
九
州
に
お
け
る
縄
文
農
耕
の
現
状

　
　
　
　
　
　
Ｉ
自
然
科
学
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー

橘

昌
　
信

　
　
は
じ
め
に

　
日
本
に
お
け
る
農
耕
の
起
源
の
問
題
は
、
単
に
考
古
学
の
分
野
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
弥
生
文
化
以
後
の
日
本
文
化
の
母
胎
を
育
む

基
盤
に
直
接
関
連
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
狩
猟
・
採
集
・
漁
挽
を
中
心
と
し
た
生
活
か
ら
、
農
耕
を
主
体
と
す
る
生
業
へ
の
転
換
は
、
人
類
の
生
活
や
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
ほ
ど
、
日
本
の
歴
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
農
耕
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど

の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
が
最
も
知
り
た
い
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
遺
跡
・
遺
物
を
主
と
し
た
考
古
学
研
究
は
も
と
よ
り
、
民
族
学
や
文
化
人
類
学
、
さ
ら
に
は
植
物
学
・
農
学

な
ど
の
自
然
科
学
分
野
、
と
く
に
顕
微
鏡
を
最
大
限
に
駆
使
し
て
の
具
体
的
な
栽
培
植
物
の
検
出
∴
問
定
な
ど
、
自
然
科
学
分
野
の
め
ざ

ま
し
い
成
果
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
中
心
に
、
九
州
に
お
け
る
縄
文
農
耕
の
現
状
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
一
、
二
つ
の
縄
文
農
耕
論

農
耕
が
弥
生
時
代
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
の
初
め
の

　
史
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縄
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森
本
六
爾
の
『
日
本
原
始
農
業
』
を
始
め
と
す
る
一
連
の
論
功
や
奈
良
県
唐
古
遺
跡
で
の
各
種
の
木
製
農
耕
具
の
発
見
、
さ
ら
に
、
昭
和

二
〇
年
前
後
の
静
岡
県
登
呂
遺
跡
の
調
査
に
よ
る
水
田
や
集
落
の
発
見
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
戦
後
も
、
弥
生
時

代
の
農
耕
に
関
す
る
好
資
料
が
数
多
く
発
見
ざ
れ
、
弥
生
文
化
即
農
耕
文
化
と
い
う
確
固
た
る
定
説
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
農
耕

の
起
源
は
弥
生
時
代
以
前
、
す
な
わ
ち
縄
文
時
代
の
農
耕
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
経
文
時
代
に
お
け
る
農
耕
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
農
耕
の
起
源
に
直
接
関
連
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
だ
け
に
、
戦

前
・
戦
後
を
通
じ
て
、
多
く
の
論
功
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
中
部
・
関
東
地
方
を
中
心
と
し
た
『
縄
文
中
期
農
耕
論
』
と
九

州
地
方
を
中
心
に
し
た
『
縄
文
後
・
晩
期
農
耕
論
』
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
期
農
耕
論
の
戦
前
の
代
表
者
と
し
て
、
大
山
柏
の
業
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
大
山
は
千
葉
県
勝
坂
遺
跡
出
土
の
多
量
の
打

製
石
斧
の
形
態
か
ら
、
木
を
切
る
石
斧
に
し
て
は
刃
部
が
鋭
く
な
い
こ
と
、
縦
断
面
が
湾
曲
し
て
手
斧
的
な
首
桶
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
土
を
掘
る
道
具
す
な
わ
ち
原
始
的
農
耕
作
業
で
の
耕
作
具
を
想
定
し
た
。
戦
後
、
こ
の
縄
文
中
期
農
耕
論
を
積
極
的
に
押
し
進
め
た
第

Ｔ
八
省
は
藤
森
栄
一
で
あ
る
。
原
始
的
な
焼
畑
陸
耕
の
仮
説
を
出
し
、
そ
の
後
も
ハ
ケ
岳
山
麓
周
辺
で
尖
石
遺
跡
・
井
戸
沢
遺
跡
・
曽
利

遺
跡
な
ど
で
代
表
さ
れ
る
発
掘
調
査
・
研
究
を
精
カ
的
に
行
っ
て
、
植
物
栽
培
の
起
源
や
縄
文
農
耕
を
よ
り
具
体
的
な
も
の
と
し
て
提
唱

し
た
。

　
一
方
、
縄
文
後
・
晩
期
農
耕
論
は
小
林
久
雄
・
坂
本
経
尭
ら
の
九
州
の
縄
文
文
化
研
究
の
大
先
達
よ
っ
て
問
題
提
起
が
行
な
わ
れ
た
こ

と
に
始
ま
る
。
小
林
は
西
平
式
・
御
領
式
土
器
の
時
期
に
、
そ
れ
以
前
に
ほ
と
ん
ど
認
め
る
こ
と
が
無
い
注
目
土
器
・
土
偶
・
土
製
勾
玉

さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
開
平
打
製
石
斧
な
ど
の
存
在
か
ら
、
原
始
農
耕
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
坂
本
も
熊
本
県
三
万
田
遺
跡
の
研
究

か
ら
縄
文
後
胤
の
畑
作
の
存
在
を
予
測
し
て
い
る
。

　
昭
和
三
十
五
年
前
後
に
は
、
『
西
北
九
州
総
合
調
査
特
別
委
員
会
』
が
日
本
考
古
学
協
会
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
一
連
の
調
査
研
究
に
よ



っ
て
、
縄
文
時
代
晩
期
終
末
か
ら
弥
生
時
代
初
頭
の
農
耕
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
大
石
遺
跡
で
代
表
さ
れ
る
阿
蘇
外
輪
山
東
側
の
火
山
灰
台
地
で
の
発
掘
調
査
を
継
続
的
に
実
施
し
た
菅
田
光
夫
は
、
大
陸
と

の
関
連
を
含
め
た
新
た
な
縄
文
農
耕
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、
後
期
後
半
か
ら
晩
期
に
か
け
て
出
現
す
る
黒
色
恋
研
土
器
と
中
国
竜
山
文

化
の
黒
陶
と
の
積
極
的
な
対
比
を
行
い
、
ま
た
、
後
・
晩
期
の
遺
跡
で
顕
著
に
出
土
す
る
開
平
打
製
石
器
（
石
鍬
、
石
包
丁
・
石
鎌
な
ど
ブ

を
そ
れ
ぞ
れ
農
耕
で
の
耕
作
具
、
収
穫
具
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
、
中
国
半
被
遺
跡
出
土
の
石
器
と
の
符
号
を
示
唆
し
た
。
皆
川
は
自

然
科
学
分
野
の
成
果
も
進
ん
で
取
り
入
れ
、
具
体
的
な
栽
培
植
物
と
し
て
、
ア
ワ
・
ヒ
エ
な
ど
の
雑
穀
類
を
考
え
、
焼
畑
に
よ
る
縄
文
時

代
後
・
晩
期
農
耕
の
存
在
を
想
定
し
た
。

　
　
ニ
、
初
期
稲
作
農
耕
の
遺
跡

　
縄
文
時
代
の
農
耕
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
縄
文
中
期
、
後
・
晩
期
で
の
可
能
性
の
追
究
と
と
も
に
、
一
方
で
は
、
弥
生
時
代
の
よ
り
古

い
段
階
で
の
農
耕
の
存
在
と
そ
の
あ
り
方
が
究
明
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
〇
年
代
に
は
、
弥
生
時
代
初
期
の
集
落
遺
跡
と
し
て
早
く
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
た
福
岡
市
板
付
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
縄
文
時
代
晩
期
終
末
と
考
え
ら
れ
る
水
田
遺
構
と
稲
作
の
痕
跡
が
発
見
さ

れ
た
。
板
付
遺
跡
で
は
弥
生
時
代
前
期
初
頭
（
板
付
一
式
）
の
水
田
跡
の
約
四
〇
セ
ン
チ
下
方
か
ら
縄
文
時
代
晩
期
終
末
（
攻
口
式
）
の

時
期
の
水
田
跡
が
発
弛
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
水
田
遺
構
は
、
幅
ニ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
水
路
井
堰
・
取
排
水
口
・
水
田
を
区
画
す

る
畔
畦
な
ど
が
、
棚
（
し
が
ら
み
）
　
・
杭
・
矢
板
列
な
ど
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
高
度
な
施
設
が
認
め
ら
れ
る
。
水
田
の
一
区
画
は
四
〇

〇
？
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
規
模
を
も
つ
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
構
と
共
に
木
製
農
具
類
や
収
穫
用
の
石
包
丁
な
ど

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
佐
賀
県
唐
津
市
菜
畑
遺
跡
に
お
い
て
も
同
様
に
、
縄
文
時
代
晩
期
の
稲
作
農
耕
に
関
す
る
遺
構
・
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
水
田
跡
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ブ
ふ
／
わ
才
に
ヌ
．
斟
丿
盾
封
亙
琴
が

二
四

は
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
山
ノ
寺
式
土
器
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
水
田
は
谷
の
出
口
付
近
に
作
ら
れ
た
一
区
画
が
約
二
八

平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
小
さ
な
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
谷
中
央
部
に
水
路
を
設
け
、
土
盛
り
の
畦
畔
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
菜
畑
遺
跡

で
は
縄
文
時
代
終
末
か
ら
弥
生
時
代
初
頭
の
水
田
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
多
数
の
矢
板
・
杭
を
用
い
た
大
型
の
水
路
、
堰
・
畦
畔
な

ど
整
っ
た
施
設
が
日
ｍ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
水
田
耕
作
に
関
係
す
る
豊
富
な
木
製
農
具
類
、
磨
製
石
器
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
北
部
九
州
に
お
い
て
は
板
付
遺
跡
・
菜
畑
遺
跡
の
他
に
も
、
初
期
の
稲
作
農
耕
に
関
す
る
遺
跡
と
し
て
、
福
岡
県
野
多
目
遺
跡
、
佐
賀

県
宇
水
阪
田
遺
跡
な
ど
が
存
在
し
、
我
が
国
に
お
け
る
初
期
の
稲
作
農
耕
の
様
相
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
縄
文
晩
期
後
半
な
い
し
は
終
末
の
時
期
の
初
期
稲
作
農
耕
が
は
た
し
て
九
州
に
お
け
る
縄
文
後
、
晩
期
の
い
わ
ゆ
る
原
始
農
耕
と
、
ど

の
よ
う
に
か
か
お
る
も
の
な
の
か
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
さ
れ
る
。

　
　
三
、
自
然
科
学
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
縄
文
時
代
に
お
け
る
農
耕
の
存
否
や
栽
培
植
物
に
つ
い
て
、
自
然
科
学
分
野
か
ら
の
一
つ
の
ま
と
め
と
も
言
う
べ
き
報
告
が
、
特
定
研

究
「
古
文
化
財
に
関
す
る
保
存
科
学
と
人
文
・
自
然
科
学
」
総
括
班
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ム
『
縄
文
農
耕
の
実
証
性
』
と
し
て
行
な
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
内
容
は
昭
和
五
十
七
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
九
州
の
縄
文
時
代
後
・
晩
期
の
農
耕
に
関
す
る
も
の
を
中
心

に
取
り
上
げ
て
み
る
。

　
ま
ず
、
前
高
知
大
学
理
学
部
の
中
打
綿
氏
は
『
花
粉
分
析
に
よ
る
稲
作
の
証
拠
』
と
言
う
報
告
で
、
「
焼
畑
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
畑
作

と
い
う
も
の
を
花
粉
分
析
で
ど
う
実
証
す
る
か
」
、
「
稲
作
の
伝
播
に
つ
い
て
」
の
二
つ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

　
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
鞍
手
町
の
水
田
の
ボ
ー
リ
ン
グ
採
集
に
よ
る
土
壌
の
花
粉
分
析
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
、
ョ
モ
ギ

ナ
ラ
・
マ
ツ
、
カ
シ
、
シ
イ
の
な
ど
植
生
の
増
減
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
ョ
モ
ギ
↓
シ
イ
と
い
う
過
程
は
、
西
日
本
の
照
葉
樹
林
が
草



地
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に
出
現
す
る
代
表
的
な
植
物
で
、
植
生
破
壊
が
行
な
わ
れ
る
と
ョ
モ
ギ
↓
シ
イ
と
い
う

矢
印
と
反
対
方
向
に
植
生
か
変
化
す
る
と
い
う
。
こ
の
デ
ー
タ
で
は
、
層
位
的
に
三
回
の
森
林
破
壊
が
認
め
ら
れ
る
が
、
自
然
の
営
力
に

よ
る
破
壊
も
考
え
ら
れ
、
森
林
破
壊
が
そ
の
ま
ま
耕
地
化
の
変
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
直
ち
に
判
断
で
き
な
い

複
雑
な
問
題
を
合
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
花
粉
分
析
で
取
り
扱
う
堆
積
物
の
資
料
は
短
期
間
に
堆
積
し
た
も

の
で
な
く
、
し
か
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
花
粉
は
か
な
り
広
い
地
域
の
植
生
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
畑
作
の
た
め
に

焼
き
払
わ
れ
た
面
積
が
十
分
に
広
く
、
し
か
も
畑
作
が
長
く
続
け
ら
れ
た
場
合
に
の
み
分
析
結
果
に
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結

局
、
畑
作
を
花
粉
分
析
で
実
証
す
る
た
め
に
は
基
礎
的
な
資
料
の
蓄
積
が
必
要
で
、
今
日
の
段
階
で
は
詳
し
く
論
議
で
き
な
い
と
言
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
稲
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
日
本
列
島
の
鹿
児
島
か
ら
青
森
ま
で
三
〇
地
点
の
花
粉
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
主
な
地
点
に
つ
い

て
、
稲
花
粉
が
ど
の
よ
う
な
割
合
で
、
い
つ
か
ら
現
れ
る
か
の
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
板
付
と
鞍
手
の
水
田
の
資
料

で
は
、
三
〇
〇
〇
年
よ
り
数
百
年
の
古
い
時
期
か
ら
稲
花
粉
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
瀬
戸
内
地
方
、
奈
良
盆
地
、
東
海
地
方

な
ど
の
浜
名
湖
以
西
の
西
日
本
太
平
洋
岸
地
域
で
三
〇
〇
〇
年
よ
り
少
し
新
し
い
時
期
に
稲
花
粉
が
出
現
し
、
三
地
域
で
そ
の
出
現
時
期

に
大
き
な
差
の
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
〇
〇
〇
年
代
の
冷
涼
多
雨
気
候
が
や
や
回
復
し
た
こ
と
に
関
係
し
、

そ
の
分
布
地
域
が
東
海
地
方
ま
で
拡
大
し
た
考
え
て
い
る
。
示
さ
れ
た
グ
ラ
フ
に
よ
る
と
、
三
地
域
よ
り
さ
ら
に
北
東
の
関
東
地
方
で
は

二
〇
〇
〇
年
前
よ
り
少
し
古
い
時
期
に
、
さ
ら
に
、
東
北
地
方
で
は
二
〇
〇
〇
年
前
よ
り
少
し
新
し
い
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
稲
花
粉
が
出
現

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
中
村
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
稲
の
伝
播
の
地
域
と
時
期
を
、
地
個
中
に
見
ら
れ
る
稲
花
粉
の
出
現
か
ら
推
理
し
て
い
る
。

自
然
科
学
分
野
か
ら
の
大
変
興
味
深
い
報
告
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
分
野
で
予
測
さ
れ
て
い
る
時
期
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力
州
に
れ
ロ
る
級
友
農
耕
の
現
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

と
ギ
ャ
プ
が
見
ら
れ
る
。
た
と
へ
ば
、
福
岡
県
板
付
遺
跡
で
の
稲
花
粉
の
出
現
の
時
期
は
三
〇
〇
〇
年
前
よ
り
数
百
年
古
い
値
が
推
理
さ

れ
て
い
る
が
、
弥
生
時
代
初
頭
（
板
付
一
式
）
の
年
代
は
約
二
五
〇
〇
年
前
よ
り
古
く
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
五
〇
〇
年
間
以
上

の
差
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
我
が
国
最
古
の
稲
作
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
縄
文
時
代
終
末
（
夜
目
式
）
の
時
期
と
さ
れ
る
佐

賀
県
宇
本
沢
田
遺
跡
や
菜
畑
遺
跡
の
カ
ー
ボ
ン
デ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
限
り
、
お
よ
そ
二
五
〇
〇
～
二
六
〇
〇
年
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
時
期
は
問
題
と
さ
れ
よ
う
。
た
だ
菜
畑
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
九
？
十
二
層
は
縄
文
時
代
晩
期
後
半
（
山
ノ
寺
式
）

の
時
期
で
、
九
層
お
よ
び
十
二
層
か
ら
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
間
の
層
で
あ
る
十
層
の
カ
ー
ボ
ン
デ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
、
約

三
〇
〇
〇
年
前
と
い
う
値
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
こ
と
が
正
し
い
と
す
る
と
、
西
北
九
州
の
地
域
で
は
稲
作
が
三
〇
〇
〇
年
前
の
前
後
の

時
期
に
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
西
北
九
州
で
の
稲
花
粉
出
現
時
期
は
自
然
科
学
分
野
か
ら
の
推
理
と
大
き
な
差
が
な
く
な
る
こ
と
に

な
る
。

　
宮
崎
大
学
農
学
部
藤
原
宏
志
氏
は
、
『
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
か
ら
み
た
稲
作
』
と
し
て
縄
文
時
代
の
農
耕
の
実
証
を
試
み
て
い
る
。
こ

の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
法
と
は
、
土
壌
中
に
残
留
す
る
植
物
珪
酸
体
（
主
と
し
て
機
動
細
胞
珪
酸
体
）
の
検
出
・
同
定
お
よ
び
定
量

に
よ
っ
て
、
古
代
の
植
生
を
推
定
す
る
方
法
と
言
え
よ
う
。
こ
の
応
用
は
植
物
学
・
農
学
・
地
質
学
・
考
古
学
な
ど
広
い
分
野
に
わ
た
っ

て
い
る
。

　
縄
文
時
代
に
お
け
る
農
耕
の
実
証
性
の
報
告
と
し
て
、
縄
文
時
代
晩
期
前
半
な
い
し
後
期
後
半
の
時
期
が
考
え
ら
れ
る
熊
本
県
東
鍋
田

遺
跡
・
上
ノ
原
遺
跡
、
福
岡
県
四
箇
東
遺
跡
な
ど
の
遺
物
包
含
層
こ
退
構
に
伴
う
焼
土
の
土
壌
試
料
か
ら
、
稲
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
が

検
出
さ
れ
た
と
言
う
。
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
や
花
粉
分
析
で
常
に
問
題
と
さ
れ
る
土
壌
試
料
中
へ
の
時
期
の
異
な
る
花
粉
・
プ
ラ
ン

ト
オ
パ
ー
ル
の
混
在
（
コ
ン
タ
ミ
）
の
可
能
性
の
問
題
を
少
な
く
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
縄
文
土
器
の
胎
上
か
ら
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー

ル
の
検
出
・
同
定
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
熊
本
県
古
閑
跡
出
土
の
晩
期
初
頭
と
判
断
さ
れ
る
土
器
片
胎
土
中
か
ら
、
「
イ
ネ
機
動



細
胞
様
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
」
が
検
出
さ
れ
た
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
法
に
よ
る
限
り
、
九
州
地
方
に
お
い
て
は
縄
文
時
代
後
期
後
半
な
い
し
晩
期
前
半
の
時
期
に
稲
の

存
在
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
考
古
学
分
野
で
の
調
査
結
果
で
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
農
耕
の
開
始
の
ほ
ぼ
確
実
な
時
期
と
し
て

は
縄
文
時
代
晩
期
後
半
な
い
し
終
末
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
差
を
埋
め
る
研
究
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
そ
の
具
体
的
な
研
究

対
象
と
し
て
、
縄
文
時
代
に
お
け
る
焼
畑
を
含
む
畑
作
農
耕
の
存
在
の
有
無
や
そ
の
時
期
が
焦
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
は
農
耕
開
始
期
の
究
明
へ
の
応
用
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
弥
生
時
代
遺
跡
の
遺
物
包
含

胴
中
に
多
量
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
る
レ
ベ
ル
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
時
代
の
水
田
跡
、
あ
る
い
は
水
田
遺
構
発
見

の
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
考
古
学
調
査
に
お
い
て
、
農
耕
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
、
焼
畑

を
含
め
た
畑
作
の
存
在
や
可
能
性
を
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
の
成
果
に
よ
っ
て
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
研

究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
広
島
大
学
の
安
田
喜
憲
氏
は
、
焼
畑
あ
る
い
は
畑
作
農
耕
に
よ
る
人
間
の
人
為
的
な
森
林
破
壊
の
一
つ
の
具
体
的
な
例
を
『
、
炭

片
が
示
す
森
林
破
壊
』
と
し
て
、
縄
文
時
代
後
期
後
半
の
時
期
で
あ
る
福
岡
県
四
箇
遺
跡
の
花
粉
分
析
に
よ
っ
て
樹
木
と
炭
片
の
出
現
率

に
よ
る
増
減
関
係
を
報
告
し
て
い
る
。

　
四
箇
遺
跡
の
花
粉
分
析
の
結
果
、
照
葉
樹
林
の
ア
カ
ガ
シ
亜
属
、
シ
イ
ノ
キ
属
、
エ
ノ
キ
・
ム
ク
ノ
キ
属
の
花
粉
が
減
少
あ
る
い
は
無

く
な
っ
て
し
ま
う
地
層
が
認
め
ら
れ
る
。
逆
に
、
そ
の
胴
で
は
炭
片
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
様
相
を
示
す
地
層
の
時
期

が
縄
文
時
代
後
期
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
著
し
い
森
林
破
壊
が
行
な
わ
れ
た
考
え
、
そ
れ
を
焼
畑
に
よ
る
畑
作
農
耕
に
よ

る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

　
焼
畑
に
よ
る
畑
作
の
実
証
は
、
考
古
学
の
調
査
研
究
で
は
証
明
が
困
難
だ
け
に
炭
片
と
森
林
破
壊
の
関
連
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
つ
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九
州
に
お
け
る
縄
文
農
耕
の
現
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

の
有
効
な
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
花
粉
分
析
に
現
れ
る
樹
木
の
様
相
は
、
か
な
り
広
い
地
域
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、
花
粉
と
炭
片
と
の
出
現
率
が
同
レ
ベ
ル
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
多
少
の
疑
問
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
遺
跡
お
よ
び
そ
の
周

辺
を
含
め
た
広
い
範
囲
で
の
デ
ー
タ
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
森
林
破
壊
と
炭
片
さ
ら
に
焼
畑
に
よ
る
農
耕
と
の
関
係
が
よ
り
明
瞭
に
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
。

　
花
粉
分
析
・
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
な
ど
の
方
法
に
よ
る
縄
文
時
代
の
農
耕
の
可
否
や
そ
の
起
源
の
究
明
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
古
学

を
中
心
に
し
た
研
究
に
大
き
な
光
明
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
大
い
に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
分
析
の
た
め

の
資
料
採
集
や
時
期
の
決
定
に
つ
い
て
、
よ
り
慎
重
を
期
す
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
は
一
段
と
高
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
縄
文
農
耕
の
実
証
性
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ム
の
な
か
で
、
九
州
の
考
古
学
分
野
に
関
し
て
、
別
府
大
学
文
学
部
菅
田
光
夫
氏
に
よ
っ
て
『
九

州
の
縄
文
晩
期
と
穀
物
』
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
九
州
の
縄
文
時
代
晩
期
の
遺
跡
に
お
い
て
、
炭
化
し
た
コ
メ
が
佐
賀
県
阪
田
貝
塚
（
晩
期
皿
）
か
ら
、
オ
オ
ム
ギ
の
炭
化
し
た
も
の
が

長
崎
県
脇
岬
遺
跡
（
晩
期
）
か
ら
、
さ
ら
に
、
コ
メ
の
圧
痕
が
付
い
た
土
器
が
、
大
分
県
大
石
遺
跡
（
晩
期
Ｉ
）
、
熊
本
県
古
閑
遺
跡
（
晩
期
―
）

か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
、
九
州
に
お
い
て
は
縄
文
時
代
晩
期
の
時
期
に
農
耕
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
の
考
え
を

示
し
た
。
さ
ら
に
、
先
に
挙
げ
た
資
料
が
出
土
し
た
遺
跡
の
環
境
か
ら
、
晩
期
の
Ｉ
・
―
期
で
は
九
州
山
脈
や
そ
の
周
辺
の
台
地
で
陸
作

の
コ
メ
が
栽
培
さ
れ
、
晩
期
皿
期
で
は
低
湿
地
で
の
水
田
耕
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　
時
期
が
確
実
な
穀
物
そ
の
も
の
の
発
見
は
、
農
耕
の
実
証
性
を
最
も
雄
弁
に
物
語
る
だ
け
に
よ
り
多
く
の
発
見
例
が
望
ま
れ
る
。
ま
た

土
器
に
日
ｍ
ら
れ
る
コ
メ
の
圧
痕
も
実
物
に
欠
ぐ
好
資
料
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
圧
痕
が
確
実
に
コ
メ
を
始
め
と
す
る
穀
物
な
の
か
、
あ
る

い
は
似
て
非
な
る
も
の
な
の
か
な
ど
の
明
確
な
洗
い
直
し
に
よ
っ
て
、
類
例
が
増
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



　
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ム
『
縄
文
農
耕
の
実
証
性
』
の
報
告
に
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
九
州
地
方
の
後
・
晩
期
以
外
の
多
く
の
貴
重
な
報
告
が

行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
へ
ば
、
福
井
県
高
浜
貝
塚
な
ど
で
発
見
さ
れ
た
縄
文
早
期
の
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
、
長
野
県
荒
神
山
遺
跡
の
中
期
の
エ
ゴ

マ
・
シ
ソ
、
青
森
県
石
亀
遺
跡
発
見
の
晩
期
の
ソ
バ
、
さ
ら
に
、
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
仲
間
や
ウ
リ
の
仲
間
、
マ
メ
（
リ
ョ
ク
ト
ウ
）
の
同
定

の
問
題
な
ど
、
栽
培
も
踏
ま
え
た
課
題
が
、
走
査
電
子
顕
微
鏡
写
真
な
ど
に
よ
る
多
く
の
具
体
的
な
資
料
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

他
、
筑
波
大
学
歴
史
・
人
類
系
の
加
藤
晋
平
氏
に
よ
る
『
縄
文
時
代
の
イ
ノ
シ
シ
と
飼
育
の
可
能
性
』
な
ど
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
問
題
の
興
味
深
い
報
告
が
見
ら
れ
る
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ム
縄
文
農
耕
の
実
証
性
に
つ
い
て
の
報
告
の
内
容
は
、
話
題
提
供
者
の
一
人
で
も
あ
る
明
治
大
学
文
学
部
戸
沢
充
則
氏
に

よ
る
適
切
な
要
約
が
「
縄
文
農
耕
」
　
（
『
縄
文
文
化
の
研
究
』
二
）
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
四
、
縄
文
時
代
の
食
用
植
物

　
中
部
地
方
の
縄
文
中
期
農
耕
論
、
あ
る
い
は
九
州
地
方
に
お
け
る
後
・
晩
期
農
耕
論
の
背
景
と
し
て
、
ま
た
、
縄
文
時
代
の
生
業
史
の

中
で
の
植
物
資
源
利
用
の
位
置
づ
け
と
し
て
、
縄
文
時
代
の
食
用
植
物
の
意
欲
的
な
研
究
が
名
古
屋
大
学
文
学
部
渡
辺
誠
氏
を
中
心
に
し

て
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
縄
文
時
代
遺
跡
か
ら
こ
れ
ま
で
に
検
出
さ
れ
て
い
る
植
物
遺
体
は
、
二
一
〇
箇
所
を
越
す
遺
跡

か
ら
四
〇
数
種
余
り
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
堅
い
殼
を
持
つ
堅
果
類
、
す
な
わ
ち
、
ク
ル
ミ
・
ド
ン
グ
リ
類
・
ク
リ
・
ト

チ
な
ど
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
・
ク
ル
ミ
は
日
本
全
域
に
自
生
す
る
が
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
は
北
海
道
か
ら
近
畿
地
方
に
か
け
て
多

く
出
土
し
て
い
る
。
し
か
も
、
縄
文
時
代
全
時
期
に
児
ら
れ
る
。
ド
ン
グ
リ
類
は
食
す
る
と
き
に
、
ア
ク
抜
き
を
必
要
と
す
る
種
類
と
不

要
な
種
類
と
が
あ
り
、
そ
の
分
都
城
を
異
に
し
て
い
る
。
ア
ク
抜
き
が
必
要
な
ナ
ラ
類
の
ド
ン
グ
リ
は
落
葉
広
葉
樹
林
帯
の
東
北
地
方
に
。

　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
九
州
に
お
け
る
縄
文
農
耕
の
現
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

ア
ク
抜
き
が
一
部
必
要
な
カ
シ
類
と
全
く
不
要
な
シ
イ
類
の
ド
ン
グ
リ
は
、
照
葉
樹
林
帯
の
西
日
本
、
そ
れ
ぞ
れ
主
と
し
て
出
土
し
て
い

る
。
ク
リ
は
北
海
道
西
南
部
か
ら
九
州
に
か
け
て
自
生
す
る
が
、
縄
文
時
代
遺
跡
で
は
、
九
州
と
北
海
道
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
ア

ク
抜
き
を
必
要
と
す
る
ト
チ
は
東
北
地
方
か
ら
近
畿
地
方
で
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
縄
文
時
代
の
主
要
な
植
物
性
食
糧
資
源
と
考
え
ら
れ
る
縄
文
時
代
遺
跡
発
見
の
こ
れ
ら
の
堅
果
類
に
つ
い
て
、
民
俗
学
を
援
用
し
な
が

ら
の
ア
ク
抜
き
技
術
の
研
究
と
考
古
資
料
と
の
対
比
も
問
題
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
考
古
学
の
調
査
で
そ
の
発
見
が
極
め
て
困
難
と
考
え

ら
れ
る
イ
モ
類
や
藷
菜
類
な
ど
植
物
性
食
糧
の
確
保
に
関
し
て
、
採
集
用
具
さ
ら
に
そ
の
加
工
用
具
な
ど
の
究
明
が
、
縄
文
農
耕
の
起
源

と
関
連
し
て
く
る
も
の
と
思
え
る
。
縄
文
時
代
に
お
け
る
食
用
植
物
の
研
究
は
、
植
物
の
管
理
や
栽
培
、
し
い
て
は
農
耕
の
起
源
に
深
く

関
連
す
る
分
野
で
あ
る
。
ま
た
、
農
耕
と
の
関
連
だ
け
で
な
く
、
狩
猟
が
生
業
の
中
心
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
縄
文
時
代
以
前
の

旧
石
器
文
化
で
の
食
糧
確
保
や
逆
に
稲
作
が
開
始
さ
れ
た
以
後
の
弥
生
文
化
食
生
活
を
正
し
く
受
け
止
め
る
上
か
ら
も
大
い
に
考
え
ら
れ

・
て
よ
い
課
題
で
あ
り
、
植
物
学
・
農
学
な
ど
の
研
究
者
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
五
、
縄
文
時
代
の
栽
培
植
物

　
縄
文
時
代
の
栽
培
植
物
に
つ
い
て
も
、
自
然
科
学
分
野
か
ら
の
具
体
的
な
資
料
提
示
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
大
阪
市
立
大
学
理
学
部
粕
川
昭
平
氏
の
昭
和
五
十
四
年
の
報
告
で
は
、
縄
文
時
代
の
栽
培
植
物
は
十
一
種
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
発
見

例
を
加
え
る
と
十
五
種
ほ
ど
の
栽
培
植
物
の
花
粉
乙
種
実
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
（
表
Ｉ
）
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
植
物
学
的
に
栽
培
種

と
し
て
判
断
し
て
よ
い
か
ど
う
か
の
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
や
、
考
古
学
的
に
、
特
に
そ
の
時
期
判
定
に
問
題

が
有
り
そ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
近
年
栽
培
植
物
の
資
料
は
確
実
に
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
十
五
種
の
う
ち
、
縄
文

時
代
前
・
中
期
の
遺
跡
か
ら
は
約
半
数
の
七
種
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
後
・
晩
期
で
は
十
三
種
に
お
よ
ん
で
い
る
。
イ
ネ
に
関
す
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縄文時代の栽培植物表１

る
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
る
遺
跡
は
九
遺
跡
で
、
い
ず
れ
も
九
州
内
の
遺

跡
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
期
は
、
後
期
が
二
遺
跡
、
残
り
７
遺
跡
が

晩
期
後
半
で
あ
る
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
最
古
の
稲
作
遺
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
佐
賀
県
唐

津
市
の
菜
畑
遺
跡
の
調
査
は
、
自
然
科
学
分
野
と
の
学
際
的
な
協
力
が
行

な
わ
れ
た
好
例
の
Ｉ
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
菜
畑
遺
跡
の
報
告
書
か

ら
栽
培
植
物
に
つ
い
て
の
自
然
科
学
分
野
の
成
果
を
若
干
挙
げ
て
見
た
い
。

　
炭
化
米
は
晩
期
後
半
か
ら
弥
生
時
代
前
期
の
時
期
の
も
の
が
多
数
発
見

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
計
測
に
よ
る
と
出
土
米
は
現
在
の
品
種
よ
り
小

粒
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
粒
形
は
現
在
の
標
準
的
な
品
種
と
変
わ
る

こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
大
部
分
は
ジ
ャ
ポ
ュ
カ
に
属
す
る
断
定
さ
れ
て
い
る
が
、
粒
形
か
ら
一
部
に
ィ
ン
デ
ィ
カ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
ィ
ン
デ
ィ
カ
が
一
部
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
か
、
も
し
く
は
ジ
ャ
ポ
ュ
カ
に
か
な
り
混

入
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ィ
ネ
が
大
陸
か
ら
入
っ
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
や
ル

ー
ト
と
共
に
ど
の
よ
う
な
品
種
な
の
か
は
、
日
本
の
初
期
水
稲
耕
作
を
考
え
る
上
で
大
き
な
課
題
で
あ
る
だ
け
に
、
菜
畑
遺
跡
の
炭
化
米
の

結
果
は
重
要
視
さ
れ
よ
う
。

　
菜
畑
遺
跡
で
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
の
結
果
は
、
試
料
を
採
取
し
た
地
点
で
は
縄
文
時
代
晩
期
で
の
ィ
ネ
の
量
が
少
な
い
が
、
こ

の
時
期
に
近
傍
の
ど
こ
か
で
稲
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）
。

史
　
学
　
論
　
叢

一
一

一

一
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図１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
炭
化
し
た
ア
ワ
が
晩
期
後
半
の
時
期
と
弥
生
時
代
初
頭
の
時
期
に
日
ｍ
ら
れ
、
遺
跡

付
近
で
ア
ワ
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ゴ
ボ
ウ
が
晩
期
後

半
の
地
層
か
ら
発
日
ｍ
さ
れ
て
い
る
。
ゴ
ボ
ウ
は
日
本
に
自
生
し
て
い
な
い
の
で
、
自

生
し
て
い
る
分
布
で
日
本
に
近
い
シ
ベ
リ
ア
・
中
国
東
北
部
方
面
か
ら
渡
来
し
た
も

の
を
栽
培
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
高
浜
貝
塚
で
は
す
で
に
縄
文
時
代
前
期

の
層
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
予
想
以
上
に
早
い
時
期
に
大
陸
か
ら
渡
米
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
ア
ズ
キ
も
ゴ
ボ
ウ
と
同
じ
層
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ア
ズ
キ

　
（
栽
培
理
）
の
野
性
理
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
や
は
り

大
陸
か
ら
渡
来
と
さ
れ
る
。
他
に
晩
期
後
半
で
は
、
シ
ソ
・
メ
ロ
ン
が
有
り
、
終
末

の
時
期
で
は
メ
ロ
ン
の
仲
間
と
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
仲
間
の
種
子
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
弥
生
時
代
前
期
初
頭
に
は
ソ
バ
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

　
広
島
大
学
総
合
科
学
部
の
安
田
喜
憲
氏
は
、
菜
畑
遺
跡
の
花
粉
分
析
（
中
村
）
と

種
子
分
析
（
笠
原
）
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
菜
畑
遺
跡
で
の
「
古
環
境
の
変
遷
」
　
推
理

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
縄
文
晩
期
後
半
の
時
期
に
シ
イ
類
、
カ
シ
類
・
ヤ
マ
モ
モ
掴
な

ど
の
照
葉
樹
の
森
を
背
景
に
持
つ
谷
底
低
地
に
稲
作
が
導
入
さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
っ

て
、
谷
底
湿
原
に
生
育
し
て
い
た
植
物
が
威
少
し
、
か
わ
っ
て
畑
雑
草
の
種
実
が
増
加
し
て
く
る
こ
と
か
ら
、
晩
期
後
半
に
導
入
さ
れ
た

イ
ネ
は
陸
稲
も
し
く
は
水
陸
未
分
化
の
イ
ネ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
、
興
味
深
い
示
唆
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
晩
期
終
末

の
時
期
に
な
る
と
水
田
雑
草
が
急
増
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
で
水
田
稲
作
が
導
入
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
（
図
２
）
。
我
が
国
に
伝



史
　
学
　
論
　
叢
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唐津市菜畑遺跡の花粉と種実の変遷（安田）図２

播
さ
れ
た
最
初
の
イ
ネ
が
、
陸
稲
な
の
か
、
水
稲
な
の
か
、
そ
れ
と
も
未
分
化
な

も
の
か
、
大
い
に
問
題
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
菜
畑
遺
跡
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
分
野
の
調
査
結
果
か
ら
、
縄
文
時
代
晩
期

後
半
か
ら
、
稲
作
と
同
時
に
雑
穀
そ
の
他
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
た
蓋
然
性
が

具
体
的
な
賃
料
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
我
が
国
に
お
け
る
農
耕
起
源
の

問
題
に
つ
い
て
、
特
に
イ
ネ
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

重
要
な
示
唆
が
目
ｍ
ら
れ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　
自
然
科
学
分
野
か
ら
の
縄
文
時
代
に
お
け
る
農
耕
起
源
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

こ
れ
ま
で
の
考
古
学
に
お
け
る
対
象
資
料
の
限
界
の
枠
を
広
げ
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
考
古
学
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
た
も

の
は
、
肉
眼
で
確
認
で
き
る
具
体
的
な
資
料
を
駆
使
し
て
そ
の
研
究
が
進
め
ら
れ

て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
科
学
分
野
の
研
究
は
肉
眼
で
見
る
こ
と
の
出
来
な
い

地
層
中
に
残
さ
れ
て
い
る
花
粉
や
ブ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
な
ど
を
走
査
電
子
顕
微
鏡

な
ど
に
よ
’
っ
て
検
出
・
同
定
し
、
資
料
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
農
学
や
植
物
学
な
ど

の
分
野
か
ら
究
明
す
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
栽
培
植
物
を
探
し
出
し
、
あ
る
い
は

花
粉
に
よ
る
植
物
の
変
遷
か
ら
、
古
代
の
環
境
復
元
を
行
う
な
ど
債
極
的
な
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
大
奸
に
お
け
る
縄
文
農
耕
の
現
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

提
示
・
発
言
が
見
ら
れ
る
。

　
縄
文
農
耕
に
関
し
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
縄
文
農
耕
の
実
証
性
で
の
報
告
で
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
考
古
学
分
野
の
研
究
者
は
全

般
に
慎
重
あ
る
い
は
消
極
的
な
意
見
が
多
く
、
自
然
科
学
分
野
の
研
究
者
と
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
自
然
科
学
分
野
で
得
ら
れ
た
資
料

が
決
し
て
す
べ
て
完
全
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ご
く
限
ら
れ
た
農
耕
に
関
す
る
資
料
を
も
と
に
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な

い
考
古
学
の
分
野
に
あ
っ
て
は
、
少
し
で
も
資
料
化
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
研
究
分
野
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
ろ
・
。

う
・
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
に
、
考
古
学
の
守
備
範
囲
と
考
え
ら
れ
る
研
究
対
象
に
つ
い
て
、
自
然
科
学
分
野
の
研
究
者
と
学
際
的
な
協
力

が
で
き
る
だ
け
の
研
究
や
成
果
の
著
積
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
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註

図
１
は
藤
原
（
一
九
八
二
）
よ
り
作
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
１
は
粉
川
昭
平
『
縄
文
時
代
の
栽
培
植
物
』
「
考
古
学
と
自
然
科
学
」
Ｔ
一
、
と
戸
沢
（
一
九
八
三
）
よ
り
作
成
。

図
２
は
唐
津
市
菜
畑
遺
跡
の
花
粉
分
析
（
中
村
一
九
八
二
）
と
種
子
分
析
（
笠
原
一
九
八
二
）
の
結
果
を
安
田
喜
憲
が
作
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
付
記
）

　
　
　
別
府
大
学
付
属
博
物
館
で
は
、
昭
和
六
二
年
の
十
月
に
、
博
物
館
新
設
十
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
、
『
農
耕
の
起
源
と
自
然
科
学
』
を
テ
ー

　
　
マ
に
し
た
企
画
展
を
実
施
し
た
。
こ
の
企
画
展
に
合
わ
せ
て
、
『
東
ア
ジ
ア
農
耕
文
化
の
展
開
』
の
公
開
講
演
会
を
実
施
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
事

　
　
業
に
関
連
さ
せ
て
『
博
物
館
だ
よ
り
』
泌
二
七
・
二
八
を
刊
行
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
六
十
三
年
度
大
分
県
考
古
学
会

　
　
の
席
上
で
話
し
を
す
る
時
間
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
拙
稿
は
こ
れ
ら
一
連
の
機
会
に
メ
モ
し
た
自
然
科
学
分
野
の
縄
文
農
耕
に
関
す
る
事
柄
の

　
　
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



九
州
に
お
け
る
縄
文
農
耕
の
現
状

三
六

　
な
お
ヽ
こ
の
拙
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
別
府
大
学
賀
川
光
夫
教
授
よ
り
『
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ム
縄
文
農
耕
の
実
証
性
』
の
貴
重
な
資
料
を
お
貸
し

い
た
だ
い
た
。
最
後
に
な
っ
た
が
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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