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二

　
　
は
じ
め
に

　
縄
文
時
代
の
基
本
的
な
生
業
の
Ｉ
つ
と
さ
れ
る
漁
挽
活
動
に
つ
い
て
は
、
東
口
本
の
太
平
洋
岸
を
中
心
と
し
た
研
究
が
進
め
ら
れ

て
お
り
、
各
種
の
物
質
的
資
料
の
考
察
か
ら
漁
櫛
活
動
の
類
型
と
発
達
諸
段
階
の
把
握
が
積
極
的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け

東
日
本
の
突
き
漁
業
で
は
骨
角
製
の
離
頭
鈷
を
は
じ
め
、
固
定
鈷
や
稽
を
用
い
て
の
海
悽
哺
乳
類
や
大
形
魚
類
の
捕
獲
に
海
の
幸
を

対
象
と
し
た
縄
文
時
代
人
の
躍
動
的
な
営
み
が
彷
彿
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
西
日
本
の
縄
文
時
代
に
あ
っ
て
は
漁
挽
活

動
を
雄
弁
に
物
語
る
資
料
の
出
土
は
あ
ま
り
に
も
少
な
く
、
網
漁
業
の
漁
綴
紐
や
釣
漁
業
の
釣
針
が
散
発
的
に
知
ら
れ
て
い
る
程
度

で
あ
り
、
突
き
漁
業
に
い
た
っ
て
は
さ
ら
に
断
片
的
な
資
料
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
り
。

　
こ
の
様
な
状
態
の
中
で
、
西
北
九
州
を
中
心
と
す
る
海
岸
耶
に
立
地
す
る
遺
跡
出
土
の
石
鈷
と
推
定
さ
れ
る
石
器
は
、
西
北
九
州

に
お
け
る
漁
櫛
活
動
の
一
端
を
示
唆
す
る
注
目
す
べ
き
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。

　
筆
者
が
石
鈷
に
関
心
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
は
、
昭
和
三
九
・
四
〇
年
に
調
査
が
実
施
さ
れ
た
長
崎
県
の
深
堀
遺
跡
で
あ
り
、
縄

文
時
代
後
期
の
「
西
平
式
土
器
」
　
「
石
鋸
」
に
伴
っ
て
出
土
し
た
二
点
の
特
異
な
形
態
を
有
す
る
石
鈷
の
存
在
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

北
九
州
の
山
鹿
貝
塚
、
榎
坂
貝
塚
、
ま
た
玄
海
灘
に
浮
か
ぶ
、
祭
祀
遺
跡
と
し
て
著
名
な
沖
ノ
島
社
務
所
前
遺
跡
な
ど
の
発
掘
調
査

を
通
し
て
石
鈷
存
在
の
可
能
性
を
一
段
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
九
州
本
土
の
西
北
端
に
位
置
す
る
北
松
浦
郡
田

平
町
の
「
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
」
に
お
い
て
多
量
の
石
鈷
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
地
元
禄
染
着
の
好
意
に
よ
り
一
五
〇
点

を
越
す
資
料
に
つ
い
て
実
見
す
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
資
料
を
主
体
に
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
石
鈷
の
集
成
を
行
い
、
石
鈷
の
形
態
分
類
、
分
布
、

時
期
そ
れ
に
捕
獲
対
象
物
、
使
用
法
な
ど
に
つ
い
て
の
基
礎
的
作
業
を
進
め
、
そ
こ
か
ら
西
北
九
州
に
お
け
る
石
鈷
に
よ
る
刺
突
漁



業
の
存
在
お
よ
び
西
北
九
州
の
漁
挽
活
動
に
つ
い
て
究
明
し
た
い
と
考
え
る
。

　
　
一
、
石
括
の
名
称

　
魚
類
や
海
棲
哺
乳
類
捕
獲
の
一
方
法
に
剣
突
に
よ
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
剣
突
具
と
し
て
稜
と
鈷
と
に
二
大
別
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
一
般
的
に
は
柄
を
持
っ
た
ま
ま
獲
物
に
突
き
剣
す
も
の
を
甜
と
よ
び
、
投
げ
つ
け
て
突
き
剣
す
も
の
を
鈷
と
し
て
区
別
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
稜
は
鋭
利
な
先
端
郎
と
保
持
す
る
箇
所
が
固
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
把
持
し
た
ま
ま
で
船
上
よ
り
あ
る

い
は
水
中
を
徒
行
し
て
、
ま
た
は
水
中
に
潜
入
し
て
用
い
る
道
具
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
鈷
は
先
司
郎
と
柄
と
が
離
脱
す
る
様

に
装
置
さ
れ
た
「
離
頭
式
鋲
」
と
先
能
都
と
中
柄
も
し
く
は
柄
と
が
固
定
さ
れ
た
「
固
定
式
鈷
」
と
が
存
在
し
、
前
者
で
は
先
前
部

を
形
成
す
る
鈷
先
（
鈷
頭
）
に
、
後
者
は
中
柄
あ
る
い
は
柄
に
そ
れ
ぞ
れ
索
縄
が
施
さ
れ
て
い
ぶ
・
こ
の
様
に
錯
と
離
頭
式
お
よ
び

固
定
式
鈷
と
で
は
、
そ
の
構
造
上
に
違
い
が
み
ら
れ
、
使
用
方
法
は
無
論
の
こ
と
使
用
場
所
や
対
象
物
に
も
大
き
な
相
違
が
当
然
出

て
来
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
先
端
郎
の
み
で
、
し
か
も
石
製
品
の
遺
物
で
は
そ
れ
が
固
定
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
離
脱
す
る
様

に
用
い
ら
れ
た
の
か
、
は
た
ま
た
中
柄
の
存
在
や
索
縄
の
た
め
の
装
置
な
ど
を
明
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
え
思
え
る
。

一
方
そ
れ
以
前
の
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
野
山
の
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
主
要
な
対
象
物
と
し
た
狩
猟
用
の
槍
先
と
の
区
別
も
石
器

自
体
か
ら
困
難
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
道
具
は
そ
の
物
理
的
作
用
に
即
応
し
て
形
態
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
ゆ
え
海
棲
哺
乳
類
や
大
形
魚
類
を
対
象
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
な
ど
の
中
形
哺
乳
類
を
剣

突
に
よ
っ
て
捕
獲
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
る
に
は
柳
葉
形
の
外
観
、
す
る
ど
い
先
端
、
鋭
利
な
側
辺
鄙
が
基
本
的
な
形
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態
と
し
て
具
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

八
四

　
こ
れ
ら
基
本
的
な
問
題
も
含
め
て
そ
の
用
途
や
対
象
物
を
容
易
に
判
断
す
る
事
が
困
難
な
石
器
を
敢
て
「
石
鈷
」
と
い
う
名
称
を

附
し
た
の
は
主
と
し
て
次
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
石
鈷
を
出
土
し
て
い
る
遺
跡
が
い
ず
れ
も
海
岸
沿
い
に
集
中
し
て
分
布
し
、
し
か
も
そ
の
大
半
が
岩
礁
性
の
海
岸
で
外
洋
に

面
し
て
い
る
と
言
う
遺
跡
の
立
地
で
あ
る
。
次
に
貝
塚
出
土
の
自
然
遺
物
の
中
に
大
形
の
魚
類
や
海
棲
哺
乳
類
が
遺
存
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
の
捕
獲
を
推
定
さ
せ
る
道
具
類
が
皆
無
に
近
い
状
況
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
後
世
の
例
で
あ
る
が
、
形
態
的

に
極
め
て
類
似
し
た
石
器
が
石
鈷
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
資
料
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
九
州
の
縄
文
時
代
に
あ

っ
て
、
狩
猟
具
と
し
て
の
槍
先
形
石
器
が
稀
な
存
在
で
、
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
狩
猟
に
お
け
る
主
体
的
な
道
具
と
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
し
て
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
先
端
部
の
み
で
は
鈷
と
錯
の
区
別
は
容
易
で
な
く
、
先
端
部
と
柄
あ
る
い
は
中
柄
と
が
固
定
も
し
く
は
装
着
を
裏
付
け
る

状
況
で
の
資
料
の
検
出
は
今
後
も
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
と
判
断
し
て
石
鈷
の
名
称
を
用
い
、
さ
ら
に
鈷
と
し
て
の
使
用
法
を
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
1
2

し
て
論
を
進
め
た
い
。

二
、
石
括
出
土
の
遺
跡
と
遺
物

　
　
　
　
　
　
1
3

（
一
）
　
有
喜
貝
塚
　
〔
長
崎
県
諌
早
市
有
喜
町
、
第
一
図
版
㈹
〕
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石
　
　
咽
　
‐
西
北
九
…
ｍ
に
お
け
る
略
文
暗
氏
の
５
器
研
究
一
一
‐

遺　　跡　　名 時　期 所　　　　在　　　　地 註

ｌ 山　　鹿　　貝　塚 柘　前・後 福岡県遠賀郡芦屋町 ４

２ 榎　坂　貝　塚 繩　後 〃　遠賀郡岡垣町糠塚 ５

３ 鐘　ケ　崎　貝　塚 繩　後 /y　宗像郡玄海町鐘崎 １４

４ 沖ノ島社務所前遺跡 縄　前・中 〃　宗像郡大島村沖ノ島 ６

５ 天　神　山　貝　塚 縄　後 xg　糸島耶志摩町 １８

６ 赤松海岸遺跡 （不　明） 佐賀県東松浦郡鎮西町 20

７ ⌒ぐめのはな遺跡 繩　前・中 長崎県北松浦郡田平町 ７

８ 鴫　山　池　造　跡 縄　前･中(?) zz　北松浦郡田平町 ２２

９ 里　田　原　遺　跡 弥　中 /y　北松浦郡田平町 １９

１０ 崎　瀬　遺　跡 （不　明） /y　平戸市度島 24

ＩＩ 弁　犬　崎　遣　跡 繩　中印） 7y　壱岐郡郷ノ哺鎌崎 ３１

１２ 越　高　遺　跡 繩　前 z/　上.県郡上県町越高 ２６

１３ 船　瀬　遺　跡 （不　明） 〃　北松浦郡小値賀町 ２３

１４ 女　亀　遺　跡 繩　中（?） /z　南松浦郡富江町女亀 32

１５ 下本山岩陰遺跡 繩　前～後 /z　佐世保西下本山町 ２５

１６ 深　堀　遺　跡 縄　後 /y　長崎市深堀町 ３

１７ Ｓ　岬　遺　跡 縄　後 z/　西彼杵郡野母崎町 30

１８ 有　喜　　貝　塚 縄　中・後 /y　諌早直有両町 ｊ３

１９ 沖　ノ　原　貝　塚 縄　中・後 熊本県天草郡五和町 ２１

20 西　唐　来　貝　塚 縄　後 鹿児島県日置郡ポ来町川上 ２８(ａ)

２１ 西　之　薗　遣　跡 繩　前・後 /z　川辺郡笠沙町 ２７

石鈷出土遺跡地名表
１

表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

　
干
々
石
湾
に
面
す
る
標
高
七
Ｍ
の
崖
上
に
営
ま
れ
て

い
る
貝
塚
で
、
貝
層
中
よ
り
「
阿
高
式
・
南
福
寺
式

・
出
水
式
・
鐘
ケ
崎
式
」
な
ど
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後

期
に
か
け
て
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
石
器
で
は

石
斧
・
石
鏃
と
共
に
「
戈
形
石
器
」
と
し
て
報
告
さ

れ
て
い
る
石
器
が
一
点
存
在
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の

土
器
に
伴
出
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
中
期
あ
る
い
は

後
期
い
ず
れ
か
の
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
。

㈹
全
長
は
四
ｍ
で
ほ
ぼ
二
等
辺
三
角
形
を
呈
し
側

辺
に
各
々
一
個
の
狭
り
が
施
さ
れ
、
脅
曲
し
た
基
部

は
左
右
で
異
な
っ
た
形
を
し
て
い
る
。
大
正
一
四
年

の
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
り
石
鈷
の
発
見
例
と
し
て

最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
る
。
石
材
に
つ
い
て
は
玄
武

岩
製
と
も
安
山
岩
製
と
も
言
わ
れ
定
か
で
な
い
。

（
二
）
　
鐘
ケ
崎
貝
廓
　
〔
福
岡
県
宗
像
郡
玄
海

町
鐘
崎
、
第
一
図
１
／
５
〕



　
玄
海
灘
に
面
し
た
砂
丘
上
の
貝
塚
で
上
八
貝
塚
と
も
呼
称
さ
れ
、
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
後
期
の
代
表
的
な
土
器
で
あ
る
「
鐘
ケ

崎
式
」
の
タ
ィ
プ
サ
ィ
ト
と
し
て
古
く
か
ら
周
知
さ
れ
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
。
ア
サ
リ
・
カ
キ
な
ど
鍼
水
産
の
貝
類
を
主
体
に
淡
水
産

の
貝
が
僅
か
に
混
じ
り
、
貝
類
と
共
に
獣
行
・
魚
骨
・
鳥
骨
な
ど
の
自
然
遺
物
が
知
ら
れ
て
い
る
。
石
器
で
は
石
鏃
・
ス
ク
レ
ィ
パ

ー
・
石
匙
・
石
斧
そ
れ
に
石
鈷
な
ど
約
四
〇
点
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
他
骨
製
の
ヤ
ス
・
貝
輪
・
サ
メ
歯
製
耳
飾
と
遺
物
は
か
な

り
豊
富
で
あ
る
。

　
１
は
サ
ヌ
カ
ィ
ト
製
の
扁
平
な
横
剥
ぎ
剥
片
を
素
材
に
用
い
、
周
辺
か
ら
の
二
次
加
工
に
よ
っ
て
全
体
を
本
葉
形
に
整
え
、
基
部

の
方
は
僅
か
で
あ
る
が
舌
状
を
呈
し
て
い
る
。
２
も
サ
ヌ
カ
ィ
ト
の
横
剥
ぎ
に
近
い
剥
片
を
利
用
し
て
周
囲
か
ら
大
小
の
剥
離
が
施

さ
れ
、
一
側
辺
に
の
み
顕
著
な
肩
を
形
成
し
て
い
る
。
３
は
比
較
的
大
き
く
厚
昧
の
あ
る
サ
ヌ
カ
ィ
ト
の
剥
片
を
使
用
し
て
お
り
、

や
や
角
度
の
大
き
い
先
能
都
は
主
要
剥
離
面
の
方
向
か
ら
の
小
さ
な
調
整
剥
離
に
よ
っ
て
整
形
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
両
側

辺
に
は
大
き
な
剥
離
が
施
さ
れ
左
右
シ
ン
メ
ト
リ
ー
で
な
い
肩
を
有
し
て
い
る
。
４
は
一
面
の
み
周
辺
か
ら
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
片
方
は
舌
部
の
Ｉ
部
の
み
で
他
は
表
皮
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
形
は
箆
状
を
呈
し
、
先
前
部
の
鋭
利

さ
を
欠
い
て
お
り
剣
突
具
と
判
断
す
る
に
は
問
題
が
残
り
、
む
し
ろ
弧
状
の
刃
部
を
必
要
と
す
る
用
途
が
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

舌
状
の
基
部
の
形
成
は
そ
の
延
長
上
に
柄
の
装
着
が
予
想
さ
れ
、
も
し
漁
具
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
鮑
お
こ
し
」
と

し
て
の
形
態
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
５
は
厚
昧
の
あ
る
剥
片
の
周
辺
に
加
工
を
施
し
た
尖
頭
状
の
石
器
で
他
と
同
様
に
サ

ヌ
カ
ィ
ト
製
で
あ
る
。
剣
突
具
と
し
て
極
め
て
普
遍
的
な
形
態
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
石
器
を
直
ち
に
石
鈷
と
限
定
す
る
の
は
困
難

で
あ
ろ
う
が
そ
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
五
点
の
鐘
ケ
崎
貝
塚
出
土
の
石
器
の
う
ち
、
１
～
３
は
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
形
態
的
に
は
本
葉
形
～
柳
葉
形
で

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
石
　
　
鈷
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
谷
研
究
ニ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

舌
部
を
有
す
る
も
の
と
、
一
側
辺
な
い
し
両
側
辺
に
肩
を
持
つ
も
の
二
つ
が
認
め
ら
れ
る
が
舌
状
の
基
部
を
有
す
る
点
で
は
共
通
し

て
い
る
。
４
・
５
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
を
要
す
る
資
料
と
さ
れ
よ
う
。

　
　
（
三
）
　
深
刻
遺
跡
　
〔
長
崎
県
長
崎
市
深
刻
町
、
第
二
図
６
・
７
〕

　
長
崎
半
島
の
西
海
岸
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
長
崎
湾
に
接
す
る
一
種
の
砂
丘
遺
跡
で
あ
り
、
弥
生
時
代
お
よ
び
縄
文
時
代
の
遺

構
・
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
当
遺
跡
で
二
点
の
石
鈷
が
縄
文
時
代
後
期
の
西
平
式
土
器
に
伴
っ
て
出
土
し
て
お
り
、
し
か
も
石

鋸
と
の
共
伴
は
鋸
歯
状
の
側
辺
を
有
す
る
石
鈷
だ
け
に
特
別
注
目
さ
れ
る
。
後
期
の
包
含
層
出
土
の
石
器
類
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ

り
、
主
要
な
も
の
と
し
て
、
石
鏃
・
石
錐
・
ス
ク
レ
イ
パ
ー
、
刃
器
な
ど
の
剥
片
石
器
と
、
石
斧
、
尖
頭
状
篠
器
、
敲
石
類
、
石
錘

な
ど
が
あ
り
、
そ
の
種
類
は
極
め
て
多
彩
で
あ
る
。

　
６
は
黒
檀
石
製
で
両
面
と
も
周
辺
か
ら
の
二
次
加
工
が
全
面
に
お
よ
ん
で
お
り
、
基
部
よ
り
の
側
辺
に
大
き
な
挾
り
が
各
一
つ
と

先
端
部
近
く
の
一
側
辺
に
は
鋸
歯
状
の
整
形
が
施
さ
れ
て
い
る
。
先
端
部
を
欠
損
し
て
い
る
が
長
二
等
辺
三
角
形
を
呈
す
る
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
７
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
剥
片
を
用
い
た
も
の
で
、
や
は
り
先
端
の
一
部
を
欠
い
て
い
る
も
の
の
、
全
体
の
形
は
長
二

等
辺
三
角
形
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
側
辺
に
は
や
や
大
き
な
挾
り
が
二
個
施
さ
れ
、
先
端
部
よ
り
の
両
側
辺
は
鋸
歯
状
の
小
さ
な
二

次
加
工
が
み
ら
れ
る
。
形
態
的
に
は
複
式
の
石
鋸
を
背
中
合
わ
せ
て
二
個
並
列
さ
せ
、
さ
ら
に
先
前
部
に
鋸
歯
状
の
石
鏃
を
結
合
さ

せ
た
も
の
と
共
通
す
る
極
め
て
特
徴
的
な
形
態
を
有
し
て
い
る
。

　
西
北
九
州
の
海
岸
部
の
遺
跡
で
集
中
的
に
出
土
し
て
い
る
石
鋸
と
鋸
歯
状
の
石
鏃
が
組
み
合
わ
せ
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能

性
を
示
唆
す
る
石
器
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
深
刻
遺
跡
出
土
の
扁
平
で
鋸
歯
状
の
側
辺
を
有
し
、
三
角
形
の
形
態
を
呈
す
る
二
点
の



史
　
学

論
　
叢

八
九

１

づ土工）

２

二、

第２図　各地の遺跡出土の石鯖（Ｉ）〔１～５鐘ケ嶋，6･7深淵〕
s吋



石
　
　
鈷
　
―
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
ニ
ー

九
〇

石
器
は
石
鈷
の
特
徴
的
な
タ
イ
プ
の
Ｉ
つ
と
し
て
把
握
さ
れ
、
し
か
も
縄
文
時
代
後
期
と
い
う
点
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
1
6

（
四
）
　
山
鹿
貝
塚
　
〔
福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
、
第
三
図
８
～
1
0
〕

　
響
灘
に
注
ぐ
遠
賀
川
河
口
近
く
の
砂
丘
上
に
営
ま
れ
た
縄
文
時
代
の
貝
塚
で
、
前
期
、
中
期
、
後
期
そ
れ
に
ご
く
少
量
の
晩
期
の
遺
物
が

出
土
し
て
い
る
。
埋
葬
人
骨
と
共
に
各
種
の
着
装
品
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
特
に
有
名
な
貝
塚
で
あ
り
、
着
装
品
の
中
に
サ
メ

歯
製
耳
飾
が
認
め
ら
れ
る
。
自
然
遺
物
の
貝
類
で
は
、
前
期
は
ハ
マ
グ
リ
、
イ
ソ
シ
ジ
ミ
が
多
く
、
こ
れ
に
対
し
て
後
期
で
は
マ
ガ

キ
が
圧
倒
的
に
多
く
な
り
貝
塚
周
辺
の
環
境
の
変
化
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
魚
骨
で
は
前
期
に
マ
ダ
イ
、
中
期
は
ヘ
ダ
イ
と
ク
ロ
ダ

イ
、
さ
ら
に
後
期
で
は
ク
ロ
ダ
イ
と
い
う
よ
う
に
時
期
に
よ
っ
て
主
体
を
占
め
る
も
の
が
異
な
り
、
捕
獲
対
象
物
の
祖
成
に
も
変
化

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
漁
櫛
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
骨
角
製
品
で
あ
る
釣
針
や
ヤ
ス
な
ど
の
存
在
に
も
示
唆
さ
れ

て
い
る
。
一
方
石
器
類
も
多
量
に
認
め
ら
れ
、
発
掘
お
よ
び
採
集
資
料
の
一
部
を
合
わ
せ
た
だ
け
で
も
一
五
〇
点
を
越
え
て
い
る
。

九
州
の
縄
文
時
代
に
普
遍
的
な
石
器
の
他
、
石
鈷
、
石
鋸
、
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
、
彫
器
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
大
半
は
後
期

と
中
期
の
資
料
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　
８
は
比
較
的
大
形
の
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
剥
片
を
素
材
に
表
裏
と
も
全
面
に
お
よ
ぶ
大
小
の
剥
離
が
施
さ
れ
、
一
方
の
面
は
全
体
の

形
を
整
え
る
た
め
の
大
き
な
剥
離
で
あ
る
の
に
対
し
、
も
う
一
方
は
縁
辺
に
沿
っ
て
の
細
部
調
整
の
小
さ
な
剥
離
が
並
ん
で
い
る
。

先
能
都
は
鋭
く
、
両
側
辺
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
肩
を
有
し
、
さ
ら
に
基
部
は
舌
状
を
呈
す
る
整
っ
た
形
態
で
典
型
的
な
石
鈷
と
考
え
ら

れ
る
資
料
で
あ
り
、
縄
文
時
代
後
期
の
土
器
に
伴
な
っ
て
い
る
。
９
も
後
期
の
資
料
で
あ
る
が
、
形
態
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
石
器
の
最
大
幅
は
基
部
近
く
に
あ
り
し
か
も
左
右
の
形
が
著
し
く
相
違
す
る
肩
を
有
し
て
お
り
石
鈷
の
形
態
上
の
バ
リ
エ



イ
シ
ョ
ン
を
示
す
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
縦
剥
ぎ
の
剥
片
を
用
い
二
次
加
工
は
周
辺
部
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
。

１
０
は
縦
に
長
い
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
剥
片
を
素
材
に
先
端
部
と
基
部
と
に
や
や
粗
い
剥
離
が
施
さ
れ
て
お
り
、
全
般
的
に
粗
雑
な
様
相
を

呈
し
て
い
る
。
先
端
部
は
幾
分
丸
ま
り
両
側
辺
の
中
央
部
で
肩
を
張
り
出
し
基
部
へ
向
っ
て
は
急
激
に
細
ま
っ
て
お
り
あ
た
か
も
先

端
部
を
想
定
さ
せ
る
。
全
体
的
な
形
態
は
８
に
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、
先
端
部
や
肩
の
張
り
さ
ら
に
尖
り
気
味
な
舌
状
の
基
部
な

ど
の
細
部
、
そ
れ
に
二
次
加
工
の
あ
り
方
な
ど
で
異
な
っ
て
い
る
。
中
期
の
時
期
が
考
え
ら
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。

　
山
鹿
貝
塚
出
土
の
三
点
の
資
料
は
そ
れ
ぞ
れ
形
態
的
に
異
な
っ
て
お
り
形
態
の
多
様
さ
を
示
す
と
共
に
、
当
貝
塚
の
環
境
や
具
体
的

な
自
然
遺
物
の
遺
存
か
ら
石
鈷
と
し
て
の
用
途
が
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

（
五
）
　
沖
ノ
島
社
務
所
前
遺
跡
　
〔
福
岡
県
宗
像
郡
大
島
村
、
第
一
図
版
㈲
・
㈲
〕

　
玄
海
灘
に
浮
か
ぶ
絶
海
の
孤
島
で
あ
る
沖
ノ
島
は
古
代
祭
祀
遺
跡
－
海
の
正
倉
院
Ｉ
と
し
て
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
同
時
に

切
り
立
っ
た
崖
上
の
縄
文
お
よ
び
弥
生
時
代
の
生
活
遺
跡
の
存
在
も
そ
の
地
理
的
環
境
か
ら
大
い
に
興
味
が
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
縄
文
時
代
の
遺
物
は
前
・
中
期
を
主
体
に
若
干
の
晩
期
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
石
器
は
石
鏃
を
は
じ
め
石
匙
、
ス
ク
レ
イ

パ
ー
、
石
錘
、
敲
石
、
磨
石
、
石
鈷
、
そ
れ
に
四
ｍ
近
い
大
形
の
鏃
形
石
器
な
ど
で
、
九
州
本
土
の
海
岸
近
く
に
立
地
す
る
遺
跡
の

そ
れ
ら
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。
周
囲
わ
ず
か
４
趾
の
こ
の
島
で
は
シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
哺
乳
類
の
棲
息
は
皆
無
で
あ
り

漁
櫛
活
動
に
生
業
の
中
心
が
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、
社
務
所
前
遺
跡
お
よ
び
岩
陰
遺
跡
か
ら
出
土

し
て
い
る
自
然
遺
物
に
は
そ
れ
ら
は
認
め
ら
れ
ず
、
逆
に
ア
シ
カ
類
な
ど
の
海
棲
哺
乳
類
の
骨
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
当
遺
跡
の
生

活
を
考
察
す
る
上
で
重
要
視
さ
れ
る
。

　
　
　
史
　
学
　
論
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九
一



石
　
　
鈷
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
二
Ｉ

九
二

帥
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
扁
平
な
剥
片
を
素
材
に
、
周
辺
に
沿
っ
て
表
裏
か
ら
の
二
次
加
工
が
施
さ
れ
全
体
を
整
形
し
て

い
る
。
先

能
都
は
鋭
く
尖
り
、
丸
昧
を
有
す
る
胴
部
は
基
部
近
く
で
細
く
尖
っ
て
お
り
胴
部
と
舌
状
の
基
部
と
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

㈲
は
黒
耀
石
製
の
資
料
で
あ
り
、
側
辺
に
沿
っ
て
の
集
中
的
な
剥
離
が
見
ら
れ
全
体
の
形
は
本
葉
形
を
呈
す
る
も
の
の
、
基
部
は
左

右
異
な
る
短
い
舌
都
を
形
成
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。

　
沖
ノ
島
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
自
然
環
境
か
ら
考
え
て
、
こ
の
前
期
も
し
く
は
中
期
の
二
点
の
石
器
は
第
一
次
調
査
出
土
の
三
ｍ

を
越
え
る
大
き
さ
の
鏃
形
石
器
や
大
形
の
両
面
加
工
の
尖
頭
器
と
共
に
海
へ
向
っ
て
の
用
途
が
当
然
推
測
で
き
る
資
料
と
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
（
六
）
　
天
神
山
貝
塚
　
〔
福
岡
県
糸
島
郡
志
摩
町
、
第
三
図
1
1
〕

　
当
貝
塚
は
博
多
湾
と
唐
津
湾
に
挟
ま
れ
た
玄
海
灘
に
突
出
し
た
志
摩
半
島
北
西
端
に
位
置
し
て
お
り
、
縄
文
時
代
後
期
を
主
体
に

一
部
前
期
、
早
期
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
自
然
遺
物
が
豊
富
で
貝
類
で
は
ハ
マ
グ
リ
、
ハ
イ
ガ
イ
、
ア
サ
リ
な
ど
の
内
湾
性
の

も
の
と
、
サ
ザ
エ
、
ア
ワ
ビ
な
ど
の
岩
礁
性
の
貝
が
出
土
し
て
い
る
。
一
方
魚
骨
で
は
エ
イ
類
、
サ
バ
、
ア
ジ
、
ス
ズ
キ
、
タ
イ
類

な
ど
の
他
、
大
形
魚
の
サ
メ
類
、
そ
れ
に
ク
ジ
ラ
類
も
認
め
ら
れ
る
。
骨
角
器
、
貝
器
も
多
彩
で
、
釣
針
、
刺
突
具
、
算
、
重
飾
品

貝
輪
、
片
口
汁
器
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
石
器
で
は
鋸
歯
状
の
石
組
一
点
と
石
鋸
の
二
点
は
特
に
注
目
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。

　
1
1
は
黒
曜
石
製
の
二
等
辺
三
角
形
を
し
た
石
器
で
、
直
線
的
な
両
側
辺
は
石
鋸
の
刃
部
に
見
ら
れ
る
複
式
の
鋸
歯
状
の
加
工
が
丹

念
に
施
さ
れ
て
い
る
。
四
・
五
ｘ
四
・
一
ｍ
と
い
う
長
さ
・
幅
に
比
較
し
て
、
厚
さ
は
極
端
に
薄
く
〇
・
三
ｍ
を
測
る
。

　
天
神
山
貝
塚
出
土
の
こ
の
石
組
は
後
期
初
頭
の
「
中
洋
式
土
器
」
の
ほ
ぼ
単
純
層
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
二
点
の
石
鋸
や
骨
角
製



史
　
学
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石
　
　
鈷
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
ニ
ー

九
四

の
漁
櫛
具
、
そ
れ
に
サ
メ
類
、
ク
ジ
ラ
類
と
共
伴
し
て
い
る
だ
け
に
用
途
の
理
解
を
容
易
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
大
き
さ
に

比
べ
て
厚
さ
の
薄
い
こ
と
は
明
ら
か
に
柄
な
い
し
中
柄
の
装
着
が
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

（
七
）
　
里
田
原
遺
跡
　
〔
長
崎
県
北
松
浦
郡
田
平
町
、
第
三
図
1
2
〕

　
九
州
本
土
の
最
西
北
端
に
位
置
す
る
田
平
町
の
海
岸
近
く
の
盆
地
に
立
地
し
て
い
る
弥
生
時
代
を
主
体
と
し
た
遺
跡
で
あ
る
。
中

期
の
「
城
ノ
越
式
土
器
」
を
は
じ
め
、
各
種
の
打
製
お
よ
び
磨
製
の
石
斧
、
そ
れ
に
豊
富
な
木
器
類
を
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
注
目

さ
れ
て
い
る
。
遺
構
も
多
く
貯
蔵
穴
群
、
杭
列
、
敷
石
遺
構
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
他
、
獣
骨
、
無
骨
な
ど
の
自
然
遺
物
も
見
ら

れ
そ
の
中
に
は
ク
ジ
ラ
類
、
イ
ル
カ
類
、
そ
れ
に
サ
メ
類
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
第
一
〇
次
調
査
に
お
い
て
問
題
の
黒
耀
石
製
の

石
蕗
一
点
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
１
２
は
黒
耀
石
製
の
大
形
の
剥
片
を
用
い
、
周
辺
か
ら
の
二
次
加
エ
に
よ
っ
て
ニ
等
辺
三
角
形
に
整
形
さ
れ
て
お
り
、
両
側
辺
は
鋸

歯
状
の
小
さ
な
扶
り
が
並
び
基
部
は
わ
ず
か
に
内
鰐
し
て
い
る
。

　
里
田
原
遺
跡
出
土
の
資
料
は
既
に
述
べ
た
深
堀
遺
跡
や
天
神
山
貝
塚
出
土
の
石
鈷
と
同
じ
タ
イ
プ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が

時
期
は
異
な
っ
て
い
る
。
当
遺
跡
の
そ
れ
は
弥
生
時
代
の
所
産
と
さ
れ
る
だ
け
に
特
に
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
当
遺
跡

に
お
い
て
出
土
し
て
い
る
蝶
の
頭
状
の
尖
端
を
も
つ
木
器
は
そ
の
形
態
か
ら
し
て
刺
突
具
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
漁
櫛
用
の
鈷
と

も
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
一
段
と
興
味
が
も
た
れ
る
。

（
ハ
）
　
赤
松
海
岸
遺
跡
　
〔
佐
賀
県
東
松
浦
郡
鎮
西
町
、
第
三
図
1
3
〕

Ｉ

Ｌ

ｓ

ｒ

ｒ



　
東
松
浦
半
島
の
突
端
近
く
に
位
置
し
、
文
字
通
り
海
岸
に
面
し
て
い
る
遺
跡
で
の
採
集
資
料
で
、
時
期
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で

あ
る
。

　
1
3
は
黒
耀
石
製
の
剥
片
を
素
材
に
そ
の
表
裏
全
体
に
お
よ
ぶ
二
次
加
工
が
施
さ
れ
、
ほ
ぼ
二
等
辺
三
角
形
を
呈
し
て
い
る
。
側
辺

鄙
は
細
部
加
工
に
よ
っ
て
二
個
の
扶
り
を
形
成
し
て
お
り
、
基
部
は
や
や
内
鰐
し
て
い
る
。
先
前
部
と
基
部
の
一
端
を
欠
損
し
て
い

る
も
の
の
、
側
辺
が
大
き
な
鋸
歯
状
の
扶
り
を
有
す
る
石
鈷
の
一
つ
の
タ
イ
プ
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

（
九
）
　
沖
ノ
原
貝
塚
　
〔
熊
本
県
天
草
郡
五
和
町
、
第
三
図
１
４
〕

　
天
草
下
島
北
端
の
島
原
湾
と
天
草
灘
に
挾
ま
れ
た
早
崎
瀬
戸
に
面
す
る
海
岸
に
位
置
し
て
い
る
縄
文
時
代
中
期
お
よ
び
後
期
を
主

体
と
す
る
砂
丘
上
の
岩
礁
性
の
貝
類
を
中
心
と
す
る
貝
塚
で
あ
る
。
石
器
は
石
鏃
、
石
匙
、
石
斧
の
他
に
漁
櫛
活
動
に
関
係
が
あ
る

と
目
さ
れ
る
尖
頭
状
篠
器
、
石
錘
、
そ
れ
に
石
鋸
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
他
牙
お
よ
び
骨
製
の
刺
突
具
、
釣
針
が
出
土
し
て
い
る
。
ま

た
土
器
の
底
部
に
海
棲
哺
乳
類
の
骨
に
よ
る
ス
タ
ン
プ
が
見
ら
れ
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
海
棲
哺
乳
類
と
の
係
わ
り
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

　
1
4
は
当
貝
塚
で
「
阿
高
式
土
器
・
南
福
寺
式
土
器
」
と
一
緒
に
採
集
さ
れ
た
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
。
安
山
岩
質
の
石

材
を
用
い
て
お
り
、
周
辺
か
ら
の
二
次
加
工
に
よ
っ
て
先
能
都
を
鋭
利
に
整
形
し
、
さ
ら
に
側
辺
に
は
ノ
。
チ
状
の
扶
り
が
施
さ
れ

基
部
は
内
鰐
し
て
い
る
。

　
当
貝
塚
の
石
鈷
の
全
体
的
な
形
状
は
有
喜
貝
塚
の
も
の
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
資
料
の
他
に
深
刻
遺
跡
出

土
の
鋸
歯
状
の
先
端
部
と
石
組
二
個
を
組
み
合
わ
せ
た
形
態
を
有
す
る
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
石
鈷
も
採
集
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五

｝



石
　
　
鈷
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
二
Ｉ

九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　
（
十
）
　
鳩
山
池
遺
跡
　
〔
長
崎
県
北
松
浦
郡
田
平
町
、
第
三
図
１
５
〕

　
平
戸
瀬
戸
に
面
す
る
田
平
町
の
西
海
岸
か
ら
東
の
方
へ
約
〇
・
七
』
山
手
に
入
っ
た
他
の
縁
に
お
い
て
石
鏃
と
共
に
採
集
さ
れ
た

資
料
で
あ
り
、
土
器
は
認
め
ら
れ
な
く
そ
の
明
確
な
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
カ
だ
後
で
述
べ
る
つ
ぐ
め
の

は
な
遺
跡
と
は
極
め
て
近
接
し
た
距
離
に
所
在
し
て
お
り
、
し
か
も
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
に
お
い
て
多
量
に
出
土
し
て
い
る
石
鈷
の

形
態
と
極
似
し
て
い
る
事
も
あ
り
、
時
期
に
つ
い
て
は
縄
文
時
代
前
期
も
し
く
は
中
期
が
推
定
さ
れ
る
。

　
１
５
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
横
剥
ぎ
の
剥
片
を
素
材
に
用
い
、
丹
念
な
二
次
加
工
に
よ
っ
て
鋭
い
柳
葉
形
の
先
端
部
・
胴
部
を
形
成
し

基
部
は
細
長
い
舌
状
を
呈
し
て
い
る
。
石
鈷
と
推
定
さ
れ
る
石
器
の
一
つ
の
タ
イ
プ
を
示
す
好
資
料
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

　
（
十
一
）
　
船
瀬
遺
跡
　
〔
長
崎
県
北
松
浦
郡
小
値
賀
町
、
第
三
図
1
6
・
1
7
〕

　
五
島
列
島
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
中
通
島
の
北
に
所
在
す
る
小
値
賀
島
の
南
に
開
け
る
船
瀬
の
海
岸
近
く
に
お
い
て
、
石
鏃
ヽ
石

斧
、
剥
片
な
ど
の
資
料
と
共
に
採
集
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
1
6
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
材
を
用
い
て
周
辺
か
ら
全
面
に
お
よ
ぶ
二
次
加
工
に
よ
っ
て
整
形
さ
れ
て
い
る
。
鋭
い
三
角
形
状
の
先

端
と
突
出
し
た
角
ば
っ
た
肩
を
有
し
明
瞭
に
区
分
さ
れ
た
舌
状
の
基
部
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
1
7
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
材
を
使
用

し
て
い
る
点
で
1
6
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
形
態
は
先
端
、
基
部
と
も
鋭
さ
を
欠
い
た
柳
葉
形
を
し
て
い
る
。

（
十
二
）
　
崎
瀬
遺

跡24

〔
長
崎
県
平
戸
市
度
島
、
第
四
図
1
8
〕



　
平
戸
島
の
す
ぐ
北
に
周
囲
一
〇
』
足
ら
ず
の
細
長
い
度
島
が
位
置
し
て
お
り
、
遺
跡
は
東
側
の
小
さ
な
岬
に
立
地
し
て
い
る
。
多

く
の
石
鏃
と
共
に
採
集
さ
れ
て
い
る
石
器
に
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
一
占
｛
み
ら
れ
る
。

　
1
8
は
肢
端
質
安
山
岩
製
で
長
二
等
辺
三
角
形
に
近
い
形
態
を
有
し
、
側
辺
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
小
さ
な
挾
入
と
胴
部
か
ら
基
部
に

か
け
て
の
両
面
の
中
央
に
研
摩
が
み
ら
れ
る
極
め
て
特
異
な
石
器
で
あ
る
。
側
辺
の
挾
入
部
は
こ
の
石
器
と
柄
と
の
装
着
を
意
図
し

て
加
工
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
紐
ず
れ
と
推
測
さ
れ
る
擦
痕
が
観
察
さ
れ
る
。
一
方
両
面
の
研
摩
は
こ
の
石
器
の
最
も
厚
味
の

あ
る
箇
所
に
施
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
こ
の
石
器
と
柄
の
着
装
が
よ
り
密
着
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
加
工
と
さ
れ
よ
う
。

　
　
（
一
三
）
　
下
本
山
岩
陰
遺
跡
　
〔
長
崎
県
佐
世
保
市
下
本
山
町
、
第
一
ハ
図
１
〕

　
相
浦
川
の
河
口
を
約
四
㎞
さ
か
の
ば
っ
た
標
高
約
一
六
Ｍ
の
段
丘
上
の
砂
岩
に
形
成
さ
れ
た
岩
陰
遺
跡
で
、
一
部
員
層
を
伴
な
っ

て
い
る
。
縄
文
時
代
前
期
の
「
曽
畑
式
土
器
」
を
主
体
に
、
中
期
の
「
阿
高
式
土
器
」
、
前
期
の
「
轟
式
土
器
」
そ
れ
に
後
期
の
磨

消
縄
文
の
土
器
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
石
器
、
骨
角
器
、
員
器
と
人
工
遺
物
は
豊
富
で
あ
り
、
自
然
遺
物
に
つ
い
て
も
多
彩
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
の
中
に
、
安
山
岩
製
の
「
石
槍
」
と
さ
れ
た
石
器
が
Ｉ
点
み
ら
れ
る
。

　
１
は
最
大
長
が
一
七
・
三
ｍ
も
あ
る
大
形
な
も
の
で
、
五
・
二
ｍ
の
最
大
幅
は
先
端
部
よ
り
に
あ
り
、
ほ
ぼ
長
方
形
を
し
た
長
い

舌
状
の
基
部
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
形
態
の
石
器
は
先
で
述
べ
る
西
市
来
貝
塚
や
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
で
出
土
し
て
い
る
石
器
と
類

似
し
て
お
り
、
ま
た
当
遺
跡
出
土
の
大
形
結
合
釣
針
や
サ
メ
類
・
エ
イ
類
な
ど
大
形
魚
類
の
存
在
等
を
考
慮
し
て
、
漁
櫛
具
の
「
石

鈷
」
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
結
合
釣
針
と
共
に
外
洋
性
漁
携
の
存
在
を
示
唆
す
る
資
料
と
い
え
よ
う
。

史
　
学
　
論
　
叢

九
ヒ



　
　
　
石
　
　
鈷
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
ニ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

（
一
四
）
　
越
高
遺
跡
　
〔
長
崎
県
上
県
郡
上
県
町
大
字
越
高
、
第
四
図
1
9
〕

九
八

　
上
対
馬
の
西
海
岸
、
朝
鮮
海
峡
に
面
し
た
海
岸
と
隣
接
し
て
遺
跡
が
存
在
し
て
い
る
。
調
査
の
結
果
で
は
「
前
平
式
・
越
高
式
土

器
」
な
ど
早
期
末
の
時
期
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
他
の
石
器
と
共
に
石
鈷
が
一
点
出
土
し
て
お
り
、
ま
た
自
然
遺
物
の

中
に
ク
ジ
ラ
類
の
肋
骨
・
椎
骨
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
1
9
は
ほ
ぼ
正
三
角
形
を
し
て
お
り
両
側
辺
に
先
端
の
尖
っ
た
鋸
歯
状
の
加
工
が
み
ら
れ
る
。
全
体
の
加
工
も
周
辺
に
沿
っ
て
集
中

的
に
施
さ
れ
て
お
り
、
中
央
部
に
は
主
要
剥
離
面
と
大
剥
離
面
を
残
し
て
い
る
。
頁
岩
製
。
対
馬
と
い
う
遺
跡
の
環
境
が
注
目
さ
れ

よ
う
。

　
　
（
十
五
）
　
西
之
薗
遺
跡
　
〔
鹿
児
島
県
川
辺
郡
笠
沙
町
赤
生
木
、
第
四
図
2
0
～
2
2
〕

　
薩
摩
半
島
西
岸
の
岩
礁
性
海
岸
が
発
達
し
た
環
境
に
立
地
す
る
こ
の
遺
跡
は
縄
文
時
代
前
期
の
「
轟
式
土
器
」
お
よ
び
後
期
の
「

市
来
式
系
土
器
」
　
「
北
久
根
山
式
土
器
」
を
主
体
と
す
る
時
期
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
剥
片
石
器
の
出
土
が
顕
著
で
あ
り
、
こ
の
中

に
石
鈷
の
一
つ
の
タ
イ
プ
を
構
成
す
る
と
思
わ
れ
る
鏃
形
石
器
三
点
が
み
ら
れ
る
。
従
来
西
北
九
州
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
た
だ
け

に
、
当
遺
跡
の
資
料
は
重
視
さ
れ
よ
う
。

　
2
0
・
2
1
は
長
二
等
辺
三
角
形
を
し
て
、
基
部
に
挾
り
を
も
つ
も
の
で
、
石
鏃
を
大
形
化
し
た
も
の
と
形
態
的
に
は
全
く
符
合
す
る

も
の
で
あ
る
。
一
緒
に
出
土
し
て
い
る
四
〇
点
近
い
数
の
石
鏃
に
比
較
す
る
と
そ
の
大
半
と
最
大
長
に
お
い
て
二
倍
以
上
の
開
き
が

認
め
ら
れ
、
大
き
さ
の
違
い
か
ら
く
る
で
あ
ろ
う
用
途
の
差
異
が
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
。
2
0
は
粘
板
岩
製
、
2
1
は
安
山
岩
製
で
あ

る
。
2
2
は
前
の
二
者
と
形
態
、
加
工
そ
れ
に
石
材
の
上
で
も
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
石
器
の
最
大
幅
が
胴
部
か
ら
基
部
へ



か
け
て
の
箇
所
に
位
置
し
、
し
か
も
基
部
に
挾
り
が
施
さ
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
鋭
い
先
端
部
は
こ
の
石
器
が
剣
突

を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
に
充
分
で
あ
る
。
黒
煙
石
製
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

（
十
六
）
　
西
市
来
貝
塚
　
〔
鹿
児
島
県
日
置
郡
市
来
町
川
上
、
第
四
図
2
3
〕

　
薩
摩
半
島
西
海
岸
の
つ
け
根
に
位
置
す
る
西
市
来
貝
塚
は
九
州
の
縄
文
時
代
後
期
の
タ
イ
プ
サ
イ
ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
当

貝
塚
の
出
土
遺
物
の
中
に
「
石
鉾
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
石
器
は
、
ま
さ
に
石
鈷
の
一
つ
の
タ
イ
プ
を
示
す
好
資
料
と
考
ら
れ

る
。
大
き
な
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
剥
片
が
素
材
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
二
次
加
工
は
両
面
の
周
辺
に
沿
っ
て
集
中
的
に
旅
さ
れ
て
い
る
。

最
大
長
は
一
四
・
五
ｍ
を
測
り
、
五
・
五
ｍ
の
最
大
幅
は
中
央
よ
り
や
や
上
位
に
あ
り
、
本
葉
形
の
尖
頭
部
を
形
成
し
て
い
る
。
下

半
部
の
胴
部
か
ら
基
部
へ
か
け
て
の
両
側
辺
は
ゆ
る
く
珊
曲
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
大
き
な
柄
の
装
着
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
石
器
は
九
州
西
北
部
の
海
岸
や
島
に
集
中
し
て
い
る
だ
け
に
、
薩
摩
半
島
西
海
岸
に
立
地
す
る
西

市
来
貝
塚
や
先
に
挙
げ
た
西
之
薗
遺
跡
出
土
の
資
料
は
天
草
灘
か
ら
さ
ら
に
南
へ
の
拡
が
り
を
示
唆
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
ま
た

西
市
来
貝
塚
に
お
い
て
出
土
し
て
い
る
ク
ジ
ラ
類
の
骨
は
石
鈷
の
用
途
を
考
察
す
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
と
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

　
　
【
】
七
）
　
榎
坂
遺
跡
　
〔
福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣
町
糠
塚
〕

　
遠
賀
川
西
側
の
響
灘
の
海
岸
か
ら
約
一
・
五
㎞
南
へ
入
っ
た
古
砂
丘
末
端
に
位
置
す
る
縄
文
時
代
後
期
の
遺
跡
で
一
部
に
貝
塚
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。
土
器
は
「
中
津
式
・
阿
高
式
系
・
北
久
根
山
式
・
鐘
ケ
崎
式
」
の
諸
型
式
が
見
ら
れ
、
一
方
石
器
も
豊
富
で
石

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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斧
・
石
鏃
・
石
皿
・
砥
石
な
ど
と
共
に
黒
耀
石
製
の
石
鋸
と
石
鈷
が
出
土
し
て
い
る
。
骨
角
器
類
で
は
釣
針
・
貝
輪
な
ど
が
認
め
ら

れ
、
獣
骨
・
魚
骨
も
多
数
検
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

　
　
（
一
八
）
　
脇
岬
貝
塚
　
〔
長
崎
県
西
彼
杵
郡
野
母
崎
町
〕

　
天
草
灘
に
向
っ
て
突
出
し
た
長
崎
半
島
の
南
端
に
位
置
す
る
砂
丘
上
の
遺
跡
で
、
「
鐘
ケ
崎
式
・
北
久
根
山
式
」
な
ど
後
期
の
土

器
を
主
体
と
し
て
い
る
。
釣
針
を
は
じ
め
漁
櫛
具
と
考
え
ら
れ
る
骨
角
器
類
が
極
め
て
顕
著
で
あ
り
、
石
器
類
も
豊
富
で
石
鈷
と
推

測
さ
れ
る
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
1

（
一
九
）
　
弁
天
崎
遺
跡
　
〔
長
崎
県
壱
岐
郡
郷
ノ
浦
鎌
崎
〕

　
壱
岐
の
南
西
に
位
置
す
る
郷
ノ
浦
の
南
に
突
出
す
る
鎌
崎
の
海
岸
で
多
量
の
石
器
が
採
集
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
サ
ヌ
カ

イ
ト
質
製
の
大
形
の
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
石
器
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
2

　
　
（
二
〇
）
　
女
亀
遺
跡
　
〔
長
崎
県
南
松
浦
郡
富
江
町
女
亀
〕

　
下
五
島
福
江
島
の
南
端
近
く
の
海
岸
に
接
し
た
遺
跡
で
、
古
く
か
ら
多
量
の
石
組
が
出
土
す
る
事
で
有
名
で
あ
る
。
当
遺
跡
に
お

い
て
石
鋸
と
共
に
全
体
の
形
状
が
ほ
ぼ
三
角
形
で
側
辺
鄙
に
大
小
の
扶
り
を
有
す
る
黒
耀
石
製
・
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
製
の
石
鈷
と
推
定

さ
れ
る
石
器
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
採
集
さ
れ
た
土
器
の
大
半
は
滑
石
混
入
の
縄
文
時
代
中
期
の
「
阿
高
式
」
で
あ
り
、
石
鈷
の
時

期
を
示
唆
し
て
い
る
。

史
　
学
　
論
　
叢

一
〇
一
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一
〇
二

　
　
（
二
回
　
国
府
遺
跡
　
〔
大
阪
府
南
河
内
郡
美
陵
町
国
府
、
第
四
図
２
４
〕

　
国
府
遺
跡
の
資
料
中
に
「
ア
メ
リ
カ
式
大
形
石
鏃
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
石
器
が
一
点
存
往
し
て
い
る
。
２
４
は
サ
ヌ
カ
イ
ト

製
で
全
長
四
・
二
ｍ
、
幅
三
・
三
ｍ
で
、
両
側
辺
の
基
部
よ
り
に
比
較
的
大
き
な
快
入
が
施
さ
れ
基
端
は
ゆ
る
や
か
に
鸞
曲
し
て
い

る
。
二
次
加
工
は
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
石
器
が
石
鈷
で
あ
る
と
は
直
ち
に
判
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
西
北
九
州
に
お

い
て
出
土
し
て
い
る
石
鈷
と
考
ら
れ
る
石
器
と
形
態
的
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
今
後
、
西
北
九
州
以
外
の

地
に
お
け
る
特
徴
的
な
形
態
を
有
す
る
石
器
の
存
在
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
資
料
と
な
り
得
よ
う
。

　
　
（
二
二
）
　
東
三
洞
貝
塚
　
〔
第
四
図
２
５
〕

　
釜
山
港
内
に
所
在
す
る
影
島
の
汀
線
近
く
に
立
地
し
て
い
る
東
三
洞
貝
塚
は
韓
国
南
部
に
お
け
る
代
表
的
な
遺
跡
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
・
こ
の
旦
塚
か
ら
は
九
州
の
西
北
部
の
遺
跡
で
見
ら
れ
る
石
鋸
や
結
合
式
釣
針
が
、
ま
た
側
辺
に
鋸
歯
状
の
扶
入
を
有

す
る
石
鈷
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
貝
塚
で
あ
る
。
自
然
遺
物
の
出
土
も
多
彩
で
、
海
悽
哺
乳
類
の
ク
ジ
ラ
・

イ
ル
カ
・
ア
ザ
ラ
シ
が
報
告
さ
れ
て
い
る
他
、
サ
メ
・
タ
イ
・
サ
ハ
ラ
な
ど
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
2
5
は
東
三
洞
貝
塚
出
土
の
石
鈷

と
さ
れ
る
石
器
の
形
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
角
形
を
し
た
鋭
い
先
端
と
そ
れ
に
続
く
両
側
辺
に
は
比
較
的
大
き
な
挾
入
が
各

三
個
施
さ
れ
、
基
端
も
舜
曲
し
て
い
る
。
遺
跡
の
立
地
お
よ
び
自
然
遺
物
か
ら
石
鈷
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

（
二
三
）
　
迎
日
湾
外
海
底

〔
第
四
図
2
6
〕



　
2
6
は
韓
国
東
海
岸
南
部
の
迎
日
湾
外
の
海
底
か
ら
発
見
さ
れ
た
石
鈷
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
石
器
で
あ
る
。
柳
葉
形
に
近
い
形
状

で
両
側
辺
に
は
石
鋸
と
同
様
な
小
さ
な
鋸
歯
状
の
加
工
が
丹
念
に
施
さ
れ
て
い
る
。
基
部
の
一
端
を
欠
損
し
て
い
る
も
の
の
舌
状
の

基
部
が
存
在
し
て
い
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
石
器
の
柳
葉
形
の
外
観
、
鋸
歯
状
の
側
辺
そ
れ
に
舌
状
の
基
部
か
ら
石
鈷
と
し

て
の
用
途
が
充
分
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
底
曳
網
に
よ
っ
て
海
底
か
ら
引
き
揚
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
明
確
に
し
得
な

い
が
、
韓
国
南
部
の
東
海
岸
は
対
馬
暖
流
の
一
支
流
の
旅
路
に
あ
た
っ
て
い
る
だ
け
に
刺
突
に
よ
る
漁
櫛
具
の
Ｉ
つ
と
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
様
に
西
北
九
州
の
海
岸
部
を
主
体
に
し
た
諸
遺
跡
に
お
い
て
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
石
組
と
考
え
ら
れ
る
石
器
を
認
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
ろ
鋸
歯
状
の
側
辺
を
有
す
る
特
徴
的
な
も
の
以
外
に
も
石
組
を
想
定
で
き
る
石
器

の
存
在
を
知
る
の
で
あ
る
。
形
態
お
よ
び
大
き
さ
の
上
で
も
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
第
五
図
は
各
地
の
遺
跡

出
土
の
石
組
と
考
え
る
石
器
の
大
き
さ
（
長
さ
と
幅
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
出
土
の
石
括

　
（
一
）
　
遺
跡
と
遺
物

　
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
は
昭
和
四
六
年
個
人
宅
地
造
成
に
伴
う
緊
急
調
査
と
し
て
長
崎
県
教
育
委
員
会
に
よ
り
そ
の
】
部
が
発
掘
さ

れ
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
土
地
の
所
有
者
お
よ
び
地
元
研
究
者
、
高
校
生
な
ど
に
よ
っ
て
多
数
の
資
料
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。
石
鈷
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と
考
え
ら
れ
る
石
器
だ
け
で
も
一
五
〇
点
を
越
え
て
お
り
、
そ
れ
に
他
の
石
器
、
土
器
、
自
然
遺
物
な
ど
を
加
え
る
と
相
当
の
数
に

の
ぼ
る
資
料
が
採
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
実
見
す
る
機
会
を
得
た
採
集
資
料
を
主
体
に
つ
ぐ
め
の
は
な
の
石
鈷
に
つ
い

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
遺
跡
　
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
は
九
州
本
上
西
北
端
に
位
置
す
る
長
崎
県
北
松
浦
郡
田
平
町
の
野
田
免
に
所
在
し
、
平
戸
島
と
は
平

戸
瀬
戸
を
挾
ん
で
指
呼
の
間
に
あ
る
。
遺
跡
は
田
平
町
西
海
岸
の
平
戸
瀬
戸
に
面
す
る
海
岸
お
よ
び
そ
の
崖
上
に
立
地
し
、
隣
接
す

る
「
ハ
エ
崎
」
ま
で
の
か
な
り
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
遺
物
の
散
布
が
現
在
も
認
め
ら
れ
る
（
第
六
図
）
。
実
際
採
集
品
の
石
器
に

は
明
ら
か
に
水
に
よ
る
磨
滅
と
判
断
で
き
る
も
の
や
、
そ
れ
ら
が
全
く
観
察
さ
れ
な
い
も
の
の
両
者
が
み
ら
れ
る
。

　
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
】
部
を
形
成
し
て
い
る
と
腿
ら
れ
る
ハ
エ
崎
は
昭
和
の
初
め
ま
で
捕
鯨
の
基
地
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
基

地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
平
戸
瀬
戸
の
捕
鯨
に
つ
い
て
土
地
の
占
老
か
ら
話
し
を
間
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
概
略
を
記
す
こ
と
に
よ

っ
て
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
立
地
の
補
足
と
し
た
い
。

　
ハ
エ
崎
の
海
岸
に
二
×
三
間
ほ
ど
の
タ
マ
リ
と
呼
称
さ
れ
る
鯨
納
屋
が
、
一
方
崖
上
に
は
約
一
坪
ほ
ど
の
見
張
り
小
屋
が
そ
れ
ぞ

れ
設
け
ら
れ
捕
鯨
漁
の
基
地
と
さ
れ
て
お
り
、
今
も
海
岸
に
建
物
の
基
礎
で
あ
る
石
垣
の
】
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
戸
瀬
戸

の
捕
鯨
基
地
は
ハ
エ
崎
の
他
に
ニ
ケ
所
あ
り
、
そ
の
Ｉ
ケ
所
は
平
戸
瀬
戸
の
南
の
入
口
に
あ
た
る
平
戸
島
の
大
崎
で
あ
る
。
こ
の
大

崎
と
ハ
エ
崎
は
平
戸
瀬
戸
を
挾
ん
で
対
角
線
上
に
位
置
し
て
い
る
が
両
者
の
中
間
に
平
戸
島
か
ら
東
へ
向
け
て
突
出
し
た
中
崎
の
岬

に
よ
っ
て
北
の
ハ
エ
崎
と
南
の
大
崎
の
基
地
に
あ
る
見
張
り
台
同
志
の
連
絡
が
不
可
能
な
た
め
、
両
者
か
ら
遠
望
で
き
る
中
間
地
点

の
功
田
に
残
り
の
Ｉ
ケ
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
平
戸
瀬
戸
に
面
す
る
こ
れ
ら
三
ケ
所
の
基
地
の
連
携
プ
レ
ー
に
よ
っ
て
鯨
の
発
見

か
ら
捕
獲
、
さ
ら
に
解
体
ま
で
が
共
同
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
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平
戸
瀬
戸
で
は
毎
年
四
～
五
月
に
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の

タ
マ
リ
に
鉄
砲
打
ち
、
ハ
ダ
シ
（
鈷
打
ち
）
そ
れ
に
ノ
リ

コ
十
数
人
が
待
機
し
て
お
り
、
Ｔ
ソ
ー
ズ
ン
に
数
回
、
南

か
ら
平
戸
瀬
戸
へ
回
遊
す
る
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
を
行

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ノ
リ
コ
達
は
平
時
タ
マ
リ
で
竹

細
工
や
ワ
ラ
細
工
の
内
職
を
行
な
い
ひ
と
た
び
大
崎
か
ら

の
鯨
発
見
の
情
報
が
ハ
タ
と
ノ
ロ
シ
に
よ
っ
て
伝
へ
ら
れ

る
や
い
な
や
、
各
所
で
待
ち
受
け
て
あ
る
い
は
追
っ
て
の

壮
絶
な
闘
い
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
近
ま

で
行
な
わ
れ
て
い
た
捕
鯨
の
一
基
地
の
存
在
が
つ
ぐ
め
の

は
な
遺
跡
の
立
地
お
よ
び
環
境
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る

も
の
と
思
え
る
。

　
遺
物
　
採
集
さ
れ
た
資
料
の
う
ち
、
土
器
は
石
器
に
比

較
す
る
と
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
石
鈷
の
時
期
を

想
定
す
る
上
で
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
の
で
簡
単
に
触

れ
て
お
く
。

　
採
集
さ
れ
た
土
器
の
大
半
は
刺
突
文
、
爪
形
文
、
押
引



き
文
、
そ
れ
に
格
子
状
の
沈
線
文
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
二
枚
貝
お
よ
び
巻
貝
が
施
文
具
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
器
形
は
日
録
部
が
朝
顔
状
に
外
反
し
、
胴
部
か
ら
底
部
に
か
け
て
ほ
ぼ
円
筒
形
を
呈
す
る
も
の
が
基
本
と
さ
れ
、
従
来
「

塞
ノ
神
式
」
あ
る
い
は
「
柏
田
式
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
土
器
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
に
細
い
隆
帯
を
貼
り
つ
け
た

　
「
轟
式
土
器
」
や
滑
石
混
入
の
み
ら
れ
る
凹
線
文
の
「
阿
高
式
土
器
」
が
少
数
認
め
ら
れ
る
。
第
七
図
は
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
採
集

の
主
要
な
土
器
で
あ
り
、
西
北
九
州
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
塞
ノ
神
式
土
器
」
が
相
当
数
み

　
　
　
　
　
　
　
　
3
6

ら
れ
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
7

　
昭
和
四
六
年
の
県
の
調
査
結
果
で
は
、
Ｉ
・
ｎ
層
か
ら
阿
高
系
土
器
が
少
量
出
土
し
、
量
～
Ⅶ
層
か
ら
轟
式
を
主
体
と
す
る
土
器
が

出
土
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
発
掘
資
料
と
採
集
資
料
と
で
は
主
体
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
土
器
型
式
が
異

な
っ
て
お
り
、
地
点
お
よ
び
層
序
に
よ
る
時
期
の
幅
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
位
置
づ
け
は
前
期
初
頭
か
ら
前
半
と
い
う

こ
と
で
大
局
的
に
は
符
合
し
て
い
る
。
結
局
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
営
ま
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
出
土
お
よ
び
採
集
の
土
器
か
ら
大

ま
か
に
前
期
前
半
を
主
体
と
し
て
一
部
中
期
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
】
方
、
発
掘
に
よ
る
石
器
の
出
土
状
況
で
あ
る
が
、
Ｉ
・
Ｈ
層
（
縄
文
時
代
中
期
）
か
ら
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
尖
頭
状
石
器
、
石
鋸

多
量
の
不
定
形
掻
器
が
出
土
し
、
Ⅲ
～
Ⅶ
層
か
ら
は
「
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
織
頭
状
の
有
舌
尖
頭
器
」
四
〇
点
の
他
、
横
型
石
匙
、
大
形
の

鏃
形
石
器
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
層
位
に
よ
る
石
器
組
成
の
変
化
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
の
事
で
あ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て

は
土
器
同
様
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
石
器
組
成
の
全
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
採
集
・
発
掘
資
料
と
も
に
同
様
と
み

て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
採
集
資
料
で
追
加
で
き
る
も
の
と
し
て
、
多
量
の
石
鏃
、
小
形
片
刃
の
扁
平
磨
製
石
斧
、
篠
石
錘
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
発
掘
お
よ
び
採
集
の
石
器
の
多
く
は
前
期
前
半
に
比
定
さ
れ
、
一
部
中
期
の
も
の
が
含
ま
れ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
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妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
自
然
遺
物
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
発
掘
に
よ
っ
て
多
く
の
ク
ジ
ラ
、
イ
ル
カ
類
、
サ
メ
類
な
ど
の
海
棲
哺
乳
類
肴
お
よ
び

焼
肴
が
出
土
し
て
お
り
、
採
集
資
料
中
に
も
一
見
し
て
ク
ジ
ラ
と
推
定
で
き
る
巨
大
な
骨
や
そ
の
他
の
海
棲
哺
乳
類
と
思
わ
れ
る
肴

そ
れ
に
サ
メ
歯
な
ど
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
二
）
　
石
鈷

　
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
で
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
諸
遺
跡
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
多
量
の
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
石
器
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
は
既
に
記
し
た
通
り
で
あ
り
、
当
遺
跡
の
最
大
の
特
徴
と
言
え
る
。
実
際
、
発
掘
で
六
〇
点
以
上
、
表
採
資
料
は
一
五

〇
点
を
越
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
代
表
的
な
資
料
に
つ
い
て
実
測
図
に
し
た
が
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
ハ
図
１
～
９
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
典
型
的
な
石
鈷
の
資
料
で
あ
り
、
量
的
に
も
顕
著
な
存
在
で
あ
る
。
基
本
的
な
形
態
は

鋭
い
三
角
形
を
し
た
先
能
都
と
そ
れ
に
続
く
両
側
辺
の
基
部
よ
り
に
肩
を
有
し
、
さ
ら
に
舌
状
の
整
っ
た
基
部
を
形
成
し
て
い
る
。

―
は
最
も
大
形
な
も
の
で
、
長
さ
、
重
量
と
も
に
他
を
逸
脱
し
て
い
る
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
一
方
５
・
９
は
小
形
の
も
の
で
あ
る

が
大
多
数
の
も
の
と
特
別
か
け
離
れ
た
数
値
を
示
し
て
は
い
な
い
。
尖
頭
状
の
刃
都
か
ら
肩
に
か
け
て
の
側
辺
は
ほ
ぼ
ス
ト
レ
ー
ト

に
伸
び
る
も
の
と
や
や
脅
曲
し
て
脹
ら
み
を
有
す
る
も
の
と
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
舌
状
の
基
部
も
長
方
形
に
近
い
も
の
と
末
広
が
り

を
呈
す
る
も
の
、
さ
ら
に
そ
の
逆
の
細
ま
る
も
の
な
ど
の
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
二
次
加
工
は
側
辺
に
沿
っ
て
丹
念
に

施
さ
れ
て
お
り
、
大
半
は
素
材
の
ほ
ぼ
全
面
に
ま
で
剥
離
が
お
よ
ん
で
い
る
が
剥
片
の
大
剥
離
面
な
い
し
主
要
剥
離
面
の
一
部
を
残

す
も
の
も
存
在
す
る
。
石
材
と
し
て
は
大
多
数
が
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
小
形
の
も
の
に
限
っ
て
黒
曜
石
製
（
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５
）
で
あ
る
。
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
器
で
大
形
の
も
の
は
石
鈷
に
限
ら
ず
他
の
石
器
も
横
剥
ぎ
な
い
し
そ
れ
に
類
似
の
剥
片
が
素
材

と
な
っ
て
い
る
。
１
～
９
は
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
出
土
の
一
つ
の
タ
イ
プ
を
示
め
す
も
の
と
し
て
仮
に
ａ
ｌ
類
と
し
て
お
く
。

　
第
ハ
図
1
0
～
１
４
、
三
角
形
の
尖
頭
部
、
両
側
辺
の
肩
、
さ
ら
に
舌
状
の
基
部
な
ど
の
基
本
的
な
外
形
、
側
辺
や
基
部
の
バ
リ
エ
イ
シ

Ｅ
ン
な
ど
ａ
ｌ
類
と
全
く
共
通
す
る
が
、
大
き
さ
、
重
量
そ
れ
に
石
材
の
点
て
著
し
く
相
違
す
る
。
す
な
わ
ち
ａ
ｌ
類
の
小
形
の
も

の
よ
り
さ
ら
に
ひ
と
ま
わ
り
小
形
で
、
重
量
で
は
さ
ら
に
そ
の
開
き
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
石
材
は
黒
耀
石
が
圧
倒
的
に
多
く
用

い
ら
れ
て
お
り
、
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
も
の
は
例
外
的
な
存
在
と
み
ら
れ
る
。
大
形
の
も
の
と
小
形
の
も
の
と
で
は
石
材
の
選
択
性
が

窺
え
る
。
１
０
～
1
4
は
大
き
さ
、
石
材
の
違
い
を
考
慮
し
て
ａ
ｌ
類
と
区
別
し
て
ａ
２
類
と
す
る
。

　
第
九
図
１
５
～
１
８
、
第
一
〇
図
1
9
・
2
0
、
石
鈷
と
考
え
た
石
器
の
中
で
極
端
に
大
形
な
も
の
で
あ
り
、
１
５
は
特
別
大
き
く
基
部
の
一

部
を
欠
損
し
て
い
て
な
お
か
つ
一
六
ｍ
を
測
る
。
こ
の
他
採
集
資
料
中
に
は
圭
３
程
を
欠
損
し
て
い
る
が
さ
ら
に
大
形
に
な
る
と

推
定
さ
れ
る
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
１
５
～
2
0
は
形
態
的
に
バ
リ
エ
ィ
シ
Ｅ
ン
が
見
ら
れ
る
も
の
の
基
本
的
な
外
観
と
し
て
、
大
形

で
石
器
の
最
大
幅
が
中
央
な
い
し
先
端
部
よ
り
に
位
置
し
、
一
側
辺
あ
る
い
は
両
側
辺
に
肩
を
形
成
し
、
あ
ま
り
明
瞭
で
な
い
大
き

な
舌
状
の
基
部
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
石
材
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
大
形
で

涼
味
の
あ
る
横
剥
ぎ
の
剥
片
を
用
い
て
い
る
。
二
次
加
工
は
周
辺
に
沿
っ
て
集
中
的
に
行
な
わ
れ
、
中
央
部
に
素
材
の
剥
雑
菌
を
一

部
残
す
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
1
6
・
1
9
の
よ
う
に
両
面
と
も
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
剥
離
が
施
さ
れ
横
断
面
が
凸

レ
ン
ズ
状
の
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
採
集
の
石
鈷
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
散
は
Ｉ
〇
散
点
と
必
ず
し
も
多
く

な
い
が
、
大
形
で
あ
る
点
を
重
視
し
て
１
５
～
2
0
の
資
料
は
ｂ
類
と
し
て
大
別
し
て
お
き
、
将
来
の
資
料
の
増
加
を
待
っ
て
細
分
を
試

み
た
い
。

史
　
学
　
諭
　
叢

一

一

-
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第
一
〇
図
2
1
～
2
7
、
い
わ
ゆ
る
尖
頭
器
と
し
て
最
も
普
遍
的
な
形
態
を
有
し
て
い
る
石
器
で
、
そ
の
数
も
ａ
類
に
次
ぐ
量
出
土
し

て
い
る
。
柳
葉
形
を
基
本
形
と
す
る
が
あ
ま
り
顕
著
で
な
い
肩
を
有
す
る
も
の
や
舌
状
の
基
部
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
形
成
す
る
も

の
、
さ
ら
に
本
葉
形
に
類
似
す
る
も
の
な
ど
細
部
の
形
態
は
多
種
多
様
で
そ
の
大
き
さ
（
長
さ
・
帽
）
、
重
量
に
も
か
な
り
の
幅
が

看
取
さ
れ
る
。
石
材
は
小
形
の
も
の
の
一
部
に
黒
耀
石
が
用
い
ら
れ
て
い
る
他
は
全
て
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
で
あ
る
。
調
整
の
剥
離
は
周
囲

か
ら
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
両
面
と
も
に
施
さ
れ
て
お
り
、
大
半
は
凸
レ
ン
ズ
状
の
横
断
面
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
の
用

途
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
が
残
さ
れ
、
す
べ
て
が
石
鈷
と
し
て
海
の
幸
を
対
象
と
し
て
い
た
と
判
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
分
類

上
石
鈷
の
ｃ
類
と
し
て
一
括
し
て
扱
っ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
〇
図
2
8
～
3
1
、
ほ
ぼ
二
等
辺
三
角
形
を
し
た
比
較
的
扁
平
な
石
器
で
、
基
部
に
扶
り
の
な
い
石
鏃
を
大
形
化
し
た
形
態
を
呈

す
る
も
の
で
あ
る
。
2
8
の
み
黒
曜
石
製
で
残
り
三
点
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
材
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
加
工
は
側
辺
鄙
に
集
中

し
て
施
さ
れ
る
傾
向
が
窺
え
、
い
わ
ゆ
る
半
両
面
加
工
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
一
図
3
2
？
3
6
、
形
態
上
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
三
角
形
を
し
た
尖
頭
部
と
側
辺
の
大
き
な
爾
人
さ
ら
に
角

ば
っ
て
し
か
も
末
広
が
り
の
基
部
に
共
通
し
た
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
素
材
に
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
横
剥
ぎ
の
剥
片

を
用
い
二
次
加
工
が
主
と
し
て
周
辺
部
に
限
ら
れ
る
こ
と
や
扁
平
で
あ
る
こ
と
も
】
致
し
て
い
る
。
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
石
鈷
と

考
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に
あ
っ
て
極
め
て
特
殊
な
形
態
を
具
備
し
て
い
る
石
器
と
さ
れ
る
。

　
第
一
一
図
3
7
～
4
1
、
小
形
の
尖
頭
状
を
し
た
剥
片
石
器
で
、
三
角
形
の
鋭
利
な
尖
頭
部
、
両
側
辺
の
扶
入
さ
ら
に
ほ
ぼ
四
角
形
を

し
た
基
部
な
ど
に
形
態
上
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
一
群
で
あ
る
。
石
材
は
黒
曜
石
で
ほ
ぼ
占
め
ら
れ
て
お
り
、
少
量
サ
ヌ
カ
イ
ト
質

製
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。
加
工
は
側
辺
部
の
み
に
集
中
し
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
全
面
に
お
よ
ぶ
も
の
と
が
存
在
す
る
。
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｜

　
　
　
　
石
　
　
組
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
一
丁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
六

　
2
8
～
4
1
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
ａ
類
～
ｃ
類
と
し
た
石
組
と
形
態
上
お
よ
び
製
作
に
お
い
て
著
し
く
異
な
る
石
組
と
考
え
て
ｄ

類
と
し
て
分
類
し
、
さ
ら
に
2
8
～
3
1
は
ｄ
ｌ
類
、
3
2
～
3
6
は
ｄ
２
類
、
3
7
～
4
1
は
ｄ
３
類
と
細
別
さ
れ
よ
う
。
ｄ
類
と
し
て
分
類

し
た
石
鈷
の
資
料
は
二
五
点
ほ
ど
み
ら
れ
る
。

　
第
一
一
図
4
2
～
5
1
、
基
部
に
扶
入
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
鏃
形
の
石
器
で
あ
り
、
そ
の
大
き
さ
お
よ
び
重
量
の
点
で
縄
文
時
代

の
各
時
期
に
普
遍
的
に
出
土
し
て
い
る
石
鏃
と
は
区
別
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
る
。
実
際
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
に
お
い
て
石
組
を
上

回
る
数
の
石
鏃
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
大
き
さ
は
二
～
二
・
五
ｍ
の
大
き
さ
（
長
さ
）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
多
数
の
石
鏃
か
ら

無
差
別
に
抽
出
し
た
五
〇
点
の
平
均
の
重
さ
は
Ｉ
・
四
一
ｙ
を
厠
り
、
図
示
し
た
鏃
形
の
石
器
と
は
明
瞭
に
異
な
っ
て
い
る
。
形
態
的

に
は
九
州
の
縄
文
時
代
に
普
遍
的
な
石
鏃
と
極
め
て
類
似
し
た
外
観
を
備
え
て
い
な
が
ら
そ
の
大
き
に
お
い
て
著
し
く
か
け
離
れ
た

石
器
を
鏃
形
石
器
と
し
て
分
離
し
、
石
組
の
範
瞬
で
把
握
し
た
い
。
基
本
の
形
態
で
は
基
部
に
快
り
の
あ
る
石
鏃
の
大
形
化
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
細
長
い
長
身
の
も
の
や
側
辺
鄙
が
脅
曲
す
る
も
の
、
鋸
歯
状
の
加
工
が
施
さ
れ
る
も
の
な
ど
多
彩
な
面
を
み
せ
て
い

る
。
今
後
同
様
な
資
料
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
だ
け
に
い
ず
れ
細
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
こ
こ
で
は
石
組
の
ｅ
類
と
し
て
一
括
し
て

お
く
。
4
2
～
5
1
の
資
料
中
、
4
2
の
み
黒
耀
石
製
で
あ
り
残
り
は
全
て
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
横
剥
ぎ
な
い
し
そ
れ
に
近
い
剥
片
を
用
い
て

い
る
。
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
採
集
資
料
の
中
に
長
軸
の
最
大
長
が
三
ｍ
を
越
え
、
重
さ
で
四
ｙ
以
上
の
鏃
形
石
器
を
二
〇
散
点
認
め

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
発
掘
資
料
に
も
好
例
が
見
い
出
せ
数
量
的
に
は
特
異
な
存
在
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
図
示
し
た
資
料
と
さ
ら
に
未
掲
載
の
資
料
を
含
め
て
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
出
土
の
石
組
と
考
え
ら
れ
る
石
器
を
形
態
、

大
き
さ
、
重
さ
、
製
作
、
そ
れ
に
石
材
な
ど
か
ら
要
約
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
形
態
先
端
部
が
鋭
く
尖
る
こ
と
で
は
い
ず
れ
も
共
通
す
る
が
、
側
辺
鄙
に
肩
を
有
し
舌
状
の
基
部
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
中
形



の
ａ
ｌ
類
、
小
形
の
ａ
２
類
、
さ
ら
に
大
形
の
ｂ
類
が
み
ら
れ
る
。
全
体
の
形
が
柳
葉
形
な
い
し
そ
れ
に
類
似
す
る
ｃ
類
は
尖
頭
状

の
石
器
の
最
も
普
遍
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
扁
平
で
周
辺
部
に
加
工
が
集
中
す
る
半
両
面
加
工
の
ｄ
類
は
二
等
辺
三
角
形
を
し
た
ｄ

ｌ
類
、
中
形
で
側
辺
鄙
に
大
き
な
狭
入
が
み
ら
れ
基
部
の
末
広
が
り
の
ｄ
２
類
、
そ
れ
に
小
形
で
ａ
２
類
と
ｄ
２
類
の
両
者
に
類
似

し
た
形
態
を
有
す
る
ｄ
３
類
に
細
分
さ
れ
よ
う
。
こ
の
他
に
石
鏃
と
形
態
的
に
類
似
す
る
大
形
の
鏃
形
石
器
の
ｅ
類
。
形
態
の
上
か

ら
は
以
上
の
よ
う
に
大
ま
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
大
き
さ
第
コ
ー
図
は
石
組
と
考
え
た
尖
頭
状
の
石
器
の
長
さ
と
幅
に
よ
る
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
用
し
た

資
料
は
完
形
品
を
主
体
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
端
部
あ
る
い
は
基
部
が
極
く
僅
か
欠
損
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の

推
定
が
充
分
可
能
な
も
の
を
一
部
含
め
て
い
る
。

　
ｂ
類
が
圧
倒
的
に
大
き
く
ａ
ｌ
類
の
最
も
大
き
い
二
点
の
み
が
ｂ
類
の
最
小
の
も
の
と
同
じ
大
き
さ
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
他
と

は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
最
も
小
形
の
石
組
は
ｄ
３
類
で
、
長
さ
で
は
三
～
五
ｍ
内
に
す
べ
て
お
さ

ま
り
幅
も
丁
九
大
一
・
五
ｍ
で
六
皿
の
範
囲
で
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
、
大
き
さ
で
の
斉
一
件
が
窺
え
る
。
ａ
ｌ
類
と
ａ
２
類
は

外
観
で
は
類
似
し
て
い
る
も
の
の
大
き
さ
の
上
で
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
大
き
さ
の
違
い
は
対
象
物
や
使
用
法
の
上
で
の
差
異

を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ｄ
ｌ
類
と
ｄ
２
類
で
は
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
が
、
長
さ
と
幅
の
比

で
は
ｄ
２
類
の
方
が
よ
り
細
長
い
形
態
を
呈
し
て
い
る
。
銭
形
を
し
た
ｅ
類
は
ａ
２
・
ｄ
ｌ
・
ｄ
２
・
ｄ
３
の
各
類
お
よ
び
ａ
ｌ
類
の

半
数
近
く
の
分
参
詣
と
一
致
し
て
お
り
、
大
き
さ
の
上
で
他
の
石
組
と
符
合
し
て
い
る
点
け
注
目
さ
れ
る
。
最
後
に
ｃ
類
で
あ
る
が

最
大
九
・
二
ｍ
、
最
小
四
・
五
ｍ
と
長
さ
に
お
い
て
約
二
倍
の
開
き
が
あ
り
、
長
さ
と
幅
の
比
で
は
帽
一
に
対
し
て
長
さ
が
二
・
五

を
中
心
と
し
た
そ
の
前
後
に
集
中
す
る
頬
向
か
窺
え
、
他
の
石
斧
と
の
形
態
上
の
相
違
が
長
さ
と
幅
の
比
に
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。

史
　
学
　
論
　
叢
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長
さ
と
幅
の
分
布
図
を
概
観
す
る
と
、
長
さ
に
お
い
て
九
ｍ
前
後
で
間
隙
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
五
ｍ
前
後
に
お
い
て
も
若
干
の
バ
ラ

ツ
キ
が
窺
え
、
試
み
に
九
ｍ
と
五
ｍ
を
基
準
に
し
て
資
料
の
数
を
表
わ
し
た
も
の
が
表
二
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
分
類
別
で
か
な
り

明
確
に
長
さ
に
よ
る
違
い
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
重
量
大
き
さ
（
長
さ
）
を
一
つ
の
基
礎
に
し
て
行
な
っ
た
分
類
を
第
一
三
図
の
重
さ
の
上
で
検
討
し
て
み
た
結
果
、
長
さ
以
上
に

明
瞭
な
区
別
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
大
は
や
は
り
ｂ
類
で
あ
り
と
り
わ
け
１
５
は
基
部
の
一
部
を
欠
損
し
て
い
る
も
の
の
そ
れ
で
い
て
二
Ｉ
六
ｙ
あ
り
、
最
少
は
ｄ
３

類
、
ａ
２
類
の
二
・
二
ｙ
、
二
・
八
ｙ
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
最
大
は
そ
れ
ぞ
れ
一
一
９
ｙ
と
Ｉ
〇
ｙ
で
あ
り
、
全
体
的
に
極
め
て
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
し
た
重
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
ａ
ｌ
類
は
六
二
ｙ
の
特
別
大
き
な
も

貪 3.0～5.0 5.1～9.0 9.1~

ａｌ １ １９ １

ａ２ １５ ０ ０

ｂ ０ ０ １２

Ｃ ６ １７ １

ｄｌ ０ ４ ０

ｄ２ ２ ２ １

ｄ３ １０ ０ ０

ｅ １８ ９ ０

史
　
学
　
論
　
叢

表２　分類別の大きさ（長さ）に
　　　よる資料数

　　　　（つぐめのはな遺跡）

の
を
除
く
と
他
は
二
九
・
三
～
一
三
・
四
夕
内
に
お
さ
ま
り
、
形
態

的
に
は
類
似
し
て
い
る
ａ
２
類
と
の
相
違
が
重
さ
の
上
で
明
確
に
把

握
さ
れ
、
ａ
ｌ
類
と
ａ
２
類
を
分
離
す
る
際
の
根
拠
の
｝
つ
と
さ
れ

る
。
ｄ
ｌ
類
の
四
点
は
一
六
・
七
夕
～
二
四
・
七
夕
と
か
な
り
近
似

し
た
数
値
に
ね
さ
ま
っ
て
い
る
。
ｄ
２
類
の
重
さ
が
副
れ
る
資
料
は

五
点
だ
け
で
あ
る
が
、
八
・
一
夕
、
八
・
二
夕
の
軽
量
の
も
の
、
一

六
・
八
夕
、
二
二
・
〇
夕
の
中
位
の
も
の
、
さ
ら
に
三
五
・
四
夕
の

も
の
と
バ
ラ
ツ
キ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
ｄ
２
類
の
中
位
の
も
の

は
ａ
ｌ
類
の
大
多
数
と
一
致
す
る
重
さ
を
示
し
て
い
る
。
ｃ
類
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
九



石
　
　
鈷
　
Ｉ
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
ニ
ー

一
二
〇

七
・
六
ｙ
～
二
五
・
八
ｙ
で
あ
り
長
さ
の
開
き
に
比
較
す
る
と
重
さ
の
上
で
は
や
や
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
目
ｍ
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ｅ
類
は
最
小
四
ｙ
～
最
大
二
二
・
九
ｙ
で
あ
り
、
大
き
な
二
点
を
除
け
ば
四
ｙ
～
Ｔ
一
ｙ
内
の
重
さ
と
な
り
、
ａ
２
類
、
ｄ
３
類
と

全
く
典
通
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
鏃
形
を
し
た
ｅ
類
の
重
量
は
一
般
の
石
鏃
の
そ
れ
に
比
較
し
て
二
倍
か
ら
八
倍
の
重
さ
の

開
き
が
認
め
ら
れ
石
鏃
と
は
使
用
法
な
り
対
象
物
な
り
の
而
で
区
別
し
て
考
察
さ
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
重
さ
の
上
に
お
い
て
も
各
石
給
聞
で
か
な
り
明
瞭
に
差
異
が
求
め
ら
れ
、
各
類
に
お
け
る
集
中
性
や
一
定
の
傾
向
を
読
み

取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
石
給
の
分
類
上
で
の
蓋
然
性
が
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
表
三
は
分
布
図
で
比
較
的
牛
ば

ら
な
箇
所
を
一
つ
の
目
安
に
し
て
コ
ー
ダ
と
三
〇
ｙ
で
区
別
し
た
資
料
の
数
で
あ
る
。

　
製
作
当
遺
跡
出
土
の
有
給
と
判
断
さ
れ
る
石
器
の
加
工
の
上
で
は
、
巾
石
器
の
表
良
典
ほ
ぼ
令
而
に
加
工
が
施
さ
れ
る
も
の
、

㈲
周
辺
の
み
に
加
工
が
集
申
し
主
要
剥
離
面
や
大
剥
前
面
を
中
失
近
く
に
残
す
も
の
、
㈲
主
と
し
て
片
面
に
の
み
加
工
が
認
め
ら
れ

●1　｡2　b　c　dl　d2　d3　e

第13図　石新の分類別の罵さ分布図

　’-　；（つぐめのはな遺跡）



る
も
の
、
に
三
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
石
鈷
の
各
類
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
一
定
の
傾
向
が
抽
出
で
き
る
も
の
と
考

え
る
。
　
す
な
わ
ち
ａ
ｌ
類
、
ａ
２
類
そ
れ
に
ｃ
類
は
印
、
ｂ
類
と
ｄ
２
類
は
㈲
、
さ
ら
に
ｄ
ｌ
類
は
㈲
、
ｄ
３
類
お
よ
び
ｅ
類

は
特
定
の
傾
向
が
み
ら
れ
ず
巾
～
㈲
と
な
る
。

　
素
材
の
剥
片
に
つ
い
て
は
概
し
て
大
形
～
中
形
の
も
の
で
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
横
剥
ぎ
な
い
し
そ
れ
に
近
い
剥
片
が
ほ
ぼ
共
通
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
石
鈷
に
限
ら
ず
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
で
多
数
出
土
し
て
い
る
ス
ク
レ
イ
パ
ー
類
に
つ
い
て
も

指
摘
で
き
当
遺
跡
に
お
け
る
基
本
的
な
剥
片
剥
離
技
術
と
し
て
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
を
素
材
と
し
た
横
剥
ぎ
の
技
法
が
存
在
し
て
い

る
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
ｂ
類
の
石
鈷
は
大
形
で
し
か
も
あ
る
程
度
の
厚
味
を
有
す
る
扁
平
な
剥
片
剥
離
技
術
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
製

恰 2.0～12.0 12.1～3 0.0 3 5.1~

ａｌ １ １９ １

ａ２ １５ ０ ０

ｂ ０ ０ １２

Ｃ ６ １７ １

ｄ１ ０ ４ ０

ｄ２ ２ ２ １

ｄ３ １０ ０ ０

ｅ ２１ ２ ０

史
　
学
　
論
　
叢

表３　分類別の重さによる資料数

　　　　（つぐめのはな遺跡）

作
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
県
の
発
掘
資
料

中
の
横
剥
ぎ
の
石
核
は
ま
さ
に
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
言

え
る
。
ま
た
石
鈷
の
大
き
さ
や
形
態
そ
れ
に
重
さ
な
ど
の
上

で
あ
る
共
通
性
が
抽
出
で
き
る
の
は
素
材
と
さ
れ
た
多
量
の

剥
片
の
剥
離
技
術
の
斉
一
件
と
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
石
材
　
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
出
土
の
石
器
の
大
半
は
サ
ヌ

カ
イ
ト
質
の
石
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
比
較
的
小
形
の
石
鈷

お
よ
び
石
鏃
に
黒
耀
石
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
石
器
の
大
き

さ
の
上
に
石
材
の
選
択
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
剥
片

石
器
に
限
っ
て
言
え
ば
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
と
黒
耀
石
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
コ



１

１

丿

石
　
　
鈷
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
二
ｊ

コ
ー
ニ

の
石
材
は
皆
無
に
近
い
状
態
で
あ
る
。

　
サ
ヌ
カ
イ
ト
は
古
銅
輝
石
安
山
岩
の
細
粒
、
硝
子
質
の
岩
石
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
肉
眼
的
な
観
察
で
近
似
す
る
も
の
と

し
て
安
山
岩
や
玄
武
岩
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
部
が
存
在
し
て
お
り
、
当
遺
跡
の
石
材
が
い
ず
れ
に
相
当
す
る
か
不
明
な
た

め
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
と
い
う
記
載
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
西
北
部
九
州
に
お
い
て
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
岩
石
を
産
す
る
地
域
は
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8

見
受
け
ら
れ
、
多
久
・
小
城
地
方
の
鬼
鼻
山
を
は
じ
め
北
松
浦
半
島
の
玄
武
岩
溶
岩
地
帯
や
大
村
湾
東
部
等
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ぐ

め
の
は
な
遺
跡
で
は
多
量
に
し
か
も
大
き
な
剥
片
石
器
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
距
離
的
に
も
近
い
北
松
浦
半
島
の
玄

武
岩
の
溶
岩
台
地
に
そ
の
原
産
地
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
推
定
の
域
を
出
な
い
。

　
一
方
黒
曜
石
（
岩
）
に
つ
い
て
は
、
巾
黒
色
～
漆
黒
色
で
ガ
ラ
ス
光
沢
が
強
く
透
明
・
半
透
明
な
も
の
が
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
れ

と
共
に
㈲
灰
色
～
灰
黒
色
で
光
沢
が
弱
く
半
透
明
・
不
透
明
な
も
の
も
相
当
数
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
者
の
も
の
と
異
な
る
特
徴

を
有
す
る
も
の
も
僅
か
で
あ
る
が
散
在
し
て
い
る
。
黒
耀
石
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
と
同
様
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
西
北
九
州
に
集

中
し
て
お
り
、
最
も
著
名
な
伊
万
里
市
の
腰
岳
、
松
浦
市
の
星
鹿
半
島
、
佐
世
保
市
の
周
辺
、
そ
れ
に
壱
岐
の
日
通
寺
な
ど
が
知
ら

　
　
　
　
3
9

れ
て
い
る
。
当
遺
跡
で
使
用
さ
れ
て
い
る
黒
耀
石
の
原
産
地
も
し
く
は
原
石
地
が
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
科
学
的
な
デ
ー
タ

ー
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
断
口
お
よ
び
自
然
面
の
肉
眼
的
観
察
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
の
推
定
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
印
の
黒
耀
石
の

特
徴
と
類
似
す
る
も
の
で
は
腰
岳
産
と
星
鹿
半
島
そ
れ
に
日
通
寺
産
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
こ
れ
ら
の
中
で
考
え
る

と
す
れ
ば
距
離
的
な
面
と
黒
耀
石
製
の
石
器
、
石
片
の
大
き
さ
そ
れ
に
篠
面
の
外
形
か
ら
判
断
す
れ
ば
星
鹿
半
島
産
の
可
能
性
が
で

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
⑤
に
つ
い
て
は
そ
の
特
徴
的
な
色
調
か
ら
ま
た
海
岸
近
く
に
お
い
て
も
採
集
で
き
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、

佐
世
保
市
の
東
浜
お
よ
び
淀
姫
が
推
測
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。



　
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
石
に
し
て
も
黒
耀
石
に
し
て
も
そ
の
原
産
地
や
原
石
垣
の
推
定
は
岩
石
の
科
学
的
分
析
に
よ
る
固
定
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
時
に
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
考
古
学
的
な
デ
ー
タ
、
分
析
を
加
味
し
て
行
な
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
今
後
の
問
題
点
の
Ｉ
つ
と
さ
れ
る
。

　
　
　
四
、
石
括
に
関
す
る
考
察

　
西
北
九
州
を
中
心
に
九
州
の
西
海
岸
の
諸
遺
跡
に
お
い
て
断
片
的
に
知
ら
れ
て
い
る
資
料
お
よ
び
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
出
土
の
資

料
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
資
料
を
も
と
に
、
石
鈷
の
分
類
、
時
期
、
分
布
そ
れ
に
石
鈷
に
よ
る
捕

獲
対
象
物
、
使
用
法
な
ど
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
と
問
題
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
’

　
　
（
一
）
　
分
類

　
石
鈷
と
推
定
さ
れ
る
石
器
の
形
態
的
特
徴
に
つ
い
て
は
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
資
料
を
ａ
ｌ
類
～
ｅ
類
ま
で
の
８
類
に
分
類
し
た
。

し
か
し
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
に
お
い
て
全
く
認
め
ら
れ
な
い
も
の
が
存
在
す
る
の
で
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
資
料
を
基
礎
に
し
て
、

こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
石
鋲
と
考
え
ら
れ
る
石
器
の
分
類
を
ま
ず
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
Ａ
一
類
ほ
ぼ
三
角
形
を
し
た
鋭
い
先
端
部
と
、
側
辺
の
基
部
よ
り
に
肩
を
有
し
さ
ら
に
舌
状
の
基
部
へ
と
移
行
す
る
形
態
を
基

本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
人
長
は
五
～
九
ｍ
に
集
中
し
、
重
さ
で
は
Ｔ
一
～
三
〇
ｙ
内
に
お
さ
ま
る
大
き
さ
で
あ
る
。
石
材

は
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
も
の
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
加
工
は
両
面
と
も
ほ
ぽ
全
面
に
お
よ
ぶ
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
周
辺
部
に
集
中
す

る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
ａ
ｌ
類
が
こ
れ
に
相
当
し
、
他
に
鐘
ケ
崎
貝
塚
（
第
二
図
１
～
３
）
、
山
鹿
貝
塚
（
第

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ご
二
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石
　
　
鈷
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
一
丁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
四

三
図
８
・
1
0
）
、
鳩
山
地
遺
跡
（
第
三
図
１
５
）
、
船
瀬
遺
跡
（
第
三
図
1
6
）
、
沖
ノ
島
社
務
所
前
遺
跡
（
図
版
一
２
）
出
土
の
資
料

を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
舌
状
の
基
部
を
は
じ
め
全
体
的
な
形
態
、
細
部
の
加
工
等
で
は
か
な
り
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
さ
ら
に

検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
λ
二
類
基
本
的
な
形
態
は
先
の
Ａ
一
類
と
共
通
す
る
が
全
体
に
よ
り
小
形
で
長
さ
は
三
～
五
・
五
ｍ
、
重
さ
は
二
・
四
～
一
〇

・
五
ｙ
と
軽
量
で
あ
る
。
黒
耀
石
製
が
圧
倒
的
に
多
く
し
か
も
大
部
分
は
両
面
と
も
に
丹
念
な
二
次
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぐ

め
の
は
な
遺
跡
の
ａ
２
類
以
外
に
は
現
在
の
所
類
例
を
聞
か
な
い
。

　
Ｂ
類
極
め
て
大
形
な
石
鈷
の
一
群
で
形
態
に
は
か
な
り
の
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
。
素
材
に
は
大
形
で
し
か
も
あ
る
程

度
の
厚
味
の
あ
る
扁
平
な
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
の
剥
片
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
ｂ
類
に
代
表
さ
れ
る
が
、
下
本
山

岩
陰
遺
跡
（
第
一
ハ
図
１
）
、
西
市
来
貝
塚
（
第
四
図
2
3
）
、
壱
岐
の
弁
大
崎
遺
跡
に
お
い
て
も
好
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他

九
州
の
西
海
岸
の
い
く
つ
か
の
遺
跡
に
お
い
て
打
製
石
斧
と
さ
れ
て
い
る
資
料
中
に
刃
部
が
尖
り
気
味
の
も
の
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
Ｃ
類
柳
葉
形
に
近
い
形
態
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
形
態
上
か
ら
は
こ
れ
ら
を
直
ち
に
石
鋲
と
す
る
の
は
多
く
の
問
題
が

残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
逆
の
面
で
、
西
北
九
州
の
海
岸
部
や
島
に
立
地
す
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
山
上
の
資
料
で
石
槍
と
さ
れ
て

い
る
石
器
の
中
で
石
鋲
と
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
Ｄ
一
類
ほ
ぼ
二
等
辺
三
角
形
を
呈
し
基
部
が
直
線
を
な
す
も
の
で
、
大
き
さ
に
比
較
し
て
扁
平
で
あ
る
点
が
特
徴
と
さ
れ
る
。

つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
ｄ
ｌ
類
や
崎
瀬
遺
跡
（
第
四
図
1
8
）
、
西
之
薗
遺
跡
（
第
四
図
2
2
）
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
Ｄ
二
類
三
角
形
を
し
た
尖
頭
部
と
そ
れ
に
続
く
大
き
な
鸞
曲
を
呈
す
る
側
辺
、
両
側
に
向
っ
て
開
く
基
部
に
形
態
上
の
特
色
が

｜

r l



み
ら
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
ｄ
２
類
の
み
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
様
で
あ
る
。

　
Ｄ
三
類
全
体
の
形
は
Ｄ
二
類
に
共
通
す
る
要
素
を
抽
出
で
き
る
が
、
極
め
て
小
形
で
あ
る
点
を
重
視
し
て
分
離
す
る
こ
と
に
し

た
一
群
で
あ
る
。
特
に
そ
の
使
用
法
に
つ
い
て
は
組
合
せ
鈷
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
強
く
看
取
さ
れ
る
。
他
遺
跡
で

の
出
上
例
を
知
ら
な
い
の
で
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
ｄ
３
類
を
代
表
と
し
て
お
く
。

　
Ｅ
類
基
部
に
挾
り
の
あ
る
石
鏃
の
大
形
な
も
の
で
、
石
鏃
と
は
そ
の
大
き
さ
の
違
い
が
最
人
長
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
重
さ
に
つ

い
て
さ
ら
に
顕
著
な
相
異
が
指
摘
で
き
る
。
形
態
上
で
は
細
長
い
も
の
、
側
辺
に
浅
い
扶
人
や
肩
を
有
す
る
も
の
、
さ
ら
に
鋸
歯
状

の
も
の
な
ど
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
ｅ
類
、
西
之
薗
遺
跡
（
第
四
図
2
0
・
2
1
）
な
ど
を
は
じ
め
、

西
北
九
州
の
諸
遺
跡
で
断
片
的
な
資
料
が
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
今
後
Ｅ
類
の
資
料
は
増
加
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
Ｆ
類
は
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
一
五
〇
点
を
越
え
る
資
料
中
に
一
点
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
・
か
つ
て
深

期
遺
跡
の
調
査
で
一
躍
注
目
さ
れ
た
鋸
歯
状
の
側
辺
を
有
す
る
特
異
な
形
態
の
一
群
を
Ｆ
類
と
し
て
一
括
す
る
。
基
本
の
形
態
と
し

て
は
三
角
形
な
い
し
長
三
角
形
を
し
て
基
部
が
直
線
も
し
く
は
ゆ
る
や
か
な
珊
曲
を
呈
し
て
い
る
。
大
き
さ
で
は
最
大
長
が
三
・
五

９
上
ハ
ｍ
に
ほ
ぼ
お
さ
ま
る
大
き
さ
を
示
し
、
先
に
述
べ
た
Ａ
二
類
、
Ｄ
三
類
そ
れ
に
Ｅ
類
と
ほ
ぼ
等
し
い
数
値
が
認
め
ら
れ
、
全

体
的
に
小
形
で
し
か
も
扁
平
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
る
。
側
辺
鄙
の
形
態
に
よ
っ
て
他
の
石
鈷
ど
区
別
し
た
Ｆ
類
は
細
部
に
わ
た
れ

ば
極
め
て
多
彩
な
様
子
が
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
出
上
例
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
こ
こ
で
は
大
別
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　
Ｆ
一
類
西
北
九
州
の
海
岸
部
の
遺
跡
で
出
土
す
る
特
異
な
形
態
の
石
器
と
し
て
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
「
石
鋸
」
と
類
似

す
る
鋸
歯
状
の
側
辺
を
有
す
る
一
群
で
あ
る
。
最
人
長
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
様
に
Ａ
二
類
、
Ｄ
三
類
、
Ｅ
類
と
近
似
し
て
い
る

が
、
長
さ
と
帽
の
比
で
は
Ａ
二
類
、
Ｄ
三
類
の
二
‥
一
と
異
な
り
、
】
・
五
‥
一
に
集
中
す
る
傾
向
が
窺
え
、
鏃
形
石
器
の
Ｅ
類
に

史
　
学
　
論
　
叢

コ
ー
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よ
り
近
い
数
値
が
求
め
ら
れ
る
。
深
堀
遺
跡
（
第
二
図
６
・
７
）
、
天
神
山
貝
塚
（
第
三
図
Ｈ
）
、
里
田
原
遺
跡
（
第
三
図
1
2
）
、

赤
松
海
岸
遺
跡
（
第
三
図
１
３
）
に
好
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
榎
坂
貝
塚
、
沖
ノ
原
貝
塚
等
に
お
い
て
も
出
土
し
て
お
り
、

数
的
に
も
石
鈷
の
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
を
な
す
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
石
質
け
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
製
の
も
の
と
黒
曜
石
の
も
の
と
が
認
め

ら
れ
る
。

　
Ｆ
二
類
全
体
の
形
は
Ｆ
一
類
に
準
ず
る
が
、
側
辺
の
形
態
は
小
さ
な
鋸
歯
状
を
呈
さ
ず
大
き
な
挟
り
を
有
し
て
波
う
っ
て
い
る

点
で
区
別
さ
れ
、
同
時
に
基
部
が
浅
く
し
か
も
大
き
な
弩
曲
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
一
つ
の
特
徴
と
さ
れ
よ
う
。
前
に
述
べ
た
Ｄ

二
類
と
類
似
し
た
点
が
観
察
さ
れ
る
。
細
部
の
形
態
上
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
将
来
当
然
分
離
さ
れ
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る

が
類
例
が
少
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
以
下
の
資
料
を
一
括
し
て
Ｆ
二
類
と
し
て
お
く
。
有
喜
貝
塚
（
図
版
一
１
）
、
沖
ノ
原
貝
塚
（
第

三
図
1
4
）
、
越
高
遺
跡
（
第
四
図
1
9
）
出
土
の
も
の
で
あ
り
、
五
島
女
亀
遺
跡
に
お
い
て
も
類
似
し
た
も
の
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
韓
国
南
部
の
東
三
洞
貝
塚
（
第
四
図
５
）
迎
日
湾
外
海
底
（
第
四
図
2
6
）
の
資
料
も
鋸
歯
状
の
側
辺
を
有
す
る
Ｆ
類
の
石

鈷
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

　
さ
ら
に
享
保
年
間
に
土
佐
沖
で
捕
獲
し
た
鯨
か
ら
発
見
さ
れ
た
石
鈷
（
第
二
八
図
１
）
と
（
第
一
四
図
２
）
は
Ａ
一
類
と
ｃ
類
と

に
そ
れ
ぞ
れ
対
比
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
阪
府
国
府
遺
跡
（
第
四
図
2
4
）
採
集
資
料
中
に
Ｆ
二
類
と
考
え
ら
れ
る
石
器
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
石
鈷
と
推
定
さ
れ
る
石
器
は
Ａ
一
類
よ
り
Ｆ
二
類
ま
で
Ｉ
〇
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
得
る
と
考
え
る

が
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
以
外
は
極
め
て
断
片
的
で
あ
る
た
め
今
後
資
料
の
増
加
を
待
っ
て
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



　
　
（
二
）
　
時
期

　
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
石
器
の
時
期
の
決
定
は
他
の
石
器
類
と
同
様
、
共
伴
土
器
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
確
実

な
あ
る
限
ら
れ
た
時
期
の
判
明
す
る
も
の
や
出
土
状
況
か
ら
あ
る
幅
を
も
っ
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
さ
ら
に
全
く
不
明

な
も
の
も
あ
る
。

　
ま
ず
確
実
な
時
期
が
お
さ
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
後
期
前
葉
の
天
神
山
貝
塚
、
後
期
中
葉
の
深
堀
遺
跡
、
榎
坂
貝
塚
、
前
期
前

葉
の
越
高
遺
跡
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
後
期
中
葉
と
し
て
鐘
ケ
崎
貝
塚
、
西
市
来
貝
塚
、
弥
生
時
代
中
期
の
里
田
原

貝
塚
な
ど
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
時
期
的
な
幅
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
前
期
前
半
に
主
体
が
置
か
れ
な
が
ら
も
中
期
ま
で
の
幅
を
一
応
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
、
同
様
に
前
期
・
中
期
の
沖
ノ
島
社
務
所
前
遺
跡
、
前
期
～
後
期
の
下
本
山
岩
陰
遺
跡
、
中
期

か
ら
後
期
に
か
け
て
の
沖
ノ
原
貝
塚
、
有
喜
貝
塚
、
山
鹿
貝
塚
、
そ
れ
に
前
期
・
後
期
の
西
之
薗
遺
跡
な
ど
が
存
在
す
る
。
女
亀
遺
跡
、

弁
天
崎
遺
跡
は
採
集
さ
れ
た
土
器
か
ら
中
期
の
可
能
性
が
窺
え
る
。

　
以
上
の
諸
遺
跡
の
状
況
か
ら
西
北
九
州
を
中
心
に
九
州
西
海
岸
に
お
け
る
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
石
器
は
縄
文
時
代
前
期
前
葉
か
ら

後
期
に
わ
た
る
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
早
期
お
よ
び
晩
期
に
お
け
る
存
在
を
積
極

的
に
裏
づ
け
る
資
料
は
皆
無
の
状
況
で
あ
る
が
、
里
田
原
遺
跡
の
弥
生
時
代
中
期
の
例
か
ら
す
れ
ば
今
後
晩
期
の
遺
跡
に
お
い
て
も

出
土
す
る
可
能
性
の
一
端
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
先
に
分
類
を
試
み
た
タ
ィ
プ
別
と
時
期
の
関
連
に
つ
い
て
を
究
明
す
る
に
は
そ
れ
に
副
え
得
る
資
料
が
余
り
に
も
少
な
い
の
で
あ

る
が
、
予
察
と
し
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
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Ａ
一
類
か
ら
Ｅ
類
ま
で
の
ハ
つ
の
タ
イ
プ
は
前
期
を
主
体
に
中
期
ま
で
の
幅
が
考
え
ら
れ
る
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
に
お
い
て
確
実

に
認
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
比
較
的
小
形
で
鋸
歯
伏
の
側
辺
を
有
す
る
Ｆ
一
類
、
Ｆ
二
類
は
全
く
出
土
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
両
者
は
中
期
と
後
期
に
集
中
し
て
出
土
す
る
煩
向
が
み
ら
れ
、
特
に
中
期
の
阿
高
式
土
器
、
後
期
の
磨
消
縄
文
土
器
に
主

と
し
て
共
伴
す
る
石
鈷
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
石
鋸
の
時
期
と
も
符
合
し
、
両
者
の
関
係
が
よ
り
身
近
な

も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
一
方
、
Ａ
一
類
に
つ
い
て
は
細
部
に
わ
た
る
形
態
上
の
変
化
を
有
し
な
が
ら
も
側
辺
に
肩
を
も
ち
舌
状
の
基
部
が
形
成
さ
れ
て
い
る

点
で
共
通
し
て
お
り
、
時
期
的
に
も
前
期
・
中
期
・
後
期
と
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
一
群
で
あ
る
。
同
様
に
．
ｃ
類
に
つ
い
て
も
、
そ

の
用
途
の
認
定
に
は
困
難
さ
が
つ
き
ま
と
う
も
の
の
時
期
的
に
は
息
の
長
い
存
在
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
Ｅ
類
は
現
在
の
と
こ
ろ
類

例
が
乏
し
い
の
で
あ
る
が
こ
れ
ま
で
の
資
料
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
加
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
時
期
的
に
も
前
期
か
ら

後
期
の
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
石
器
で
あ
ろ
う
。
Ｄ
類
は
数
が
少
な
く
し
か
も
出
土
遺
跡
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
明
確

に
し
得
な
い
が
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
や
西
之
薗
遺
跡
の
例
か
ら
前
期
の
可
能
性
が
予
想
さ
れ
、
中
・
後
期
に
お
け
る
確
実
な
出
土

例
を
聞
か
な
い
の
で
あ
る
。
一
万
、
こ
の
Ｄ
類
と
Ｆ
類
と
は
形
態
上
に
い
く
つ
か
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
両
者
の
時
期
の

あ
り
方
か
ら
、
Ｄ
類
↓
Ｆ
類
と
い
う
系
統
的
な
推
移
が
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
大
形
の
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
Ｂ
類
で
あ
る

が
、
全
体
的
に
粗
雑
な
つ
く
り
の
も
の
が
多
く
他
の
石
鈷
に
比
較
す
る
と
目
立
だ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
今
の
と
こ
ろ
類

例
に
乏
し
い
。
ま
た
大
形
で
不
整
形
の
ス
ク
レ
イ
パ
ー
類
や
打
製
石
斧
、
そ
れ
に
粗
雑
な
尖
頭
器
と
の
混
同
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
様
な
こ
と
も
加
わ
っ
て
時
期
に
つ
い
て
明
確
に
し
得
な
い
が
、
前
期
か
ら
後
期
ま
で
の
期
間
に
わ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ



　
　
（
三
）
　
分
布

　
実
見
し
た
が
米
発
表
の
た
め
図
示
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
実
見
す
る
機
会
が
持
て
な
か
っ
た
も
の
を
含
め
て
、
現
在
ま
で
に

西
北
九
州
の
海
岸
部
を
中
心
に
二
｝
ケ
所
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
か
ら
言
っ
て
必
ず
し
も
特
殊
な
存
在
と
は
見
な
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
図
は
そ
れ
ら
の
遺
誉
の
分
布
図
で
あ
る
。

　
響
灘
・
玄
海
灘
に
面
す
る
九
州
本
土
の
北
海
岸
、
五
島
灘
を
挾
ん
で
対
峙
す
る
西
海
岸
お
よ
び
五
島
列
島
、
天
草
灘
か
ら
南
九
州

の
西
側
海
岸
部
、
さ
ら
に
北
の
沖
ノ
島
か
ら
対
馬
を
介
し
て
韓
国
南
部
の
海
岸
に
そ
の
分
布
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
図
示
さ
れ

た
様
に
い
ず
れ
も
岩
礁
が
発
達
し
た
内
湾
か
ら
外
洋
に
向
か
っ
た
海
岸
部
に
遺
跡
が
集
中
す
る
と
い
う
一
つ
の
基
本
的
な
共
通
し
た

立
地
が
兄
い
出
せ
る
。
海
岸
部
に
立
地
す
る
と
い
う
共
通
性
は
石
鈷
と
さ
れ
た
石
器
の
用
途
を
推
定
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
要
素

と
さ
れ
る
。

　
九
州
の
西
海
岸
は
奄
美
大
島
の
北
西
沖
合
で
黒
潮
主
流
か
ら
分
離
し
た
暖
流
が
九
州
西
方
を
北
上
し
、
五
島
列
島
西
沖
か
ら
対
馬

海
峡
を
経
て
日
本
海
へ
流
れ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
石
鈷
が
出
土
し
て
い
る
遺
跡
は
ま
さ
に
こ
の
対
馬
暖
流
の
流
路
に
あ
た
る
海

域
に
面
し
て
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
石
鈷
出
土
の
遺
跡
の
立
地
と
同
様
、
こ
の
石
器
の
用
途
や
対
象
物
を
想
定
す

る
上
で
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
対
馬
海
峡
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
韓
国
南
部
の
東
三
洞
貝
塚
や
さ
ら
に
北
の
東
海
岸
の
迎
日
湾
外
海
底
か
ら
採
集
さ
れ
た
石
鈷
と
考
え

ら
れ
る
資
料
は
遺
跡
分
布
の
上
で
も
貴
重
な
存
在
と
言
え
る
。
さ
ら
に
九
州
本
土
の
南
へ
の
拡
が
り
を
示
唆
す
る
遺
跡
と
し
て
西
市
来

貝
塚
と
薩
摩
半
島
西
海
岸
の
西
之
薗
遺
跡
が
あ
る
。
一
方
、
大
阪
府
国
府
遺
跡
に
お
い
て
採
集
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
」
は
石

鈷
の
Ｆ
二
類
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
も
の
の
こ
れ
を
直
ち
に
石
鈷
と
す
る
に
は
い
ろ
ん
な
面
で
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
が
興
味
の
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あ
る
資
料
で
あ
る
。

コ
ニ
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（
四
）
　
対
象
物

　
石
鈷
の
使
用
に
よ
る
捕
獲
対
象
物
に
つ
い
て
は
当
然
石
鈷
の
使
用
法
と
関
連
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が

こ
こ
で
は
遺
跡
の
立
地
お
よ
び
そ
の
環
境
、
遺
跡
出
土
の
自
然
遺
物
な
ら
び
に
そ
の
関
連
資
料
、
さ
ら
に
鈷
に
よ
る
捕
獲
が
予
想
さ

れ
る
対
象
物
の
生
態
な
ど
か
ら
捕
獲
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
石
鈷
と
考
え
る
石
器
の
基
本
的
な
形
態
か
ら
山
野
に
お
け
る
獣
類
の
捕
獲
に
も
充
分
そ
の
目
的
を
は
た
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の

一
部
は
実
際
そ
の
様
に
使
わ
れ
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
既
に
述
べ
た
よ
う
に
石
鈷
を
出
土
す
る
遺
跡
の

す
べ
て
が
海
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
し
か
も
岩
礁
の
発
達
し
た
内
湾
あ
る
い
は
外
洋
に
面
し
て
い
る
事
か
ら
み
て
捕
獲
対
象
物
の

大
半
を
海
に
求
め
る
事
に
ま
ず
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
な
わ
け
で
特
に
海
の
対
象
物
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。

　
西
北
九
州
の
岩
礁
性
の
海
岸
に
生
棲
す
る
魚
類
と
し
て
は
メ
ジ
ナ
、
マ
ダ
イ
、
ス
ズ
キ
、
ハ
タ
類
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
一
方
沿
岸

か
ら
外
洋
に
か
け
て
は
ブ
リ
、
サ
メ
類
、
マ
グ
ロ
、
バ
シ
ョ
ウ
カ
ジ
キ
な
ど
大
型
の
魚
類
が
見
ら
れ
る
。
特
に
こ
れ
ら
は
浮
魚
と
呼

ば
れ
て
お
り
、
遊
泳
層
が
比
較
的
浅
く
て
表
層
性
あ
る
い
は
喪
中
層
性
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
成
長
段
階
や
水
温
、
時
期
、
時
間
帯

な
ど
の
複
雑
な
条
件
の
も
と
に
沿
岸
近
く
に
接
近
し
た
り
、
あ
る
い
は
海
水
面
な
い
し
そ
れ
に
近
い
深
さ
を
遊
泳
す
る
生
態
が
知
ら

　
　
　
　
4
2

れ
て
い
る
。

　
　
一
方
海
棲
哺
乳
類
で
は
鯨
類
が
そ
の
代
表
と
さ
れ
、
特
に
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
は
対
馬
暖
流
に
沿
っ
て
西
九
州
の
海
域
を
回
遊
し
な
が

ら
北
上
し
て
お
り
、
日
本
近
海
の
捕
鯨
漁
場
の
Ｉ
つ
と
し
て
五
島
列
島
の
西
海
岸
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
ま
た
イ
ル
カ
類



　
（
科
）
に
つ
い
て
も
や
は
り
西
北
九
州
の
海
岸
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
、
現
在
も
五
島
、
壱
岐
に
お
い
て
イ
ル
カ
類
の
大
量
捕
獲
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
鰭
脚
類
の
ア
シ
カ
は
近
年
日
本
の
沿
岸
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
の
事
で
あ
る
が
、
古
く

は
伊
豆
神
津
島
に
多
螢
し
、
日
本
海
竹
島
は
最
近
ま
で
繁
殖
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
他
、
四
国
、
九
州
に
お
い
て
も
記
録
さ
れ
て
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お
り
、
西
北
九
州
沿
岸
の
海
螢
哺
乳
類
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
西
北
九
州
の
海
岸
部
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
大
型
魚
類
の
骨
や
海
螢
哺
乳
類
の
骨
が
出
土
し
て
い
る
、
も
し
く
は
間
接
的
に
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そ
れ
ら
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
Ｉ
例
へ
ば
海
螢
哺
乳
類
の
椎
骨
の
ス
タ
ン
プ
が
認
め
ら
れ
る
土
器
の
底
部
や
サ
メ
歯
の
加
工
品

な
ど
Ｉ
遺
跡
は
二
〇
数
ケ
所
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
四
図
は
そ
れ
ら
の
遺
跡
の
分
布
図
で
あ
る
（
表
四
）
。
分
布
の
全
体
的

な
傾
向
と
し
て
、
外
洋
に
面
し
た
遺
跡
と
有
明
海
の
沿
岸
部
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
、
特
に
後
者
の
貝
塚
で
は
土
器
底
部
の
ス
タ
ン

プ
の
出
土
が
顕
著
で
し
か
も
中
期
の
時
期
に
集
中
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
前
者
の
遺
跡
の
大
半
は
先
に
述
べ
た
通
り
石
組

と
考
え
ら
れ
る
石
器
、
そ
れ
に
石
鋸
が
出
土
し
て
お
り
、
石
鈷
と
対
象
物
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
自
然
遺
物
の
種
類
で
は
サ
メ
類
、
ク
ジ
ラ
類
が
多
く
、
そ
れ
に
次
い
で
イ
ル
カ
類
、
タ
イ
類
で
、
他
に
ア
シ
カ
、
エ
イ
な
ど
が
見

ら
れ
る
。
ブ
リ
、
ス
ズ
キ
は
少
な
く
、
マ
グ
ロ
、
バ
シ
ョ
ウ
カ
ジ
キ
な
ど
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確
実
な
出
上
例
を
聞
か

な
い
。
海
螢
哺
乳
類
椎
骨
の
土
器
底
部
の
ス
タ
ン
プ
も
相
当
数
見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
が
出
土
し
て
い
る
遺
跡
に
お
い
て
、
す
べ
て
が
意
識
的
に
捕
獲
さ
れ
た
も
の
と
の
判
断
は
直
ち
に
下
せ
な
い
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
捕
獲
が
石
組
を
用
い
た
刺
突
に
よ
る
も
の
と
の
結
論
は
さ
ら
に
困
難
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
特
に
鯨
類
は
自

然
に
海
岸
へ
流
れ
つ
い
た
「
寄
せ
鯨
」
や
沖
合
を
標
流
す
る
も
の
を
岸
へ
引
き
つ
け
る
「
流
れ
鯨
」
の
存
在
が
当
然
予
測
さ
れ
、
さ

ら
に
イ
ル
カ
類
な
ど
で
は
他
の
大
形
の
魚
類
に
追
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
索
餌
に
よ
り
海
岸
や
内
湾
の
浅
瀬
へ
上
が
る
事
も
よ
く
知
ら
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遺跡名 時期
クジラ類の倚
奮励土器圧痕

イルカ アシカ 4娼 エイ ブリ 好景 路頭
鈷頭 石鋸 石鈷 い

山　　鹿 縄彭卜後 Ｏ ○ ○

鐘ケ崎 縄後 ○ ○ １４

天神山 縄後 ○ Ｏ Ｏ ○ ○

つぐめａよな 縄前･中 Ｏ ○ ○ Ｏ ○

男田原 弥中 ○ Ｏ Ｏ ○ １９

竜　　王 縄中 ○ ５７

脇　岬 縄後 ○ ○ ○ Ｏ Ｏ ２９

有　　喜 縄中･後 ○ ○ １３

永　　瀬 縄後 ○ Ｏ ５８

１０ 沖ノ原 縄中･後 Ｏ ○ Ｏ ○ ○ ○ ２１

１１ 荒田比 縄中 ○ ○ ５９

１２ 古閑原 縄中 ○
６０

１３ 尾　　田 繩肯ト後 ○ ○ ○ ６１

１４ 西岡台 縄か卜後 ○ Ｏ ５１

１５ 轟 繩前･中 ○ ４３

１６ 御　　領 縄後 Ｏ ６２

１７ 阿　　高 縄中 ○ Ｏ 44･63

１８ 大　野 縄中 ○ ６４

１９ 沖ノ島 縄布卜晩 ○ ○

２０ 越　　高 縄早･前 ○ ○ ２６

２１ 志多留 縄後 Ｏ Ｏ ○ Ｏ ○ ○ ○ ６４

２２ 住吉平 縄晩 ○
６６

２３ カラカミ 弥中･後 Ｏ Ｏ ５０

２４ 原ノ辻 弥中 ○ Ｏ ○ ６７

２５ 三井楽 弥中 ○ ○ Ｏ ○ ６８

２６ 江　湖 繩前 Ｏ ６９

２７ 宮　　下 縄後 Ｏ ○ ○ ○ ７０

２８ 下本山 鵜飼ヽ後 ○ ○ ○ Ｏ ２５

表４　海棲哺乳類・魚類などの出土遺跡と漁携具出土一覧
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⊇
一
四

れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
捕
獲
の
方
法
に
つ
い
て
も
ア
シ
カ
な
ど
で
は
繁
殖
地
に
お
い
て
の
撲
殺
も
考
え
ら
れ
、
タ
イ
、
ブ
リ

ス
ズ
キ
な
ど
は
釣
に
よ
る
捕
獲
も
当
然
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
を
考
慮
し
て
な
お
か
つ
海
螢
哺
乳
類
や
大
形
魚
類
な
ど

の
剌
突
漁
法
に
よ
る
捕
獲
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
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千
葉
県
稲
原
貝
塚
出
土
の
イ
ル
カ
の
肢
骨
に
射
こ
ま
れ
た
黒
曜
石
製
鈷
先
の
発
見
は
周
知
さ
れ
て
い
る
注
目
す
べ
て
例
で
あ
る
。

先
端
の
尖
っ
た
黒
曜
石
製
の
剥
片
に
あ
ま
り
加
工
を
加
え
ず
に
鈷
先
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ち
な
み
に
そ
の
大
き
さ
（
最
大
長
）

は
六
・
二
ｍ
で
あ
る
。
こ
の
鈷
先
が
柄
と
ど
の
様
に
着
装
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
ど
の
様
な
用
い
ら
れ
方
を
し
た
か
に
つ
い
て
は

知
る
す
べ
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
鈷
に
よ
る
捕
獲
対
象
物
の
Ｉ
つ
と
し
て
イ
ル
カ
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
に
用

い
ら
れ
た
石
器
が
特
別
鋭
利
に
加
工
さ
れ
て
い
な
い
事
も
大
い
に
注
意
す
べ
き
実
例
で
あ
る
。

久保古墳壁画）（壱岐鬼屋ノ捕鯨図15図第

　
西
北
九
州
に
お
い
て
は
こ
の
様
な
海
螢
哺
乳
類
の
骨
に
射
込
ま
れ
た
状
態
で
の
出
土

例
を
聞
か
な
い
が
、
長
崎
県
壱
岐
の
鬼
屋
ノ
久
保
古
墳
の
横
穴
式
石
室
に
線
刻
さ
れ
た

捕
鯨
図
（
第
一
五
図
）
は
少
く
と
も
古
墳
時
代
に
お
い
て
西
北
九
州
の
海
で
鯨
の
捕
獲
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が
鈷
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
事
を
端
的
に
示
す
好
例
と
さ
れ
る
。
こ
の
図
柄
で
は

複
数
の
舟
と
共
に
背
中
に
鈷
を
つ
き
た
て
ら
れ
た
鯨
が
描
か
れ
、
し
か
も
子
鯨
が
一
緒
で

あ
る
。
西
北
九
州
の
沿
岸
を
回
遊
す
る
鯨
を
見
か
け
る
’
時
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
子
づ
れ

で
あ
る
と
言
う
平
戸
瀬
戸
の
古
老
の
話
し
と
符
合
し
、
こ
の
図
の
写
実
性
が
く
し
く
も

証
明
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
縄
文
時
代
と
は
時
間
的
な
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
、
「
万
葉
集
」
や
「
壱
岐
風



土
記
」
の
中
に
ク
ジ
ラ
に
つ
い
て
の
記
載
が
認
め
ら
れ
、
特
に
「
イ
サ
ナ
取
（
鯨
魚
取
）
」
と
し
て
海
や
海
洋
の
枕
詞
と
し
て
用
い

ら
れ
て
お
り
、
ク
ジ
ラ
と
人
間
と
の
深
い
係
わ
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
じ
「
万
葉
集
」
の
中
で
能
登
の
沖
合
で
「
鮪
衝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
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く
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
が
み
え
、
日
本
海
の
沿
岸
で
マ
グ
ロ
を
対
象
と
し
た
突
き
漁
法
の
存
在
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
石
鈷
を
用
い
た
捕
獲
対
象
物
の
主
要
な
も
の
と
推
定
さ
れ
る
ク
ジ
ラ
類
に
つ
い
て
は
次
の
具
体
的
な
例
か
ら
そ
の
可
能
性
が
充
分

強
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
六
図
は
享
保
年
間
に
土
佐
沖
で
捕
獲
し
た
鯨
の
皮
よ
り
発
見
さ
れ
た
各
種
の
鈷
で
あ
る
。
こ
の
図
は

昭
和
コ
二
年
喜
田
貞
吉
氏
が
高
知
城
内
の
懐
胎
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
資
料
を
ス
ケ
。
チ
し
た
も
の
で
名
取
武
光
氏
に
よ
っ
て
紹
介

　
　
　
　
　
4
9

さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
六
図
１
は
ス
レ
ー
ト
製
の
磨
製
の
石
器
で
全
体
的
に
細
身
の
作
り
を
示
し
、
基
部
よ
り
の
両
側
辺
に
鋭
い
肩
を
有
し
長
方
形

の
舌
状
の
基
部
が
見
ら
れ
る
。
石
質
、
製
作
法
は
異
な
る
が
そ
の
外
観
は
Ａ
一
類
に
符
合
し
、
大
き
さ
で
も
九
・
一
ｍ
ｘ
二
・
九
ｍ
と

類
似
し
た
値
が
求
め
ら
れ
る
。
２
は
黒
輝
石
製
の
ほ
ぼ
柳
葉
形
の
外
観
を
呈
し
て
お
り
、
打
製
に
よ
る
も
の
と
判
断
で
き
、
ｃ
類
と
し

て
分
類
し
た
も
の
と
ま
さ
に
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
、
大
き
さ
は
六
・
一
ｍ
ｘ
二
・
一
ｍ
で
あ
る
。
３
は
ア
イ
ヌ
の
キ
テ
（
回
転
式
離

頭
鈷
）
で
あ
り
、
４
は
骨
製
の
彫
刻
の
あ
る
鈷
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
北
海
道
な
い
し
さ
ら
に
北
の
地
方
に
お
い
て
、
海
棲
哺
乳
類
の

捕
獲
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
様
で
あ
る
。
以
上
四
点
の
鈷
の
資
料
は
享
保
年
間
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
鯨
よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の

で
、
享
保
年
間
か
ら
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
鯨
の
体
内
に
射
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
３
・
４
に
つ
い
て
は
鈷
の
特
徴
か
ら
北
の

海
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
が
、
１
・
２
に
つ
い
て
は
鯨
が
広
く
回
遊
す
る
事
か
ら
考
え
れ
ば
射
込
ま
れ
た
地
域
に
つ
い
て
は
決
定
し
難

い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
六
～
九
ｍ
前
後
の
石
製
の
鈷
が
い
ず
れ
か
の
海
に
お
い
て
鯨
を
対
象
に
用
い
ら
れ
て
い
た
事
を
知
り
、

石
鈷
の
一
つ
の
対
象
を
鯨
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

史
　
学
　
論
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第16図　享保年間土佐沖で捕獲した鯨より発見された括

一
三
六

　
　
（
五
）
　
着
装
と
使
用
法

　
石
鈷
と
考
え
ら
れ
る
石
器
が
ク
ジ
ラ
類
を
は
じ
め
と
す

る
海
螢
哺
乳
類
や
大
形
魚
類
を
対
象
と
し
た
剣
突
の
た
め

の
漁
挽
具
で
あ
る
可
能
性
を
述
べ
て
き
た
。
そ
の
使
用
法

に
つ
い
て
は
全
く
推
定
の
域
を
出
な
い
わ
け
で
あ
る
が
い

く
つ
か
の
推
察
を
行
な
っ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
予
想
さ
れ
る
対
象
物
で
あ
る
海
螢
哺
乳
類
や
大
形

魚
類
の
生
態
か
ら
す
る
と
、
柄
を
持
っ
た
ま
ま
獲
物
に
突

き
剣
す
使
用
法
は
考
え
難
く
、
む
し
ろ
対
象
物
に
投
げ
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
果
た
す
道
具
、
い
わ
ゆ

る
鈷
と
し
て
の
使
用
法
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
次
に
問
題
と
な
る
石
鈷
と
中
柄
も
し
く
は
柄
と

の
関
係
、
す
な
わ
ち
柄
と
鈷
先
が
離
脱
す
る
か
固
定
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
明
確
な
判
断
を
下
し
得
な
い
が
、
石
鈷
の
大
き
さ
、
形
態

等
か
ら
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
て
み
よ
う
。

　
石
鈷
と
中
柄
あ
る
い
は
柄
が
固
定
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、



離
脱
す
る
よ
う
に
装
置
さ
れ
て
い
る
に
し
ろ
、
中
柄
も
し
く
は
柄
の
大
き
さ
は
石
話
の
大
き
さ
特
に
石
鈷
の
基
部
の
幅
と
長
さ
に
規
定

さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
石
新
の
基
部
の
大
き
さ
（
特
に
幅
）
お
よ
び
そ
の
状
態
か
ら
柄
・
中
柄
の
大
き
さ
を
考
え
た

い
。

　
Ａ
一
類
の
整
っ
た
形
を
有
す
る
舌
状
の
基
部
は
明
ら
か
に
柄
（
中
柄
を
含
む
、
以
下
同
様
）
の
着
装
を
意
図
し
て
形
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
部
に
つ
な
が
る
張
り
出
し
た
両
肩
は
か
え
し
の
役
目
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
両
肩
は
鋭
角
な
状
態
で

な
い
た
め
か
え
し
と
し
て
の
効
力
に
疑
問
は
残
る
。
Ａ
一
類
の
基
部
の
幅
は
、
一
・
七
ｍ
～
三
ｍ
を
測
り
、
し
か
も
そ
の
基
部
の
両

側
辺
に
湾
曲
し
た
も
の
が
観
察
さ
れ
、
こ
れ
は
着
装
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
着
装
さ
れ

る
柄
の
大
き
さ
（
幅
）
は
石
鈷
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
な
石
鈷
の
基
部
と
柄
の
関
係
を
示
唆
す

る
資
料
と
し
て
Ｄ
類
が
あ
る
。
Ｄ
一
類
は
長
三
角
形
を
し
て
基
喘
に
挾
入
の
な
い
一
群
で
あ
り
、
ち
な
み
に
基
端
の
幅
は
三
～
四
ｍ

前
後
で
あ
る
。
基
部
両
端
の
か
ど
に
か
え
し
の
効
力
を
も
た
せ
る
と
す
れ
ば
、
柄
の
幅
は
当
然
基
端
の
長
さ
よ
り
細
く
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ず
二
～
三
ｍ
が
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
崎
瀬
出
土
の
Ｄ
一
類
の
石
鈷
は
胴
部
の
両
側
に
小
さ
な
挾
り
が
み
ら
れ
、
し
か
も

そ
の
箇
所
は
潰
れ
て
他
の
側
辺
に
比
較
し
て
丸
昧
を
お
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
痕
跡
は
あ
た
か
も
紐
ず
れ
を
彷
彿
さ
せ
、
柄
の

着
装
を
意
図
し
た
た
め
の
ノ
。
チ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
す
る
と
柄
の
大
き
さ
（
幅
）
は
二
ｍ
前
後
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｄ
二
類
は
Ｄ
一
類
よ
り
さ
ら
に
一
段
と
着
装
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
と
み
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
基
部
側
辺
の
舜
曲
が
顕
著
と
な

り
最
大
幅
が
基
部
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
基
喘
に
鸞
曲
し
た
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
こ
れ
は
か
え
し
の
効
力
を
一
段
と

？
の
る
こ
と
に
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。
二
・
ハ
ｍ
～
四
ｍ
の
石
鈷
の
幅
か
ら
Ｄ
一
類
と
同
様
に
二
大
一
ぷ
の
幅
を
有
す
る
柄
が
考
え

ら
れ
る
。
Ｄ
三
類
は
こ
れ
ら
よ
り
Ｉ
ま
わ
り
小
形
で
あ
り
、
当
然
そ
れ
に
合
っ
た
大
き
さ
の
柄
が
装
着
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
鏃
形
を
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石
　
　
鈷
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
一
丁

し
た
大
き
な
扶
り
の
あ
る
基
部
を
有
す
る
Ｅ
類
は
挟
入
部
に
幅
一
・
五
～
二
ｍ
の
柄
を
装
着
す
れ
ば
両
脚
は
か
え
し
の
効
力
を
充
分

に
発
揮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
胴
部
中
央
か
ら
基
部
へ
か
け
て
の
資
曲
は
柄
と
石
鈷
と
の
固
定
を
一
段
と
強
め
る
も
の
と
考
え

た
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
と
Ｆ
一
類
の
基
部
よ
り
に
鋸
歯
状
の
整
然
と
し
た
挟
入
部
は
獲
物
に
対
す
る
殺
傷
力
の
効
果

と
さ
ら
に
着
装
を
容
易
に
し
か
も
強
い
も
の
に
す
る
働
き
が
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
Ｆ
一
類
の
資
料
数
は
必
ず

し
も
多
く
な
い
が
、
挾
入
部
間
の
幅
は
Ｉ
・
五
～
比
・
五
ｍ
で
あ
り
、
こ
れ
に
相
応
し
た
柄
の
大
き
さ
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｆ
二
類
は
そ
の
資
料
が
さ
ら
に
少
な
い
の
で
あ
る
が
両
側
辺
に
認
め
ら
れ
る
扶
り
の
状
況
か
ら
二
ｍ
を
越
え
な
い
位
の
幅
を
も
つ
柄

が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
大
形
の
石
鈷
と
考
え
る
Ｂ
類
の
基
部
の
幅
は
他
の
石
鈷
に
比
べ
て
や
は
り
大
き
く
四
ｍ
前
後
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
Ｂ
類

の
最
大
幅
が
胴
部
中
央
か
ら
先
端
部
よ
り
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
か
ら
幅
の
長
さ
が
四
ｍ
前
後
で
し
か
も
石
鈷
の
半
分
近
く

を
お
お
う
柄
の
着
装
が
想
定
で
き
よ
う
。
最
後
に
柳
葉
形
～
本
葉
形
に
近
い
形
態
を
基
本
と
す
る
ｅ
類
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
基
部
の

大
き
さ
に
も
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ
、
柄
の
大
き
さ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
も
の
を
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
他
の
石
鈷
に
比
べ
て
か
え
し
の
機
能
が
期
待
で
き
な
い
の
で
使
用
法
な
り
対
象
物
の
違
い
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
石
鈷
の
基
部
の
状
態
か
ら
柄
の
大
き
さ
（
幅
）
を
推
測
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
Ａ
二
・
Ｄ
一
・
Ｄ
二
・
Ｅ
・

Ｆ
一
の
各
類
は
ほ
ぽ
二
～
三
ｍ
内
で
の
大
き
さ
が
、
さ
ら
に
Ｄ
三
・
Ｆ
二
類
は
そ
れ
よ
り
や
ら
小
形
に
な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
Ａ
一
類
は
両
者
に
比
べ
る
と
大
き
さ
に
多
少
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。
一
方
Ｂ
類
は
四
ｍ
前
後
の
幅
が
想
定
で

き
る
で
あ
ろ
う
。



　
柄
の
大
き
さ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
石
鋲
の
基
能
か
ら
先
能
都
へ
向
っ
て
の
長
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
石
鈷
に
対
す
る
柄
の

占
め
る
大
き
さ
（
面
積
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
舌
状
の
基
部
の
長
さ
Ｉ
基
能
か
ら
肩
ま
で
Ｉ
に
よ
っ
て
、
ま
た
両
側
辺
基
部

よ
り
の
珊
曲
お
よ
び
挾
入
部
の
位
置
か
ら
あ
る
程
度
の
推
定
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
Ａ
一
類
は
二
・
五
～
三
・
五
ｍ
、
Ａ
二
・
Ｄ
一
・
Ｄ
二
の
各
類
は
二
～
二
・
五
ｍ
、
Ｅ
類
は
二
ｍ
前
後
、
Ｄ
三
類
は
や
や
短
か
く

ほ
ぼ
Ｉ
・
五
ｍ
が
考
え
ら
れ
る
。
Ｆ
類
に
つ
い
て
は
二
～
二
・
五
ｍ
前
後
と
思
わ
れ
、
ｃ
類
は
全
体
の
大
き
さ
に
違
い
が
あ
り
、
し

か
も
肩
や
舜
曲
が
明
確
で
な
い
た
め
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
幅
が
四
ｍ
前
後
と
推
定
さ
れ
た
Ｂ
類
は
や
は
り
五
～
六
ｍ
と
長

く
、
こ
れ
は
大
き
く
て
重
量
の
あ
る
Ｂ
類
で
は
当
然
と
言
え
る
。

　
以
上
の
様
に
石
鈷
と
そ
れ
に
装
着
さ
れ
る
柄
の
一
部
分
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
加
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
大
別
し
て
Ａ
二

・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
類
と
Ｂ
類
と
に
二
分
さ
れ
る
。
Ａ
一
類
は
中
間
的
要
素
が
看
取
で
き
、
ｃ
類
に
つ
い
て
は
明
確
さ
を
欠
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
柄
の
大
き
さ
か
ら
、
Ａ
二
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
の
各
類
は
中
柄
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
鈷
と
し
て
の

機
能
が
発
揮
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
一
方
Ｂ
類
は
中
柄
を
必
要
と
せ
ず
直
接
柄
へ
の
着
装
が
可
能
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
Ａ
一
類

に
つ
い
て
は
両
方
の
考
え
方
が
さ
れ
よ
う
。

　
次
に
石
鈷
・
中
柄
と
柄
と
の
固
定
な
い
し
離
脱
に
つ
い
て
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
使
用
法
に
係
わ
る
固
定

式
鈷
と
離
頭
式
鈷
の
問
題
で
あ
る
。
中
柄
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
も
の
は
固
定
式
石
鈷
と
離
頭
式
石
鈷
の
両
方
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
し
、
直
接
柄
と
着
装
さ
れ
る
も
の
は
固
定
式
石
鈷
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
固
定
武
石
括
Ｉ
型
　
（
第
一
七
図
１
）
こ
れ
は
中
柄
を
用
い
ず
】
定
の
太
さ
と
長
さ
を
も
つ
柄
を
直
接
着
装
で
き
る
だ
け
の
大

き
な
基
部
を
有
す
る
石
鈷
で
あ
る
。
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
ｂ
類
や
西
市
来
貝
塚
出
土
の
資
料
な
ど
か
ら
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り

史
　
学
　
諭
　
叢
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二
九
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５組み合わせ式石鈷）（1･2固定式石括，3･4錐一式石鈷，石鈷の着柄予想図第17図

一
四
〇

ま
た
Ａ
一
類
お
よ
び
ｃ
類
と
し
て
分
類
し
た
資
料
中
の
大
形

の
も
の
も
そ
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
固
定
武
石
括
藍
型
（
第
一
七
図
２
）
こ
の
タ
ィ
プ
の

石
鈷
は
中
形
な
い
し
小
形
の
も
の
で
あ
り
、
基
部
の
大
き
さ

か
ら
判
断
し
て
、
獲
物
に
向
っ
て
投
げ
つ
け
る
の
に
耐
え
得

る
だ
け
の
太
さ
と
長
さ
が
予
想
さ
れ
る
柄
を
そ
の
ま
ま
着
装

す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
貧
弱
と
思
わ
れ
、
中
柄
の
存
在
が
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
柄
よ
り
も
小
さ
い
中
柄
と

石
鈷
と
が
ま
ず
固
定
さ
れ
、
次
に
中
柄
と
柄
と
が
固
定
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
に
二
段
階
に
わ
た
る
固
定
の
方
法
が
取
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
Ｕ
型
の
対
象
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う

石
鈷
と
し
て
Ａ
一
類
・
Ｄ
一
類
・
Ｄ
二
類
な
ど
の
比
較
的
大

き
な
も
の
が
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
Ｅ

類
、
Ｆ
類
、
そ
れ
に
Ｃ
類
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
・
Ａ
二
類
は
Ａ
一
類
の
、
Ｄ
三
類
は
Ｄ
一
類
の
小
形
と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
次
に
述
べ
る
離
頭
式
石
鈷
の
可
能
性
が
よ
り
大
き
い
と
考



え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
路
頭
武
石
括
（
第
一
七
図
３
・
４
）
こ
れ
は
中
柄
の
存
在
が
当
然
認
め
ら
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
、
中
柄
の
存
在
と
い
う
事
で
は
固
定
式
石
組
Ｈ
型
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
Ｕ
型
で
は
中
柄
と
柄
と
が
固
定
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
柄
の
先
端
部
が
ソ
ケ
。
ト
に
な
っ
て
お
り
石
組
を
着
装
し
た
中
柄
の
逆
の
一
方
を
ソ
ケ
ッ
ト
内
に
差
し
込
む

点
で
大
き
く
異
な
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
石
組
の
Ａ
二
類
、
Ｄ
三
類
の
小
形
の
も
の
を
こ
れ
に
想
定
さ
せ
て
お
き
た
い
わ
け
で

あ
る
が
、
固
定
式
石
組
ｕ
型
で
挙
げ
た
各
類
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
中
柄
の
大
さ
に
つ
い
て
は
ｎ
型
と
同
じ
か
や
や
細
い
も

の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
長
さ
に
つ
い
て
は
石
組
の
最
大
長
よ
り
や
や
長
め
の
も
の
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
中
柄
の

一
方
は
石
組
と
固
定
さ
れ
、
他
方
は
柄
の
ソ
ケ
ッ
ト
に
差
し
込
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
間
に
は
獲
物
を
た
ぐ
り
よ
せ
る
た
め
の
縄
（

紐
）
を
結
び
つ
け
る
装
置
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
獲
物
に
突
き
さ
さ
っ
た
石
組
・
中
柄
が
体
内
か
ら
簡
単
に
抜
け
る
こ

と
が
な
い
た
め
に
も
あ
る
】
定
の
長
さ
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
組
み
合
わ
せ
武
石
括
　
　
（
第
一
七
図
５
）
組
み
合
わ
せ
式
石
鈷
は
ヽ
石
組
と
他
の
石
器
を
組
み
合
わ
せ
る
事
に
よ
っ

て
一
つ
の
石
鈷
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
古
く
か
ら
形
態
の
特
異
性
が
注
目
さ
れ
て
い
る
石
鋸
（
第
二
〇
図
）
や
サ
イ
ド
ブ
レ
イ

ド
と
仮
称
さ
れ
る
石
器
な
ど
の
存
在
か
ら
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る50

石
鋸
は
石
鈷
と
同
様
に
西
北
九
州
の
海
岸
部
の
遺
跡
に
お

い
て
集
中
的
に
出
土
し
既
に
二
〇
個
所
を
越
え
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
大
半
は
石
鈷
と
共
伴
関
係
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
時

期
に
つ
い
て
も
や
は
り
縄
文
時
代
中
・
後
期
で
あ
り
、
石
鈷
の
主
体
を
な
す
時
期
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
石
鈷
と
の

共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
事
か
ら
両
者
の
関
連
が
強
く
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
石
鈷
Ｆ
一
類
の
形
態
は
ま
さ
に
石
鏃
と
石

鋸
二
個
を
背
中
合
わ
せ
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

史
　
学
　
論
　
叢
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四
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四
二

　
そ
こ
で
組
み
合
わ
せ
式
石
結
は
石
鏃
や
石
結
の
中
で
比
較
的
小
形
な
Ａ
二
類
・
Ｄ
三
類
そ
れ
に
Ｅ
類
な
ど
が
そ
の
先
端
部
に
つ
く

も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
と
石
鋸
と
が
組
み
合
わ
さ
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
、
石
結
お
よ
び
石
組
の
大
き
さ
か
ら
推
定
し

て
、
中
柄
の
存
在
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
中
柄
の
先
端
と
両
側
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
着
装
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
先
端
部
へ
の
着
装
が

考
え
ら
れ
る
石
鏃
や
石
結
の
数
に
比
較
し
て
、
一
遺
跡
に
お
け
る
石
鋸
の
数
が
少
な
い
と
い
う
一
般
的
な
頬
向
か
看
取
さ
れ
る
の
で

中
柄
の
側
辺
に
着
装
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
石
器
に
つ
い
て
は
石
組
以
外
の
も
の
、
例
へ
ば
サ
イ
ド
ブ
イ
レ
ド
や
あ
る
種
の
石
鏃
な
ど
も

積
極
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
中
柄
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
組
み
合
せ
式
石
結
は
石
結
の
一
つ

の
タ
イ
プ
を
形
成
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
こ
の
石
鈷
の
中
柄
が
柄
と
固
定
さ
れ
て
い
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
離
脱
す
る
た
め

の
装
置
が
施
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
判
断
で
き
か
ね
る
の
で
あ
る
。
た
だ
石
結
先
端
部
か
ら
側
辺
に
石
鈷
な
い
し
そ
の
他
の
石

器
が
着
装
さ
れ
た
中
柄
の
末
端
ま
で
は
あ
る
程
度
の
長
さ
が
推
測
さ
れ
る
た
め
、
離
頭
式
よ
り
も
む
し
ろ
固
定
式
の
可
能
性
が
大
き

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
石
結
と
柄
な
い
し
は
中
柄
と
の
装
着
の
方
法
は
全
く
推
論
の
域
を
出
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
弥
生
時
代
後
期
の
壱
岐
カ
ラ
カ
ミ
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
1

跡
出
土
の
長
さ
四
〇
ｍ
に
お
よ
ぶ
骨
髪
結
Ｔ
一
二
図
〕
の
存
在
は
固
定
式
石
結
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
壱

岐
の
鬼
屋
ノ
久
保
古
墳
の
捕
鯨
図
で
は
ク
ジ
ラ
の
背
中
に
何
本
も
の
長
い
柄
が
突
き
立
っ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
は
柄
と
結
先
と
が
固

定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
平
戸
周
辺
や
五
島
沖
で
戦
前
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
結
の
使
用
に
よ
る
捕
鯨
も
長
く
て

太
い
鉄
製
の
固
定
式
結
が
使
わ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
が
ど
れ
だ
け
縄
文
時
代
の
剣
突
漁
に
い
か
さ
れ
る
か
は
疑
問
で

は
あ
る
が
一
応
の
参
考
と
さ
れ
よ
う
。
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、
対
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流
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（
一
）
　
西
北
九
州
の
漁
挽
活
動

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
西
北
九
州
に
お
け
る
漁
携
活
動
の
研
究
の
歴
史
は
浅
い
わ
け
で
あ
る
が
、
近
年
に
い
た
っ
て
い
く
つ
か
の

注
目
す
べ
き
研
究
が

や
骨
製
の
離
頭
話
頭

ｒ『54み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貝
塚
と
貝
類
捕
獲
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
や
「
西
北
九
州
型
釣
針
」
〔
第
Ｔ
几
図
〕

第
二
Ｉ
図
〕
な
ど
の
漁
櫛
具
に
よ
る
釣
漁
業
・
剣
突
漁
業
の
存
在
に
つ
い
て
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

　
九
州
に
お
け
る
貝
塚
の
分
布
の
あ
り
か
た
で
は
西
北
九
州
の
沿
岸
部
に
集
中
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
他
の
東
九
州
沿
岸
部

や
南
九
州
沿
岸
部
と
は
大
き
な
開
き
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
漁
櫛
活
動
の
一
つ
の
形
態
と
さ
れ
る
貝
類
の
捕
獲
が
極
め
て
活
発

的
に
行
な
わ
れ
た
地
域
と
し
て
西
北
九
州
の
沿
岸
部
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
貝
塚
形
成
の
段
階
と
し
て
、
前
期
～
後
期
中

葉
が
貝
塚
形
成
発
展
の
時
期
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
形
の
結
合
式
釣
針
は
「
西
北
九
州
型
釣
針
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
北
九
州
の
長
崎
を
中
心
に
福
岡
・
熊
本
に
お
い

て
出
土
し
て
お
り
現
在
ま
で
に
七
ケ
所
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
お
り
、
時
期
に
つ
い
て
は
後
期
に
集
中
し
て
い
る
。
釣
の
対
象
と
な
る

魚
類
は
釣
針
の
大
き
さ
か
ら
マ
グ
ロ
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
西
北
九
州
の
沿
岸
地
域
に
お
い
て
大
形
の
魚
類
を

対
象
と
し
た
釣
漁
業
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
骨
製
の
離
顔
話
頭
に
つ
い
て
も
先
に
述
べ
た
釣
針
と
同
様
に
西
北
九
州
の
海
岸
部
の
遺
跡
に
集
中
し
て
お
り
九
ケ
所
が
知
ら
れ
て

い
る
。
時
期
に
つ
い
て
は
縄
文
時
代
の
前
期
か
ら
弥
生
時
代
の
後
期
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
龍
頭
新
顔
の
存
在
は
西
北
九
州
の
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１

石
　
　
鈷
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
一
丁

一
四
六

海
域
に
榎
息
す
る
大
形
魚
類
の
剌
突
に
よ
る
捕
獲
を
示
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　
以
上
の
貝
塚
の
あ
り
方
や
大
形
の
結
合
式
釣
針
や
西
北
九
州
型
離
頭
鈷
頭
、
石
鋸
な
ど
の
遺
物
の
存
在
（
第
二
三
図
）
は
、
縄
文

時
代
の
西
北
九
州
沿
岸
部
に
お
け
る
漁
携
活
動
の
特
質
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
石
鈷
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
特
質
を
さ
ら
に
一
段

と
強
め
る
も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
を
行
な
い
た
い
。

　
　
（
二
）
　
石
鈷
に
よ
る
刺
突
漁
業

　
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
最
後
に
西
北
九
州
の
沿
岸
部
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
け
る
漁
携
活
動
の
一
つ
の
形
態
と
し

て
石
鈷
に
よ
る
剰
突
漁
業
の
存
在
を
提
起
し
た
い
。

　
西
北
九
州
に
お
い
て
剌
突
漁
業
が
出
現
す
る
の
は
一
応
縄
文
時
代
の
前
期
初
頭
と
考
え
ら
れ
、
最
も
盛
行
す
る
時
期
に
つ
い
て
は

中
期
か
ら
後
期
中
葉
に
か
け
て
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
固
定
あ
る
い
は
龍
頭
の
鈷
と
判
断
さ
れ
る

石
鈷
や
組
み
合
せ
鈷
が
考
え
ら
れ
る
石
鋸
な
ど
の
石
器
、
そ
れ
に
捕
獲
対
象
物
と
推
定
さ
れ
る
海
螢
哺
乳
類
や
大
形
魚
類
な
ど
の
自

然
遺
物
お
よ
び
そ
れ
を
間
接
的
に
示
す
遺
物
を
出
土
し
て
い
る
遺
跡
が
こ
の
時
期
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
帰
結
さ
れ
よ
う
。
自
然

遺
物
の
中
で
特
に
鯨
類
の
骨
や
土
器
底
部
に
観
察
さ
れ
る
圧
痕
は
西
北
九
州
の
外
海
に
面
し
た
海
岸
部
よ
り
も
奥
ま
っ
た
有
明
海
の

周
辺
や
内
陸
部
に
お
い
て
顕
著
な
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
外
洋
に
面
し
た
地
域
と
そ
れ
以
外
の
地
域
と
の
あ
る

種
の
交
渉
を
物
語
る
も
の
と
の
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
同
時
に
外
洋
に
面
し
た
地
域
に
お
け
る
海
螢
哺
乳
類

の
捕
獲
が
か
な
り
意
図
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
剰
突
漁
業
が
開
始

さ
れ
盛
行
す
る
時
期
は
西
北
九
州
を
中
心
と
す
る
貝
塚
形
成
の
発
展
段
階
と
く
し
く
も
符
合
し
、
漁
携
活
動
へ
の
一
般
的
な
関
心
の
高



ま
り
は
西
北
九
州
の
沿
岸
部
に
お
い
て
は
海
の
幸
に
一
段
と
恵
ま
れ
る
外
洋
に
向
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
捕
獲
の
対
象
と
し
て
は
、
結
合
式
釣
針
に
よ
る
マ
グ
ロ
や
離
頭
話
頭
に
よ
る
大
形
の
魚
類
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
石
話
も

当
然
大
形
の
魚
類
が
こ
れ
に
ま
ず
あ
て
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
石
話
に
つ
い
て
は
、
骨
製
龍
頭
話
頭
の
大
き
さ
か
ら
は
そ
の
捕
獲
が
困

難
と
思
わ
れ
る
海
螢
哺
乳
類
が
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
石
話
の
中
で
も
特
に
大
形
の
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
可
能
性

が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
石
話
に
よ
る
刺
突
漁
業
を
考
え
る
際
、
固
定
式
石
鈷
と
し
て
使
用
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
離
頭
式
石
話
な
の
か
に
つ
い
て
の
判
断

は
ど
う
し
て
も
容
易
で
な
く
、
ま
た
固
定
式
石
話
に
お
け
る
索
縄
（
紐
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
使
用
法
に
つ
い
て
は
一
つ
の

試
論
を
展
開
し
た
が
、
捕
獲
対
象
物
の
相
異
が
大
き
な
要
因
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
今
後
の
問
題
提
起
と
も
し
た
い
。

　
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
漁
榜
活
動
で
認
め
ら
れ
る
特
質
と
し
て
、
固
定
式
石
話
・
龍
頭
式
石
話
そ
れ
に
組
み
合
わ
せ
石

話
な
ど
の
石
蕗
を
は
じ
め
、
石
組
、
骨
製
離
頭
話
頭
お
よ
び
結
合
式
大
形
釣
針
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
第
二
三

図
）
ま
た
そ
の
捕
獲
対
象
物
と
し
て
大
形
魚
類
と
海
螢
哺
乳
類
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
対
馬
暖
流
と
い

う
基
本
的
な
環
境
の
下
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
漁
櫛
活
動
の
特
質
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
九
州
の
西
海
岸
を
北
上
し

て
日
本
海
へ
抜
け
る
対
馬
暖
流
を
介
し
て
対
峙
す
る
西
北
九
州
と
韓
国
南
部
の
沿
岸
は
こ
の
暖
流
に
棲
息
す
る
海
の
幸
の
恩
恵
を
共

に
賜
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
西
北
九
州
に
お
け
る
漁
櫛
活
動
に
つ
い
て
の
把
握
が
十
分
で
な
く
、
ま
し
て
や
韓
国
南
部
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
よ
り
貧
弱
な
知
識

で
彼
我
の
関
連
を
考
え
る
の
は
早
計
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
古
く
か
ら
そ
の
関
連
性
の
問
わ
れ
て
い
る
東
三
洞
貝
塚

の
存
在
は
今
後
の
見
通
し
を
た
て
る
上
で
の
貴
重
な
も
の
と
思
え
る
。
す
な
わ
ち
東
三
洞
貝
塚
出
土
の
遺
物
の
中
に
は
西
北
九
州
の

　
　
・
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ｉ

石
　
　
鈷
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
二
Ｉ

一
四
八

漁
携
活
動
の
特
質
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
す
べ
て
の
資
料
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鋲
と
考
え
ら
れ
る
石
鈷
・
石

鋸
、
結
合
式
釣
針
、
そ
れ
に
骨
製
の
鈷
頭
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
自
然
遺
物
に
あ
っ
て
は
、
ア
ザ
ラ
シ
は
別
に
し
て
も
、
ク
ジ
ラ
・
イ

ル
カ
・
サ
メ
な
ど
西
北
九
州
海
岸
耶
の
そ
れ
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
今
後
の
予
察
と
し
て
、
対
馬
暖
流
に
棲
息
す
る
大
形
魚
類
お
よ
び
海
棲
哺
乳
類
を
対
象
に
し
た
固
定
、
龍
頭
の
石
鈷
、
組

み
合
わ
せ
式
石
鈷
お
よ
び
離
頭
鈷
頭
に
よ
る
刺
突
漁
業
と
結
合
式
の
大
形
釣
針
に
よ
る
釣
漁
業
と
を
基
盤
と
す
る
漁
櫛
活
動
を
「
対
馬

暖
流
型
漁
携
文
化
」
と
仮
定
し
て
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
’
例
え
ば
、
西
北
九
州
を
中
心
と
し
て
縄
文
時
代
の
中
則
～
後

期
に
か
け
て
盛
行
す
る
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
お
よ
び
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
剥
片
石
器
文
化

い
で
あ
ろ
う
か
。

5
5

と
の
関
連
な
ど
が
考
え
ら
れ
な

　
　
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
西
北
九
州
の
沿
岸
部
を
中
心
と
す
る
遺
跡
出
土
の
特
徴
的
な
一
群
の
石
器
に
対
し
て
、
漁
櫛
用
の
石
鋲
を
想
定
し
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
石
鋲
の
使
用
法
と
し
て
、
固
定
式
お
よ
び
龍
頭
式
石
鋲
を
予
想
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
石
鋲
と
関
連
さ
せ
て
、
西
北
九

州
の
沿
岸
で
出
土
す
る
特
異
な
形
態
を
有
す
る
石
器
と
さ
れ
て
い
た
石
鈷
を
組
み
合
わ
せ
石
器
と
し
て
石
鋲
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
石
鋲
を
用
い
て
の
対
馬
暖
流
に
棲
息
す
る
海
棲
哺
乳
類
や
大
形
魚
類
を
対
象
と
し
た
「
剰
突
漁
業
」
が

存
在
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　
一
方
、
こ
れ
ら
の
石
鋲
と
共
に
、
西
北
九
州
に
発
達
し
だ
の
漁
櫛
具
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
結
合
式
の
大
形
釣
針
や
骨
製
の
離

頭
鋲
頭
を
含
め
て
、
縄
文
時
代
に
お
け
る
西
北
九
州
の
漁
櫛
活
動
の
特
質
と
考
え
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
特
質
が
単
に
西
北
九
州
の



み
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
対
馬
海
峡
・
朝
鮮
海
峡
を
介
し
て
対
峙
す
る
韓
国
南
部
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
る
事
実
を
重
視
し
、

西
北
九
州
お
よ
び
韓
国
南
部
に
お
い
て
抽
出
さ
れ
る
漁
携
活
動
の
特
質
が
は
ぐ
く
ま
れ
た
基
盤
と
し
て
対
馬
海
流
を
考
え
、
さ
ら
に

一
歩
進
め
て
「
対
馬
暖
縦
型
漁
櫛
叉
化
」
を
提
唱
と
す
る
と
共
に
今
後
の
基
本
的
な
問
題
提
起
と
し
た
い
。

　
　
本
論
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
土
地
所
有
者
で
あ
る
平
本
信
幸
氏
お
よ
び
鹿
町
工
業
高
校
教
諭
本
山
久
雄
氏
は
採
集

資
料
の
実
測
・
写
真
な
ら
び
に
掲
載
今
ね
よ
く
許
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
松
浦
市
出
身
で
別
府
大
学
史
学
科
在
籍
中
の
中
村
和
正
氏
に
は
つ

ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
資
料
の
提
供
な
ら
び
に
資
料
収
集
に
お
い
て
お
世
話
に
な
っ
た
。
桑
山
龍
進
氏
に
は
五
島
女
亀
遺
跡
お
よ
び
天
草
冲
ノ
原
遺

跡
の
石
鈷
・
石
鋸
な
ど
の
貴
重
な
資
料
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
さ
ら
に
、
西
谷
正
九
州
大
学
助
教
授
に
は
韓
国
に
お
け
る
関
連
資
料
に
つ
い
て
、
ま
た
福
岡
市
文
化
課
山
崎
純
男
氏
か
ら
は
西
北
九
州
の
漁
榜

活
動
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ご
教
示
を
得
た
。

大
塚
和
義
国
立
民
族
学
博
物
館
助
教
授
に
は
漁
掃
関
係
の
文
献
な
ど
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

　
一
方
、
高
松
史
朗
大
分
生
態
水
族
館
館
長
に
は
海
棲
哺
乳
類
や
魚
類
の
生
態
に
関
す
る
文
献
お
よ
び
貴
重
な
ご
意
見
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
の
方
が
た
に
心
か
ら
お
礼
を
巾
し
上
げ
た
い
。

　
最
後
に
、
筆
者
が
石
鈷
や
石
鋸
に
興
味
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
深
掘
遺
跡
・
山
鹿
貝
塚
・
冲
ノ
島
の
生
活
遺
跡
、
そ
れ
に
榎
坂
遺
跡
等
の
発

掘
調
査
で
常
に
一
緒
で
、
共
に
汗
を
流
し
た
故
前
川
威
洋
氏
は
日
頃
か
ら
九
州
の
縄
文
時
代
に
お
け
る
漁
措
活
動
に
強
い
関
ヽ
む
を
い
だ
い
て
お
り
、

多
く
の
点
で
啓
発
さ
れ
た
。
故
人
の
冥
福
を
心
よ
り
祈
り
た
い
。

史
　
学
　
諭
　
叢

一
四
九



　
　
石
　
　
鈷
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
経
文
時
代
の
石
器
研
究
二
丿

註
お
よ
び
参
考
文
献

一
五
〇

ｔ
　
渡
辺
誠
「
縄
文
時
代
の
漁
業
」
考
古
学
選
書
七
　
　
（
昭
和
四
八
年
）

2
.
　
乙
益
重
隆
・
前
川
威
洋
「
縄
文
後
期
文
化
－
九
州
Ｉ
」
新
版
考
古
学
講
座
三
（
昭
和
四
七
年
）

ｉ
　
賀
川
光
夫
・
他
「
深
堀
遺
跡
」
人
類
学
考
古
学
研
究
報
告
一
月
（
昭
和
四
二
年
）

4
.
　
永
井
昌
文
・
他
「
山
鹿
貝
塚
」
山
鹿
貝
塚
調
査
団
（
昭
和
四
七
年
）

5
.
　
小
田
富
士
雄
「
榎
坂
遺
跡
」
日
本
考
古
学
年
報
二
四
（
昭
和
四
八
年
）

6
.
　
岡
崎
敬
・
他
「
宗
像
大
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
昭
和
四
五
年
度
調
査
概
要
」
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
（
昭
和
四
六
年
）

ｚ
（
ａ
）
　
　
「
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
緊
急
発
掘
調
査
概
報
」
長
崎
県
教
育
事
報
一
モ
八
月
　
　
（
昭
和
四
六
年
）

ｚ
（
こ
　
正
林
謹
「
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
」
日
本
考
古
学
年
報
二
四
　
　
（
昭
和
四
八
）

ｚ
（
こ
　
正
林
謹
・
馬
場
哲
良
「
つ
ぐ
め
の
は
な
遺
跡
の
概
要
」
長
崎
県
考
古
学
会
会
報
二
　
　
（
昭
和
四
九
年
）

8
.
　
水
野
清
一
・
小
林
行
雄
編
「
も
り
（
鈷
）
」
図
解
考
古
学
辞
典
　
（
昭
和
三
四
年
）

（
ｘ
　
農
商
務
省
水
政
局
編
「
日
本
水
産
油
採
訪
下
巻
」
　
　
（
大
正
元
年
）

１
０
　
註
１
に
同
じ

1
1 .

　
甲
野
勇
「
生
産
用
具
」
日
本
考
古
学
講
座
三
　
　
　
（
昭
和
三
一
年
）

1
2 .

　
石
製
の
「
鈷
」
な
い
し
は
「
括
先
」
と
推
定
さ
む
る
石
器
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
な
い
よ
う
で
あ
り
、
名
称
に
つ
い
て
も
明

　
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
側
辺
が
鋸
歯
状
を
呈
す
る
ａ
ぼ
三
角
形
を
し
た
石
器
に
つ
い
て
は
、
遥
先
状
石
器
』
（
佐
原
貞
「
縄
文
農
耕
に



　
関
す
る
諸
問
題
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
三
、
昭
和
四
三
）
、
『
鋸
歯
尖
頭
器
』
　
（
註
2
0
）
、
『
鋸
歯
鈷
先
』
　
（
註
１
８
）
、
な
ど
と
呼
称
さ
れ

　
て
い
る
。

１
３
　
浜
田
耕
作
・
他
「
肥
前
国
有
喜
貝
塚
発
掘
報
告
」
人
類
学
雑
誌
四
一
－
一
　
　
（
大
正
一
五
年
）

1
4 .

（
こ
　
杉
山
寿
栄
男
「
筑
前
鐘
ケ
崎
の
絹
綾
土
器
」
考
古
学
五
Ｉ
四
　
　
（
昭
和
九
年
）

１
４
（
ｂ
）
　
田
中
幸
夫
「
北
九
州
の
縄
文
土
器
」
考
古
学
雑
誌
二
六
一
七
　
（
昭
和
一
一
年
）

１
５
　
註
ろ
に
同
じ

16.
１７

註
４
に
同
じ

註
６
に
同
じ

1
8
。
　
前
川
威
洋
・
木
村
幾
多
郎
「
天
神
山
貝
塚
」
志
摩
町
文
化
財
調
査
報
告
書
一
　
　
（
昭
和
四
九
年
）

禄
（
ａ
）
　
長
崎
県
教
育
庁
文
化
課
「
里
田
原
遺
跡
の
あ
ら
ま
し
」
　
　
（
昭
和
四
八
年
）

栓
（
こ
　
長
崎
県
教
育
委
員
会
｛
里
田
原
遺
跡
展
Ｉ
弥
生
工
人
の
”
‥
｝
ら
Ｉ
」
　
　
（
昭
和
画
○
年
）

栓
（
こ
　
長
崎
県
教
育
委
員
会
「
里
田
原
遺
跡
」
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
二
画
　
　
（
昭
和
３
一
年
）

20.

萩
原
博
文
・
久
原
巻
二
「
九
州
西
北
部
の
石
鋸
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
に
つ
い
て
」
古
代
文
化
二
七
－
四
　
　
（
昭
和
五
〇
年
）

2
1 .
（
ａ
）
　
坂
本
経
亮
・
坂
本
経
昌
「
天
草
の
古
代
」
　
　
（
昭
和
四
六
言

2
1 .

（
ｂ
）
　
坂
田
邦
洋
　
「
縄
文
時
代
に
関
す
る
研
究
、
北
久
根
山
式
土
器
の
設
定
」
考
古
学
論
叢
ミ
　
（
昭
和
五
〇
年
）

2
2
　
鹿
町
工
業
高
校
の
本
山
久
雄
教
諭
の
教
示
に
よ
る
。

2
3
　
別
府
大
学
学
生
（
現
佐
賀
県
文
化
課
嘱
託
）
森
田
孝
志
氏
の
教
示
に
よ
る
。

史
　
学
　
諭
　
叢

一
五
一



ｉ

　
　
　
　
石
　
　
鈷
　
し
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
ニ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

2
4 .

　
萩
原
博
文
編
「
金
柑
茶
屋
第
二
遺
跡
－
周
辺
の
遺
跡
」
平
戸
市
土
地
開
発
公
社
・
平
戸
市
教
育
委
員
会
　
（
昭
和
七
百
）

2
5
　
麻
生
優
「
下
本
山
岩
陰
」
佐
世
保
市
教
育
委
員
会
　
（
昭
和
四
七
年
）

2
6 .

　
坂
田
邦
洋
「
韓
国
隆
起
文
土
器
の
研
究
」
　
　
（
昭
和
亘
二
年
）

こ
　
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
「
西
之
餉
遺
跡
」
鹿
児
島
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
八
　
（
昭
和
酒
三
年
）

2
8 .

（
ａ
）
　
清
野
謙
次
「
薩
摩
国
日
置
郡
西
垣
米
村
大
字
川
上
字
宮
の
後
貝
塚
」
日
本
貝
塚
の
研
究
（
昭
。
和
四
四
年
）

2
8
（
ｂ
）
　
　
池
上
啓
介
「
鯨
骨
を
出
土
さ
せ
る
石
器
時
代
遺
跡
」
史
前
学
雑
誌
五
１
三
　
（
昭
和
八
年
）

箆
　
註
５
に
同
じ

肌
　
賀
川
光
夫
「
脇
岬
貝
塚
」
日
本
考
古
学
年
報
二
四
　
　
（
昭
和
四
八
年
）

配
　
九
州
大
学
西
谷
正
助
教
授
、
九
州
大
学
大
学
院
田
中
良
之
氏
・
同
宮
内
克
己
氏
の
教
示
に
よ
る
。

氾
　
桑
山
龍
進
氏
の
教
示
に
よ
る
。

5
5 .
　
清
野
謙
次
「
河
内
国
南
河
内
郡
道
明
寺
村
字
国
府
遺
跡
」
日
本
日
塚
の
研
究
　
（
昭
和
四
四
年
）

5
4 .

（
ａ
）
　
横
山
将
三
郎
「
釜
山
府
絶
影
島
東
三
洞
貝
塚
報
告
」
史
前
学
雑
誌
五
一
四
　
　
（
昭
和
八
年
）

5
4

.
（
ｂ
）
　
及
川
民
次
郎
「
南
朝
鮮
牧
ノ
島
東
三
洞
貝
塚
」
考
古
学
四
一
五
　
（
昭
和
八
年
）

5
5 .
　
有
光
教
一
　
「
朝
鮮
迎
日
湾
外
海
底
発
見
の
打
製
石
器
」
考
古
学
雑
誌
且
一
丁
四
　
（
昭
和
一
八
年
）

5
6.
　
塞
ノ
神
式
・
相
田
式
と
呼
称
さ
れ
る
土
器
と
器
形
の
面
で
は
一
致
す
る
が
、
文
様
構
成
の
上
で
は
違
い
が
指
摘
さ
れ
ろ
。
す
な
わ
ち
貝
殻
文

　
系
の
塞
ノ
細
流
土
器
は
叙
説
復
縁
な
ど
に
よ
る
剰
突
文
、
押
引
文
な
ど
は
口
縁
部
に
、
格
子
状
の
箆
描
文
は
胴
部
に
そ
れ
ぞ
れ
施
文
さ
れ
る
の
が

　
普
通
で
あ
る
が
、
当
遺
跡
に
お
い
て
は
逆
転
し
た
も
の
が
存
在
し
地
方
色
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

ｊ
Ｔ
ｊ



　
　
河
口
貞
徳
「
塞
ノ
神
式
土
器
」
鹿
児
島
考
古
六
　
　
（
昭
和
四
七
年
）

兄
　
註
７
（
ａ
）
　
・
７
（
ｂ
）
　
・
７
（
こ
に
同
じ

5
8 .

（
ａ
）
　
清
水
宗
昭
「
石
材
か
ら
ゐ
た
九
州
先
土
器
時
代
の
問
題
田
剥
片
石
器
原
石
の
分
布
」
速
見
考
古
二
・
三
（
昭
和
四
七
年
）

砥
（
こ
　
藁
科
哲
男
・
他
「
螢
光
ｘ
線
分
析
法
に
よ
る
サ
ス
カ
イ
ト
石
器
の
原
産
地
推
定
一
」
考
古
学
と
自
然
科
学
一
〇
　
昭
和
酒
二
年
）

Ｒ
（
ａ
）
　
下
川
達
弥
「
佐
世
保
市
東
浜
淀
姫
発
見
の
黒
曜
石
産
地
」
若
木
考
古
七
四
　
　
（
昭
和
四
〇
年
）

Ｒ
（
ｂ
）
　
註
3
8
（
ａ
）
に
同
じ

4
0

.
　
名
取
武
光
「
ア
イ
ヌ
の
原
始
狩
漁
具
△
ハ
ナ
レ
▽
と
其
の
地
万
相
（
補
遺
）
」
ア
イ
ヌ
と
考
古
学
８
　
（
昭
和
四
七
年
）

4
1

.
（
ａ
）
　
須
田
院
次
「
海
洋
科
学
」
　
　
（
昭
和
八
年
）

4
1 .
（
ｂ
）
　
　
日
本
水
産
学
会
編
集
「
対
馬
暖
流
１
海
洋
構
造
と
漁
業
」
水
産
学
シ
リ
ー
ズ
五
　
　
（
昭
和
四
九
年
）

4
2 .

（
ａ
）
　
久
保
伊
津
男
「
水
産
資
源
名
論
」
水
座
学
全
集
一
四
　
（
昭
和
三
六
年
）

4
2 .
（
こ
　
和
田
長
三
「
漁
の
し
ら
べ
」
　
　
（
昭
和
一
三
年
）

4
5 .
（
ａ
）
　
註
4
2
（
ａ
）
に
同
じ

低
（
こ
　
内
田
　
監
修
「
脊
椎
動
物
（
Ⅳ
）
哺
乳
類
」
動
物
系
統
分
類
学
一
〇
下
　
（
昭
和
三
八
年
）

4
4 .

　
三
島
格
「
鯨
の
脊
椎
骨
を
利
用
せ
る
土
器
製
作
台
に
つ
い
て
」
古
代
学
一
〇
Ｉ
一
　
　
（
昭
和
三
七
年
）

4
5 .

　
東
光
治
「
統
万
葉
動
物
考
」
　
　
（
昭
和
丁
八
年
）

4
6 .
　
ハ
幡
一
郎
監
修
「
石
器
・
骨
角
器
」
現
代
日
本
考
古
学
　
　
（
昭
和
四
四
年
）

以
　
水
野
清
一
・
小
林
行
雄
編
「
く
じ
ら
（
鯨
）
」
図
解
考
古
学
辞
典
　
（
昭
和
三
四
年
）

史
　
学
　
論
　
叢

一
五
三



48.48.収

石
　
　
鈷
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
ニ
ー

（
ａ
）
　
註
4
5
に
同
じ

（
こ
　
東
光
治
「
万
葉
動
物
考
」
　
　
（
昭
和
一
〇
年
）

註
４
０
に
同
じ

一
五
四

5
0 .

（
ａ
）
　
桑
山
龍
進
「
五
島
の
石
鋸
に
つ
い
て
」
日
本
考
古
学
協
会
研
究
発
表
要
旨
八
　
（
昭
和
二
六
年
）

5
0 .
（
ｂ
）
　
芹
沢
長
介
「
周
辺
文
化
と
の
関
連
」
日
本
の
考
古
学
二
　
（
昭
和
四
〇
年
）

5
0 .
（
こ
　
賀
川
光
夫
「
北
九
州
西
北
部
に
ゐ
ら
れ
る
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
に
つ
い
て
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ご
ハ
・
一
七
　
（
昭
和
四
三
年
）

5
0 .
（
ａ
）
　
註
2
0
に
同
じ

5
1 .
　
水
野
清
一
・
小
林
行
雄
編
「
カ
ラ
カ
ミ
遺
跡
」
図
解
考
古
学
辞
典
　
（
昭
和
三
四
年
）

5
2 .

　
山
崎
純
男
「
九
州
地
万
に
お
け
る
貝
塚
研
究
の
諸
問
題
」
九
州
考
古
学
の
諸
問
題
　
（
昭
和
五
〇
年
）

腿
　
註
１
に
同
じ

5
4 .

　
田
中
良
之
「
縄
文
時
代
西
北
九
州
の
離
頭
鈷
頭
に
つ
い
て
」
Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｉ
Ｅ
Ｒ
　
一
　
　
（
昭
和
唇
二
年
）

5
5 .

　
橘
昌
信
「
縦
長
剥
片
Ｉ
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
こ
史
学
論
叢
九
　
（
昭
和
五
三
年
）

5
6 .
　
横
山
浩
一
・
佐
原
真
　
「
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
資
料
目
録
１
」
　
　
（
昭
和
三
五
年
）

Ｒ
　
志
佐
輝
彦
「
竜
王
縄
文
文
化
遺
跡
調
査
概
報
」
教
育
佐
賀
ハ
ー
　
　
（
昭
和
三
三
年
）

5
8
　
甲
野
勇
「
貝
塚
鎖
談
」
史
前
学
雑
誌
三
一
五
（
昭
和
六
年
）

Ｓ
　
西
健
一
郎
・
他
「
荒
田
比
貝
塚
」
大
牟
田
市
教
育
委
員
会
　
（
昭
和
四
五
年
）

6
0 .
　
坂
本
経
亮
「
古
閑
原
貝
塚
調
査
抄
報
」
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
六
」
　
　
（
昭
和
二
七
年
）



61.

（
ａ
）
　
田
辺
哲
夫
「
熊
本
県
玉
名
郡
尾
田
貝
塚
」
日
本
考
古
学
年
報
一
五
　
（
昭
和
四
二
年
）

飢
（
こ
　
坂
田
邦
洋
「
曽
畑
式
土
器
に
関
す
る
研
究
Ｉ
尾
田
貝
塚
」
　
　
（
昭
和
四
九
年
）

6
2 .

　
坪
井
清
足
「
御
領
貝
塚
の
発
掘
調
査
」
城
南
町
史
資
料
篇
　
（
昭
和
四
〇
年
）

6
3 .

　
西
田
道
世
・
他
「
阿
高
貝
塚
」
城
南
町
文
化
財
調
査
報
告
　
（
昭
和
五
三
年
）

必
　
清
野
謙
次
「
肥
後
国
下
益
城
郡
当
尾
村
大
野
貝
塚
」
日
本
貝
塚
の
研
究
　
（
昭
和
四
四
年
）

旅
　
林
田
重
幸
「
対
馬
志
多
留
貝
塚
の
動
物
骨
に
つ
い
て
」
対
馬
の
考
古
学
　
（
昭
和
五
一
年
）

砥
　
金
子
浩
昌
「
住
吉
平
貝
塚
の
脊
椎
動
物
の
遺
存
体
」
対
馬
の
遺
跡
　
（
昭
和
五
〇
年
）

屁
　
山
本
愛
三
「
壱
岐
原
の
辻
遺
跡
の
貝
類
」
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
三
一
　
　
（
昭
和
五
二
年
）

6
8 .

　
鈴
木
重
治
「
五
島
遺
跡
調
査
報
告
１
三
井
楽
貝
塚
」
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
二
　
（
昭
和
三
九
年
）

旅
　
坂
田
邦
洋
「
曽
畑
式
土
器
に
関
す
る
研
究
‐
江
湖
貝
塚
」
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図版３　つぐめのはな遺跡の石鈷(皿)



図版４　つぐめのはな遺跡の石鈷(Ⅲ)
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図版５　つぐめのはな遺跡の石話(Ⅳ)
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図版６　つぐめのはな遺跡の石話(Ｖ)
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図版７－１　つぐめのはな遺跡の近景（対岸は平戸島）

図版７－２　つぐめのはな遺跡とハエ崎の遠景（平戸瀬戸の海上から）



図版８つぐめのはな遺跡出土の縄文式土器
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