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石

器

時

代

一
、
石

器

石
を
打
ち
か
い
た
り
、
砥
石
で
磨
い
た
り
し
て
種
々
の
道
具
を
作
り
生
活
を
し
て
い
た
時
代
を
「
石
器
時
代
」
と
よ
ん
で
お

り
、
こ
れ
を
さ
ら
に
、
旧
石
器
時
代
・
中
石
器
時
代
・
新
石
器
時
代
と
大
き
く
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。

旧
石
器
時
代
は
、
人
類
が
地
球
上
に
出
現
し
て
以
来
、
数
十
万
年
も
の
長
い
間
続
い
て
い
。る
。

こ
の
時
代
の
石
器
は
、
自
然
石
の
一
端
を
打
ち
か
い
た
簡
単
な
刃
物
の
よ
う
に
し
た
礫
器
が
現
わ
れ
、
続
い
て
や
や
形
の
と

と
の
っ
た
握
斧
（
握
り
つ
ち
）
、
尖
頭
器
（
石
槍
な
ど
）
、
掻
器
（
皮
は
ぎ
な
ど
）
、
彫
刻
刀
形
石
器
、
ナ
イ
フ
形
石
器
な
ど
の

打
製
石
器
が
発
達
し
た
。

中
石
器
時
代
に
な
る
と
、
石
鏃
（
矢
じ
り
）
な
ど
の
ほ
か
、
細
石
器
が
さ
か
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
石
器
時
代
は
、
お
よ
そ
一
万
年
ほ
ど
前
に
始
ま
り
、
形
の
と
と
の
っ
た
打
製
石
器
と
と
も
に
、
砥
石
を
使
っ
て
磨
い
た
磨

製
石
器
が
あ
ら
わ
れ
、
各
種
の
道
具
・
武
器
・
装
身
具
が
作
ら
れ
た
。



折地出土　石斧

ヒイデン洲出土石器

石 包 丁

こ
れ
ら
の
石
器
に
使
用
さ
れ
た
石
の
材
質
は
、
時
代

に
よ
り
ま
た
使
い
み
ち
に
よ
っ
て
相
違
は
あ
る
が
、
黒

曜
石
、
珪
石
・
石
英
・
安
山
岩
・
砂
岩
・
蛇
紋
岩
・
粘

板
岩
な
ど
で
あ
る
。
石
器
の
製
作

さ
れ
た
時
代
・
材

質
・
使
用
法
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

石
包
丁
　
　

弥
生
時
代
の
も
の
で
、
長
さ
1
2～
1
3
m

で
、
凝
灰
岩
な
ど
で
作
ら
れ
た
平
板
状
の
半
月
形
石
器

で
あ
る
。
円
弧
の
縁
近
く
に
、
二
個
の
小
孔
が
あ
り
他

の
辺
が
刃
状
を
し
て
い
る
。
孔
に
ひ

も
を
通
し
て
指
に

か
け
、
稲
の
穂
を
つ
み
と
る
た
め
の
農
具
で
あ
る
。

石
鏃
　
　

縄
文
・
弥
生
時
代
に
ま
た
が
る
も
の
で
、
縄
文
時
代
は
打
製
で
先
端
が
す
る

ど
く
、
三
角
形
や
菱
形
を
し
て
お
り
、
弥
生
時
代
の
も
の
は
打
製
と
と
も
に
、
磨
製
の
石

鏃
が
発
達
し
て
き
て
い
る
。
材
質
は
、
黒
曜
石
、
安
山
岩
、
粘
板
岩
な
ど
で
、
柄
を
と
り

つ
け
て
狩
猟
に
使
わ
れ
て
い
た
。

石
斧
　
　

縄
文
・
弥
生
時
代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
縄
文
時
代
の
は
じ
め
に
は
、

刃
の
部
分
だ
け
を
磨
い
た
も
の
か
ら
し
だ
い
に
全
体
を
磨
い
た
美
し
い
も
の
が
作
ら
れ
た
。

写
真
は
、
本
町
折
地
の
大
辻
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
一
部
分
欠
け
た
所

が
あ
る
が
、
全
体



を
磨

い
た
も
の
で
あ
る
。

材
質
は
、
花
崗
岩
・
輝
石
・
安
山
岩
な
ど
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。

弥
生
時
代
の
も
の
は
、
磨
製
石
器
で
蛤
刃
の
も
の
、
扁
平
で
片
刃
の
も
の
、
柱
状
で
片
刃
の
も
の
が
多
く
、「
お
の
」
の
ほ
か
、

「
手
斧
」
、
「
の
み
」
な
ど
の
工
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
骨
　
角
　
器

石
器
と
と
も
に
生
活
の
用
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
に
骨
角
器
が
あ
る
。

哺
乳
動
物
の
骨
・
角
・
歯
牙

や
鳥
類
の
骨
・
魚
の
骨
な
ど
を
使
っ
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
銛
・
釣
針
・
縫
い
針
・
矢
じ
り
な

ど
主
と
し
て
狩
猟
用
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
が
多

い
。

時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
装
身
具
が
多
く
な
り
、
垂

飾
・
髪
飾
・
そ
の
ほ
か
貝
殻
を
利
用
し
た
貝
輪
な
ど

が
あ
る
。

鹿
の
骨
と
角
、
猪
の
骨
と
牙

が
も
っ
と
も
多
く
用

い
ら

れ
て
お
り
、
削
っ
た
り
、
砥
石
で
磨
い
た
り
、

中
に
は
細
か
い
彫
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

骨格器の種類



三
、
洞
窟
の
生
活

原
始
社
会
の
人
々
は
、
洞
窟
や
岩
陰
に
住
み
、
狩
猟
や
漁
に
よ
っ
て
生
活
を
し
て
い
た
。

一
九
二
六
年
、
中
国
の
北
京
郊
外
に
あ
る
周
囗
店
で
発
見
さ
れ
た
原
始
人
の
化
石
と
と
も
に
、
ナ
ウ
マ
ン
象
の
骨
の
化
石
が

見
つ
か
っ
て
お
り
、
ま
た
、
同
時
に
生
活
の
中
に
「
火
」
を
と
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
巨
大
な
動
物
を
た
お
す
た
め
に
は
多
く
の
人
々
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
し
、
お
互
の
意
志
を
伝
え
る
た
め
に
は
言
語
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
女
や
子
供
は
洞
窟
の
近
く
で
木
の
実
を
集
め
海
辺
や
川
で
貝
な
ど
の
採
集
を
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
男

達
は
遠
く
ま
で
出
か
け
て
大
き
な
獲
物
を
手
に
い
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
男
と
女
、
成
人
と
老
幼
と
の
間
に
分
業

が
あ
ら
わ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
ほ
か
、
洞
窟
や
岩
陰
に
色
彩
で
絵
を
か
く
こ
と
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
天
体
、
自
然
物
、
動
物
に
対
す
る
厚

い
信
仰
も
み

ら
れ
る
。

県
内
に
お
け
る
洞
穴
遺
跡
と
し
て
は
、
球
磨
郡
球
磨
村
に
大
瀬
洞
穴
、
高
沢
洞
穴
が
あ
り
、
大
瀬
洞
穴
で
は
、
縄
文
時
代
早

期
の
生
活
の
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

岩
陰
遺
跡
と
し
て
は
、
鹿
本
郡
菊
鹿
町
の
天
の
岩
戸
遺
跡
が
あ
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、
縄
文
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の

遺
物
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
抜
歯
し
た
壮
年
女
性
の
人
骨
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。



第
二
節

縄

文

時

代

縄
文
時
代
は
、
紀
元
前
七
～
八
〇
〇
〇
年
前
か
ら
、
紀
元
前
三
〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
の
間
を
さ
し
て
お
り
、
表
面
に
縄
を

回
転
さ
せ
た
り
押
し
あ
て
て
縄
目
の
文
様
を
つ
け
た
縄
文
土
器
を
生
産
し
た
時
代
で
、
こ
の
時
代
を
ふ
つ
う
早
期
・
前
期
・
中

期
・
後
期
・
晩
期
の
五
期
に
わ
け
て
い
る
。

一
、
縄
文
時
代
の
生
活

こ
の
時
代
の
人
々
は
火
を
使
う
こ
と
を
知
り
、
木
や
石
や
獣
の
骨
で
生
活
の
用
具
を
作
り
、
森
林
を
ひ
ら
い
た
り
焼
き
は
ら

っ
た
り
し
て
居
住
地
を
ひ
ろ
げ
、
森
林
の
へ
り
や
、
海
や
川
に
の
ぞ
む
丘
の
は
し
に
竪
穴
式
住
居
と
よ
ぶ
草
で
屋
根
を
葺
い
た

住
居
に
住
み
、
さ
ら
に
、
物
を
入
れ
た
り
煮
炊
き
す
る
た
め
に
土
器
を
作
る
な
ど
し
て
、
当
時
と
し
て
は
文
化
的
な
生
活
を
営

み
は
し
め
た
人
類
の
「
文
化
の
あ
け
ぼ
の
」
の
時
代
で
あ
る
と
い
え
る
。

衣
　
　

当
時
は
今
よ
り
だ
い
ぶ
暖
か
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
裸
で
暮
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
洞
窟
の
壁
に

か
か
れ
て
い
る
絵
な
ど
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
獣
の
毛
皮
を
は
い
で
身
に
つ
け
た
り
、
木
の
皮
を
は
い
で
た
た
き
の
ば
し
て
布

を
つ
く
り
肩
か
ら
腰
に
か
け
て
身
に
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

さ
ら
に
後
期
に
な
る
と
、
草
や
木
の
繊
維
を
使
っ
て
布
を
織
り
、
筒
袖
に
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い
た
ら
し
い
と

い
わ
れ
て
い
る
。

装
飾
品
に
つ
い
て
は
、
早
期
か
ら
前
期
に
か
け
て
石
で
作
っ
た
耳
飾
り
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
後
に
は
固
い
石
で

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。



堅穴住居（菊水町民家村）

後
期
か
ら
晩
期
に
な
っ
て
く
る
と
、
漆
塗
り
の
木
製
腕
輪
や
鹿
の
角
で
作
っ
た
腰
飾
り
な
ど
も
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。

食
　
　

後
に
述
べ
る
貝
塚
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
食
べ
て
い
た
か
想
像
で
き
る
が
、
海
や
川
か
ら
は
貝
類

を
と
り
、
弓
矢
・
銛
・
釣
針
・
網
な
ど
を
使
っ
て
鳥
や
獣
・
魚
な
ど
を
と
り
、
獲
物
は
石
の
包
丁
で
切
り
、
火
に
焼
い
て
食

べ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
植
物
性
の
も
の
と
し
て
は
、
木
の
実
は
も
ち
ろ
ん
草
の
葉
や
根
な
ど
を
食

べ
て
い
た
こ
と
が
居
住
跡
か

ら
発
掘
さ
れ
た
「
つ
ぼ
」
の
中
に
、
ど
ん
ぐ
り

や
椎
の
実
が
貯
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
。

こ
れ
ま
で
に
発
掘
さ
れ
た
骨
や
貝
殻
・
石
器
な
ど
か
ら
、
彼
ら
が
食
用
と
し
て
い
た
鳥
や
獣
の
類
は
、
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
を

は
じ
め
と
し
て
六
〇
種
以
上
に
の
ぼ
り
、
魚
類
は
三
〇
余
種
、
貝
類
は
二
二
〇
余
種
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
リ
・

ク
ル
ミ
な
ど
の
果
実
は
、
敲
石
・
凹
石
で
殻
を
割
り
磨
石
と
石
皿
で
製
粉
も
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

住
　
　

早
期
で
は
、
人
び
と
が
住
居
を
持
た
ず
食
物
を
求
め
な
が
ら
洞
窟
や
岩
陰
を
利
用
し
て
住
ん
で
い
た
こ
と
が
多
く
、

現
在
の
平
地
よ
り
山
に
か
こ
ま
れ
た
け
わ
し
い
環
境
で
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
早
期
の
遺
跡
の
所
在

か
ら
考
え
ら
れ
る
。
県
内
に
お
け
る
洞
窟
遺
跡
に
つ
い
て
は
石
器
時
代
の
項
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

洞
窟
や
岩
陰
に
つ
づ
い
て
住
居
と
し
て
発
達
し
て
く
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
竪
穴

式
住
居
で
あ
る
。

竪
穴
と

い
っ
て
も
深

い
も
の
で
は
な
く
、
地
面
を
数
十
四
掘
り
さ
げ
、
床
に
柱

を
何
本
も
立
て
て
そ
の
上
を
ス
ス
キ
や
カ
ヤ
で
葺

い
た
屋
根
で
お
お
っ
た
も
の
で

あ
る
。

穴
の
形
は
、
前
期
は
方
形
で
あ
る
が
中
期
以

降
に
な
る
と
円
ま
た
は
楕
円
と
な



つ
て
お
り
、
広
さ
も
径
五
－

六
ｍ

か
ら
七
－

八
ｍ
と
大
き
く
な
り
中
心
に
炉
が
っ
く
ら
れ
て
い
る
。

中
期
末
か
ら
後
期
に
な
る
と
、
平
地
住
居
・
敷
石
住
居
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
地
表
面
を
円
形
ま
た
は
楕
円
形
に
く
ぎ
り
、

粘
土
を
敷
き
固
め
た
り
、
石
を
敷
き
つ
め
た
り
し
た
住
居
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
住
居
跡
は
、
一
ヶ
所
に
数
個
ま
た
は
数
十
個
集
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
集
団
と
し
て
の
生
活

が
は
じ
め
ら
れ
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

習
俗
　
　

家
族
生
活
か
ら
集
団
の
生
活
へ
と
発
展
し
て
行
く
と
、
そ
こ
に
は
お
互
の
意
志
を
ど
の
よ
う
に
し
て
相
手
に
伝
え

る
か
、
す
な
わ
ち
言
語
や
文
字
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

現
在
の
よ
う
な
言
語
や
文
字

が
現
れ
て
く
る
以
前
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
ら
か
の
形
で
言
語
に
近
い
も
の
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
証
明
で
き
る
記
録
な
ど
は
勿
論
あ
る
は
ず
が
な
い
。

意
志
の
伝
達
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
言
語
以
外
の
音
声
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
う
れ
し
い
と
き
、
悲
し

い
と

き
に
自
然
に
出
て
く
る
歓
声
や
う
め
き
声
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二

に
は
身
ぶ
り
手

ぶ
り
な
ど
に
よ
る
身
体
を
動
か
し
て
の

表
現
に
よ
る
も
の
、
第
三
に
は
、
数
な
ど
を
あ
ら
わ
す
の
に
個
体
を
な
ら
べ
た
り
ひ
も
に
結
び
目
な
ど
を
つ
け
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

衣
類
や
装
身
具
に
つ
い
て
は
前
に
述

べ
た
が
、
直
接
身
体
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
装
飾
と
し
て
は
、
特
定
の
歯
を
抜
い
た
り
、
歯

を
と
が
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
が
後
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
全
国
的
に
広
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
成
年
式
の
一
種
の
試
練
の
行
事

と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

埋
葬
に
は
、
死
体
の
足
を
膝
で
曲
げ
た
屈
葬
が
多
く
、
胸
部
に
石
を
抱
か
せ
た
も
の
も
あ
り
、
死
霊
を
恐
れ
て
地
上
に
現
れ



る
こ
と
を
こ

ば
も
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
説
も
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
信
仰
関
係
の
遺
物
と
し
て
は
土
偶
が
あ
る
。
土
偶
に
は
女
性
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
多
く
、
乳
房
を
あ
ら
わ
し
、

と
き
に
は
姙
娠
の
状
態
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

原
始
社
会
で
は
、
世
界
的
に
地
母
神
信
仰
が
分
布
し
て
い
る
が
、
土
偶
は
こ
れ
と
似
た
も
の
で
、
母
性
崇
拝
・
生
殖
崇
拝
の

原
始
信
仰
に
基

づ
く
呪
術
宗
教
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

貝
塚
　
こ
の
時
代
の
よ
う
す
を
伝
え
る
も
の
の
手
が
か
り
と
し
て
貝
塚
が
あ
る
。

石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
に
か
け
て
当
時
の
人
々
が
食
用
に
し
て
い
た
貝
の
か
ら
や
、
動
物
、
植
物
の
食
べ
か
す
、
そ
れ
に

不
要
に
な
っ
た
道
具
な
ど
を
自
分
の
住
居
の
ま
わ
り
な
ど
に
捨
て
た
も
の
が
た
ま
っ
た
遺
跡
を
貝
塚
と
よ
び
、
当
時
の
生
活
や

海
岸
線
の
よ
う
す
を
知
る
手

が
か
り
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

貝
塚
は
、
出
土
す
る
貝
が
ら
の
種
類
に
よ
っ
て
、
淡
水
産
の
も
の
と
海
水
産
の
も
の
と
に
わ
け
ら
れ
、
当
時
は
海
の
近
く
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
定
の
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

貝
層
中
や
そ
の
下
か
ら
は
、
石
器
・
土
器
・
骨
角
器
・
土
偶
な
ど
の
遺
物
や
人
骨
な
ど
が
発
見
さ
れ
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時

代
へ
か
け
て
の
人
々
の
生
活
を
研
究
す
る
う
え
で
の
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
で
最
初
に
学
術
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
、
東
京
都
大
田
区
山
王
町
一
丁
目
と
品
川
区
鹿
島
町
に
ま
た
が
る
大
森
貝
塚
で
、

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
六
月
に
ア
メ
リ
カ
人
の
モ
ー
ス
が
車
窓
か
ら
発
見
し
、
東
大
の
学
生
と
と
も
に
九
月
か
ら
一
一
月

に
か
け
て
発
掘
し
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
「
大
森
介
墟
」
を
出
版
し
て
世
界
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。



二
、
玉
名
・
荒
尾
の
縄
文
遺
跡

玉
名
・
荒
尾
地
区
に
は
分
布
図
に
示
す
よ
う
に
多
く
の
縄
文
遺
跡
が
あ
る
。

・
古
閑
原
貝
塚
　
　

岱
明
町
高
道
に
あ
り
、
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
発
掘
さ
れ
、
縄
文
期
の
阿
高
式
土
器
と
と
も
に
、

貝
層
下
の
粘
土
層
か
ら
八
粒
の
籾
が
検
出
さ
れ
た
が
、
当
時
は
、
そ
れ
が
縄
文
中
期
と
い
う
あ
ま
り
に
も
古
い
時
代
で
あ
る
こ

と
や
、
同
時
に
農
具
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
学
界
か
ら
見
送
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
菊
池
郡
大
津
町
小
林
の
「
ワ
ク
ド
石
」
か
ら
で
た
縄
文
晩
期
の
御
領
式
土
器
に
玄
米
の
圧
痕
ら
し
い
も
の
が
見
つ

が
り
、
さ
ら
に
、
福
岡
県
よ
り
発
掘
さ
れ
た
夜
臼
式
土
器
と
と
も
に
焼
け
た
炭

化
米
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
稲
作
の
は
じ
ま
り
」
の
時
期
を
考
え
な
お

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

同
貝
塚
か
ら
は
、
そ
の
ほ
か
鹿
角
の
尖
頭
器
や
磨
か
れ
た
鹿
の
肩
甲
骨
・
扁
平
小

形
の
片
刃
磨
製
石
斧
な
ど
注
目
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
特
に
鹿
の
頭
骨
に
サ
ヌ
カ

イ
ト
の
打
製
石
槍
が
刺
っ
た
ま
ま
発
見
さ
れ
た
の
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。

岱
明
町
庄
司
の
庄
司
貝
塚
・
天
水
町
尾
田
貝
塚
・
竹
崎
貝
塚
も
阿
高
式
系
の

土
器
を
主
体
と
す
る
縄
文
式
貝
塚
で
あ
る
。

若
園
貝
塚
　
　

菊
水
町
江
田
の
若
園
貝
塚
は
、
菊
池
川
流
域
で
は
最
も
上
流

に
あ
り
、
現
在
の
海
岸
線
か
ら
お
よ
そ
一
七
臨
の
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
海
水



境

崎

貝

塚

四

山

貝

塚

十
蓮
寺
遺
跡

宮

内

貝

塚

目
倉
尾
遺
跡

庄

司

遺

跡

古
閑
原
遺
跡

中

道

貝

塚

保
田
木
貝
塚

繁
根
木
貝
塚

竹

崎

貝

塚

斉
藤
山
貝
塚

尾

田

貝

塚

若

園

貝

塚

遺
　

跡
　

名

荒

尾

市

〃〃〃

岱

明

町

〃〃〃

玉

名

市

〃

天

水

町

〃〃

菊

水

町

所

在

地

阿
高
式
・
御
領
式

縄
文
後
期

縄
文
早
期

縄
文
後
期

縄
文
中
期

阿
高
式

夜
臼
式
・
遠
賀
川
式

阿
高
式

阿
高
式

竹
崎
式

夜
臼
式

轟
式
・
曽
畑
式

阿
高
式

時
期
又
は
出
土
品

玉
名
・
荒
尾
地
方
の
縄
文
遺
跡

産
の
貝
が
ら
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
は
海
岸
線
に
近
か

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

阿
高
式
土
器
や
、
装
身
具
と
し
て
使
っ
た
獣
骨
片
も
出
土
し
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

境
崎
貝
塚
　
　

荒
尾
市
の
尾
勝
山
西
裾
に
属
す
る
猪
の
鼻
の
斜
面

に
あ
り
、
裾
の
部
分
か
ら
は
阿
高
式
土
器
を
、
丘
の
上
の
堆
積
層
の

下
部
層
か
ら
は
縄
文
後
期
の
御
領
式
土
器
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

主
な
貝
塚
に
つ
い
て
述

べ
た
が
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
遺
跡
は
下
の

表
の
通
り
で
あ
る
。

三
、
縄
文
土
器

縄
文
時
代
の
早
期
ま
で
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
持
っ
た
土

器
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

早
期
の
形
は
底
の
と
が
っ
た
深
い
鉢
形
を
し
て
お
り
、
焚
火
の
か
た
わ
ら
の
土
中
に
こ
の
土
器
を
立
て
て
煮
た
き
の
用
具
と

し
て
使
わ
れ
て

い
た
。

前
期
に
な
る
と
、
東
日
本
の
土
器
は
円
筒
型
平
底
で
表
面
に
縄
文
が
あ
り
、
ま
た
植
物
の
せ
ん
い
を
混
入
し
た
も
の
も
見
ら

れ
る
。
西
日
本
で
は
、
丸
底
が
多
く
、
と
き
に
は
平
底
の
甕
が
主
と
な
っ
て
い
る
。



火 炎 土 器

中
期
の
土
器
は
、
形
や
装
飾
に
つ
い
て
も
技
術
的
に
す
ば
ら
し
く
進
歩
を
と
げ
て
い
る
。

文
様
は
縄
文
の
上
に
粘
土
を
は
り
つ
け
た
隆
起
文
を
ほ
ど
こ
し
、
顔
面
把
手
や
火
炎
状

把
手
を
つ
け
た
り
、
文
様
化
し
た
動
物
の
装
飾
を
つ
け
た
り
し
て
い
る
。

後
期
の
土
器
は
、
中
期
に
く
ら

べ
て
小
型
と
な
り
製
作
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
薄
く
て

じ
ょ
う
ぶ
な
焼
き
と
な
っ
て
い
る
。

晩
期
に
な
る
と
、
皿
、
碗
、
土
び
ん
な
ど
生
活
の
用
途
に
応
じ
た
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が

あ
ら
わ
れ
、
文
様
も
細
か
く
な
り
縄
文
を
一
部
す
り
消
し
て
装
飾
に
変
化
を
も
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。

熊
本
の
縄
文
土
器
　
　

熊
本
の
縄
文
土
器
は
、
九
州
で
最
も
多
く
出
土
し
て
お
り
、
基
準
と
さ
れ
る
遺
跡
は
三
二
ヶ
所
の
う

ち
一
四
ヶ
所
が
熊
本
県
内
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
代
や
様
式
に
よ
っ
て
表
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

熊 本 の縄 文 土 器 編 年 表

「火の国」井上辰夫著を参考にした。

沈
　

目

（
熊
本

県
下

益

城

郡
城

南
町

）

石

清
水

（
熊
本

県

人
吉

市
願

成

寺
町

）

竹
　

崎

（

熊

本

県

玉

名

郡

天

水

町

）

曽
　

畑

（

熊

本

県

宇

土

郡

宇

土

市

）

阿
　

高

（

熊
本

県
下

益

白
郡

城

南
町

）

頭

地

（

熊
本

県
球

磨

郡
五

木
村

）

南

福
寺

（

熊
本

県
水

俣

市
）

轟
へ
熊
本

県

宇
土

郡

宇
土

市

）



こ
れ
等
基
準
と
な
っ
た
土
器
の
文
様
の
特
色
に
つ
い
て
述

べ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

押
型
文
　
　

粘
土
に
網
目
を
押
し
つ
け
て
あ
ら
わ
し
た
文
様
で
最
も
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
細
い
棒
に
紐
を
巻
き
つ

け
て
転
が
し
な
が
ら
押
し
つ
け
て
文
様
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
を
「
よ
り
糸
文
」
と
よ
ん
で
い
る
。

そ
の
ほ
か
の
押
型
文
と
し
て
は
、
小
豆
粒
ぐ
ら
い
の
凸
文
を
浮
き
出
さ
せ
た
穀
粒
文
、
反
対
に
凹
文
を
つ
け
た
押
点
文
、
小

さ
い
凹
線
で
山
形
を
配
列
し
た
山
形
押
型
文
、
竹
べ
ら
等
で
ひ
っ
か
い
た
よ
う
な
斜
線
を
つ
け
た
刷
毛
目
文
な
ど
が
あ
る
。

曽
畑
式
　
　

外
面
の
ほ
ぼ
全
面
と
内
部
の
一
部
に
細
い
へ
ら
状
、
棒
状
の
道
具
を
使
っ
て
平
行
の
線
文
や
鋸
の
歯
の
よ
う
な

形
の
線
な
ど
を
連
続
的
に
組
み
合
せ
た
文
様
で
あ
る
。

轟
式
　
　

貝
の
殼
な
ど
を
押
し
あ
て
て
、
口
唇
部
に
細
か
い
刻
み
目
が
つ
け
ら
れ
、
ま
た
口
縁
部
か
ら
胴
部
に
か
け
て
ミ
ミ

御

手
洗

Ａ

（
熊
本

県
菊

池

郡
合

志

町
）

渡

鹿

（
熊

本

県
熊

本

市

大
江

町

）

御
手

洗

Ｂ

（

熊
本

県
菊

池

郡

志
町

）

西

平

（

熊
本

県

八
代

郡

竜
北

村

）

三
万

田

Ｋ

（

熊
本

県
菊

池

郡
七

城

村

）

御

領

（
熊

本
県

下

益

城
郡

城

南
町

）

ワ
ク

ド
石

（
熊

本
県

菊

池
郡

護

川
村

）

三
万

田
Ｂ

（
熊

本
県

菊

池
郡

七

城
村

）



ズ
ば
れ
状
の
貼
付
文
は
、
渦
巻
状
・
波
状
・
平
行
線
の
文
様
で
あ
る
。

阿
高
式
　
　

幅
広
い
大
型
の
凹
線
文
と
押
点
文
で
、
押
点
文
は
口
唇
部
と
文
様
帯
上
部
に
施
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

凹
線
文
は
、
文
様
帯
を
斜
め
に
区
画
す
る
基
準
線
と
、
そ
れ
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
三
角
形
空
間
を
埋
め
る
直
線
・
曲
線
で
複
雑

な
入
組
文
を
し
て
い
る
。

竹
崎
式
　
　

阿
高
式
土
器
と
い
っ
し
ょ
に
出
土
す
る
場
合
が
多
く
、
全
面
に
縄
文
を
ほ
ど
こ
し
て
あ
る
。

西
平
式
　
　

口
縁
部
は
大
き
な
波
状
を
し
て
お
り
三
本
の
沈
線
が
め
ぐ
ら
さ
れ
波
頂
部
付
近
で
枝
分
れ
状
と
な
っ
て
い
る
。

波
頂
下
に
は
対
向
弧
文

が
つ
け
ら
れ
、
頸
部
に
は
刻
目
列
点
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

三
万
田
式
　
　

口
縁
部
は
波
状
と
な
り
二
本
の
沈
線
が
あ
る
。
胴
部
は
四
～
六
本
の
沈
線
を
め
ぐ
ら
し
、
四
区
分
お
よ
び
八

区
部
さ
れ
た
位
置
で
「
Ｘ
」
字
状
に
反
転
し
て
い
る
。

御
領
式
　
　

文
様
帯
は
屈
折
し
て
立
ち
上
が
る
口
縁
部
を
も
つ
も
の
に
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
二
圭

二
本
の
平
行
し

た
沈
線
が

あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
原
則
と
し
て
四
ヵ
所
に
あ
り
楕
円
形
の
押
点
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

御
手
洗
式
　
　

Ａ
式
は
、
口
辺
部
は
広
く
、
文
様
は
単
調
で
あ
り
、
爪
形
文
、
列
点
文
を
口
辺
の
近
く
に
二
条
に
ほ
ど
こ
し

て
あ
る
。
Ｂ
式
は
、
口
辺
部
は
大
き
く
山
形
状
を
し
て
お
り
、
文
様
は
西
平
式
や
三
万
田
式
に
似
て
い
る
。

南
福
寺
式
　
　

口
辺
部
の
文
様
帯
は
隆
起
し
て
お
り
、
そ
れ
に
Ｓ
字
状
又
は
逆
Ｓ
字
状
の
文
様
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
特
色

の
あ
る
文
様
と
し
て
は
、
斜
行
線
等
の
文
様
の
中
間
に
、
土
器
の
表
面
を
ヘ
ラ
の
よ
う
な
も
の
で
掻
き
と
り
、
三
角
形

や
鼓
形

の
文
様
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
「
九
州
縄
文
土
器
の
研
究
」
小
林
久
雄
著
を
参
考
に
し
た
）



九 州 縄 文 土 器 の 研 究

捺型文土器
曽畑式土器

轟　土　器

阿高式土器

西平式土器

三万田土器

御領式土器 御手洗Ｂ式土器



四
、
長
洲
町
の
縄
文
遺
跡

長
洲
町
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
腹
赤
新
町
・
堀
崎
の
両
貝
塚
及
び
縄
文
土
器
の
出
土
地
と
し
て
深
田
浦
遺

跡
、
ヒ
イ

デ
ン
洲
遺
跡
が
あ
る
。

数
子
年
前
の
こ
の
長
洲
一
帯
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
縄
文
遺
跡
や
そ
の
あ
と
の
弥
生
遺
跡
を
含
め
て
地

形
の
上
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
大
体
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

海
進
と
海
退
　
　

腹
赤
新
町
・
堀
崎
の
両
貝
塚
の
位
置
を
現
在
の
海
水
面

か
ら
の
高
さ
で
計
っ
て
み
る
と
、
両
貝
塚
と
も
に

約
五
ｍ

の
等
高
線
上
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
海
岸
線
か
ら
の
距
離
は
腹
赤
新
町
貝
塚
は
約
一
、
六
〇
〇
ｍ
、
掘
崎
貝

塚
は
約
一
、
三
〇
〇
ｍ

も
あ
り
、
同
じ
五
ｍ
の
高
さ
で
最
も
入
り
こ
ん
で
い
る
の
は
、
菰
屋
の
変
電
所
近
く
で
約
三
、
五
〇
〇
ｍ

は
な
れ
て
お
り
、
今
か
ら
二
、
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
は
こ
れ
ら
の
地
点
ま
で
海
が
入
り
こ
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
氷
河
期
の
氷
が
と
け
て
海
水
が
増
加
し
て
陸
地
が
水
面
下
に
な
っ
て
し
ま
う
「
海
進
」
の
現
象
と
か
、

反
対
に
、
地
殻
の
変
動
に
よ
っ
て
海
底
が
隆
起
し
た
り
、
海
が
遠
の
い
て
陸
地
が
広
く
現
れ
る
「
海
退
」
の
現
象
に
よ
る
も
の

で
、
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
人
々
が
住
ん
で

い
た
こ
の
地
方
は
、
年
代
が
た
つ
に
つ
れ
て
「
海
退
」
の
現
象
や
干

拓
工
事
に
よ
っ
て
今
日
の
よ
う
な
海
岸
線
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
海
退
」
の
現
象
を
実
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
町
内
の
小
字
名
を
調
べ
て
み
る
と
海
に
関
係
の
あ
る
名
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

長
洲
地
区
　
　

内
浜
・
前
浜
・
外
浜
・
井
樋
内



清
里
地
区
　
　

西

ノ
浦
・
浦
田
・
洲
崎
・
浦
・
大
浦
・
山
ノ
浦
・
浜
浦
・
海
老
ケ
浦
・
下
浜

六
栄
地
区
　
　

浜
田
・
永
浦
・
鴻
ノ
浦
・
碇
・
島
廻
り
・
瀬
戸
・
赤
田
浦
・
井
樋
口
・
山

ノ
浦
・
吉
野
浦
・
笹
ケ
浦
・
飛
ケ

浦
・
曽
根
浦

腹
赤
地
区
　
　

深
田
浦
・
大
木
浦
・
浦
畑
・
磯
田
・
内
浜
・
梶
取
給
・
井
樋
内
・
井
樋
下
・
外
浜
・
姫
ケ
浦
・
浦
浜
・
狐
島
・

西

中
島
・
東
中
島
・
浜
尻
・
島
巡
・
浜
口
・
塘
下

長洲町における古代の海岸線予想図

腹
赤
貝
塚
　
　

腹
赤
貝
塚
は
、
腹
赤
新
町
の
南
方
一
〇
〇
ｍ
の
一

帯
に
拡
が
っ
て

い
た
よ
う
で
、
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、
「
五
〇
年
ほ

ど
前
ま
で
は
『
畠
高
地
』
と

い
っ
て
、
高
さ
三
ｍ
、
広
さ
五
～
一
〇

ａ

の
赤
土
台
地
が
散
在
し
て

い
た
」
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
後
、

開
田
さ
れ
て
現
在
は
そ
の
跡
も
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
貝
塚
発
見
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
一
八
年
（
一

九
四
三
）
玉
名
平
野
土
地
改
良
組
合
の
灌
漑
用
水
路
開
削
の
た
め
、

腹
赤
新
町
よ
り
清
源
寺
ま
で
、
深
さ
三
ｍ
、
幅
約
三
ｍ

ほ
ど
に
掘
り

あ
げ
ら
れ
た
排
土
の
中
に
、
主
と
し
て
カ
キ
殼
で
は
あ
る
が
、
ほ
か

に
少
量
の
赤
貝
、
ウ
バ
貝
、
ツ
メ
タ
貝
、
赤
ニ
シ
、
ア
サ
リ
貝
な
ど

の
貝
殻

が
混
っ
て
い
る
の
を
、
新
町
在
住
の
林
田
賢
氏
（
当
時
長
洲

町
教
育
委
員
）
に
よ
っ
て
採
集
調
査
さ
れ
、
約
八
〇
個
の
土
器
片
な



ど
が
採
集
さ
れ
た
。
同
氏
の
記
録
に
よ
る
と
そ
の
内
容
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

○
　
阿
高
式
（
縄
文
中
期
）

○
　
西
平
式
・
鐘
ヶ
崎
式
・
御
手
洗
Ｂ
式
（
縄
文
後
期
）

○
　
刷
毛
目
文
・
押
型
文
（
様
式
不
明
）

○
　
そ
の
他
の
出
土
品

カ
キ
殼
（
長
径
二
五
c
m
・
短
径
一
三
c
m
）

漁
用
石
錘
　
　

三
個

土
偶
　
　
　
　
　
一
個

動
物
の
顎
骨
・
歯

昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
腹
赤
新
町
の
東
端
、
村
田
幸
太
郎
宅
前
を
県
道
側
溝
工
事

の
た
め
幅

二

三
ｍ
、
深
さ
一
、
四
ｍ
を
ほ
り
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
貝
殻
と
と
も
に

縄
文
後
期
の
鐘
ヶ
崎
式
の
比
較
的
大
型
の
土
器
片
が
出
土
し
て
い
る
。

堀
崎
貝
塚
　
　

昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
長
洲
駅
前
（
現
長
洲

タ
ク
シ
上
表
）
附
近

に
露
出
し
て
い
た
貝
殻
の
層
に
土
器
が
混
っ
て
い
る
の
を
、
当
時
町
教
育
委
員
を
し
て
い

た
池
田
三
次
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。

県
文
化
財
専
門
委
員
で
あ
っ
た
田
辺
哲
夫
氏
に
連
絡
し
て
調
査
が
な
さ
れ
た
。

調
査
は
、
駅
の
正
面
に
あ
た
る
Ａ
・
Ｂ
の
二
点
を
定
め
て
、
Ａ
点
は
、
縦
・
横
・
深
さ

堀崎貝塚見取図



堀崎貝塚出土品

と
も
に

Ｉ
ｍ
、
Ｂ
点
は
、
縦
八
〇
㎝
・
横
五
〇
㎝
・
深
さ
五
〇
㎝
を
掘
っ
て
出
土
し
た
品
物
を

調
査
の
結
果
、
貝
塚
に
間
違
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

主
な
出
土
品
と
し
て
は

青
磁
器
破
片

石
製
ナ
ベ
　（
滑
石
製
で
裏
面
に
焼
跡
あ
り
）

骨
片
（
不
明
）

縄
文
・
弥
生
土
器
片
　
多
数

漁
網
用
ユ
ラ
（
土
師
器
と
思
わ
れ
る
）

紡
錘
器
（
滑
石
製
）

こ
れ
ら
出
土
品
の
う
ち
主
要
な
も
の
は
、
調
査
に
あ
た
っ
た
玉
名
高
等
学
校
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
部
は
、
町
中
央
公

民
館
お
よ
び
清
里
小
学
校
に
参
考
品
と
し
て
展
示
さ
て
い
る
。

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
長
洲
駅
よ
り
約
二
〇
〇
ｍ
西
に
あ
た
る
梅
田
の
中
川
良
一
氏
宅
前
の
道
路
側
溝
工
事
に
お
い
て
、

ま
た
、
昭
和
五
六
年

（
一
九
八
一
）
三
月
に
は
、
駅
の
西
約
一
〇
〇
ｍ
・
国
鉄
鹿
児
島
本
線
の
線
路
わ
き
に
て
埋
設
工
事
中
に
、

つ
い
で
、
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
）
に
は
、
駅
の
西
北
方
約
四
〇
〇
ｍ
の
通
称
「
ハ
ヤ
ウ
マ
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
の

側
溝
工
事
現
場
よ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）
三
月
に
は
、
駅
よ
り
東
へ
約
五
〇
ｍ
の
磯
辺
ヨ
ネ
氏
宅
横

の
側
溝
工
事
現
場
か
ら
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
カ
キ
殼
、
ウ
バ
貝
、
赤
貝
な
ど
の
貝
殻
と
と
も
に
土
器
片
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
長
洲
駅
を
中
心
と
し
て
堀
崎
一
帯
に
貝
塚
が
分
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
駅
前
に
は
「
堀
崎
の
井
」



と
よ
ば
れ
て
豊
富
な
湧
水
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
古
代
人
の
生
活
環
境
と
し
て
は
最
も
よ
い
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

資

料

提

供
　

池

田

三

次

氏

）

深
田
浦
遺
跡
　
　

腹
赤
新
町
北
方
に
東
西
に
つ
ら
な
る
野
々
上
台
地
お
よ
び
そ
の
北
に
深
く
入
り
こ
ん
だ
深
田
浦
か
ら
土
器

片
、
石
器
等
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
故
、
林
田
賢
氏
の
記
録
に
よ
る
と
出
土
品
と
し
て
は

曽
畑
式
土
器
片
　
　
　
　

三
十
数
個

磨
製
石
槌
（
砂
岩
）
　
　
　
　
　
二
個

磨
製
石
斧
（
サ
ヌ
カ
イ
ト
）
　

四
個

磨
製
石
剣
（
サ
ヌ
カ
イ
ト
）
　
　一
個

石
鏃
　
　

（
黒
曜
石
）
　
　
　
　
三
個

黒 よ う 石

黒
曜
石
原
石
　
　
　
　
　
　
　

二
個

こ
の
中
で
も
黒
曜
石
の
原
石

の
出
土
は
め
ず
ら
し
く
、
五
六
〇
ｇ
と
五
一
〇
ｇ

も
あ
る
大
き

な
も
の
で
町
中
央
公
民
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

黒
曜
石
の
九
州
に
お
け
る
産
地
と
し
て
は
、
林
田
賢
氏
に
よ
れ
ば
、
阿
蘇
・
大
分
県
国
東
姫

島
・
佐
賀
県
腰
が
岳
の
三
箇
所
し
か
な
く
、
原
石
の
色
か
ら
判
断
し
て
阿
蘇
産
出
の
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人
々
の
交
易
の
範
囲
は
か
な
り
広
く
、
玉
名
・
山
鹿
・
菊
池
・
阿

蘇
な
ど
県
の
北
部
一
帯
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。



こ
の
深
田
浦
か
ら
の
遺
物
は
、
故
、
林
田
賢
氏
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ
て
お
り
、
黒
曜
石
の
原
石
を
除
き
他
の
遺
物
の
所
在
は

明
確
で
は
な
い
。

ヒ
イ
デ
ン
洲
遺
跡
　
　

ヒ
イ

デ
ン
洲
は
長
洲
港
か
ら
西
北
二
㎞
の
所
、
磯
町
の
沖
合
に
あ
り
干
潮
時
に
露
出
す
る
周
囲
六
〇

〇
ｍ

ほ
ど
の
低
い
砂
洲
で
あ
る
。

磯
町
に
在
住
し
て
こ
の
洲
か
ら
土
器
や
石
器
類
を
長
期
に
わ
た
っ
て
集
め
て
お
ら
れ
た
の
が
林
力
氏
で
あ
り
、
そ
の
数
は
千

数
百
点
に
も
の
ぼ
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
（
現
在
は
赤
崎
在
住
）

こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
玉
名
高
等
学
校
考
古
学
部
報
第
五
号
及

び
第
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。

昭
和
三
七
年
四
月
、
田
辺
哲
夫
氏
及
び
坂
田
邦
洋
氏
に
よ
っ
て
基
礎
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
八
年
七
月
二
一
日
、
玉
名
高
校
の
田
辺
哲
夫
氏
、
玉

陵
中
学
の

田
添
夏
喜
氏
の
ほ
か
地
質
学
の
方
か
ら
九
州
農
政
局
の
古
川
博
恭
氏
お
よ

び
玉
名
高
校
の
考
古
学
部
に
よ
っ
て
調
査
が
な
さ
れ
本
町
か
ら
も
当
時
公

民
館
主
事
で
あ
っ
た
林
田
幸
昌
氏
が
参
加
さ
れ
て
い
る
。

調
査
の
目
的
と
し
て
は
、
「
海
の
底
に
沈
ん
で
い
る
遺
跡
で
は
な
い
か
」

と
い
う
こ
と
を
調

べ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

結
果
と
し
て
は
、
明
ら
か
に
遺
跡
を
包
含
し
た
地
層
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
は
、
潮
流
に
よ
っ
て
ど
こ
か
ら
か
運
搬
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と

ヒイデン洲出土尖底土器



の
い
ず
れ
の
確
証
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
後
も
林
氏
の
採
収
は
続
け
ら
れ
、
そ
の
膨
大
な
遺
物
は
同
氏
宅
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

土
器
は
大
別
し
て
押
型
文
、
特
殊
条
痕
文
、
細
線
刻
文
、
の
三
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
尖
底
深
鉢
形
、
同

平
底
土
器
に
分
類
さ
れ
る
。

玉
名
高
校
考
古
学
部
報
第
八
号
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
賀
川
光
夫
・
坂
田
邦
洋
両
氏
の
論
文
の
要
点
を
次
に
述
べ
る
こ
と
と
す

る
。一

類
（
第
２
図
１
）
は
、
口
縁
部
が
外
反
し
て
い
る
厚
手
の
尖
底
土
器
の
類
で
、
口
縁
か
ら
胴
部
に
か
け
て
は
横
方
向
に
連
続

し
た
押
型
の
原
体
を
す
り
つ
け
て
い
っ
た
よ
う
な
文
様
と
な
っ

て
お
り
、
底
部
で
は
、
山
形
押
型
文
と
が
入
れ
ま
じ
っ
て
い
る
。

二

類
一
式
（
第
２
図
２
）
は
、
口
縁
部
が
わ
ず
か
に
外
反
し

胴
部
の
少
し
張
っ
た
深
鉢
型
の
平
底
で
あ
る
が
丸
底
に
近
く
、

楕
円
の
押
型
文
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
、
曽
畑
式
に
似
た
土
器

で
あ
る
。

二

類
二
式
（
第
２
図
３
）
は
、
口
縁
部
が
外
反
し
胴
部
の
少

し
張
っ
た
深
鉢
型
の
平
底
土
器
で
あ
る
。

こ
ろ
が
し
な
が
ら
こ
す
っ
て
き
ず
を
つ
け
た
擦
過
条
痕
文
が

縦
の
方
向
に
数
段
み
ら
れ
る
。

ヒイデン洲遺跡出土土器復元図(第２図)



三
類
一
式
（
第
２
図
４
）
は
、
口
縁
部
は
や
や
外
に
開
き
、
底
部
近
く
に
や
や
張
り
を
も

つ
深
鉢
形
の
平
底
土
器
で
あ
る
。

三
類
二
式
（
第
２
図
５
）
は
、
口
縁
直
上
の
同
筒
形
平
底
土
器
で
あ
る
。
楕
円
の
押
型
文

で
、
不
整
形
な
楕
円
か
６
個
、
数
列
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。

四
類
一
式
（
第
２
図
６
）
は
、
口
縁
部
は
外
反
す
る
。
胴
部
に
お
い
て
屈
曲
す
る
う
す
て

深
鉢
の
平
底
土
器
で
あ
る
。

四
類
二
式
（
第
２
図
７
）
は
、
口
縁
部
が
外
反
し
胴
部
は
口
径
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
弯
曲

し
て
い
る
。
壺
形
の
平
底
土
器
と
思
わ
れ
る
。

四
類
三
式

（
第
２
図
８
）

口
縁
部
が
す
り
鉢
状
に
開
い
た

深
鉢
型
平
底
土
器
で
あ
る
。

「
ヒ
イ
デ
ン
洲
」
が
海
底
遺
跡
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
調
査
の
結
果
「
海
底
遺
跡
で
あ
る
」
と
の
判
定
は
下

さ
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
膨
大
な
数
の
遺
物
が
こ
こ
に
あ
っ
た
か

に
つ
い
て
は
誰
で
も
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
海
底
遺
跡
と
し
て
の
可
能
性
が
大
き
い
と
す
る
考

ヒイデン洲出土土器



第Ⅰ線は、ほぼ現在の海岸沿いに南北に結んだ線

第Ⅱ線．第Ⅲ線は、第Ⅰ線より海岸線に直角に沖合へ出た線で、名線の問隅は約500 ａ

え
方
を
紹
介
す
る
。

「
玉
名
高
校
考
古
学
部
報
第
五
号
」
に
、
当
時
九
州
農
政

局
に
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
調
査
に
も
そ
の
一
員
と
し
て
参
加

さ
れ
た
古
川
博
恭
氏
は
地
質
学
の
上
か
ら
み
た
海
底
遺
跡
に

つ
い
て
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
説
を
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

「
昭
和
三
六
年
に
有
明
海
長
洲
地
区
工
業
地
帯
地
下
構
造

調
査
に
よ
っ
て
、
長
洲
沖
か
ら
菊
池
川
河
口
に
か
け
て
海
底

ボ
ー
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
資
料
と
、
長
洲
一
帯
の
陸
上
の
調

査
結
果
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

表
層
は
、
現
河
川
か
ら
運
搬
さ
れ
た
砂
や
泥

が
潮
流
に
よ

っ
て
別
な
所
へ
運
ば
れ
、
さ
ら
に
現
在
も
動
き
つ
つ
あ
る
沖

積
層
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
貝
交
り
の
砂
質
お
よ
び
泥
質
で
あ

る
。最

表
層
の
下
に
、
表
層
を
作
っ
て

い
る
砂
お
よ
び
泥
に
よ

っ
て
埋
め
ら
れ
た
埋
没
谷
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
長
洲
町
下
を
通
り
、
港
の
北
か
ら
「
ヒ
イ
デ
ン
洲
」

へ
ぬ
け
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
菜
切
川
、
浦
川
の

玉名 ．長洲沖海底地質断面図

沖 積 層 （ 粘 上 、 砂 、 磁 、 貝 化 石 含 む ）

岱 明 層 相 当 層 （ シ ルト 、 砂 、 磁 ）

八 女 粘 土 層

赤 田 層 相 当 層 （ 赤 田 池 附 近 の 砂 磁 層 に 相 当 す る ）

長 洲 層 相 当 層 （ 貝 化 石 、 植 物 化 石 を 含 む 層 ）

Ｓ ．３９．３ 玉 名 高 校 考 古 学 部 報 第 ５ 号

九 州 農 政 局 古 川 博 恭 氏 に よ る



推定年代

(西暦)
資 料 年 代

531 焔知王2 （480 ）

569 敏達帝　(  573)

649 天智帝5  (  666)

白　雉3  (  652)

1141 久安元　(1145)

寛治 6 (1092)

1475 応 仁2  (1468)

文　 明18  (1486)

災害年表（真鍋佐藤報告書）

河
口
附
近
か
ら
の
び
る
谷
で
あ
る
。
こ
の
谷
は
、
今
か
ら
約
一
万
年
前
の
旧
浦
川
で
あ
り
、
旧
菜
切
川
で
あ
る
。

三
万
五
千
年
前
く
ら
い
の
有
明
海
の
大
部
分
は
陸
地
で
、
当
時
の
人
々
（
旧
石
器
人
）
は
、
現
在
は
海
底
下
に
な
っ
て

い
る

と
こ
ろ
で
も
白
由
に
生
活
で
き
た
の
で
あ
る
。
一
万
五
千
年
前
～
一
万
年
前
に
海
面
が
か
な
り
上
昇
し
現
在
の
海
面
近
く
ま
で

き
て
い
る
。

一
万
年
前
に
も
う
一
度
海
面
が
現
在
よ
り
四
〇
ｍ

程
低
下
し
た
時
期
に
で
き
た
河
の
跡
が
二
つ
の
埋
没
谷
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
早
期
へ
移
行
す
る
時
期
は
、
少
く
と
も
長
洲
～
玉
名
沖
で
は
陸
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
、

当
時
の
人
々
は
当
然
、
現
海
面
下
に
生
活
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
」

こ
の
ほ
か
の
推
測
と
し
て
は
、

「
ヒ
イ
デ
ン
洲
」
は
浦
川
の
河
口
と
な
っ
て
お
り
、
小
岱
山
西
部
・
荒
尾

市
菰
屋
付
近
に
居
住
し
て
い
た
者
の
遺
物
が
、
洪
水
に
よ
っ
て
押
し
流
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
立
造
船
有
明
工
場
船
渠
工
事
の
際
に
、
九
州
大
学
工

学
部
航
空
工
学
科

の
真
鍋
大
覚
、
佐
藤
洋
子
両
氏
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
長
洲
地
先
に
お
け

る
天
変
地
異
の
う
ち
洪
水
に
よ
る
も
の
は
、
表
の
と
お
り
五
回
あ
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
推
測
と
し
て
は
、
荒
尾
市
大
島
町
付
近
に
は
、
大
島
や
姫
島
な

ど
の
地
名
も
残
っ
て
お
り
、
四

ツ
山
の
南
に
は
大
正
の
始
め
ご
ろ
ま
で
は
、



百谷の 土器片

第
三
紀
初
期
の
始
新
期
洪
積
層
の
岩
が
沖
ま
で
突
き
出
て
い
て
「
岩
が
崎
」
と
呼

ば
れ
、
縄

文
遺
跡
の
推
定
地
で
も
あ
っ
た
の
で
、
潮
流
の
関
係
で
遺
物
が
長
洲
の
沖
ま
で
運
ば
れ
て
き

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ヒ
イ

デ
ン
洲
遺
跡
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
学
術
的
調
査
に
よ
ら
な
け
れ
ば
結
論
は
得

ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

百
谷
遺
跡
　
　

鷲
巣
の
百
谷
か
ら
縄
文
時
代
の
も
の
と
み
ら
れ
る
土
器
が
出
土
し
て

い
る

が
一
点
だ
け
で
あ
る
の
で
今
後
出
土
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節

弥

生

時

代

弥
生
時
代
は
、
紀
元
前
三
〇
〇
年

ご
ろ
か
ら
紀
元
三
〇
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
間
の
六
〇
〇
年
間
ぐ
ら
い
を
、
当
時
使
用

さ
れ
て

い
た
弥
生
式
土
器
の
名
を
と
っ
て
「
弥
生
時
代
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
な
る
と
稲
作

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
住
居
も
水
を
得
や
す
い
低
地
に
か
わ
り
集
団
で
生
活
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
使
用
さ
れ
る
道
具
も
、
石
器
、
土
器
等
は
縄
文
時
代
に
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て

い
た
が
、
中
国
大
陸
か
ら
、
鉄

や
青

銅
な
ど
の
金
属
器
を
は
じ
め
、
機
織
、
農
耕
栽
培
の
技
術
も
伝
え
ら
れ
人
々
の
生
活
は
大
き
く
か
わ
っ
て
い
っ
た
。

当
時
の
日
本
の
人
々
の
生
活
や
国
情
を
記
録
し
た
も
の
に
「
魏
志
倭
人
伝
」
が
あ
る
。



「
魏
志
倭
人
伝
」
は
、
中
国
正
史
の
一
つ
で
あ
る
ど
こ
ろ
の
「
三
国
志
」
の
う
ち
「
魏
書
」
三
〇
巻
の
中
に
「
東
夷
伝
」
が

あ
り
、
そ
れ
を
一
般
に
「
魏
志
東
夷
伝
」
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
「
東
夷
伝
」
は
さ
ら
に
「
扶
余
・
高
句
麗
・
東
沃
沮
・
■
婁
・

■
・
馬
韓
・
辰
韓
・
弁
韓
・
倭
人
」
な
ど
の
諸
伝
に
わ
か
れ
て
お
り
、
こ
の
中
の
「
倭
人
伝
」
に
日
本
に
関
す
る
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
東
夷
諸
族
に
関
す
る
文
献
と
し
て
最
も
古
い
も
の
で
、
紀
元
前
後
か
ら
魏
の
正
始
年
間
（
三
世
紀
中
ご
ろ
）
ま

で
の
、
地
理
・
風
俗
・
祭
祀
・
官
爵
・
諸
族
間
の
関
係
・
漢
土
と
の
外
交

や
戦
い
な
ど
の
記
事
が
書
か
れ
て

い
る
。

こ
の
「
魏
志
倭
人
伝
」
や
銅
鐸
に
刻
ま
れ
た
絵
、
各
地
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
土
器
そ
の
他
の
遺
物
か
ら
当
時
の
生
活
を

ふ
り
か
え
っ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

一
、
弥
生
時
代
の
生
活

稲
作
の
は
じ
ま
り
　
　

弥
生
時
代
に
稲
作

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
炭
化
モ
ミ
」
や
土
器
に
残

さ
れ
た
「
モ
ミ
痕
」
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

九
州
で
は
、
弥
生
式
土
器
と
し
て
は
最
も
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
板
付
式
土
器
と
と
も
に
「
炭
化
米
」

が
福
岡
市
の
板
付
遺

跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。

岱
明
町
古
閑
原
貝
塚
（
縄
文
中
期
）
か
ら
は
、
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
と
き
に
、
貝
層
の
す
ぐ

下
の
粘
土
層
か
ら
「
炭
化
モ
ミ
」
八
粒
が
発
見
さ
れ
、

「
縄
文
時
代
に
す
で
に
稲
作
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」



と
、
考
古
学
会
で
も
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
「
農
具
が
い
っ
し

ょ
に
発
見
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
、
上
層
の
弥
生
式
文
化
層
か
ら
モ
ミ
が
落
ち
こ
ん
だ
と
も
考
え

ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
こ

Ｉ
カ
所
だ
け
で
ほ
か
に
例
が
な
い
こ
と
」
な
ど
の
理
由

で
認
定
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
、
菊
池
郡
大
津
町
小
林
の
「
ワ
ク
ド
石
」
か
ら
出
土

し
て
い
た
縄
文
晩
期
の
御
領
式
鉢
型
の
土
器
を
そ
の
後
入
念
に
調

べ
て
み
た
と
こ
ろ
、

モ
ミ
の
圧
痕
ら
し
い
も
の
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
土
器
と
同
時
に
「
石
包
丁
」
も
発

見
さ
れ
縄
文
晩
期
に
は
「
米
」
を
食
糧
と
し
て
い
た
有
力
な
手

が
か
か
り
と
な
っ
た
。

稲
作
を
開
始
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
今
後
学
者
の
間
で
論
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
縄
文
か
ら
弥
生
に
か
け
て
伝
え
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

い
ろ
い
ろ
な
農
具
　
　

全
国
各
地
の
弥
生
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
農
具
に
つ
い
て
調

べ
て
み
る
と
、
現
代
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
農
具
と
あ
ま
り
か
わ
っ
て
な
い
な
こ
と

が
わ
か
る
。

田
げ
た

「
大
足
」
と
ま
ち
が
わ
れ
や
す
い
が
「
田
げ
た
」
は
、
湿
田
で
の
稲

刈
り
な
ど
に
は
く
も
の
で
、
長
方
形

の
板
に
下
駄
の
緒
を
通
す
穴
が
三
～
四
個
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

（木 下　 忠 「日本 の考古学 Ⅲに」 に よる） 田 下 駄

代かきの道具



え
り
ぶ
と
大
足
　
　

田
植
え
の
準
備
の
「
代
か
き
」
に
使
わ
れ
た
も
の
で
、
「
大
足
」
は
、
苗
代
や
本
田
に
青
草
や
堆
肥
を

ふ
み
こ
む
た
め
の
大
き
な
下
駄
で
あ
り
、
「
え
り
ぶ
」
は
耕
し
た
水
田
の
で
こ

ぼ
こ
を
な
ら
し
て
平
に
す
る
道
具
で
あ
る
。

く
わ
と
す
き
　
　

刃
先
ま
で
木
製
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
カ
シ
、
イ
チ
イ
な
ど
の
固
い
木
で
作
ら
れ
て
い
る
。
中
期

以
降
に
な
っ
て
鉄
製
の
刃
先
が
で
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

田
舟
　
　

田
植
え
の
と
き
は
苗
を
く
ば
り
、
収
穫
の
と
き
は
刈
り
と
っ
た
稲
を
積
ん
で
水
田
の
中
を
畔
ま
で
運
ぶ
た
め
に
使

わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
長
洲
で
現
在
使
わ
れ
て
い
る
「
の
り
舟
」
を
小
さ
く
し
て
把
り
手
を
つ
け
た
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば

よ

い
。

石
包
丁
と
鎌
　
　

石
包
丁
は
、
稲
の
穂
を
つ
む
道
具
で
、
西
日
本
に
ひ
ろ
く
分
布
し
て
お
り
、
鎌
は
弥
生
中
期
か
ら
後
期
に

か
け
て
石
包
丁
に
か
わ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
鉄
製
の
も
の
で
あ
る
。

二
、
鉄
器
の
渡
来

弥
生
時
代
の
中
期
に
な
る
と
、
金
属
器
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
鉄
器
が
大
陸
か
ら
輸
入
さ
れ
全
国
に
普
及
し

て
い
っ
た
。

最
古
の
鉄
斧
　
　

天
水
町
玉
水
大
字
尾
田
の
斉
藤
山
貝
塚
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
に
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
、
縄
文
時

代
で
は
最
も
新
し
い
夜
臼
式
土
器
や
弥
生
時
代
で
は
最
も
古
い
板
付
式
土
器
と
い
っ
し
ょ
に
鉄
製
の
斧
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
日
本
で
最
も
古
い
鉄
製
の
斧
と
さ
れ
て
お
り
、
古
代
史
を
解
明
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
鉄
斧
は
、
長
さ
四
・
二
㎝
あ
り
片
刃
で
台
木
を
は
め
こ
む
袋
部
の
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、



大
陸
で
作
ら
れ
て
渡
来
し
た
も
の
か
国
産
品
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

小
岱
山
麓
の
製
鉄
窯
跡
群
　
　

小
岱
山
の
中
腹
か
ら
山
麓
に
か
け
て
点
在
す
る
製
鉄
窯
跡
は
約
三
〇
か
所
に
お
よ
び
、
荒
尾

市
の
府
本
、
樺
地
区
に
集
中
し
て
い
る
。

長
洲
の
海
岸
に
も
見
ら
れ
て

い
た
砂
鉄
を
利
用
し
た
も
の
で
、
遺
跡
か
ら
は
、
鉄
滓
・
玉
鉄
と
と
も
に
フ
イ

ゴ
の
口
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。

松
本
健
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
年
代
は
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
の
可
能
性
が
強
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
鉄
器
　
　

全
国
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
の
時
代
の
鉄
製
品
の
主
な
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

農
耕
具
　
　

ク
ワ
先
・
ス
キ
先
・
鎌

木
工

具
　
　

チ

ョ
ウ
ナ

ー
ヤ
リ
カ
ン
ナ

狩
猟
具
　
　

刀
子
・
鏃

漁
撈
具
　
　

銛
・
釣
針

武
　

器
　
　

鉄
刀
・
鉄
剣
・
鉄
矛
・
鉄
戈

武
　

具
　
　

ヨ
ロ
イ

ー
カ
ブ
ト

三

、

青

銅

器

の

渡

来

鉄
器
に
続
い
て
青
銅
器
が
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。

青
銅
製
品
は
鉄
と
ち
か
っ
て
腐
食
が
少
な
い
た
め
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
出
土
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。



鹿
　

本

菊
　

池

植
　

木

小
　

国

大
　

津

国
産
の
銅
鉾

輸
入
の
銅
鉾

輸
入
の
銅
鉾

国
産
の
銅
鉾

国
産
の
銅
鉾

二 一 四 二 一

銅
　

戈

四

青
銅
器
は
、
紀
元
前
三
世
紀
ご
ろ
中
国
の
秦
の
時
代
に
は
じ
ま
り
、

そ
れ
が
朝
鮮
半
島
を
経
て
北
九
州
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
を
代
表
す
る
青
銅
器
と
し
て
は
、
銅
鉾
・
銅
剣
・
銅
戈
な

ど
の
武
器
を
は
じ
め
銅
鐸
・
銅
鏡
が
あ
る
。

銅
鉾
　
　

銅
鉾
は
も
と
も
と
武
器
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
大
き
さ
や
埋
蔵
の
場
所
な
ど
か
ら
考
え
る
と
祭
祀
用
と
し
て
使
わ

れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
県
内
で
も
表
の
よ
う
に
銅
鉾
が
発
見
さ

れ
て
い
る
が
白
川
を
境
と
し
て
県
の
北
部
ば
か
り
で
あ
る
。

熊本県の銅鉾

銅
鐸
　
　

銅
鐸
は
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
か
ら
多

く
発
見
さ
れ
て

い
る
。

天
智
天
皇
七
年
（
六
八
八
）
近
江
国
（
滋
賀
県
）
か
ら
掘
り
出

さ
れ
た
も
の
が
日
本
に
お
け
る
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
最
初
の
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
高
さ
五
尺
五
寸
（
約
一
六
五
㎝
）
も
あ
り
最
大
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

鐸
身
に
は
、
蜻
蛉
・
蛙
・
亀
・
鳥
な
ど
の
動
物
を
は
じ
め
舟
、
家
屋
・
弓
や
槍
を
持
っ
た
猟
師
、
米
を
搗
く
人
な
ど
が
か
か

れ
て
お
り
当
時
の
生
活
を
知
る
上
に
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

銅
鐸
の
用
途
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
釣
り
吊
げ
る
た
め
の
「
紐
」
が
あ
る
こ
と
や
、
内
部
に
「
舌
」
の
あ
る
も

の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
初
め
は
楽
器
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
が
後
に
は
祭
祀
用
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

銅　 鐸



貨
幣
　
　

当
時
中
国
で
造
ら
れ
た
貨
幣
が
ほ
か
の
金
属
器
と
同
じ
よ
う
に
日
本
に
伝

え
ら
れ
て
お
り
鏡
と
と
も
に
年
代
を
知
る
大
切
な
手

が
か
り
と
さ
れ
て
い
る
。

「
貨
泉
」
と
い
う
文
字
の
は
い
っ
た
こ
の
貨
幣
は
紀
元
一
〇
年

ご
ろ
の
も
の
で
、
県

内
で
は
菊
池
市
長
田
下
長
田
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。

銅
鏡
　
　

鏡
も
青
銅
で
作
ら
れ
大
陸
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彷
製
鏡
と

よ
ば
れ
て
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。

現
在
で
は
鏡
は
姿
見
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
祭
祀
用
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

弥
生
中
期
の
墓
か
ら
は
前
漢
鏡
、
後
期
の
墓
か
ら
は
後
漢
鏡
が
出
土
し
て
お
り
、
弥
生
文
化
の
時
代
区
分
を
す
る
う
え
で
重

要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

青
銅
鏡
に
は
そ
の
文
様

や
形
態
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
名

づ
け
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。清

白
な
ど
の
語

が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
清
白
鏡
、
長
生
不
死
の
仙
人
を
崇
拝
す
る
思
想
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
の
方
格
規
矩

四
神
鏡
、
紐
を
通
す
孔
を
つ
く
る
た
め
に
鏡
の
背
面
に
つ
く
り
つ
け
た
突
起

が
ニ
～
三
個
あ
る
多
鈕
細
文
鏡
、
三
角
縁
神
獣
鏡

は
、
半
肉
彫
り
の
神
人
お
よ
び
獣
形
の
文
様
を
も
っ
た
鏡
で
、
縁
の
断
面

が
三
角
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

衣
　
　

「
倭
人
伝
」
に
は
、

「
稲
や
麻
を
栽
培
し
、
桑
を
植
え
蚕
を
飼
い
、
生
糸
を
つ
む
ぎ
細
麻
の
布
を
織
り
、
ま
わ
た
を
作
っ
て
い
る
」

銅 鏡



と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
「
絹
・
麻
・
綿
」
の
繊
維
が
生
産
さ
れ
、
栽

培
技
術
や
紡
績
、
機
械
の
技
術
も
進
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

衣
服
に
つ
い
て
は
、
埴
輪
の
人
物
の
服
装
を
見
て
も
農
夫
・
武
人
・
貴
人
と
そ
れ

ぞ
れ
結
髪
の
上
に
帽
子

や
冠
を
か
ぶ
り
、
上
衣
に
ズ
ボ
ン
を
は
き
帯
を
し
め
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

食
　
　

こ
の
時
代
に
お
け
る
食
生
活
に
一
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
稲
作
で

あ
る
。

狩
猟
・
採
集
と
い
う
不
安
定
な
食
生
活
か
ら
、
栽
培
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
安
定
し
た
収
穫
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
人
々
は
一
定
の
場
所
に
住
み
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

倭
人
伝
に
は

「
橘
、
生
姜
、
茗
荷
、
山
椒
が
あ
る
。
倭
の
地
は
気
候
温
暖
で
、
四
季
を
通
じ
て
生
野
菜
を
食
す
る
」
と
あ
り
、
野
菜
、
根

菜
、
果
菜
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

植
物
性
の
食
物
の
ほ
か
に
動
物
性
の
も
の
も
脂
肪
や
タ
ン
パ
ク
源
と
し
て
と
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

火
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
火
に
あ
て
て
焼
い
た
り
、
甕
や
つ
ぼ
に
入
れ
て
煮
て
い
た
。

六
栄
地
区
か
ら
出
土
し
た
土
器
片
に
も
火
に
よ
っ
て
黒
く
こ
げ
た
あ
と
が
見
ら
れ
る
。

生
活
用
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
弥
生
式
土
器
に
は
、
甕
、
壺
、
高
坏
の
三
種
の
基
本
の
形
態
が
あ
り
、
甕
は
煮
炊
用
の
日
常

使
わ
れ
る
も
の
で
文
様
は
な
く
、
壺
は
モ
ミ
を
貯
蔵
す
る
た
め
に
美
し
く
文
様
を
つ
け
て
飾
り
、
高
坏
は
食
物
を
盛
っ
て
供
え

舟

人物埴輪



る
た
め
の
も
の
で
高
い
台
の
上
に
皿

が
取
り
つ
け
ら
れ
た
形
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
農
業
生
活
の
必
要
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
容
器
で
あ
る
。

住
　
　

住
居
は
ふ
つ
う
竪
穴
式
で
、
水
田
を
作
る
た
め
に
低
地
に
近
い
地
域
に
住
み
つ
い
て
い
た
。

岱
明
町
下
前
原
遺
跡
の
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
反
半
（
約
二
五
ａ
）
の
畑
か
ら
三
一
個
の
住
居
跡
が
見
つ
か
り
、
そ
の

う
ち
最
も
大
き
い
も
の
は
、
東
西
八
・
六
ｍ
、
南
北
五
・
三
ｍ
で
現
在
の
疊
を
敷
き
つ
め
る
と
約
三
〇
枚
と
な
り
非
常
に
大
き

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

中
期
以
降
に
な
る
と
、
集
落
の
周
囲
に
堀
を
め
ぐ
ら
し
た
跡
が
あ
る
。

天
水
町
野
辺
田
遺
跡
に
は
、
幅
二
ｍ
、
深
さ
一
・
五
ｍ
の
堀
の
跡
が
で
き
て
お
り
、
外
敵
か
ら
の
防
禦
の
た
め
と
考
え

ら
れ

て
い
る
。

弥
生
時
代
の
埋
葬
　
　

墓
地
は
共
同
墓
地
と
な
り
住
居
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

種
類
と
し
て
は
、
甕
棺
墓
・
土
壙
墓
・
箱
式
石
棺
墓
・
木
棺
墓
・
支
石
墓
な
ど
種
々
に
わ
た
っ
て
い
る
。

甕
棺
墓
　
　

弥
生
文
化
の
代
表
的
墳
墓
で
、
北
九
州
を
中
心
と
し
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
。

甕
・
壺
・
鉢
を
利
用
し
、
単
甕
に
石
の
ふ
た
を
し
た
も
の
、
鉢
や
高
坏
を
ふ
た
に
し
た
も
の
、
合
口
甕
棺
な
ど
が
あ
る
。

岱
明
町
下
野
口
塚
原
で
は
、
甕
棺
四
個
、
箱
式
石
棺
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

甕
棺
は
、
上
鉢
の
口
径
六
七
㎝
、
高
さ
四
二
㎝
、
下
甕
の
口
径
七
七
㎝
、
高
さ
一
一
九
㎝
で
、
合
せ
口
は
粘
土
で
目
ば
り
を

し
て
い
る
（
昭
二
八
・
田
辺
哲
夫
氏
報
告
に
よ
る
）

そ
の
ほ
か
同
町
野
口
字
早
馬
の
年
の
神
遺
跡
付
近
か
ら
、
壺
棺
数
基
も
発
掘
さ
れ
て
お
り
現
在
岱
明
町
中
央
公
民
館
に
展
示



さ
れ
て
い
る
。

土
壙
墓
　
　

北
九
州
・
山
口
県
に
多
く
、
長
方
形
や
楕
円
形
の
竪
穴
を
棺
と
た
も
の
で
、
壙
内
に
石
を
敷
い
た
り
板
石
を
一

面
に
立
て
か
け
た
も
の
、
上
に
石
ぶ
た
を
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

岱
明
町
山
下
字
天
神
木
の
中
道
貝
塚
か
ら
は
、
五
つ
の
墓
が
発
見
さ
れ
、
一
つ
は
長
方
形
の
上
壙
を
掘
っ
て
埋
葬
し
て
土
を

か
ぶ
せ
、
上
を
板
石
で
覆
っ
て
あ
る
。
ほ
か
の
一
つ
は
土
壙
の
壁
を
粘
土
で
固
め
て
あ
る
。
ほ
か
に
石
壙
み
の
上
壙
墓
二
つ
と

甕
棺
の
破
片
を
か
ぶ
せ
た
土
壙
墓
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

箱
式
石
棺
　
　

北
九
州
か
ら
山
口
県
に
か
け
て
存
在
し
、
単
葬
か
ら
数
体
を
合
葬
し
た
も
の
ま
で
あ
る
。

岱
明
町
北
野
口
大
原
で
は
箱
式
石
棺
一
〇
基
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
、
岱
明
町
中
央
公
民
館
前
庭
に
復
元
保
存
さ

れ
て
い
る
。

支
石
墓
　
　

支
石
墓
は
地
上
に
多
く
の
塊
石
を
お
き
、
そ
の
上
に
巨

大
な
石
を
す
え
、
下
に
土
壙
、
甕
棺
な
ど
の
地
下
施
設

を
と
も
な
っ
た
墓
で
あ
る
。

岱
明
町
野
口
に
あ
る
年
の
神
支
石
墓
は
、
縦
二
・
五
二
ｍ

、
横
三
・

〇
四
ｍ

、
厚
さ
〇
・
七
二
ｍ
の
安
山
岩
の
も
の
と
、
縦
一
・
七
六
ｍ
、

横
二
・
六
〇
ｍ
、
厚
さ
〇
・
六
〇
ｍ

の
花
崗
岩
の
石
掌
を
も
つ
も
の
が

あ
り
、
石
掌
の
下
に
は
直
径
五
㎝
大
の
お
び
た
だ
し
い
原
石

が
敷
か
れ

て
い
た
。

大原の箱式石棺



四
、
弥
生
式
土
器

弥
生
式
土
器
の
名
の
お
こ
り
は
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
当
時
の
東
京
市
本
郷
区
弥
生
町
向
ヶ
岡
貝
塚
を
有
坂
■

蔵
氏

が
調
査
し
た
時
に
発
見
し
た
土
器
を
町
名
か
ら
名
を
と
っ
て
「
弥
生
式
土
器
」
と
よ
ん
で
い
る
。

弥
生
式
土
器
は
縄
文
土
器
の
よ
う
に
重
厚
、
複
雑
な
も
の
は
な
く
、
薄
く
て
文
様
も
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
活

の
程
度
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
用
途
に
応
じ
た
色
々
な
形
の
も
の
が
造
ら
れ
て
き
て
い
る
。

土
器
は
形
式
に
よ
っ
て
、
前
期
、
中
期
、
後
期
の

三
期
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

前
期
は
、
北
九
州
の
板
付
式
土
器
に
は
じ
ま
り
遠

賀
川
式
土
器
へ
と
続
い
て
お
り
熊
本
県
内
に
も
広
が

っ
て
き
て
い
る
。

中
期
に
な
る
と
須
玖
式
土
器
（
筑
紫
郡
春
日
市
須

玖
）
が
入
り
宇
土
半
島
あ
た
り
ま
で
及
ん
で
い
る
。

中
期
の
終
り
ご
ろ
に
、
熊
本
市
黒
髪
町
の
済
々
黌
高

校
の
校
庭
か
ら
黒
髪
式
と
よ
ば
れ
る
土
器
が
出
土
し
、

北
は
福
岡
県
大
川
市
、
南
は
人
吉
盆
地
、
宮
崎
県
高

弥 生 式 土 器



千
穂
付
近
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。

後
期
に
は
い
る
と
、
人
吉
盆
地
の
免
田
町
か
ら
免
田
式
と
名
づ
け
ら
れ
た
土
器
が
出
土
し
、
北
は
山
鹿
地
方
、
東
は
宮
崎
県

西
臼
杵
郡
、
南
は
鹿
児
島
県
の
桜
島
に
ま
で
普
及
し
て
い
る
。

免
田
式

が
普
及
し
て

い
な
い
地
方
で
は
、
櫛
目
文
と
呼
ば
れ
る
、
櫛
の
歯
で
つ
け
た
よ
う
な
波
の
形
や
円
形
を
描
い
た
文
様

の
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

後
期
も
終
末
期
に
な
る
と
、
玉
名
郡
天
水
町
か
ら
野
辺
田
式
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。

熊
本
県
の
弥
生
式
土
器
の
編
年
　
　

県
内
に
お
け
る
弥
生
土
器
の
編
年
は
、
乙
益
重
隆
氏
に
よ
れ
ば
次
の
表
の
と
お
り
で
あ

る
。

弥生式土器編年表

甕
棺
を
伴
な
う

北
九
州

熊
本
県

板

付

式

立
屋
敷
式

下
伊
田
式

城

ノ

越

式

須
玖
式

伊
佐
座
式

水
巻
町
式

西

新

町

式

（

土

師

伴

出

）

斉

藤

山
加

勢

川八

万

塚

櫛

田

文

系

木

瀬
（

甕

棺

な

し

）

免
田
式
１

（

土

師

伴

出

）

免

田

式

２

（

土

師

伴

出

）

野

辺

田

式

囲

黒
髪
式

（
城

ノ

越
式

）

加
勢
川

五
エ
モ
ン
島

中
道
貝
塚

（
立

屋

敷

・

下

伊

田

）

時
代
区
分

縄
文
式
土
器

前

期

弥

生

式

土

器

中

期

後

期



五
、
長
洲
町
の
弥
生
遺
跡

長
洲
町
に
お
け
る
弥
生
遺
跡
は
、
現
在
ま
で
土
器
片
等
の
み

が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
住
居
跡
等
の
発
掘
調
査
も
行
わ
れ
て
い

な
い
の
で
、
遺
跡
と
名
づ
け
る
よ
り
も
包
含
地
帯
と
呼

ん
だ
方
が
適
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

分
布
は
、
小
岱
山
か
ら
南
へ
延
び
る
な
だ
ら
か
な
丘
陵
の
突
端
に
近
く
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
海
岸
線
に
沿
っ

て
、
わ
ず
か
に
水
田
を
耕
作
し
得
る
程
度
の
広
さ
を
近
く
に
持
っ
て
い
る
場
所
を
選
ん
で

い
る
。

六
栄
地
区
に
最
も
多
く
腹
赤
・
清
里
地
区
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
今
後
も
出
土
す
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六
栄
地
区
　
　

六
栄
地
区
の
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
蒐
集
は
、
昭
和
四
一
年
、
当
時
六
栄
小
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
筆
者
が
、

社
会
科
の
授
業
及
び
郷
土
研
究
の
ク
ラ
ブ
活
動
の
中
で
、
児
童
と
共
に
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
昭
和
四
三
年
に
「
古
代
文
化
遺
跡
の
研
究
」
と
し
て
簡
単
な
報
告
書
を
ま

と
め
て
い
る
。

○
　
下
赤
田
遺
跡
　
　

国
道
二
〇
八
号
線
の
赤
田
付
近
か
ら
南
へ
延
び
た
一
帯
で
、

多
数
の
土
器
片
が
出
土
し
た
ら
し
い
が
破
損
紛
失
さ
れ
て
い
る
。

黒
曜
石
の
石
鏃
数
個
と
石
器
を
磨
い
た
と
思
わ
れ
る
「
砥
石
」
が
赤
田
の
小
川
利

明
氏
宅
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。

○
　
百
谷
遺
跡
　
　

鷲
巣
の
八
幡
山
か
ら
狐
谷
に
続
く
丘
陵
の
中
ほ
ど
に
あ
る
馬
場

正
光
氏
所
有
の
み
か
ん
畑
よ
り
多
数
の
土
器
片
が
出
土
し
て
い
る
。

赤田の石鏃と砥石



胴 部

し
か
し
、
口
縁
部
・
胴
部
・
底
部
と
数
多
く
の
土
器
片
が
あ
る
が
、

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
完
全
な
形

の
も
の
は
な
く
、
部
分
的
に

復
元
図
を
と
っ
て
み
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

口
縁
部
は
、
く
の
字
形
と
な
っ
て
お
り
、
口
径
は
約
一
四
㎝
ぐ
ら
い

の
も
の
か
ら
二
二
㎝
ぐ
ら
い
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

文
様
は
、
く
し
目
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
程
度
で
様
式
は
わ
か
ら
な

い
。

胴
部
は
、
採
集
さ
れ
た
土
器
片

が
ば
ら
ば
ら
で
、
し
か
も
、
も
ろ
く
て
く
ず
れ
や
す

く
な
っ
て
い
た
た
め
に
接
合
復
元
に
困
難
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
一
個
だ
け
は
写
真

の
よ
う
に
接
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
高
さ
、
約
二
二
㎝
、
上
部
の
口
径
二
〇
㎝
、
底

部
の
直
径
七
㎝
あ
り
、
ふ
く
ら
み
も
少
な
く
カ
メ
と
し
て
煮
炊
き
に
使
用
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

底
部
は
、
写
真
に
示
す
よ
う
に
、
朝
顔
型
の
も
の
と
平
底
と
の
二
つ
に
わ
か
れ
て
い

る
。

朝
顔
型
の
も
の
は
、
底
の
直
径
約

二
一
㎝
、
高
さ
約
５
㎝
ぐ
ら
い
で
、
カ
メ
や
つ
ぼ
の
す
わ
り
を
よ
く
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
土
器
片
は
胴
部
は
破
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
口
緑
部
及

び
底
部
は
、
中
央
公
民
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

口 縁 部



馬場氏所有みかん畑

土 器 片



○
　
東
ノ
前
遺
跡
　
　

一
先
宮
よ
り
宮
崎
に
か
け
て
の
中
央
部
の
東
側
斜
面
に
あ
り
、
出
目
将
一
氏
の
畑
地
で
あ
る
。

高
さ
一
・
六
ｍ

ほ
ど
の
崖
を
く
ず
し
採
土
し
て

い
た
と
き
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
は
表
土
か
ら
六
〇
㎝
、
幅
四
・
八
ｍ

に
わ
た
っ
て
赤
土
と
黒
土
の
層
が
は
っ
き
り
と
わ
か
れ
て
お
り
住
居
跡
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

出
土
し
た
の
は
、
写
真
の
よ
う
に
ほ
ぼ
完
全
な
形
の
高
杯
と
つ
ぼ
、
、
そ
れ
に
須
恵
器
の
ふ
た
つ
き
の
碗
の
破
片
な
ど
で
あ
り
、

弥
生
時
代
の
後
期
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
も
の
で
あ

る
。

高
杯
は
高
い
台
の
つ
い
た
杯
状
の
食
器
で
、
古
墳
時
代
ま
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ふ
た
つ
き
の
も
の
も
あ
る
。

こ

の
高
杯
は
、
碗
部
の
直
径
約
一
一
・
五
㎝
、
台
の
高
さ
約
一
〇
㎝
あ
り
、
台
の
中
は
空
洞
と
な
っ
て
い
る
。
文
様
や
彩
色

は
な
く
土
師
器
で
あ
る
。

写
真
の
っ
ぽ
も
同
じ
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぼ
は
口
径
約
一
二
・
五
㎝
、

高
さ
一
二
・
一
㎝
の
も
の
で
、
下
の
方
に
ふ
く
ら
み
を
も
ち
、
糸
底
が
っ
け
ら
れ
て
い

た
。
非
常
に
う
す
く
も
ろ
か
っ
た
た
め
に
保
存
が
悪
く
破
損
し
て
し
ま
っ
た
。

高
杯
や
つ
ぼ
と
同
時
に
出
土
し
た
も
の
に
、
朝
顔
形
の
コ
ッ
プ
状
の
も
の
が
あ
る
。

時
期
的
に
も
大
体
同
じ
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

口
径
一
二
㎝
、
底
の
径
五
㎝
、
高
さ
七
・
四
㎝
の
も
の
で
、
文
様
は
全
く
な
く
外

が

わ
を
ヘ
ラ
で
こ
す
り
形
を
と
と
の
え
た
と
思
わ
れ
る
。

手
に
握
れ
る
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
り
、
酒
や
水
を
飲
む
と
き
に
使
用
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

東の前出土の高杯とつば



東ノ前出土ふたつき皿

そ
の
他
の
土
器
片
に
つ
い
て
は
復
元
で
き
る
も
の
は
な
い
が
、
口
縁
部
の
形
や
わ
ず

か
に
見
ら
れ
る
文
様
か
ら
、
様
式
と
し
て
は
野
部
田
式
の
系
統
を
く
む
も
の
で
あ
る
。

時
代
は
下
る
け
れ
ど
も
、
須
恵
器

が
同
時
に
出
土
し
て
い
る
。

写
真
及

び
図
の
よ
う
に
、
高
さ
八
㎝
、
直
径
一
四
㎝
の
ふ
た
つ
き
の
も
の
で
、
「
ろ

く
ろ
」
を
使
用
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

松
本
健
郎
氏
の
「
肥
後
の
須
恵
器
編
年
表
」
に
よ
れ
ば
、
大
和
窯
の
系
統
を
引
く
も

の
で
、
今
か
ら
約
一
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
も
の
で
あ
る
。

○
　
葛
輪
遺
跡
　
　

葛
輪
の
硯
川
昌
明
氏
宅
裏
の
下
鴻
ノ
池
の
土
手
か
ら
は
須
恵
器
の

土
器
片
と
、
首
の
な
い
動
物
の
「
埴
輪
」
が
出
土
し
て
い
る
。

動
物
の
「
は
に
わ
」
は
、
長
さ
一
五
㎝
、
高
さ
一
二

、
五
㎝
あ
り
、
胴
部
と
足
二
本
が
発
見

さ
れ
て
い
る
が
、
胴
部
の
状
態

か
ら
「
馬
」
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

こ

の
「
埴
輪
」
が
何
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

現
在
長
洲
町
中
央
公
民
館
に
展
示
さ
れ
て

い

る
。葛

輪
は
小
岱
山
に
近
く
、
荒
尾
市
の
府
本
地

区
で
は
須
恵
器
の
窯
跡
が
あ
り
、
大
生
産
地
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
あ
た

永方東前出土



葛輪出土のはにわ

り
で
も
窯
跡
の
発
見
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

○
　
向
野
（
尾
崎
台
）
遺
跡
　
　

日
立
造
船
の
進
出
に
よ
っ
て
、
現
在
は
住
宅
の
密
集

地
と
な
っ
て

い
る
が
、
当

時
は
写
真
の
よ
う
に
一
面
の
水
田
地
帯
で
、
中
央
の
住
居
は
、

現
在
の
浦
部
精
氏
宅
で
あ
る
。

集
め
ら
れ
た
土
器
片
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に

い
っ
ぱ
い
あ
り
、
古
代
六
栄
地
区
で
は
最

も
大
き
な
集
落
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

土
器
の
内
容
と
し
て
は
、
カ
メ
や
つ
ぼ
が
多
く
、
中
に
は
カ
メ
棺
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
な
大
き
な
も
の
も
あ
る
。

集
め
ら
れ
た
土
器
片
の
う
ち
で
最
も
大
き
な
も
の
は
、
四
つ
に
割
れ
て
い
た
が
、
接

合
し
て
復
元
図
を
作
成
し
て
み
る
と
図
の
よ
う
に
な
る
と
想
像
さ
れ
る
。

口
縁
部
の
直
径
約
一
九
・
四
㎝
、
頸
部
の
直
径
一

六
・

〇
㎝
、
胴

部
の
直
径
三
一
・
〇
㎝
高
さ
約
三

〇
㎝
で
あ
る
。

口
縁
部
は
く
の
字
形
で
外
反
し
、
頸
部
に
突
起
し

た
帯
状
の
文
様
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
胴
部
に
は
二
条
の

同
様
の
文
様
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

胎
土
は
き
め
が
細
か
く
う
す

い
褐
色
を
し
て
い
る
。

向野（尾崎台）出土土器復元図



尾崎台出土土器実測図

底
部
は
、
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
丸
底
又
は
平
底
の
っ

ぽ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
様
は
、
須
玖
式
の
受
棺
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
時
代
と
し
て
は
弥
生
中
期
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
の
土
器
は
、
上
図
の
よ
う
に
口
径
一
七
㎝
、
高
さ
一
七
・
五
㎝
、
胎
土
は
粗
い

が
焼
き

が
か
た
く
、
厚
さ
五
㎜
と
い
う
非
常
に
う
す
手
の
カ
メ
で
あ
る
。

文
様
は
、
口
縁
部
と
胴
部
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
土
器
の
特
長
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
非
常
に
薄
い
と
い
う
こ
と
と
、
色
が
他
の

土
器
に
く
ら
べ
て
赤
味
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。

藤
の
花
の
色
を
濃
く
し
た
よ
う
な
色
で
、
彩
色
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
違
え
る
ほ
ど
で

あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
は
、
写
真
の
よ
う
に
厚
手
で
大
き
な
握
り
手
と
思
わ

れ
る
突
起
し
た
文
様
を
持
つ
も
の
や
こ
し
き
の
取
り
手
と
考
え
ら
れ

る
も
の
が
出
土
し
て

い
る
。

○
　

向
野
（
安
保
）
遺
跡
　
　

昭
和
六
十
年
に
六
栄
小
学
校
の
児
童

に
よ
っ
て
、
学
校
の
東
南
の
台
地
（
緑
屋
の
前
）
よ
り
採
集
さ
れ
た

も
の
で
、
つ
ま
み
の
つ
い
た
ふ
た
つ
き
の
椀
で
あ
る
。

写
真
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
ろ
く
ろ
が
使
用
さ
れ
て
お
り
年
代

尾崎台出土土器片



こしきのとりて

辻屋敷出土土器復元図

安保 出土土 器

と
し
て
は
ず
っ
と
下
っ
て
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

○
　
宮
崎
（
辻
屋
敷
）
遺
跡
　
中
山
光
氏
宅
の
裏
の
崖
か
ら
出

土
し
た
、
台
付
き
の
皿
で
土
師
器
で
あ
る
。

復
元
図
を
作
成
し
て
み
る
と
、
図
の
よ
う
に
、
上
部
の
皿
は

直
径
二
〇
・
五
㎝
で
縁
の
と
こ
ろ
が
そ
り
ま
が
っ
て
い
る
。
台

部
は
直
径
一
二
㎝
あ
り
中
は
空
洞
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
須
恵
の
土
器
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

○
　
そ
の
他
　
　

六
栄
地
区
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
に
も
未
確

認
で
あ
る
け
れ
ど
も
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
記
録
や
話
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

折
地
天
満
宮
東
側
に
貝
塚
が
あ
る
。（
林
田
賢
）

四
郎
丸
か
ら
カ
メ
棺
が
出
た
　
　
　

（
林
田
賢
）

六
栄
小
学
校
裏
の
茶
畑
を
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
地
な
ら
し
を
し

て

い
た
と
こ
ろ
、
大
き
な
穴

が
ぽ
っ
か
り
と
あ
い
た
。
（
宮
野

八
郎
、
現
中
央
公
民
館
長
）

腹
赤
地
区
　
　

腹
赤
地
区
の
弥
生
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
出
土



し
た
遺
物
は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
町
文
化
財
保
護
委
員
で
も
あ
り
、
ま
た
町
史
執
筆
者
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
、
故
、

林
田
賢
氏
の
遺
稿
に
よ
れ
ば
、

○
　
新
町
墓
地
台
地
か
ら
弥
生
式
土
器
片
が
出
土
し
た
。

○
　
腹
赤
の
西
林
詮
氏
宅
の
後
庭
か
ら
、
カ
キ

ー
ア
サ
リ
の
貝
殻
と
と
も
に
土
器
片
と
、
ろ
う
石
製
の
平
底
鍋
の
破
片
が
出
土

し
て
い
る
。

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
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