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西
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州
に
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け
る
縄
文
時
代
の
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器
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一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
お
い
て
、
後
期
旧
石
器
時
代
の
「
石
刃
」
あ
る
い
は
「
石
刃
状
剥
片
」
と
形
態
的
に
極
め
て
類

似
し
た
黒
曜
石
製
の
剥
片
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
剥
片
に
対
し
て
「
縦
長
剥
片
」
な
る
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
こ
の
縦
長
剥
片
は
、
佐
賀
県
・
長
崎
県
・
福
岡
県
を
中
心
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
西
北
九
州
地
域
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
お
い
て

出
土
し
て
お
り
、
遺
跡
数
は
五
〇
個
所
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
数
は
こ
の
地
域
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
数
か
ら
考
え
て
、
か
な
り
普
遍

的
な
存
在
と
み
な
さ
れ
る
。
縄
文
時
代
は
約
八
千
年
間
続
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
間
が
早
期
・
前
期
・
中
期
・
後
期
・
晩
期
と
五

期
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
縦
長
剥
片
は
こ
の
五
期
の
中
で
、
中
期
と
後
期
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
、
前
期
・
晩
期
に
は
少
な
い
。
な
お

早
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
縄
文
時
代
の
中
・
後
期
を
主
体
と
し
て
、
西
北
九
州
一
帯
の
縄
文
時
代
遺
跡
に
は
、
黒
曜
石
製
の
縦
長
剥
片
、
お

よ
び
そ
れ
を
素
材
に
用
い
た
石
器
群
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
石
器
群
を
持
つ
文
化
に
対
し
て
、
「
縦
長
剥
片
石
器
文
化
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ず
お
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
・
３

い
う
仮
称
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
文
化
は
、
「
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
た
剥
片
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縄
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四
四

鏃
・
石
組
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
・
つ
ま
み
形
石
器
、
石
鈷
な
ど
西
北
九
州
以
外
の
地
域
の
縄
文
文
化
で
は
、
ほ
と
ん
ど
認
め
る
こ
と

が
出
来
な
い
石
器
群
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
群
の
ほ
か
に
も
、
西
北
九
州
型
の
結
合
式
釣
針
や
土
器
底
部
の
海
棲

　
　
　
　
　
　
　
1
0

哺
乳
類
骨
の
圧
痕
な
ど
、
縄
又
時
代
の
中
・
後
期
の
時
期
以
外
で
は
皆
無
に
近
い
状
態
で
あ
り
、
し
か
も
西
北
九
州
の
地
域
に
お
い
て
集

中
的
な
出
土
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
遺
物
が
一
遺
跡
で
す
べ
て
揃
う
わ
け
で
な
く
、
時
期
的
に
全
く
同
時
に
存
在
す
る
も
の

で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
分
布
域
が
常
に
重
な
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ヽ
こ
れ
ら
の
遺
物
が
、
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
剥
離
技

術
を
基
礎
と
す
る
縦
長
剥
片
石
器
文
化
を
構
成
す
る
上
で
の
重
要
な
要
素
に
な
り
得
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
縦
長
剥
片
石
器
文
化
を
構
成
す
る
剥
片
石
器
と
し
て
挙
げ
た
中
で
、
石
鋸
と
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
は
組
合
せ
石
器
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
特
に
注
目
さ
れ
る
・
す
な
わ
ち
、
こ
の
石
器
は
普
通
に
み
ら
れ
る
石
器
の
よ
う
に
単
独
に
用
い
る
の
で
は

な
く
、
複
数
の
石
器
を
骨
製
あ
る
い
は
木
製
の
柄
（
シ
″
フ
ト
）
の
側
辺
に
装
着
し
て
使
用
さ
れ
る
組
合
せ
道
具
の
刃
部
に
な
る
の

で
あ
る
。
組
合
せ
道
具
と
し
て
の
石
鋸
や
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
を
考
え
る
上
で
、
必
要
不
可
欠
な
石
器
と
し
て
「
彫
器
」
Ｕ
ｒ
ａ
ｖ
ｊ
ｎ
ｇ
よ
ｏ
ｌ

の
存
在
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
骨
や
木
の
シ
ャ
フ
ト
の
側
縁
に
沿
っ
て
細
い
溝
を
彫
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
こ
の
溝
を
彫

る
以
外
に
も
、
各
種
の
木
器
や
骨
角
器
を
製
作
す
る
過
程
で
、
彫
っ
た
り
・
削
っ
た
り
す
る
石
器
（
道
具
）
の
存
在
は
大
い
に
考
え

ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
小
論
で
は
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
彫
器
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に

縦
長
剥
片
石
器
文
化
の
石
器
財
の
一
要
素
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
行
な
い
た
い
。

彫
器
（
グ
レ
イ
バ

｜（二）

ビ
ュ
ア
リ
ン
）
は
世
界
的
に
み
て
、
後
期
旧
石
器
時
代
に
発
達
し
た
代
表
的
な
剥
片
石
器
の
一
つ
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

特
に
ョ
ー
ロ
。
パ
に
お
い
て
は
、
彫
器
の
発
達
と
呼
応
し
て
、
骨
髪
・
角
髪
・
牙
髪
の
各
種
の
道
具
が
出
現
し
て
く
る
　
ま
た
フ
ラ

ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
に
お
い
て
は
洞
窟
壁
画
が
み
ら
れ
、
こ
れ
も
彫
器
の
盛
行
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
骨
角
器
や
壁
画
の
存
在
が

彫
器
と
し
て
の
石
器
を
注
目
さ
せ
、
彫
器
の
機
能
や
用
途
を
逆
に
示
唆
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
後
期
旧
石
器
時

代
（
先
土
器
時
代
）
に
も
彫
器
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
石
器
が
存
在
し
て
い
る
。
特
に
東
日
本
の
旧
石
器
時
代
の
諸
遺
跡
に
顕
著
で
あ

る
が
、
西
北
九
州
の
遺
跡
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
彫
器
は
一
部
の
特
殊
な
も
の
を
の
ぞ
い
て
、
大
部
分
は
剥
片
を
素
材
に
用
い
て
お
り
、
そ
の
剥
片
の
端
部
に
細
長
い
樋
状
の
剥
離

　
（
樋
状
剥
離
）
に
よ
っ
て
彫
刀
自
（
彫
刻
刀
自
）
が
設
け
ら
れ
た
石
器
で
あ
る
。
彫
器
が
そ
の
名
称
を
示
す
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て

い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
認
定
は
他
の
多
く
の
石
器
と
同
様
に
困
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
彫
刀
自
の
有
無
が
彫
器
の
判
断
の
基
準

に
な
っ
て
い
る
。
彫
刀
自
が
設
け
ら
れ
た
石
器
で
あ
る
彫
器
は
、
彫
刀
自
の
先
端
や
そ
の
縁
辺
お
よ
び
縁
辺
に
接
す
る
自
に
使
用
の

結
果
残
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
刃
こ
ぼ
れ
や
擦
痕
が
観
察
さ
れ
、
彫
刀
自
が
こ
の
石
器
の
刃
部
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
彫
器
の
分
類
で
は
、
彫
刀
自
の
作
り
出
さ
れ
る
位
置
や
彫
刀
自
を
設
け
る
際
の
打
自
の
状
態
な
ど
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い

　
1
2

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彫
器
は
後
期
旧
石
器
時
代
の
石
器
組
成
の
重
要
な
一
員
で
あ
り
、
形
態
的
・
技
術
的
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

い
る
。
ま
た
そ
の
機
能
や
用
途
に
つ
い
て
も
使
用
痕
の
微
視
的
な
観
察
か
ら
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
一
方
、
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
、
彫
刀
面
が
設
け
ら
れ
た
石
器
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
比
較
的
新
ら
し
く
、
昭
和

四
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
彫
器
は
縄
文
時
代
に
普
遍
的
に
堅
ら
れ
る
石
器
と
比
較
し
て
、
形
態
的
・
技
術
的
に
極

め
て
特
殊
で
あ
る
こ
と
や
、
遺
跡
で
の
出
土
頻
度
が
低
い
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
縄
文
時
代
の
彫
器
に
つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど

進
展
し
て
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
最
近
、
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
遺
跡
の
報
告
書
に
散

　
　
　
史
　
学
　
論
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彫
器
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

発
的
で
あ
る
が
彫
器
の
報
告
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
西
北
九
州
の
遺
跡
で
出
土
と
し
て
い
る
具
体
的
な
彫
器
に
ま
ず
焦
点
を
あ
て

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
彫
器
を
出
土
し
て
い
る
遺
跡
は
一
八
個
所
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
遺
跡
の
彫
器
と
、
石
器

組
成
、
時
期
な
ど
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

　
1
.
　
柏
田
遺
跡
（
福
岡
県
春
日
市
上
白
水
）

　
縄
文
時
代
後
期
中
葉
を
主
体
と
す
る
時
期
の
遺
構
・
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
土
器
の
出
土
量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
石

器
の
数
、
特
に
黒
曜
石
製
の
剥
片
石
器
が
卓
越
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
点
近
い
石
器
の
う
ち
、
そ
の
約
九
割
が
黒
曜
石
製
の
剥
片
石

器
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
主
要
な
石
器
と
し
て
は
、
石
鏃
、
つ
ま
み
形
石
器
、
刃
器
、
削
器
・
昼
前
、
石
組
な
ど
が
あ
る
。
ほ
か
に
、
サ

イ
ド
ブ
レ
イ
ド
こ
口
形
状
石
器
な
ど
の
組
合
せ
道
具
の
刃
部
と
考
え
ら
れ
る
石
器
が
四
一
点
あ
る
。
問
題
と
な
る
彫
器
は
、
そ
の
認

定
に
一
抹
の
不
安
を
残
す
も
の
を
含
め
て
二
九
点
も
出
土
し
て
お
り
、
確
実
に
彫
器
と
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
も
二
〇
点
を
数
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
彫
器
を
出
土
し
て
い
る
他
の
遺
跡
の
大
半
が
∇
犬
一
点
で
、
多
く
て
も
五
～
六
点
と
い
う
出
土
状
況
か
ら
考
え
て
、
極

め
て
異
例
と
言
え
よ
う
。
典
型
的
な
彫
器
を
図
示
し
て
、
そ
の
特
徴
を
述
べ
る
。

　
①
～
⑩
は
柏
田
遺
跡
出
土
の
彫
器
で
、
旧
石
器
（
先
土
器
）
時
代
の
彫
器
・
彫
刻
刀
と
全
く
同
様
な
方
法
で
製
作
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
比
較
的
厚
み
の
あ
る
縦
長
剥
片
を
素
材
に
用
い
、
剥
片
の
側
辺
に
沿
っ
て
桶
状
剥
離
を
施

し
て
彫
刀
自
を
作
っ
て
い
る
。
彫
刀
自
が
作
り
出
さ
れ
る
位
置
と
彫
刀
自
を
設
け
る
際
の
打
自
の
状
態
か
ら
五
類
に
大
別
で
き
る
。
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彫
器
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
①
～
⑤
は
縦
長
剥
片
の
平
坦
な
顔
を
打
面
に
し
て
、
そ
の
一
端
か
ら
楯
状
剥
離
を
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
単
打
彫
刻
刀

（
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｌ
ｅｂ
ｌ
ｏ
ｗＧ
ｒ
ａ
ｖ
ｅ
ｒ
）
　
と
か
、
側
刃
型
彫
器
と
呼
ば
れ
る
。
―
類
と
し
て
お
く
。
打
面
に
用
い
ら
れ
た
平
坦
な
面
は
、

素
材
の
剥
片
の
剥
離
作
業
で
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
断
日
面
（
折
れ
面
）
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
打
面
形
成
と
い
う
目
的
で
意

図
的
に
折
断
し
た
と
判
断
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
④
の
平
坦
な
打
面
は
剥
片
の
主
要
剥
龍
顔
と
並
行
す
る
方
向
１
彫
刀
面
と
は
直
交

す
る
Ｉ
で
の
折
断
と
考
え
ら
れ
る
。
⑤
は
④
と
は
逆
に
、
主
要
剥
離
面
と
直
行
す
る
方
向
で
の
折
断
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
④
は
彫

刀
面
と
反
対
の
一
側
辺
に
丹
念
な
調
整
加
工
が
施
さ
れ
、
削
器
の
刃
部
が
作
ら
れ
て
い
る
。
彫
器
と
削
器
の
複
合
石
器
で
あ
る
。

　
⑥
⑦
は
Ｉ
類
の
よ
う
に
、
彫
刀
面
を
設
け
る
た
め
の
平
坦
な
打
面
を
持
っ
て
な
く
、
彫
刀
自
が
素
材
の
一
部
を
斜
め
に
横
切
っ
て

い
る
彫
器
で
、
斜
刃
型
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
Ｉ
類
と
し
て
お
く
。
⑦
は
彫
刀
面
と
逆
の
一
側
辺
の
主
要
剥
離
面
側
に
浅

い
鱗
状
の
調
整
が
行
わ
れ
て
お
り
、
削
器
を
か
ね
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

　
⑧
～
⑩
は
彫
刀
自
を
設
け
る
た
め
の
打
面
に
調
整
の
剥
離
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
角
形
彫
刻
刀
（
A
n
g
l
e
‐
G
r
a
v
e
r
）

で
あ
る
。
⑧
⑨
は
打
面
の
調
整
剥
離
が
両
面
に
行
わ
れ
て
い
る
。
⑩
は
打
面
と
彫
刀
自
が
交
じ
わ
る
部
位
と
、
主
要
剥
離
面
の
中
央

に
使
用
痕
が
観
察
さ
れ
る
。
⑧
～
⑩
を
ｍ
類
と
す
る
。

　
⑥
～
⑩
は
素
材
と
し
た
剥
片
の
両
側
縁
に
彫
月
面
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
樋
状
剥
離
の
打
面
形
成
が
、
楯
状
剥
離
面
と
反
対

の
方
向
か
ら
の
楯
状
剥
離
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彫
月
面
が
互
い
に
交
叉
す
る
こ
と
に
な
り
、
山
形
に
尖
っ
た

刃
先
と
な
る
。
Ｆ
・
Ｉ
示
よ
Ｆ
ｇ
と
分
類
さ
れ
る
彫
器
と
類
似
し
て
い
る
。
交
叉
刃
型
と
も
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
Ⅳ
類
と
す

　
⑧
は
彫
刀
自
が
主
要
剥
離
西
側
に
大
き
く
ね
じ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
彫
器
は
彫
月
面
が
側
縁
に
沿
っ
て
設
け
ら



れ
て
い
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
Ｆ

ｈ
ｔ
ｅ
Ｇ
ｒ
ａ
ｖ
ｅ
ｒ
　
（
半
折
彫
刻

刀
）
、
あ
る
い
は
平
刃
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
こ
れ

を
Ｖ
Ｉ
類
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
柏
田
遺
跡
で
は
五
類
に
大
別
さ
れ
る
彫
器
が

出
土
し
て
お
り
、
す
べ
て
黒
曜
石
製
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
彫
器
は

い
ず
れ
も
、
後
期
旧
石
器
時
代
の
彫
器
の
中
に
認
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
と
符
合
す
る
彫
器
が
、
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
に

腿
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。
以
下
、
拍
田
遺
跡
出
土
の

彫
器
の
分
類
に
ル
￥
が
っ
て
、
各
遺
跡
の
彫
器
を
観
察
す
る
。

　
２
　
岩
下
洞
穴
（
長
崎
県
佐
世
保
市
松
瀬
町
）

　
岩
下
洞
穴
で
は
彫
器
が
、
―
明
か
ら
一
点
、
�
層
か
ら
三
点
、

Ⅳ
ｂ
明
、
Ｖ
’
明
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
点
出
土
し
て
い
る
。
各
明
の
時

間
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
そ
の
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
遺

物
、
特
に
土
器
型
式
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
各
層
と
も
か
な
り
時
間
的
な
差
を
持
つ
土
器
が
同
一
層
か
ら

出
土
し
て
い
る
た
め
、
彫
器
の
時
期
決
定
に
は
明
確
さ
を
欠
く
。

そ
れ
で
、
彫
器
出
土
の
各
層
に
つ
い
て
は
、
層
位
的
な
事
実
を
基
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彫
器
　
Ｉ
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
１

本
に
土
器
型
式
と
そ
の
出
土
量
、
石
器
組
成
な
ど
か
ら
極
め
て
概

略
的
に
な
る
が
、
主
体
と
な
る
時
期
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
把

握
し
て
お
く
。
Ｉ
綱
は
縄
文
時
代
後
期
、
Ⅲ
綱
は
中
期
～
前
期
、

Ⅳ
ｂ
層
は
前
期
？
早
期
、
ｙ
層
も
前
期
～
早
期
。

　
⑩
は
Ｉ
層
出
土
の
彫
器
で
、
黒
曜
石
製
の
縦
長
剥
片
を
素
材
に

用
い
て
い
る
。
縦
長
剥
片
の
末
端
に
小
さ
な
調
整
を
行
い
、
そ
こ

を
打
面
と
し
て
二
条
の
樋
状
剥
離
に
よ
っ
て
彫
刀
面
を
形
作
っ
て

い
る
。
彫
器
ｍ
類
で
あ
る
。

　
⑩
～
⑩
は
�
層
山
上
の
彫
器
で
、
や
は
り
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片

Ｉ
ｆ じ

７
　
　

↓

　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
１

―屈
に
じ

ｊ
↓ゝ
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五
〇
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%

　
‐
　
　
　
２

‘
既
闘
Ｖ

６
ｍ
ｗ

庶
しシ

が
素
材
に
な
っ
て
い
る
。
⑩
は
彫
刀
自
を
昨
る
た
め
の
打
自
に
調

整
が
施
さ
れ
て
い
る
。
Ⅲ
類
。
⑥
は
縦
長
剥
片
の
打
自
と
逆
な
位
　
　
　
１
１
″
’
口
。
　
　
・
゛
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
／
　
　
　
　
‐

置
の
平
坦
な
自
か
ら
一
側
辺
に
沿
っ
て
樋
状
剥
離
が
施
さ
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
ｙ
　
　
　
　
1
5

る
Ｉ
類
の
彫
器
で
あ
る
。
⑩
は
上
下
の
両
端
か
ら
、
素
材
を
斜
め

に
た
ち
切
る
よ
う
な
彫
刃
向
か
設
け
ら
れ
て
い
る
。
異
方
向
か
ら
の

二
条
の
彫
月
面
は
側
縁
中
央
で
接
し
て
い
る
。
―
類
の
彫
器
と
し

て
分
類
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
上
端
側
縁
の
主
要
剥
雑
記
に
調

整
が
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
彫
月
面
と
の
関
連
が
問
題
と
な
ろ

／
ｆ

／
＆

　
　
　
　
　
Ｑ
ｙ
　
／
　
　
ｚ
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う
。
�
層
出
土
の
石
器
の
中
に
、
石
鋸
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
と
判
断
で
き
る
も
の
が
存
在
す
る
。

　
⑩
は
Ⅳ
ｂ
圖
出
土
。
彫
刀
面
の
形
作
る
た
め
の
打
面
に
小
さ
な
調
整
剥
離
が
施
さ
れ
て
お
り
、
�
類
彫
器
に
分
類
さ
れ
る
。
素
材

に
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
層
の
石
器
組
成
の
中
に
は
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
た
石
器
が
少
な
い
。

　
⑩
は
Ｖ
ふ
珊
出
土
で
、
こ
れ
ま
で
五
点
の
彫
器
が
い
ず
れ
も
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
表
裏
の
一
部
に
自

然
面
が
残
っ
て
い
る
。
彫
刀
面
は
平
担
な
打
面
か
ら
の
楯
状
剥
離
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
彫
器
！
類
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、

素
材
が
特
殊
な
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　
岩
下
洞
穴
で
は
前
～
早
期
と
考
え
ら
れ
る
層
か
ら
二
点
の
彫
器
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
が
は
た
し
て
前
期
な
の
か
、
早
期
な
の
か

そ
れ
と
も
他
の
時
期
の
所
産
か
。
こ
れ
は
縄
文
時
代
の
彫
器
を
考
え
る
上
で
、
特
に
そ
の
出
自
や
系
譜
を
究
明
す
る
上
で
重
要
な
問

題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6
1
7

　
３
　
四
箇
周
辺
遺
跡
（
福
岡
市
西
区
四
箇
田
）

　
四
箇
Ａ
地
点
　
縄
文
時
代
後
期
後
半
の
低
湿
地
の
遺
跡
で
一
部
泥
炭
層
が
あ
る
。
土
器
・
石
器
な
ど
の
好
資
料
が
豊
富
で
あ
り
、

石
器
の
中
で
は
黒
曜
石
製
の
剥
片
石
器
の
占
め
る
率
が
高
い
。
種
類
と
し
て
は
、
剥
片
鏃
を
含
む
石
鏃
・
掻
削
器
・
刃
器
・
つ
ま
み

形
石
器
・
石
錐
、
そ
れ
に
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
・
彫
器
な
ど
が
存
在
す
る
。

　
物
⑩
は
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
を
素
材
に
、
平
担
な
一
端
を
打
面
に
し
た
彫
刀
面
が
一
側
縁
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
彫
刀
面
の
打
面

に
は
彫
刀
面
と
直
交
す
る
方
向
で
の
リ
ン
グ
が
観
察
さ
れ
、
意
図
的
な
折
断
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。
楯
状
剥
離
は
二
点
と
も
短
い
。

　
四
個
Ｊ
Ｉ
？
・
地
点
　
弥
生
時
代
中
期
の
遺
構
・
遺
物
と
縄
文
時
代
後
期
を
主
体
と
す
る
土
器
・
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
縄
文

時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
る
剥
片
石
器
で
は
、
黒
曜
石
製
の
石
鏃
・
刃
器
・
掻
削
器
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
・
模
形
石
器
な
ど
が
量
的
に
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勝
っ
て
い
る
。
他
に
は
つ
ま
み
形
石
器
・
石
鏃
・
石
匙
・
尖
頭
器
な
ど
が
あ
る
・

　
⑩
は
黒
曜
石
裂
の
小
形
の
彫
器
で
、
一
側
縁
に
彫
刀
自
を
設
け
て
い
る
。
彫
刀
自
の
打
自
に
は
小
さ
な
調
整
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　
四
箇
Ｊ
Ｉ
1
0
Ｉ
地
点
　
リ
ー
地
点
と
隣
接
し
て
お
り
、
古
墳
・
弥
生
時
代
の
遺
構
遺
物
と
、
そ
の
下
層
か
ら
縄
文
時
代
後
期
・
前

期
の
土
器
・
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
遺
物
の
量
は
少
な
く
、
石
器
も
同
様
で
あ
る
。
前
期
の
剥
片
石
器
で
は
石
鏃
・
石
組
・
掻
器

・
尖
頭
状
石
器
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
が
数
は
数
点
ず
つ
と
極
め
て
少
な
い
。
そ
れ
に
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
た
石
器
が
認
ら
れ
な

い
。
後
期
の
剥
片
石
器
も
や
は
り
少
量
し
か
出
土
し
て
い
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
縦
長
剥
片
を
用
い
た
刃
器
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
、
喫

形
石
器
な
ど
が
あ
る
。

　
⑩
は
縄
文
時
代
前
期
の
轟
式
土
器
や
曽
畑
式
土
器
に
共
伴
し
た
彫
器
で
あ
る
。
黒
曜
石
製
の
不
定
形
な
横
長
剥
片
を
素
材
に
用
い

て
、
そ
の
二
辺
に
楯
状
剥
離
が
施
さ
れ
て
彫
刀
自
を
形
成
し
て
い
る
。
彫
刀
自
が
交
叉
し
て
お
り
、
Ⅳ
類
の
彫
器
に
分
類
で
き
る
。

縄
文
時
代
前
期
の
確
実
な
資
料
で
あ
り
、
し
か
も
縦
長
剥
片
が
用
い
ら
れ
て
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
四
箇
東
遺
跡
　
縄
文
時
代
後
期
後
半
の
低
湿
地
の
遺
跡
で
あ
り
、
出
土
遺
物
の
内
容
や
時
期
に
つ
い
て
は
、
四
箇
Ａ
地
点
と
ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
。
石
器
は
黒
曜
石
製
の
剥
片
石
器
が
顕
著
で
、
石
鏃
、
刃
器
、
つ
ま
み
形
石
器
、
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
、
掻
削
器
、
喫
形

石
器
な
ど
が
存
在
す
る
。

　
⑩
は
黒
曜
石
製
の
縦
長
剥
片
を
素
材
し
て
、
こ
の
素
材
の
末
端
側
か
ら
の
楯
状
剥
離
に
よ
っ
て
短
い
彫
刀
自
を
作
っ
て
い
る
。
彫

刀
自
の
打
自
に
は
調
整
が
施
さ
れ
て
お
り
、
彫
器
の
Ⅲ
類
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
⑩
⑩
は
平
担
な
自
を
打
自
に
し
て
、
一
側
辺
に
沿

っ
た
楯
状
剥
離
に
よ
っ
て
、
彫
刀
自
が
作
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
⑩
は
下
端
か
ら
の
細
長
い
楯
状
剥
離
が
見
ら
れ
る
。
箆
）
は
上
端
か

ら
の
楯
状
剥
離
が
両
側
辺
に
施
さ
れ
、
さ
ら
に
下
端
の
一
側
辺
に
も
短
い
楯
状
剥
離
が
施
さ
れ
て
い
る
。
三
個
所
の
彫
刀
自
の
打
自

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
彫
器
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

に
は
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
厨
）
は
厚
昧
の
あ
る
剥
片
の
一
側
辺
に
沿
っ
て
彫
刀
自
が
設
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
打
自
に
は
調
整
が
施
さ
れ
て
い
る
。
Ⅲ
類
彫
器
。

　
⑩
は
大
小
五
条
の
彫
刀
自
が
先
端
の
ほ
ぼ
中
央
で
交
叉
し
て
い
る
彫
器
で
、
Ⅳ
類
と
し
て
分
類
し
た
彫
器
の
典
型
的
な
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
４
　
深
原
遺
跡
（
福
岡
県
筑
紫
郡
那
珂
川
町
）

　
深
厚
遺
跡
は
縄
文
時
代
早
期
の
押
型
文
土
器
を
主
体
と
す
る
大
遺
跡
で
あ
る
。
縄
文
時
代
早
期
の
遺
物
の
ほ
か
、
前
期
、
後
期
、

そ
れ
に
ご
く
少
量
で
あ
る
が
中
期
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
当
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
大
量
の
石
器
の
大
半
は
、
縄
文
時
代
早

期
～
前
期
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
。
地
点
に
よ
っ
て
は
、
後
期
の
土
器
に
共
伴
す
る
黒
曜
石
製
の
刃
器
や
つ
ま
み
形
石
器
が
存
在
す

る
。
彫
器
は
四
点
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
明
確
な
時
期
に
つ
い
て
は
明
か
で
な
い
。

　
⑩
は
黒
曜
石
製
の
縦
長
剥
片
を
素
村
に
、
そ
の
一
側
辺
に
沿
っ
て
彫
刀
自
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
彫
刀
自
が
打
自
と
接
す
る
部
位

が
欠
損
し
て
い
る
が
、
平
坦
な
自
を
そ
の
ま
ま
打
自
と
し
て
利
用
し
た
、
Ｉ
類
の
彫
器
で
あ
ろ
う
。
こ
の
彫
器
の
時
期
は
縄
文
時
代

後
期
と
考
え
ら
れ
る
。
⑩
～
⑩
の
彫
器
は
い
ず
れ
か
の
自
に
黒
曜
石
の
自
然
自
を
も
っ
て
お
り
、
厚
昧
の
あ
る
不
定
形
な
剥
片
が
素

材
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
～
三
条
の
彫
刀
自
は
側
縁
か
ら
表
裏
ど
ち
ら
か
の
自
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
彫
刀
自
を
設
け
る
際
の
打
自

の
状
態
は
、
⑩
は
自
然
自
を
、
⑩
緋
は
一
回
の
剥
離
に
よ
る
早
世
な
剥
離
自
を
そ
れ
ぞ
れ
利
用
し
て
い
る
。
⑩
⑩
は
Ｉ
類
、
⑩
は
Ｉ

類
と
さ
れ
る
。
こ
の
三
点
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
～
早
期
が
予
想
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

　
５
　
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
（
長
崎
県
西
彼
杵
郡
西
海
町
）

　
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
は
長
崎
県
西
彼
杵
半
島
の
北
端
に
位
置
す
る
縄
文
時
代
晩
期
の
遺
跡
で
あ
る
。
縄
文
時
代
の
石
器
は
一
八
○

ｙ

警
…
…
作
に
　
　
わ
ｙ
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彫
器
　
Ｉ
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

点
で
あ
り
、
石
鏃
が
最
も
多
く
、
次
に
石
斧
、
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
、
掻
器
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
当
遺
跡
の
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
は
一
五

点
あ
り
ヽ
好
資
料
で
あ
る
。
彫
器
は
五
点
出
土
し
て
お
り
、
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
た
も
の
と
、
不
定
形
な
剥
片
を
使
用
し
た
も
の

と
が
存
在
す
る
。

　
⑩
は
縦
長
剥
片
を
使
用
し
た
も
の
で
、
彫
刀
自
を
設
け
る
た
め
の
打
自
は
調
整
さ
れ
て
お
り
、
一
側
辺
に
沿
っ
て
楯
状
剥
離
が
施

さ
れ
て
い
る
。
⑩
も
や
は
り
縦
長
剥
片
を
素
材
に
用
い
、
一
剥
片
に
彫
刀
自
を
作
っ
て
い
る
。
楯
状
剥
離
の
打
自
の
一
部
に
自
然
自

を
残
す
が
、
彫
刀
自
と
の
接
点
に
は
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。
⑩
⑩
共
に
�
類
の
彫
器
で
あ
る
。
魯
は
や
や
不
定
形
な
剥
片
の
自
然

面
を
打
自
に
し
て
、
両
側
辺
に
彫
刀
自
を
形
成
し
て
い
る
。
彫
器
の
Ｉ
類
に
分
類
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
Ｊ

　
６
　
宮
下
遺
跡
（
長
崎
県
南
松
浦
郡
富
江
町
）

　
宮
下
遺
跡
は
、
五
島
列
島
の
福
江
島
の
南
端
に
位
置
す
る
縄
文
時
代
の
貝
塚
で
、
縄
文
時
代
後
期
を
主
体
に
、
中
期
・
前
期
の
遺

物
が
出
土
し
て
い
る
。
縄
文
時
代
後
期
の
剥
片
石
器
は
縦
長
剥
片
を
使
用
し
た
も
の
が
多
い
。
彫
器
は
一
点
あ
り
、
石
鋸
も
一
点
出

土
し
て
い
る
。

　
嶮
）
は
黒
曜
石
製
の
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
て
、
打
自
と
逆
の
一
端
に
、
左
右
か
ら
彫
刀
自
が
交
叉
す
る
よ
う
に
楯
状
剥
離
が
施
さ

れ
て
い
る
。
彫
器
Ｗ
類
の
典
型
的
な
資
料
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

　
７
　
下
本
山
岩
陰
（
長
崎
県
佐
巨
保
市
ド
本
山
町
）

　
下
本
山
岩
陰
は
縄
文
時
代
前
期
の
遺
跡
で
、
曽
畑
式
土
器
の
好
資
料
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
石
器
の
大
半
は
剥
片
石
器
で
あ

る
が
、
石
材
は
黒
曜
石
と
ほ
ぼ
同
じ
量
、
安
山
岩
・
玄
武
岩
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
石
器
の
種
類
は
石
鏃
・
掻
削
器
・
使
用
痕
の
あ

る
剥
片
な
ど
が
量
的
に
多
く
、
ほ
か
に
つ
ま
み
形
石
器
、
石
組
、
彫
㈲
な
ど
が
あ
る
。
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Ｆ

　
　
　
彫
器
　
Ｉ
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
⑩
～
⑥
は
黒
曜
石
製
の
剥
片
の
側
辺
に
沿
っ
て
彫
刀
自
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
⑩
⑥
は
縦
長
剥
片
の
長
軸
に
沿
っ
て
で
あ

る
が
、
⑩
は
剥
片
を
た
ら
切
る
よ
う
に
彫
刀
自
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
彫
刀
自
を
施
す
た
め
の
打
自
は
調
整
さ
れ
て
い
な

い
。
彫
器
Ｉ
類
に
分
類
で
き
る
。
⑩
～
⑩
は
二
方
向
か
ら
交
叉
す
る
彫
刀
自
に
よ
っ
て
尖
っ
た
刃
部
が
形
成
さ
れ
て
い
る
Ⅳ
類
彫
器

で
あ
る
。
素
材
は
い
ず
れ
も
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
を
用
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
８
　
深
刻
遺
跡
（
長
崎
県
長
崎
市
深
刻
町
）

　
深
刻
遺
跡
は
弥
生
時
代
と
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
、
縄
文
時
代
は
晩
期
と
後
期
の
二
時
期
あ
り
、
遺
物
は
後
期
の
も
の
が
多
い
。
晩

期
の
剥
片
石
器
に
彫
器
と
模
形
石
器
が
あ
る
。
後
期
に
も
や
は
り
彫
器
・
喫
形
石
器
が
あ
り
、
ほ
か
に
サ
ィ
ド
ブ
レ
ィ
ド
・
石
鋸
・

鋸
歯
状
の
石
鈷
も
出
土
し
て
い
る
。

　
⑩
は
縄
文
時
代
後
期
の
彫
器
で
、
自
然
自
を
一
部
に
も
つ
厚
手
の
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
を
素
材
に
使
用
し
て
い
る
。
彫
刀
自
は
自

然
自
を
打
自
と
し
て
、
一
側
辺
に
沿
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
彫
器
の
Ｉ
類
に
分
類
さ
れ
る
。

　
⑩
は
縄
文
時
代
晩
期
の
彫
刻
刀
で
、
彫
刀
自
を
設
け
る
た
め
の
打
自
は
表
裏
共
、
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。
黒
曜
石
製
。
皿
類
に

分
類
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
2
3

　
９
　
鈴
桶
遺
跡
（
佐
賀
県
伊
万
里
市
二
里
町
）

　
鈴
桶
遺
跡
は
黒
曜
石
製
の
縦
長
剥
片
（
刃
器
・
刃
器
状
剥
片
）
と
鈴
桶
型
石
核
を
多
量
に
出
土
し
た
遺
跡
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い

る
。
遺
物
は
先
の
剥
片
・
石
核
の
ほ
か
、
先
土
器
（
旧
石
器
）
時
代
の
ナ
イ
フ
形
石
器
、
尖
頭
器
、
掻
削
器
と
共
に
彫
器
様
石
器
が

出
土
し
て
い
る
。
こ
の
彫
器
様
石
器
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
素
材
の
縦
長
剥
片
や
剥
片
鏃
の
存
在
か
ら
縄
文
時
代
の
所
産
と
判
断
さ

れ
る
。



　
⑥
は
形
の
整
っ
た
縦
長
剥
片
の
打
自
と
は
逆
の
一
端
に
、
素
材
を

斜
め
に
横
切
る
よ
う
な
彫
刀
自
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
彫
器
―
類
の

典
型
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

　
1
0
　
大
道
端
遺
跡
（
福
岡
県
山
門
郡
瀬
高
町
）

　
大
道
端
遺
跡
の
縄
文
時
代
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
出
土
土
器
よ
り

中
期
末
か
ら
晩
期
終
末
ま
で
に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
主
体
と
な

る
時
期
は
後
期
前
葉
か
ら
中
葉
と
晩
期
前
葉
か
ら
中
葉
に
か
け
て
で

あ
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
石
鏃
、
掻
削
器
、
石
斧
、
喫

形
石
器
、
そ
れ
に
一
点
の
彫
器
な
ど
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
縄
文
時

代
後
期
と
晩
期
の
両
者
が
考
え
ら
れ
る
。

　
翁
）
は
メ
ノ
ウ
製
の
横
長
剥
片
を
素
材
に
、
そ
の
一
端
か
ら
二
条
の

樋
状
剥
離
を
施
し
て
彫
刀
自
を
作
っ
て
い
る
。
打
自
の
調
整
が
な
く

斜
め
方
向
に
彫
刀
自
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
Ｉ
類
に
分
類
で

き
る
。
メ
ノ
ウ
と
い
う
石
材
、
そ
れ
に
極
め
て
大
形
で
あ
る
点
で
特

異
な
存
在
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

　
１
１
　
沖
ノ
島
社
務
所
前
遺
跡
（
福
岡
県
宗
像
郡
玄
海
町
）

　
沖
ノ
島
社
務
所
前
遺
跡
の
縄
文
時
代
の
時
期
は
、
前
期
、
中
期
そ

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢

三白
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彫
器
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

れ
に
晩
期
の
三
時
期
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
晩
期
の
剥
片
石
器
九
点
の
中
に
一
点
彫
器
が
含
ま
れ
て
い
る
。
玄
海
灘
の
孤
島
と
い
う
立

地
の
遺
跡
の
出
土
だ
け
に
興
味
が
も
た
れ
る
。

　
⑩
は
黒
曜
石
の
剥
片
の
主
要
剥
離
両
側
の
一
端
に
二
条
の
彫
刻
刀
自
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
打
自
は
特
に
調
整
さ
れ
て
い
な
い
。

彫
器
の
ｙ
類
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

　
1
2
　
元
松
原
遺
跡
（
福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣
町
）

　
元
松
原
遺
跡
は
縄
文
時
代
前
期
後
葉
と
後
期
前
葉
を
中
心
と
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
後
期
の
剥
片
石
器
の
中
に
彫
器
が
Ｉ
点
存
在
す

　
⑩
は
黒
曜
石
の
剥
片
を
素
材
に
、
そ
の
一
端
に
調
整
を
施
し
て
彫
月
面
の
打
自
を
準
備
し
て
い
る
。
彫
月
面
は
比
較
的
短
い
。
こ

の
彫
刀
自
が
設
け
ら
れ
て
い
る
側
辺
と
反
対
の
一
辺
は
、
丹
念
な
調
整
が
施
さ
れ
、
削
器
の
月
部
を
形
作
っ
て
い
る
。
彫
器
と
削
器

の
複
合
石
器
で
あ
る
。
彫
器
は
�
類
に
分
類
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7

　
1
3
　
岩
谷
口
第
一
岩
陰
遺
跡
（
長
崎
県
北
松
浦
郡
世
知
原
町
）

　
岩
谷
口
第
二
石
階
遺
跡
は
福
井
洞
穴
や
岩
下
洞
穴
に
隣
接
し
て
存
在
す
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
。
縄
文
時
代
早
期
か
ら
晩
期

の
各
時
期
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
黒
曜
石
製
の
級
長
剥
片
を
素
材
に
し
た
剥
片
鏃
・
鋸
歯
状
の
石
鏃
・
つ
ま
み
形
石
器
・
月
器

な
ど
と
共
に
三
点
の
彫
器
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
剥
片
石
器
の
時
期
は
他
の
多
く
の
石
器
と
同
様
、
不
明
で
あ
る
。
た
だ
当

遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
土
器
の
数
量
か
ら
す
れ
ば
、
縄
文
時
代
前
期
の
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　
膳
は
分
厚
い
黒
礎
石
の
剥
片
を
素
材
に
、
剥
片
の
梁
担
な
面
を
彫
月
面
の
打
自
と
し
て
、
一
側
辺
に
沿
っ
て
細
長
い
樋
状
剥
離
が

施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
逆
の
一
端
で
は
彫
月
面
の
末
端
を
打
自
に
利
川
し
て
、
三
条
の
短
い
樋
状
剥
離
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。



彫
刀
面
の
状
態
か
ら
分
類
す
れ
ば
Ｉ
類
と
Ⅳ
類
の
両
者
に
区
分
さ
れ

る
・
物
は
厚
手
の
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
を
用
い
て
、
末
端
の
平
担
な

菌
を
打
菌
に
し
た
彫
刀
菌
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
類
の
彫
器
で
あ

る
・
物
物
の
主
要
剥
雑
菌
の
一
部
に
不
規
則
な
細
か
い
擦
痕
が
残
さ

れ
て
お
り
、
彫
器
の
用
途
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
。
物
は
小
形
の

彫
器
で
、
黒
曜
石
の
薄
手
の
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
て
い
る
。
彫
刀

面
は
上
下
の
両
端
に
施
さ
れ
て
お
り
、
彫
刀
菌
の
打
菌
は
上
下
と
も

に
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。
�
類
の
彫
器
と
し
て
分
類
で
き
る
。

　
岩
谷
口
第
二
岩
陰
遺
跡
　
第
二
石
階
遺
跡
と
約
二
百
米
ほ
ど
離
れ

た
位
置
に
所
在
す
る
縄
文
時
代
の
岩
陰
遺
跡
で
あ
る
。
彫
器
は
一
点

出
土
し
て
お
り
、
共
伴
土
器
か
ら
晩
期
の
可
能
性
が
強
い
。
ほ
か
の

石
器
と
し
て
は
、
石
鏃
・
削
器
・
つ
ま
み
形
石
器
な
ど
が
出
土
し
て

い
る
が
、
そ
の
数
は
少
な
い
。
不
定
形
な
黒
曜
石
製
の
剥
片
と
共
に

少
数
で
あ
る
が
縦
長
剥
片
が
み
ら
れ
る
。
物
は
こ
の
級
長
剥
片
を
素

材
に
利
用
し
た
彫
器
で
あ
る
。
一
側
辺
の
上
端
に
彫
刀
菌
の
打
菌
が

準
備
さ
れ
、
二
条
の
彫
刀
菌
が
設
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
逆
に
、
も

う
一
方
の
側
辺
に
沿
っ
て
下
端
の
方
向
か
ら
彫
刀
菌
が
形
成
さ
れ
て

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢

が
対

辺
一
節
ｎ
鳩

所
沢

１

　
３

偽
り
ぶ
戸
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彫
器
　
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
１

お
り
、
打
自
は
や
は
り
調
整
し
て
い
る
。
両
側
辺
の
ほ
ぼ
中
央
に
は

使
用
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
刃
こ
ぼ
れ
が
観
察
さ
れ
る
。
彫
器
の
Ⅲ

類
で
あ
る
。

　
以
上
、
①
？
⑩
ま
で
の
資
料
は
縄
文
時
代
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
剥
片
の
一
端
に
彫
刀
自
を
も
つ
石
器
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
一
三
遺
跡
以
外
で
、
彫
刀
自
を
設
け
て
い
る
石
器
が
出
土
し
て

い
る
遺
跡
と
し
て
、
次
の
六
個
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

　
縄
文
時
代
の
後
期
の
遺
跡
と
し
て
は
、
長
崎
県
脇
岬
遺
跡
　
福
岡

　
　
　
　
　
2
9

県
榎
坂
貝
塚
が
あ
る
。
こ
の
両
遺
跡
か
ら
は
彫
器
の
ほ
か
に
、
サ
イ

ド
ブ
レ
イ
ド
・
石
鋸
が
出
土
し
て
い
る
。
一
方
、
晩
期
の
遺
跡
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
2

佐
賀
県
宇
木
阪
田
遺
跡
、
長
崎
県
小
浜
遺
跡
福
岡
県
十
郎
川
遺
跡

が
あ
る
。
ま
た
、
後
期
あ
る
い
は
晩
期
の
遺
跡
で
は
、
福
岡
県
千
里

　
　
　
　
　
3
3

シ
ビ
ナ
遺
跡
が
あ
る
。

　
現
在
、
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
遺
跡
の
一
九
遺
跡
で
、
彫
器
が
山

上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

蜃
子
犬
斑
）
は
先
の
彫
器
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
経
文
時
代
の

薦
ビ

Ａ
緊

ｔ
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蜀
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剥
片
石
器
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
剥
片
の
一
端
に
尖
っ
た
刃
部
を
持
っ

て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
尖
っ
た
刃
部
は
上
方
あ
る
い
は
側
方
か

ら
の
細
く
短
か
い
複
数
の
調
整
剥
離
に
よ
っ
て
形
昨
ら
れ
て
い
る
。

刃
部
の
調
整
剥
離
は
小
さ
な
彫
刀
自
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

尖
っ
た
先
端
と
そ
の
周
辺
に
、
石
組
と
は
異
な
る
使
用
痕
が
観
察
さ

れ
る
。
細
長
い
彫
刀
自
を
も
つ
石
器
と
同
様
の
機
能
・
用
途
が
予
測

さ
れ
る
。
翁
）
上
等
の
石
器
は
彫
器
の
Ⅵ
類
と
し
て
把
握
す
る
。
こ
れ

ら
の
石
器
は
す
べ
て
縄
文
時
代
後
期
の
時
期
の
所
産
で
あ
る
。

　
⑩
上
陽
は
「
曽
根
型
石
核
」
　
「
ピ
エ
ス
・
エ
ス
キ
ー
。
」
あ
る
い

は
「
喫
形
石
器
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
縄
文
時
代
の
石
器
で
あ
る
。

こ
の
石
器
は
上
端
お
よ
び
下
端
か
ら
の
大
小
の
細
長
い
剥
離
面
が
認

ら
れ
る
。
縦
断
面
は
紡
錘
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
細
長
い
剥

離
面
と
同
時
に
、
両
端
に
は
短
い
ス
テ
ッ
プ
フ
レ
イ
キ
ン
グ
が
顕
著

で
あ
る
。
上
・
下
両
端
の
多
く
に
は
使
用
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
潰

痕
や
磨
痕
が
観
察
さ
れ
る
。
以
上
の
様
な
特
徴
か
ら
こ
れ
ら
の
石
器

は
、
喫
の
よ
う
な
機
能
・
用
途
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢

顔
守

融
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Ｖ

鴻
引
四

⑤　
■
％
゛
７
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彫
器
　
Ｉ
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
Ｉ

模
形
石
器
は
骨
や
木
を
対
象
に
し
た
彫
器
と
関
連
の
深
い
石
器
で
あ
ろ
う
。

六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
以
上
の
よ
う
に
、
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
石
器
の
中
に
、
先
土
器
（
旧
石
器
）
時
代
の
彫
器
と
全
く
同
様
な
石
器
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
遺
跡
数
は
何
ら
か
の
形
で
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
で
一
四
個
所
、
報
告
は
さ
れ
て
い
な
い
が
明
か
に
出
土
し
て
い
る

も
の
六
個
所
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
資
料
数
は
六
〇
点
を
越
え
て
い
る
。
（
表
１
）

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
彫
器
の
時
期
は
後
・
晩
期
が
圧
倒
的
に
多
く
、
ま
た
素
材
の
大
半
が
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
を
用
い
て
い
る
。
彫

器
は
西
北
九
州
一
帯
の
縄
文
時
代
後
半
の
「
縦
長
剥
片
石
器
文
化
１
‐
を
構
成
す
る
石
器
群
の
Ｉ
つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

彫
器
の
素
材
で
、
深
原
遺
跡
や
岩
下
洞
穴
ｙ
層
出
土
の
も
の
で
は
、
縦
長
剥
片
が
用
ら
れ
て
な
い
。
実
は
、
こ
の
両
遺
跡
出
土
の
彫

器
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
縄
文
時
代
早
期
な
い
し
前
期
の
時
期
が
考
え
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
四
箇
遺
跡
Ｊ
Ｉ
1
0
Ｉ
地
点
の

彫
器
も
黒
曜
石
の
縦
長
剥
片
が
素
材
に
も
ち
い
ら
れ
て
な
い
。
こ
れ
は
縄
文
時
代
前
期
の
確
実
な
資
料
で
あ
る
。

　
彫
器
の
時
期
と
素
材
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
期
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
・
晩
期
で
は
縦
長
剥
片
が
使
用
さ
れ
、
早
・
前

期
で
は
縦
長
剥
片
以
外
の
素
材
が
選
択
さ
れ
て
い
た
と
い
う
一
つ
の
傾
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
西
北
九
州
の
縄
文
時

代
に
認
ら
れ
る
彫
器
は
、
黒
曜
石
製
の
縦
長
剥
片
を
素
材
に
用
い
て
発
達
し
た
石
器
の
Ｉ
つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、

縦
長
剥
片
石
器
文
化
が
盛
行
す
る
以
前
の
縄
文
時
代
早
期
・
前
期
に
も
存
在
し
た
石
器
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
早
・
前
期
に
お
け
る
彫
器
の
存
在
は
彫
器
の
出
自
と
い
う
重
要
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
彫
器
で
、

も
っ
と
も
占
い
も
の
と
し
て
、
先
に
も
挙
げ
た
岩
下
洞
穴
の
Ｗ
ｂ
層
、
ｙ
胴
、
そ
れ
に
深
原
遺
跡
の
彫
器
が
あ
る
。
こ
の
両
遺
跡
の



遺　跡　名

時

期

　彫
　器

点　分
数　類

模　サ　　石　　縦

形　イブ　　　　　長
　´　ドレ石　　イ　　　　剥

器　　ド　鋸　片

1.　柏　田　遺　跡

2.　岩　　下　洞　穴

3.四箇周辺遺跡

　　　　Ａ地点

　　　　J－1o i地点

　　　　J－1ol地点

　　　　四箇東遺跡

4.　深　原　遺　跡

5.ケイマンゴー遺跡

6.宮　下　遺　跡

7.　下　本　山　岩　陰

8.　深　堀　遺　跡

9，　鈴　　桶　遺　跡

10.大　遺　端　遺　跡

11.　沖ノ島社務所前遺跡

12.　元　松　原　遺　跡

13.　岩谷口第１岩陰遺跡

　　　岩谷口第２岩陰遺跡

14.　脇　岬　遺　跡

15.　榎　坂　遺　跡

16，宇木版田遺跡

17.　小　浜　遺　跡

18.十　郎　川　遺　跡

19.　千里シビナ遺跡

20.　山　　鹿　貝　塚

後　期

後　期

中～後期

前～早期

後　期

後　期

前　期

後　期

後　期

前～中期

晩　期

後　期

前　期

後　期

晩　期

後期（?）

後・晩期

晩　期

後　期

前期（?）

晩　期

後　期

後　期

晩　期

晩　期

晩　期

後・晩期

後期（?）

２０　１～Ⅵ

１　Ⅲ

３　１～Ⅲ

２　１・ｌ

２　１

１　Ⅲ

１　Ⅳ

５　目ｌ･Ⅳ

１　１

３　１・ｌ

５　１・狙

１　ＩＶ

５　１　・Ⅳ

１　１・Ⅵ

１　�

１　１１

１　１

１　Ｖ

１　Ⅲ

３　１・�

１　Ⅲ

１　Ⅵ

　　　○　　　　　○

　　　　　　　　　　○

　　　○　　○　　○

　　　　　　　　　　○

　　　○　　　　　○

○　　○　　　　　○

　　　　　　　　　○

○　　○　　　　　○

　　　　　　　　　○

　　　○　　○　　○

　　　　　　○　　○

　　　　　　　　　○

○　　○　　○　　○

○　　　　　　　　○

　　　　　　　　　○

○

　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　○

　　　○　　○　　○

　　　○　　○　　○

　　　○

　　　○　　　　　○

　　　○　　　　○

　　　　　　　　　○

史
　
学
　
論
　
叢

◇
」
…
…
…
。
。
。
。
一

心

六
五

西北九州における縄文時代の彫器出土遺跡一覧表１



　
　
　
彫
器
　
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
　
五
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

彫
器
は
早
期
あ
る
い
は
前
期
の
可
能
性
が
極
め
て
強
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
早
期
な
の
か
、
あ
る
い
は
前
期
な
の
か
の
決
め
手
を
欠

い
て
い
る
。
そ
れ
に
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
縄
文
時
代
後
期
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
遺
跡
に
対
し
て
、

四
箇
遺
跡
Ｊ
Ｉ
1
0
Ｉ
地
点
出
土
の
彫
器
は
、
縄
文
時
代
前
期
後
半
の
轟
式
土
器
・
曽
畑
式
土
器
に
共
伴
し
た
資
料
で
あ
り
、
も
っ
と

も
古
い
時
期
の
確
実
な
彫
器
と
言
え
る
。

　
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
縄
文
時
代
早
期
の
時
期
の
確
実
な
資
料
は
な
く
、
後
期
旧
石
器
時
代
の
彫
器
と
の
関
連
を
積
極
的
に
結
び

つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
次
に
彫
器
の
用
途
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彫
器
の
刃
部
の
先
端
お
よ
び
彫
刀
面
と
主
要
剥
離
面
と
が
接
す
る
エ
。
ヂ
を
中
心
に
使

用
痕
が
観
察
さ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
使
用
痕
の
あ
り
万
は
、
後
期
旧
石
器
時
代
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
彫
器
の
具
体

的
な
用
途
や
対
象
物
に
つ
い
て
は
明
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
木
器
や
骨
角
器
な
ど
の
加
工
具
の
Ｉ
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
各
種
の
石
器
の
柄
な
ど
の
製
作
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
お
い
て
彫
器
と
共
に
出
土
し
て
い
る
石
器
に
、
組
合
せ
道
具
と
考
え
ら
れ
る
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド

や
石
鋸
、
そ
れ
に
石
鈷
が
あ
り
、
ま
た
樹
影
石
器
な
ど
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
は
彫
器
の
存
在
と
深
い
関
連
を
も
ち
、
西
北
九
州

に
お
け
る
縦
長
剥
片
石
器
文
化
を
構
成
し
て
い
る
重
要
な
要
’
素
と
考
え
る
。
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文
献

Ｌ
　
橘
昌
信
「
縦
長
剥
片
１
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
一
１
」
史
学
論
叢
九
　
一
九
七
八

ｚ
　
杉
原
荘
介
・
戸
沢
充
則
・
横
田
義
章
「
九
州
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お
け
る
特
殊
な
刃
器
技
法
」
考
古
学
雑
誌
五
一
土
二
　
ー
九
六
六

ふ
　
横
田
義
章
「
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
一
剥
片
石
器
群
」
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
二
　
ー
九
七
六

ｔ
　
下
川
達
弥
「
剥
片
鏃
考
」
長
崎
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
一
　
一
九
七
三

ｉ
　
萩
原
博
文
・
久
原
巻
二
「
九
州
西
北
部
の
石
鋸
・
サ
ィ
ド
ブ
レ
イ
ド
に
つ
い
て
」
古
代
文
化
二
七
１
四
　
一
九
七
五

吼
　
橘
昌
信
「
縦
長
剥
片
の
折
断
技
術
と
サ
イ
ド
ブ
レ
ィ
ド
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西
北
九
州
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お
け
る
縄
文
時
代
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石
器
研
究
四
ー
史
学
論
叢
コ
ー
　
一
九
八
一

一
　
片
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肇
「
い
わ
ゆ
る
『
つ
ま
み
形
石
器
』
に
つ
い
て
」
古
代
文
化
二
七
一
四
　
一
九
七
三

＆
　
橘
昌
信
「
石
鈷
ー
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
二
Ｉ
」
史
学
論
叢
一
〇
　
一
九
七
九

吼
　
渡
辺
誠
「
縄
文
時
代
の
漁
業
」
考
古
学
選
書
七
　
一
九
七
三

加
　
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
ー
一
　
一
九
六
二
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1
6 .
　

福
岡
市
教
育
委
員
会
「
福
岡
市
西
区
四
箇
周
辺
遺
跡
調
査
報
告
書
」
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
四
七
　
一
九
七
八

1
7
‐
　
福
岡
市
教
育
委
員
会
「
福
岡
市
西
区
四
箇
周
辺
遺
跡
調
査
報
告
書
」
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
六
三
　
一
九
八
一

１
８
　
福
岡
県
教
育
委
員
会
「
深
原
遺
跡
」
山
陽
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
ハ
　
ー
九
七
八

1
9
　
長
崎
県
教
育
委
員
会
「
ケ
ィ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
」
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
五
二
　
Ｉ
九
八
〇

２
０
．
　
賀
川
光
夫
「
宮
下
遺
跡
調
査
報
告
書
・
解
説
編
」
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
九
　
一
九
七
一

2
1
　
麻
生
優
「
下
本
山
岩
陰
」
佐
世
保
市
教
育
委
員
会
　
一
九
七
二

2
2
　
賀
川
光
夫
・
他
「
深
期
遺
跡
」
人
類
学
考
古
学
研
究
報
告
一
　
　
一
九
六
七

2
3
　
2
.
と
同
じ

2
4

.
　
福
岡
県
教
育
委
員
会
「
大
道
端
遺
跡
」
九
州
縦
貫
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
Ｍ
　
一
九
七
七

2
5
　
橘
昌
信
「
縄
文
時
代
の
石
器
」
宗
像
沖
ノ
島
　
一
九
七
九

２
６
　
岡
垣
町
教
育
委
員
会
「
元
松
原
遺
跡
」
岡
垣
町
文
化
財
調
査
報
告
書
４
　
一
九
八
一

2
7
‐
　
片
岡
肇
「
長
崎
県
北
松
浦
郡
世
知
原
町
岩
星
目
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
」
平
安
博
物
館
紀
要
六
　
一
九
七
六

２
８
　
賀
川
光
夫
「
脇
岬
貝
塚
」
日
本
考
古
学
年
報
二
四
　
一
九
七
三

2
9

.
　
少
田
富
士
雄
「
榎
坂
遺
跡
」
日
本
考
古
学
年
報
二
四
　
一
九
七
三

3
0

.
　
佐
賀
県
唐
津
市
に
所
在
す
る
貝
塚
を
伴
う
縄
文
時
代
晩
期
の
遺
跡
で
、
一
九
六
六
年
に
発
掘
が
実
施
さ
れ
て
い
る

3
1

.
　
賀
川
光
夫
「
九
州
西
北
部
に
み
ら
れ
る
サ
ィ
ド
ブ
レ
ィ
ド
に
つ
い
て
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
コ
ハ
　
ー
九
六
八

3
2

.
　
福
岡
市
西
区
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
一
九
八
一
年
に
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る

六

八



３
３
　
福
岡
市
西
区
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
一
九
七
七
年
福
岡
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

3
4

.
　
岡
村
道
雄
「
ピ
エ
ス
エ
ス
キ
ュ
に
つ
い
て
１
岩
手
県
大
船
渡
市
碁
遺
跡
出
土
資
料
を
中
心
と
し
て
」
東
北
考
古
学
の
諸
問
題
　
一
九
七
六

　
　
図
の
引
用

第
１
図
お
よ
び
第
２
図
は
註
１
４
よ
り

第
３
図
低
下
⑩
は
註
１
５
よ
り

第
４
図
物
資
夥
～
⑩
は
渡
辺
和
子
氏
に
よ
る
。
２
３
は
註
１
６
よ
り
。
２
４
は
註
１
７
よ
り
。

第
５
図
面
下
唇
は
註
１
８
よ
り
。
面
下
物
は
註
１
９
よ
り
。

第
６
図
⑩
よ
㈲
）
は
註
２
１
よ
り
。
物
は
註
２
よ
り
。

第
７
図
⑩
は
註
2
4
よ
り
。
⑩
は
註
２
６
よ
り
。

第
８
図
面
ｙ
唇
は
註
２
７
よ
り
。

第
９
図
唇
は
註
２
２
よ
り
。
唇
～
疸
）
は
註
１
４
よ
り
。

第
１
０
図
面
Ｔ
唇
は
註
２
４
よ
り
。
肩
息
）
は
註
２
２
よ
り
。

　
　
　
肩
息
）
は
註
1
6
よ
り
。
肩
）
は
註
１
７
よ
り
。

史
　
学
　
論
　
叢

六
九


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27

