
鉢
が
お
お
い
た
め
、
底
部
の
一
方
向
か
ら
は
じ
ま
る
条
痕
で
間
に
合
っ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
例
外
は
存
外
あ
る
よ
う
で
、
例
え
ば
弘
大
今
津
報
告
の

土
器
番
号
四
六
七
（
第
７
図
３
）
は
器
高
が
二
〇
セ
ン
チ
を
優
に
こ
え
る
深
鉢

で
あ
る
が
、
条
痕
は
底
部
か
ら
、
つ
ま
り
下
か
ら
上
方
向
だ
け
の
も
の
で
あ
っ

て
、
口
縁
部
が
余
白
と
な
り
、
そ
こ
に
二
条
の
横
線
を
装
飾
す
る
。
い
っ
ぽ
う

土
器
番
号
二
五
一
（
第
７
図
４
）
は
器
高
が
一
三
セ
ン
チ
に
満
た
な
い
鉢
形
土

器
で
あ
る
が
、
底
部
側
か
ら
付
設
し
た
条
痕
に
加
え
て
、
上
胴
部
に
は
斜
行
条

痕
、
口
縁
部
に
は
横
方
向
の
条
痕
を
付
設
す
る
。
確
言
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
ば
あ
い
お
そ
ら
く
上
の
斜
行
条
痕
を
つ
け
る
直
前
に
土
器
を
正
立
状
態
に

戻
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
倒
立
か
ら
正
立　
　

亀
个
岡
式
の
条
痕
が
倒
立
状
態
か
ら
は
じ
ま
り
正
立
状

態
で
追
加
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
と
て
も
奇
異
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

前
文
で
述
べ
た
が
、
西
日
本
の
条
痕
と
弥
生
土
器
の
刷
毛
目
調
整
は
底
部
か
ら

始
ま
り
螺
旋
状
に
斜
行
す
る
。
こ
れ
は
右
利
き
の
人
の
手
の
動
き
を
上
か
ら
下

へ
、
左
か
ら
右
方
向
を
通
則
と
見
な
す
と
、
倒
立
状
態
で
の
付
設
と
な
る
た
め

で
、
こ
れ
で
は
あ
た
か
も
正
立
状
態
で
の
調
整
工
程
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
西
日
本
の
前
期
弥
生
土
器
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
遠
賀
川
式
の
甕
形

土
器
で
は
、
口
縁
部
の
つ
よ
い
横
撫
で
が
刷
毛
目
を
消
去
し
て
い
る
。
口
端
面

と
口
縁
外
面
の
二
個
所
に
わ
た
る
こ
の
横
撫
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
正
立
状

一
八



態
で
な
け
れ
ば
付
設
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。調
整
で
は
な
く
装
飾
で
あ
る
が
、

口
縁
部
の
刻
目
も
し
か
り
で
あ
る
。
晩
期
の
突
帯
紋
土
器
の
突
帯
そ
の
も
の
も

正
立
状
態
で
な
け
れ
ば
加
飾
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
と
く
に
亀
个
岡
式

に
と
も
な
う
条
痕
だ
け
が
変
則
的
な
工
程
な
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　
　

注

（
１
） 

藤
田
亮
策
『
亀
个
岡
遺
跡
』
三
田
史
学
会
、
一
九
五
九
年
。
発
掘
調
査
は
一

九
五
〇
年
に
実
施
。

（
２
） 

大
和
久
震
平
『
秋
田
県
史
跡
能
代
市
所
在
柏
子
所
貝
塚
─
第
二
次
・
第
三
次

発
掘
調
査
報
告
書
─
』（『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
八
集
、
一
九
六

六
年
）。

（
３
） 

小
林
克
・
高
橋
学
﹁
峰
浜
村
手
前
谷
地
尻
遺
跡
出
土
の
遺
物
に
つ
い
て
﹂『
秋

田
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
九
二
年
。

（
４
）
佐
原
真
﹁
弥
生
式
土
器
製
作
技
術
に
関
す
る
二
三
の
考
察
﹂（
考
古
学
研
究

会
『
私
た
ち
の
考
古
学
』
第
五
巻
第
四
号
、
一
九
五
九
年
）
註
９
。

（
５
） 

野
村
崇
﹁
い
わ
ゆ
る
亀
ガ
岡
式
土
器
の
北
方
へ
の
伝
播
に
つ
い
て
﹂（『
北
海

道
縄
文
時
代
終
末
期
の
研
究
』
み
や
ま
書
房
、一
九
八
五
年
）
一
二
ペ
ー
ジ
。

（
６
） 

す
で
に
亀
个
岡
式
に
と
も
な
う
条
痕
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
用
語
を
参
照
し

た
先
導
的
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
（
茅
野
嘉
雄
・
小
山
内
将
淳
﹁
土
器
表

面
に
見
ら
れ
る
条
痕
に
つ
い
て
﹂『
米
山
（
２
）
遺
跡
』
Ⅲ
（『
青
森
県
埋
蔵

文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
九
一
集
、
青
森
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五
年
）

一
七
八
～
一
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
７
） 

設
楽
博
巳
（
編
）『
落
合
計
策
縄
文
時
代
遺
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（『
歴
史
民

俗
博
物
館
資
料
図
録
』
一
、
二
〇
〇
一
年
）
図
六
八
の
66
。

（
８
） 

名
取
武
光
・
松
下
亘
﹁
桃
内
遺
跡
﹂『
北
方
文
化
研
究
報
告
』
第
一
九
輯
、

一
九
六
四
年
。

（
９
） 

野
村
崇
『
北
海
道
縄
文
時
代
終
末
期
の
研
究
』
み
や
ま
書
房
、一
九
八
五
年
、

一
二
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

（
10
） 

竹
田
輝
雄
﹁
北
海
道
﹂『
新
版
考
古
学
講
座
』
三
先
史
文
化
、
雄
山
閣
、
一

九
六
九
年
。

（
11
） 

虻
田
町
に
所
在
す
る
高
砂
貝
塚
、
伊
達
市
の
稀
府
川
遺
跡
な
ど
。

（
12
） 

石
橋
孝
夫
ほ
か 『SH

IB
ISH

IU
SU

』Ⅰ
、石
狩
町
教
育
委
員
会
、一
九
七
八
年
、

挿
図
一
五
─

32
、
33
、
35
、
36
。
工
藤
肇
﹁
柏
原
18
遺
跡
﹂『
苫
小
牧
市
東
部

工
業
地
帯
の
遺
跡
』
Ⅴ
、
一
九
九
八
年
、
第
五
─

一
〇
一
図
80
、
81
。
兵
藤

千
秋
『
柏
原
５
遺
跡
』
苫
小
牧
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
七
年
、
第
三
─

二

四
図
98
。

（
13
） 

芹
沢
長
介
『
聖
山
』
東
北
大
学
考
古
学
研
究
会
、
一
九
七
九
年
、
写
真
三
三

の
一
三
、
一
四
。
吉
崎
昌
一
『
聖
山
』
北
海
道
大
学
人
類
学
研
究
室
、
一
九

七
九
年
に
は
条
痕
土
器
の
明
示
が
な
い
。

（
14
） 

名
取
武
光
・
松
下
亘
﹁
桃
内
遺
跡
﹂『
北
方
文
化
研
究
報
告
』
第
一
九
集
、

一
九
六
四
年
、
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
15
） 
藤
沼
邦
彦
ほ
か
『
青
森
県
東
津
軽
郡
平
舘
村
今
津
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

（
弘
前
大
学
人
文
学
部
日
本
考
古
学
研
究
室
研
究
報
告
二
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
16
） 

江
坂
輝
也
﹁
図
版
解
説
Ⅰ
﹂（
山
内
清
男
編
『
日
本
原
始
美
術
』
１
、講
談
社
、

一
九



一
九
六
四
年
）
一
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
17
） 
内
山
真
澄
『
渋
井
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』（
北
海
道
泊
村
教
育
委
員
会
、

一
九
八
五
年
）
図
版
一
三
、
一
四
な
ど
。

（
18
） 

藤
沼
邦
彦
ほ
か
『
青
森
県
東
津
軽
郡
平
舘
村
今
津
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

（
弘
前
大
学
人
文
学
部
日
本
考
古
学
研
究
室
研
究
報
告
二
、
二
〇
〇
五
年
）

図
版
五
九
。

（
19
） 

中
村
友
博
﹁
製
陶
具
と
し
て
の
連
体
﹂『
利
根
川
』
二
一
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
20
） 

吉
留
秀
敏
『
比
恵
遺
跡
群
』
一
〇
（『
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
報
告
書
』
第
二

二
五
集
、
一
九
九
一
年
）
図
版
一
八
右
下
。

（
21
） 

横
山
浩
一
﹁
刷
毛
目
調
整
工
具
に
関
す
る
基
礎
的
実
験
﹂（『
九
州
文
化
史
研

究
所
紀
要
』
二
三
号
、
一
九
七
八
年
）
八
ペ
ー
ジ
。

（
22
） 

工
藤
由
美
子
『
上
野
尻
遺
跡
』
Ⅱ
（
青
森
県
教
育
委
員
会
『
青
森
県
埋
蔵
文

化
財
調
査
報
告
書
』
三
〇
二
集
、二
〇
〇
一
年
）
写
真
図
版
二
五
の
二
〇
八
、

図
五
二
の
二
〇
六
～
二
〇
八
。

（
23
） 

児
玉
準
『
桐
内
Ａ
遺
跡
』（『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
三
四
集
、

二
〇
〇
二
年
）
図
版
三
四
、
第
六
五
図
四
二
二
～
四
二
七
。

（
24
） 

櫛
描
紋
の
原
体
の
一
種
に
先
割
れ
し
た
竹
が
あ
る
こ
と
を
自
分
は
前
注
19
で

言
及
し
た
が
、
期
せ
ず
し
て
お
な
じ
時
期
に
久
世
辰
男
も
同
様
の
主
張
し
て

い
る
（﹁
朝
光
寺
原
式
土
器
に
お
け
る
櫛
描
文
お
よ
び
刷
毛
目
の
施
文
具
に

つ
い
て
﹂『
集
落
遺
構
か
ら
み
た
南
関
東
の
弥
生
社
会
』
六
一
書
房
、
二
〇

〇
一
年
、
も
と
﹁
横
浜
市
寺
中
ノ
原
遺
跡
の
朝
光
寺
原
式
土
器
﹂『
横
浜
市

歴
史
博
物
館
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
久
世
氏
の
見
解
は
坂
本
彰
氏

の
ご
教
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
。

（
25
） 

東
北
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
会
『
縄
文
時
代
晩
期
貝
塚
の
研
究
』
２
（『
中

沢
目
貝
塚
』
Ⅱ
、
一
九
九
五
年
）
第
三
七
図
６
と
図
版
三
九
の
一
─

10
。
志

間
泰
治
『
鱸
沼
遺
跡
』
東
北
電
力
宮
城
支
店
、
一
九
七
一
年
、
第
一
四
図
８

～
９
。

（
26
） 

佐
藤
祐
輔
﹁
東
北
北
部
の
変
動
﹂（
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー『
季
刊
東
北
学
』
第
一
九
号
、柏
書
房
、二
〇
〇
九
年
）
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
27
） 

福
島
県
で
は
内
陸
部
で
条
痕
粗
製
土
器
を
出
す
遺
跡
が
お
お
く
知
ら
れ
て
お

り
、
浜
通
り
に
所
在
す
る
遺
跡
と
し
て
は
、
新
地
町
の
三
貫
地
貝
塚
が
あ
る
。

渡
辺
一
雄
・
大
竹
憲
治
（
編
）『
三
貫
地
遺
跡
』（
三
貫
地
遺
跡
発
掘
調
査
団
、

一
九
八
一
年
）
で
、
第
Ⅹ
Ⅹ
Ⅲ
群
土
器
と
し
て
分
類
さ
れ
た
粗
製
土
器
の
条

痕
は
関
東
地
方
の
荒
海
式
の
そ
れ
と
お
な
じ
も
の
で
あ
る
。

（
28
） 

藤
沼
邦
彦
ほ
か
『
青
森
県
東
津
軽
郡
平
舘
村
今
津
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

（
弘
前
大
学
人
文
学
部
日
本
考
古
学
研
究
室
研
究
報
告
二
、
二
〇
〇
五
年
）

写
真
七
三
の
３
、
４
。

（
29
） 

名
取
武
光
・
松
下
亘
﹁
桃
内
遺
跡
﹂『
北
方
文
化
研
究
報
告
』
第
一
九
輯
、

一
九
六
四
年
、
第
一
四
図
。

（
30
） 

こ
の
間
の
事
情
は
、
北
陸
地
方
の
条
痕
粗
製
土
器
を
挙
げ
て
図
解
し
た
（
中

村
友
博﹁
北
陸
地
方
の
条
痕
粗
製
土
器
﹂『
山
口
大
学
文
学
会
志
』第
五
九
巻
、

二
〇
〇
九
年
）。

二
〇


