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第
一
章

考
古
学
よ
り
見
た
先
史
・
歴
史
時
代

第
一
節

先
土
器
時
代

1
人
類
の
は
じ
め

地
球
上
で
最
古
の
人
類
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
発
見
さ
れ
た
「
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら

は
猿
人
と
呼
ば
れ
、

直
立
し
て
歩
行
し
、

原
始
的
な
道
具
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

彼
ら
が
生
き
た
年
代
は
お
よ
そ
二
百
万
年
前
に

さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

直
立
歩
行
は
、
自
由
に
な
っ
た
両
手
に
よ
り
道
具
の
発
達
を
促
し
た
。
さ
ら
に
直
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
脳
容
積
が
多
く
な
り
、
猿
人

と
し
て
人
類
へ
の
第
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

猿
人
よ
り
新
し
い
人
類
と
し
て
、
中
国
の
北
京
原
人
(
シ
ナ
ン
ト
ロ
プ
ス
・
ペ
キ
ネ
ン
シ
ス
)、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ

原
人
(
ピ
テ
カ

ン
ト
ロ
プ
ス
・
エ
レ
ク
ト
ス
)
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
直
立
原
人
(
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ス
)
と
呼
ば
れ
、

そ
の
年
代
は
約
四
十
万

年
前
か
ら
七
十
万
年

前と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
北
京
原
人
は
火
の
使
用
を
行
っ
た
最
古
の
原
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
人
類
の
歴
史
は
、

ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
に
代
表
さ
れ
る
旧
人
か
ら
現
世
人
の
直
接
の
祖
先
と
さ
れ
る
新
人
へ
と
進
化
の
道
筋

を
た
ど
る
。
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人
類
の
営
み
が
展
開
し
た
こ
の
二
百
万
年
間
の
地
球

、は
、
氷
河
時
代

I
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N
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N
I

H
SI

N
I

U
I

N
I

N
A

U
H

A
D

三
段
付

と
も
呼
ば
れ
、

気
候
が
極
度
に
寒
く
大
陸
が
広
範
囲
に
氷
に
覆
わ
れ
た

C
H

I
N
A
&
*
C
R

N
U
M
I
M

C
#

(
4

=
8

}

#
1

(
1

0
)

時
期
(
氷
期
)
と
、

気
候
が
温
暖
で
氷
が
後
退
し
た
時
期 胡
(
間
氷
期
)
と

) 0
0

0
1

S
E

W
O
H
N
U
N

が
四
回
ほ
ど
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
氷
河
が
発
達
し
た
時
期
は
海
水
が
減
り
、

地
球
上
の
海
水
面
は

低
下
す
る
。
最
も
低
い
海
水
面
は
、

現
在
よ
り
も
約
百
五
十
以
下
で
あ

!
・
!

現
在
の
海
水
面 ! !

・
!…

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
態
を
日
本
列
島
に
お
い
て
み
る
と
、

南

で
は
九
州
と
朝
鮮
半

島
、

北
で
は
北
海
道
と
サ
ハ
リ
ン
、
カ
ム
チ
ャ
ツ

,
現
在
の
質
料
,

カ
半
島
、
シ
ベ
リ
ア
が
結
ば
れ
、
日
本
海
は
湖
に
な
る
。

t

最
後
の
陸
橋
が
で
き
た
の
は
約
二
・
五
万
年
前
か
ら
一
・
七
万
年
前

(
マ
キ
シ
ム
・
ウ
ル
ム
亜
氷
期
)
と

さ
れ
、

マ
ン
モ
ス
、

ナ
ウ
マ

ン
象
、

オ
オ
ツ
ノ
ジ
カ
な
ど
が
日
本
列
島
に
渡
っ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
獲
物
を
追
っ
て
人
間
も
渡
っ
て
き
た
。

マ
ン
モ
ス
は
北
海
道
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
ナ
ウ
マ
ン
象
に
つ
い
て
は
各
地
で
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
山
梨
で
も
山
梨
市
江
曽

原
の
兄
川
や
、
甲
府
市
塩
部
の
相
川
河
床
か
ら
ナ
ウ
マ
ン
象
の
臼
歯
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

日
本
列
島
の
化
石
人

骨
と
し
て
は
、
兵
庫
県
の
明
石
原
人
、

栃
木
県
の
葛
生
人
、
愛
知
県
の
牛
川
人
、
静
岡
県
の
三
ヶ
日
人
、
同
県
の

浜
北
人
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
な
お
明
石
原
人
に
つ
い
て
は
、
近
年
原
人
ま
で
に
は
い
か
な
い
と
い
う
説
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
れ
ら
の
人
類
が
陸
橋
を
渡
っ
て
日
本
に
や
っ
て
来
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

2
先
土
器
時
代
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日
本
列
島
に
人
類
の
営
み
が
確
認
で
き
る
の
は
、
二
百
万
年
と
い
う

長
い
人
類
の
歴
史
の
う
ち
、
わ
ず
か
に
数
万
年
前
か
ら
で
あ
る
。

考
古
学
的
に
は
今
日
、

旧
石
器
時
代
と
か
先
土
器
時
代
と
い
う
呼
び
方
を
し
て
い
る
こ
の
時
代
の
遺
跡
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
昭
和
二
十
四
年
(
一
九
四

九)
に
実
施
さ
れ
た
群
馬
県
岩
宿
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

赤
土

(
ロ
ー
ム
層)
の
中
か
ら
石
器
が
掘
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
縄
文
時
代
以
前
の
文
化
が
日
本
に
も
存
在
し
た
こ
と
が

確
認

さ
れ
た
。
ロ
ー
ム
層
の
形
成
は
地
質
年
代
か
ら
は
洪
積
世
で
あ
り
、
一
万
年
以
前
に
堆
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
梨
に
お
い
て
も
富
士
山
や
御
嶽
山
な
ど
の
火
山
活
動
に
よ
っ
て
堆
積
し
た
ロ
ー
ム
層
中
よ
り
石
器
が
出
土
し
て
お
り
、
現
在
ま
で
に

約
二
十
ヵ
所
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
お
よ
そ
一
・
五
万
年
前
で
あ
る
。

山
梨
の
先
土
器
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
富
沢
町
天
神
堂
遺
跡
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
黒
曜
石
や
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
を
材
料
に
ナ
イ

7
0

フ
形
石
器
や
、

槍
先
形
尖
頭
器
の
ほ
か
、

彫
刻
刀
の
よ
う
な
彫
器
や
、

皮
な
ど
に
穴

を
あ
け
る
た
め
の
石
錐
な
ど
石
器
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
調
理
施
設

、
さ

れ
る
こ
ぶ
し
大
の
石
を
集
め
た
礫
群
も
十
ヵ
所
ほ
ど

発
見
さ
れ
て
い
る
。

1
0

C
一
宮
町
の
釈
迦
堂
遺
跡
群
か
ら
も
ナ
イ
フ
形
石
器
な
ど
を
は
じ
め
、

各
種
の
石
器

が
出
土
し
て
お
り
、

さ
ら
に
高
根
町
の
丘
の
公
園
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。
遺
跡
の

先槍
分
布

は
、
県
下
全
域
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
今
後
、

調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
遺
跡
数

が
増
え
る
と
と
も
に
、
先
土
器
時
代
の
様
相
も
よ
り
具
体
的
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
な
お
石
器
の
材
料
の
大
部
分
を
占
め
る
黒
曜
石
は
県
内
か
ら
は
産
出
せ
ず
、

長
野
県
の
和
田
峠
付
近
の
も
の
で
あ
り
、

お
よ
そ
一
・
五
万
年
前
に
お
い
て
、
物
資

の
交
流
が
広
範
囲
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
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本
村
に
お
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
先
土
器
時
代
の
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
時
代
が
狩
猟
・
採
集
の
段
階
で
あ
り
、

自
然
環

境
に
左
右
さ
れ
る
き
わ
め
て
不
安
定
な
生
活
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
食
糧
を
求
め
て
絶
え
ず
移
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
水
と
食
糧
が
得
や
す
く
、
日
当
た
り
が
よ
く
水
は
け
の
よ
い
土
地
を
選
ん
で
生
活
を
営
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
本
村
に
も

か
つ
て
こ
の
よ
う
な
好
条
件
の
土
地
が
推
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
先
土
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
よ
う
。

第
二
節

縄
文
時
代

1
概

観

今
か
ら
約
一
・
二
万
年
前
か
ら
約
二
千
三
百
年
前
ま
で
を
考
古
学
で
は
縄
文
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。
先
土
器
時
代
に
引
き
続
い
て
狩

猟
・
採
集
段
階
に
あ
っ
た
が
、
土
器
の
製
作
開
始
を
も
っ
て

縄
文
時
代
の
始
ま
り
と
す
る
。

0 L
気
候
の
温
暖
化
に
と
も
な
い
、
日
本
列
島
の
亜
寒
帯
針
葉

樹
林
は
減
少
し
、

次
第
に
落
葉
広
葉
樹
林
が
拡
大
す
る
時
期

A

と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、

前
代

に
重
要
な
食
糧
と
な
っ
た
大
型
哺
乳
類
の
減
少
や
絶
滅
を
招

く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
変
化
に
伴
い
新
た
な
生
活
環
境

に
適
応
し
た
生
活
技
術
の
発
展
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

1
9
0
0

落
葉
広
葉
樹
林
が
広
が
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

食
糧
と
し
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て
重
要
性
を
増
し
た
の
は
、

ク
ル
ミ
や
ド
ン
グ
リ
を
は
じ
め
と
す
る
木
の
実
な
ど
の
植
物
性
食
糧
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
植
物
の
多
く
は

生
食
よ
り
も
、
あ
く
抜
き
や
製
粉
と
い
っ
た
加
工
に
加
え
て
加
熱
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
要
請
か
ら
土
器

が
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

縄
文
土
器
は
、
お
よ
そ
一
万
年
と
い
う
期
間
を
通
し
て
製
作
さ
れ
、

使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

縄
文
と
い
う
呼
称
は
、
日
本
考
古
学

の
出
発
点
と
も
な
っ
た
大
森
貝
塚
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
由
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
出
土
し
た
土
器
に
縄
目
の
文
様
が
施
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
よ
る
。
現
在
、
縄
文
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
土
器
の
総
称
と
し
て
縄
文
土
器
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

煮
沸
を
目
的
と
し
た
土
器
の
出
現
は
、
可
食
植
物
の
範
囲
を
広
げ
る
と
同
時
に
、
獣
肉
・
魚
介
類
の
腐
敗
防
止
と
も
な
り
、
さ
ら
に
食

糧
の
保
存
・
貯
蔵
を
可
能
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
縄
文
人
の
食
生
活
は
大
い
に
安
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

縄
文
時
代
は
、

土
器
の
製
作
や
植
物
性
食
糧
の
増
大
の
ほ
か
に
、

弓
矢
の
使
用
や
海
の
資
源
の
入
手
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。

大
型
の
哺
乳
類
が
減
少
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
、
ウ
サ
ギ
な
ど
の
中
・
小
動
物
が
繁
殖
す
る
と
、
先
土
器
時
代
に
大

型
獣
を
追
っ
た
石
槍
は
、

敏
し
ょ
う
な
動
物
の
狩
猟
具
と
し
て

は
不
向
き
と
な
る
。
こ
れ
に
か
わ
っ
て
新
た
に
弓
矢
が
開
発
さ

れ
、

狩
猟
具
と
し
て
発
達
す
る
。

矢
じ
り
と
し
て
、

黒
曜
石
な
ど
を
加
工
し
て
つ
く
ら
れ
た
石

鏃
は
、

各
地
の
遺
跡
に
お
い
て
発
見
さ
れ
て
お
り
、
弓
矢
に
よ

る
狩
猟
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

海
洋
資
源
の
入
手
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
一
千
ヵ
所
以
上

の
貝
塚
の
存
在
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
貝
塚
に
堆
積し

た
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魚
介
類
の
遺
体
は
、
き
わ
め
て
豊
富
な
も
の
で
あ
り
、
縄
文
時
代
に
お
け
る
活
発
な

漁
撈
活
動
を
示
し
て
い
る
。

山
梨
の
よ
う
な
内
陸
部
に
あ
っ
て
は
、
湖
沼
・
河
川
な
ど
に
お
け
る
淡
水
の
魚
介

類
の
捕
獲
が
考
え
ら
れ
る
が
、
臨
海
地
域
と
は
異
な
り
貝
塚
を
形
成
す
る
ほ
ど
の
主

要
な
生
産
活
動
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
狩
猟
・
採
集
お
よ
び
漁
撈
を
通
し
て
食
糧
獲
得
を
は
か
っ
た
縄
文

人
は
、

生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
各
種
の
道
具
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
。

彼
ら
は
一

万
年
と
い
う
長
い
期
間
に
お
い
て
、
し
だ
い
に
定
住
性
の
高
い
生
活
を
営
ん
で
い

き
、

集
落
の
発
達
を
み
た
の
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
集
落
は
多
く
の
場
合
、

食
糧
獲
得
の
条
件
の
よ
い
場
所
を
主
体
と
し

て
、
台
地
や
丘
陵
や
河
岸
段
丘
上
に
営
ま
れ
て
い
る
。

集
落
は
小
規
模
で
あ
り
、
数

軒
か
ら
十
数
軒
ほ
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

住
居
は
竪
穴
住
居
と
呼
ん
で
い
る
が
、

地
面
を
数
十
セ
ン
チ
程
度
掘
り
く
ぼ
め
て

床
を
つ
く
り
、

中
央
に
炉
を
設
け
、

床
に
掘
立
柱
を
据
え
て
屋
根
を
か
け
た
構
造
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
概
要
に
ふ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
時
代
は
世
界
史
的
な
時
代
区
分
に
よ
れ
ば
、
新
石
器
時
代
に
対
比
さ
れ
る
。
し
か
し
磨
製

石
器
と
土
器
の
製
作
、
お
よ
び
農
耕
・
牧
畜
に
よ
る
生
産
と
い
う

諸
要
素
が
新
石
器
時
代
の
指
標
と
す
る
な
ら
ば
、
縄
文
時
代
に
つ
い
て

は
農
耕
・
牧
畜
の
存
在
は
い
ま
だ
に
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
初
期
的
な
農
耕
牧
畜
の
段
階
と
し
て
の
半
栽
培
、
半
飼
育
が
存
在
し
た
と
い

う
考
え
方
も
あ
る
が
、
な
お
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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縄
文
時
代
は
、

新
石
器
時
代
の
範
ち
ゅ
う
に
入
る
も
の
の
、

海
峡
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
分
断
さ
れ
た
日
本
列
島
に
独
自
の
文
化
を
育
て

た
時
代
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
一
万
年
に
も
わ
た
る
縄
文
時
代
は
狩
猟
・
採
集
・
漁
撈
と
い
う
食
糧
採
集
の
段
階

に
あ
っ
て
、
ゆ
る
や
か
な
社
会
の
発
展
を
み
た
が
、

自
力
に
よ
る
農
耕
社
会
へ
の
転
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

2
山
梨
の
縄
文
社
会

山
梨
県
下
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
は
、
そ
の
分
布
調
査
に
よ
っ
て

3
2
1

6
2
2
2

1

甲
府
盆
地
の
低
地
の
一
部
を
除
い
て
す
べ
て
の
地
域
に
存
在
す
る
こ
と
が

+

7
4

明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

遺
跡
数
と
し
て
は
千
六
百
ヵ
所
を
数
え
て
お

b
y

り
、

草
創
期
・
早
期
・
前
期
・
中
期
・
後
期
・
晩
期
の
六
期
に
区
分
さ
れ

$

る
縄
文
時
代
の
中
で
も
中
期
(
約
四
千
五
百
年
前
)
に
相
当
す
る
遺
跡
が
多

.

い
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。

縄
文
時
代
中
期
は
、

中
部
山
岳
地
帯
の
山
梨
が
最
も
充
実
し
た
段
階
に

1

あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
遺
跡
と
し
て

一

宮
・
勝
沼
両
町
に
ま
た
が
る
釈
迦
堂
遺
跡
群
が
知
ら
れ
る
が
、

そ
の
発
掘

成
果
か
ら
中
期
社
会
の
様
相
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
。

噂

*

釈
迦
堂
遺
跡
群
は
、

御
坂
山
系
の
山
裾
に
発
達
し
た
京
戸
川
扇
状
地
の

噂

扇
央
部
に
形
成
さ
れ
た
遺
跡
群
で
あ
る
。
標
高
四
百
五
十
勝
付
近
で
四
つ

*

の
遺
跡
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、

塚
越
北
A
地
区
で
は
、

中

期
中
葉
の
典
型
的
な
集
落
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
八
軒
の
住
居
址
が
径
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四
十
材
ほ
ど
の

環
状
を
な
し
、
そ
の
内
側
に
五
十
五
基
を
こ
え
る
土
拡
が
存
在

し
て
い
た
。

縄
文
時
代
の
集
落
は
、
初
め
は
二
～
三

軒
程
度
で
構
成
さ
れ
た
き
わ
め
て
小

規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

前
期
後
半
こ
ろ
か
ら
環
状
や
馬
蹄
形
を
呈
す
る
集

落
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
中
期
に
は
一
般
的
な
集
落
形
態
と
し
て

発
展
す
る
。
塚
越
北
A
地
区
で
は
早
期
・
前
期
・
中
期
と
集
落
跡
の
複
合
状
態

を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

い
ず
れ
も
各
時
期
の
集
落
構
造
の
典
型
例
と

い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

中
期
の
集
落
を
構
成
す
る
住
居
は
、
平
面
形
が
約
五
～
六
材
の
円
形
で
あ

り
、
中
央
付
近
に
石
囲
い
炉
を
設
け
て
い
る
。
一
軒
の
家
族
構
成
を
五
～
六
人

と
考
え
た
場

合、
八
軒
の
住
居
で
四
十
～
五
十
人
ほ
ど
の
集
落
構
成
員
と

な

る
。

環
状
集
落
の
内
側
に
設
け
ら
れ
た
土
拡
群
の
多
く
が
墓
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

直
径
一
・
二
杯
～
〇
・
五
材
ほ
ど
の

穴
で

あ

る
。
そ
の
う
ち
の
半
数
か
ら
は
完
形
に
近
い
土
器
が
埋
設
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
拡
の
存
在
は
、
縄
文
人
の
精
神

生
活
を
知
る
上
で
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
釈
迦
堂
遺
跡
群
で
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
千
点
を
こ
え
る
土
偶
の
出
土
が
あ
る
。
女
性
を
か
た
ど
っ
た
土
製
人
形
は
、
ほ
と

ん
ど
が
破
損
し
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

病
気
の
治
癒
や
自
然
の
恵
み
を
願
っ
て
製
作
さ
れ
、
用
い
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
土
鈴
や
土
笛
を
は
じ
め
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
の
存
在
は
、
彼
ら
の
精
神
生
活
の
多
様
な
一
面
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
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る
。生
活
用
具
と
し
て
は
、
打
製
石
斧
や
磨
石
・
石
皿
な
ど
の
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
打
製
石
斧
は
球
根
類
や
根
茎
類
の
採
集
用
具
で
あ

り
、
磨
石
や
石
皿
は
製
粉
具
で
あ
る
。

落
葉
広
葉
樹
林
に

覆
わ
れ
た
釈
迦
堂
遺
跡
群
一
帯
は
ド
ン
グ
リ
、
ク
リ
、
ク
ル
ミ
な
ど
の
堅
果
類

を
は
じ
め
と
す
る
豊
富
な
植
物
性
食
糧
が
採
集
で
き
た
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
期
の
石
器
に
は
、

石
鏃
や
石
匙
な
ど
の
狩
猟
や
動
物
の
解
体
、

調
理
に
使
用
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
生
産
活
動
に
占
め
る
狩

猟
の
割
り
合
い
が
高
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
期
に
は
石
鏃
が
減
少
し
磨
石
、
石
皿
、
打
製

石
斧
が
急
激
に
増
え
て
い
る
こ
と
は
、
植
物
性
食
糧
へ
の
依
存
度
が
増
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
釈
迦
堂
遺
跡

群
の
中
期
の
集
落
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

釈
迦
堂
遺
跡
群
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
山
梨
の
縄
文
時
代
中
期
は
、

豊
か
な
植
物
性
食
糧
を
背
景
に
大
規
模
集
落
が
発
達
し
た
が
、

主
に
八
ヶ
岳
や
茅
ヶ
岳
の
山
麓
地
域
、
曽
根
丘
陵
か
ら
塩
山
、
牧
丘
に
か
け
て
の
一
帯
、
さ
ら
に
桂
川
と
そ
の
支
流
域
に
濃
密
な
分
布
が

み
ら
れ
る
。

本
村
は
、
富
士
北
西
麓
に
位
置
し
、
動
植
物
食
糧
の
獲
得
も
行
い
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
状
で

は
遺
跡
の
数
が
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
溶
岩
や
樹
林
に
阻
ま
れ
て
発
見
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
た
め
と
い
え
よ
う
。

3
本
村
の

遺
跡

本
村
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
は
、
山
本
寿
々
雄
氏
が
昭
和
三
十
年
(
一
九
五
五
)
に
『
甲
斐
石
器
時
代
遺
物
発
見
地
名

表』
で
、

大
田
和
遺
跡
と
水
上
遺
跡
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
昭
和
四
十
七
年
(
一
九
七
二
)
の

『
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
分
布
調
査
』
に
お
い
て
、

調
査
員
の
清
水
澄
氏
に
よ
っ
て
両
遺
跡
の
追
認
が
行
わ
れ
て
い
る
。

大
田
和
遺
跡
は
、
大
田
和
字
上
川
原
に
所
在
し
、

北
に
足
和
田
山
が
東
西
に
横
た
わ
り
、

そ
の
山
裾
の
上
水
道
水
源
地
近
く
に
位
置
す
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る
。

縄
文
時
代
の
早
期
・
前
期
の
遺
跡
と
さ
れ
て
い
る
。

水
上
遺
跡
は
、
鳴
沢
村
字
水
上
に
所
在
し
、
足
和
田
山
の
山
裾
に
位
置
し
、

近
く
に
は
湧
泉
が
あ
る
。
前
期
・
中
期
の
遺
跡
と
さ
れ
て

い
る

。

今
回
の

村
内
の
分
布
調
査
(
昭
和
六
十
一
年
・
一
九
八
六
)
に
よ
っ
て
、

新
た
に
二
遺
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

鳴
沢
村
字
地
蔵

前
に
お
い
て
か
つ
て
黒
曜
石
の
石
鏃
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
採
集
者
に
よ
れ
ば
地
表
下
約
二

で
発
見
し
た
と
い
う
。
石
鏃
は
お
よ
そ
中

期
と
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
ほ
か
に
、
小
暮
遺
跡
で
縄
文
土
器
を
再
利
用
し
た
土
製
円
盤
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

本
村
の
遺
跡
は
、
大
田
和
、
水
上
、
地
蔵
前
、
小
暮
遺
跡
の
四

ヵ
所
と
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
溶
岩
流
な
ど

の
下
部
に
は
遺
跡
の
存
在
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
考
古
資
料
で
は
、
本
村
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
様
相
を
具
体

的
に
展
開
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
遺
跡
を
通
し
て
本
村
に
も
縄
文
時
代
の
早
期
・
前
期
・
中

期
に
か
け
て
の
人
び
と
の
生
活
の
痕
跡
は
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
後
、
さ
ら
に
資
料
の
増
加
を
ま
っ
て
本
村
の
原
始
社
会
の
様
相
を
復
元
し
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

(
田

代
孝
)

第
三

節
弥
生
時
代

1
稲
作
農
耕
の

は
じ

ま
り

現
在
私
た
ち
が
主
食
と
し
て
い
る

食べ
物
"
コ
メ
ッ
は
今
か
ら
二
千
三

百
～
二
千
四
百
年
前
に
日
本
に
上
陸
し
、

以
来
我
が
国
の
農
作

物
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
稲
作
伝
来
以
前
の
人
々
が
獣
を
狩
り
、
魚
を
取
り
、
木
の
実
や
根
茎
類
を
採
る
と

い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
自
然
の
幸
を
採
集
・
利
用
す
る
食
糧
獲
得
経
済
に
根
ざ
し
て
い
た
の
に
対
し
、
弥
生
時
代
は
食
糧
を
生
産
・
管
理
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す
る
経
済
へ
と
進
展
し
た
時
代
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

稲
作
は
元
来
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
中
国
南
部
の
地
域
に
起
源
を
持
つ
農
耕
技
術
で
あ
る
。
こ
の
技
術
が
日
本
へ
伝
播
し
た
経
路
は
、
長
江

下
流
域
か
ら
東
進
し
て

南
朝
鮮
お
よ
び
日
本
の
北
九
州
地
方
に
至
る
ル
ー
ト
と
、

長
江
下
流
域
か
ら
海
岸
沿
い
に
江
蘇
省
あ
る
い
は
山
東

半
島

付
近
に
北
上
し
朝
鮮
半
島
の
西
海
岸
、
南
朝
鮮
を
経
て
北
九
州
へ
至
る
二
つ
の
ル
ー
ト
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
(
左
上

図
②
と
②

。

稲
作
技
術
は
こ
れ
ら
の
経
路
上
に
広
が
る

様
々
な
知
識
や
技
術
と
い
っ
た
多
く
の
情
報
を
取
り
込
み
な
が
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、

日
本

の
伝
統
的
な
文
化
(
縄
文
文

化)
と
融
合
し
て
弥
生
文
化
と
い
う
農
耕
文
化
を

i
n

誕
生
さ
せ
た
の
で

あ
る

。

T
I
T
R
.

稲
作
と
と
も
に
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
に
は
金
属
器
お
よ
び
そ
の
製
造
技

術
、

養
蚕
と

絹
、

紡
織
、
ガ
ラ
ス
な
ど
が
あ
る
が
、

特
に
金
属
器
の
使
用
は
日

本
列
島
に
住
み
つ
い
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
数
十
万
年
続
い
て
き
た
石
器
時
代

か
ら
の
脱
皮
を
意
味
し
、
そ
れ
以
後
の
農
業
生
産
を
高
め
る
上
で
も
欠
か
せ
な

0

い
存
在
と
な
っ
た
。
弥
生
時
代
の
金
属
器
は
鉄
と
青
銅
を
素
材
と
し
て
い
る

B
L

J

が
、

鉄
器
は
熊
本
県
斎
藤
山
遺
跡
で
弥
生
時
代
前
期
の
土
器
に
伴
っ
て
発
見
さ

し
ぐ
く
ぐ

れ
た
小
型
の
鉄
斧
が
も
っ
と
も
古
く
、
当
初
か
ら
実
用
品
と
し
て
搬
入
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
青
銅
器
は
、

鉄
器
よ
り
百
年
ほ
ど

遅
れ
て
北

D • ƒ
・
・O

Q
O
Y

九
州
地
方
の
墓
の
副
葬
品
と
し
て
登
場
す
る
。
当
初
か
ら
宝
器
と
し
て
の
性
格

a
c
e

中
地
上
話

4-
2

2
8

を
色
濃
く
持
っ
て
い
た
青
銅
器
は
、

銅
鐸
や
銅
剣
、

銅
矛
、

銅
戈
な
ど
の
農
耕

祭
祀
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
祭
器
と
し
て
発
達
を
と
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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日
本
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
大
陸
か
ら
の
新
し
い
文
化
を
い
ち
早
く
受
け
入
れ
、
弥
生
文
化
へ
と
踏
み
出
し
た
の
は
、
北
九
州
地
方
の
人

々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
近
年
発
見
さ
れ
た
福
岡
県
板
付
遺
跡
や
佐
賀
県
菜
畑
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
日
本
最
古
の

水
田
跡
に
よ
っ
て
も
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
た
び
北
九
州
地
方
に
根
を
お
ろ
し
た
稲
作
は
、
急
速
に
西
日
本
を
経
て
伊
勢
湾
と

若
狭
湾
を
結
ぶ
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
部
ま
で
波
及
す
る
い
っ
ぽ
う
、
日
本
海
側
の
海
流
に
の
っ
て
一
挙
に
東
北
地
方
に
も
広
が
り
を
も
つ
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
中
期
後
半
ま
で
に
は
北
海
道
と
沖
縄
列
島
を
除
く
ほ
ぼ
日
本
全
域
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

波
及
当
初
は
未
熟
な
農
耕
技
術
も
そ
の
広
が
り
と
と
も
に
次
第
に
発
達
し
、

人
々
は
耕
作
可
能
な
広
い
沖
積
地
へ
と
居
住
範
囲
を
広
げ

て
い
っ
た
。
一
方
、

村
々
の
中
で
も
水
田
の
開
発
や
経
営
に
優
れ
た
者
は
次
第
に
社
会
的
な
地
位
を
高
め
、

縄
文
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
身
分
的
な
格
差
や
貧
富
の
差
が
目
立
ち
は
じ
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
間
の
社
会
的
変
化
に
つ
い
て
は
本
県
の
中
で
も
断
片
的
に
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

県
内
の
遺
跡
を
例
に
と
っ
て
具
体
的
に
記
述
し
て
み
た
い
。

弥
生
時
代
に
使
用
さ
れ
た
土
器
は
弥
生
土
器
と
呼
ば
れ
る
。
弥
生
土
器
は
縄
文
土
器
か
ら
の
技
術
的
伝
統
を
受
け
継
い
だ
素
焼
き
の
土

器
で
、
そ
の
製
法
は
縄
文
土
器
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
器
種
構
成
、
つ
ま
り
生
活
の
中
で
使
用
さ
れ

る
器
の
形
は
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
縄
文
土
器
は
深
鉢
や
浅
鉢
な
ど
の
鉢
形
土
器
を
主
体
と
し
て
い
る

が
、
弥
生
土
器
は
壺
、
甕
、
高
坏
、
鉢
な
ど
用
途
に
よ
っ
て
器
の
使
い
分
け
が
は
っ
き
り
と
行
わ
れ
、
器
形
に
よ
る
機
能
分
化
が
一
層
明

確
化
さ
れ
る
。
日
常
什
器
で
あ
る
土
器
の
変
遷
か
ら
考
古
学
の
分
野
で
は
弥
生
時
代
を
前
期
・
中
期
・
後
期
の
三
時
期
に
区
分
し
て
い

る
。弥
生
時
代
は
わ
ず
か
六
百
～
七
百
年
と
い
う
短
期
間
で
あ
る
が
、

稲
作
を
主
体
と
し
た
農
耕
社
会
へ
の
転
換
、

階
級
社
会
の
成
立
、

金

属
器
の
導
入
な
ど
を
軸
と
し
た
一
大
変
革
期
と
し
て
日
本
歴
史
の
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
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2
山
梨
の
弥
生
文
化

山
梨
県
を
含
む
中
部
山
岳
地
方
に
弥
生
文
化
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、

前
期
末
～
中
期
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
初
期

弥
生
土
器
と
し
て
西
日
本
に
広
く
分
布
し
て
い
た
遠
賀
川
式
土
器
と
は
対
照
的
に
、

器
面
全
体
を
貝
殻
や
櫛
状
工
具
に
よ
る
条
痕
文
で
お

お
う

土
器 谷
群
が

+ 主
体
を
し
め
る
。

東
海
地
方
西
部
で
発
達
を
し
た
こ
れ
ら
の
土
器
は
水
神
平
系
条
痕
文
土
器
と
呼
ば
れ
、

東
日
本
の
弥
生

文
化
の
伝
播
の
指
標
と

な
る
土
器
群
で
あ
る
。
県
内
に
お
い
て
も
三
十

ヵ
所
ほ
ど
の
遺
跡
で
こ
の
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
分

布
は
八
ヶ
岳
南
麓
地

域、
甲
府
盆
地
周
辺
、

富
士
五
湖
か
ら
桂
川
上
流
域
な
ど
に
集
中
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
山
梨
県
へ
の
弥
生
文
化
の

流
入
は
、
東
海
地
方
西
部
か
ら
天
龍
川
を
北
上
し
諏
訪
湖
を
経
て
八
ヶ
岳
山
麓
に
至
る
経
路
と
、
東
海
道
東
部
か
ら
富
士
山
麓
を
通
り
郡

内
地
方
お
よ
び
甲
府
盆
地
へ
至
る
経
路
の
二
つ
の
道
を
た
ど
っ
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。
こ
の
甲
斐
の
地
に
波
及
し
た
弥
生
文
化
は
中
期
を
通
じ
て
普
及
、
定

着
し
、

後
期
に
は
甲
府
盆
地
の
沖
積
地
や
谷
水
田
を
ひ
か
え
た
丘
陵
上
に
も
集

及
落
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
集
落
の
様
子
を
概
観
す
る
前
に
各
時
期

の
遺
跡
の
広
が
り
を
み
て
み
よ
う
。

本
県
の
初
期
弥
生
土
器
は
先
述
し
た
と
お
り

八
ヶ

岳
南
麓
、

甲
府
盆
地
、

富
士
五
湖
か
ら

桂
川
上
流
の
郡
内
地
方
な
ど

峡
南
地
方
と
県
北
東
地
域
を
除
く

県
内
の
ほ
ぼ
全
域
に
分
布
し
て
い
る
。
郡
内
地
方
に
限
っ
て
み
る
と
上
九
一
色

村
の

南
二

条
遺
跡
や
河
口
湖
町
鵜
の
島
遺
跡
、

都
留
田
市
生
出
山
山
頂
遺
跡
な
ど

の
遺
跡
が
存
在
す
る
。
続
く
中
期
後
半
の
遺
跡
の
発
見
例
は
現
在
の
と
こ
ろ
非
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常
に
少
な
い
が
、
都
留
市
牛
石
遺
跡
で
住
居
跡
が
三
軒
発
見
さ
れ
て
い

る
。

後
期
に
は
盆
地
内
の
微
高
地
や
周
辺
の
丘
陵
上
に
大
規
模
な
集
落
が

営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る

e。 rと
こ
ろ
で
、

初
期
弥
生
の
段
階
で
は
水
神
平
系
条
痕
文
土
器
と
言
う
同

一
の
土
器
文
化
が
県
内
を
お
お
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
中
期
後
半
に
な
る

H

と
甲
府
盆
地
と
郡
内
地
方
の
土
器
に
地
域
的
な
差
が
生
じ
は
じ
め
、
こ
の

差
は
後
期
に
至
っ
て
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
る
。
両
地
域
の
土
器
様
相
の

林
瀬

差
は
、
た
が
い
に
隣
接
す
る
地
域
の
影
響
に
起
因
す
る
も
の
で
、

郡
内
地

栗
百

方
お
よ
び
甲
府
盆
地
南
部
に
お
い
て
は
駿
河
、

遠
江
な
ど
の
太
平
洋
沿
岸

地
域
か
ら
の
土
器
文
化
、

国
中
地
方
北
部
に
お
い
て
は
信
濃
方
面
か
ら
の

櫛
描
文
土
器
文
化
の
影
響
を
強
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
村
を
含
む
富
士
山
麓
地
域
で
こ
の
時
代
の
集
落
遺
跡
の
調
査
例
は
存
在
し
な
い
た
め
甲
府
盆
地
の
遺
跡
に
よ
っ
て
当
時
の
農
村
の
姿

を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

甲
府
盆
地
を
流
れ
る
貢
川
左
岸
の
自
然
堤
防
上
に
位
置
す
る
金
の
尾
遺
跡
は
、
標
高
二
百
八
十
五
脳
の
低
地
性
の
遺
跡
で
あ
る
。
昭
和

五
十
二
年
(
一
九
七
七
)
に
中
央
自
動
車
道
建
設
に
伴
っ
て
発
見
さ
れ
た
遺
跡
で
、
発
掘
調
査
の
結

果、
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
の
村
跡
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
発
見
さ
れ
た
弥
生
時
代
の
遺
構
は
後
期
の
住
居
址
三
十
二
軒
、
方
形
お
よ
び
円
形
周
溝
墓
十
七
基
、
溝
状
遺
構
十
三
本

の
他
に
土
拡
な
ど
が
存
在
す
る

。こ
の
時
代
の
住
居
の
形
態
は
縄
文
時
代
同
様
に
竪
穴
式
住
居
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
収
穫
物
を
貯
蔵
す
る
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金の尾遺跡全体図
(末木健『金の尾遺跡』1987)
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に
は
高
床
式
の
建
物
が
使
用
さ
れ
た
。

金
の
尾
遺
跡
の
住
居
址
は
平
面
の
形
が
隅
丸
長
方
形
ま
た
は
小
判
形
を
呈
し
、

四
本
柱
を
基
本
と

し
て
い
る
。
住
居
中
央
か
ら
や
や
奥
ま
っ
た
所
に
炉
を
設
け
、
入
口
に
は
梯
子
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
居
住
区
に
隣
接
し
て
発
見

5

さ
れ
た
周
溝
墓
と
呼
ば
れ
る
墓
は
お
そ
ら
く
こ
の
村
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
共
同
墓
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の

生
活
空
間
は
居
住
地
域
、
墓
域
に
加
え
て
水
田
や
畑
と
言
っ
た
生
産
の
場
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
梨
県
で
は
生
産
に

直
接
む
す
び
つ
く
遺
跡
は
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、

墓
域
は
金
の
尾
遺
跡
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。

甲
府
盆
地
の
南

縁、
曽
根
丘
陵
上
に
位
置
す
る
上
の
平
遺
跡
は
そ
の
中
で
も
最
も
大
規
模
な
墓
域
で
、
過
去
五
回
に
わ
た
る
調
査
で
百

二
十
四
基
の
方
形
周
溝
墓
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
「
方
形
周
溝
墓
」
と
は
墓
の
周
囲
を
四
角
形
に
溝
が
巡
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
墓
の

名
称
で
あ
る
が
、
溝
の
内
側
に
は
低
い
盛
り
土
が
な
さ
れ
死
者
を
葬
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
上
の
平
遺
跡
の
方
形
周
溝
墓
は
百
年
余

り
の
短
期
間
に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
い
く
つ
か
の
村
々
の
連
合
に
よ
っ
て
計
画
的
に
造
営
さ
れ
た
共
同
墓
地
と
考
え
ら
れ
る
。
周
溝
墓
の

規
模
に
見
ら
れ
る
大
小
の
差
は
古
墳
が
出
現
す
る
直
前
の
社
会
的
格
差
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
階
級
社
会
の
進
展
を
認
め
る

こ
と

が
で
き
る

。



-1

1

18
m edi aplandkand ette

上の平遺跡1号方形周溝墓
(小林広和「山梨県上の平遺跡」1981)
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鳴
沢
村
を
含
む
郡
内
地
方
に
お
い
て
は
弥
生
時
代
の
集
落

跡
の
発
見
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
本
県
弥
生
文
化
が
流
入

す
る
ル
ー
ト
上
に
位
置
す
る
た
め
今
後
も
遺
物
等
の
発
見
に

T

留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

-
po

m
ast

!

1
9

第
四
節

古
墳
時
代

墳
墓
と
そ
の

時
代

三
世
紀
の
後
半
か
ら
四
世
紀
初
め
に
か
け
て
近
畿
地
方
を

中
心
に
前
方
後
円
墳
と
呼
ば
れ
る
定
型
化
し
た
墳
墓
が
出
現

す
る
。
前
方
後
円
墳
に
代
表
さ
れ
る
古
墳
は
弥
生
時
代
に
一

T

=

般
的
で
あ
っ
た
共
同
墓
地
と
は
隔
絶
し
た
場
所
に
築
か
れ
た

1
-
1

首
長
墓
で
あ
り
、

そ
の
規
模
や
内
部
施
設
、

副
葬
品
な
ど
に

お
い
て
前
時
代
の
墓
と
は
か
け
は
な
れ
た
特
質
を
持
っ
て
い

た
。
古
墳
と
は
、

当
時
の
支
配
者
層
の
政
治
的
理
念
を
最
も
端
的
か
つ
視
覚
的
に
表
す
た
め
の
、
い
わ
ば
権
力
の
象
徴
と
し
て
築
造
さ
れ

た
一
大
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
墳
墓
が
登
場
す
る
背
景
に
は
弥
生
時
代
に
萌
芽
し
た
階
級
分
化
が
進
み
支
配
、

被
支
配
の
関
係
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
、

さ
ら
に
分
立
し
て
い
た
小
国
家
が
統
合
さ
れ
、
特
に
大
和
を
中
心
と
し
た
強
大
な
政
治
的
連
合
体
が
出
現
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
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る
。

各
地
に
登
場
し
た

地
方
豪
族
は
、

強
大
な
大
和
勢
力
に
結
び
付
く
こ

と
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
力
を
強
め
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
古
墳
を
築
い
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
古
墳
と
言
う
墓
制
形
態
に
最
も
端
的
に
表
さ
れ
る
古
代

国
家
の
幕
開
け
と
な
る
こ
の
時
代
は
「
古
墳
時
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

5
前
方
後
円
墳
の
出
現
に
始
ま
る
古
墳
時
代
は
三
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
後

半
の
約
四
百
年
間
を
指
す
。

o
古
墳
時
代
は
紀
元
五
百
年
を
境
と
し
て
前
期
と
後
期
に
分
け
ら
れ
、
古

墳境
そ
の
も
の
に
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
前
期
古
墳
は
強
大
な
権
力

を
背
景
に
持
つ
首
長
墓
と
し
て
出
現
、
発
達
す
る
が
、

後
期
に
な
る
と
群

集
墳
と
横
穴
式
石
室
の
導
入
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
前
期
の
段
階
で
支
配
さ

れ
て
い
た
側
の
一
部
の
者
た
ち
が
中
・
小
首
長
層
と
し
て
台
頭
し
古
墳
を

築
く
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、

後
期
に
は
竪
穴
式
石
室
で
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
追
葬
が
一
般
化
し
、

古
墳
に
対
す
る
認
識
が
著
し
く
変
化
し
た
こ
と
が

m

*

理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
古
墳
の
普
及
と
認
識
の
変
化
は
、
図
ら
ず
も
こ

れ
ら
の
古
墳
の
持
つ
象
徴
性
を
衰
化
さ
せ
、

そ
の
政
治
的
役
割
を
失
わ
せ

て
行
く
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
県
に
初
め
て
古
墳
が
登
場
す
る
舞
台
は
、
甲
府
盆
地
南
縁
の
中
道
町

周
辺
地
域
に
あ
る
。
中
で
も
米
倉
山
山
腹
に
位
置
す
る
小
平
沢
古
墳
は
前



方
後
方
形
の
墳
丘
を
も
ち
県
内
最
古
の
古

墳
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
墳
の
全
長
は
四
十
五
メ
ー
ト
ル
で
、
内
部
主
体
は
木
棺
直
葬
と
推

定
さ
れ
る
。

副
葬
品
と
し
て
勾

玉、
舶
載
斜
縁
一
神
二
獣
鏡
が
出
土
し
て
お
り
、

お
よ
そ
四
世
紀
中
ご
ろ
の
古
墳
と
さ
れ
る
。

続
く
四
世

紀
後
半
か
ら
五
世
紀
前
半
に
は
米
倉
山
と
谷
一
つ
隔
て
た
東
山
突
端
に
大
丸
山
古
墳
や
銚
子
塚
古
墳
が
築
造
さ
れ
、
こ
の
地
域
を
拠
点
に

絶
大
な
権
力
を
持
っ
た
豪
族
層
が
出
現
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
の
繁
栄
は
長
く
は
続
か
ず
、

五
世
紀
の
後
半

に
造
ら
れ
た
丸
山
塚
や
カ
ン
カ
ン
塚
古
墳
な
ど
の
よ
う
に
次
第
に
規
模
が
縮
小
化
し
て
い
く
。

四
世
紀
の
古
墳
が
中
道
周
辺
に
集
中
し
て
い
た
の
に
対
し
、
五
世
紀
に
な
る
と
境
川

村、
八
代

町、
三
珠
町
、
豊
富

村、
櫛
形
町
な
ど

盆
地
周
辺
部
へ
と
古
墳
は
拡
散
す
る
。
六
世
紀
に
は
盆
地
全
体
に
広
が
り
、

甲
府
北
部
や
盆
地
南
東
部
に
横
穴
式
石
室
を
持
つ
群
集
墳
が

登
場
す
る
。
東
日
本
で
も
最
大
の
横
穴
式
石
室
を
持
つ
姥
塚
古
墳
な
ど
に
も
裏
付
け
さ
れ
る
よ
う
に
、
盆
地
内
に
は
新
た
な
首
長
層
の
台

頭
が
目
立
ち
は
じ
め
る
。
こ
れ
は
、
盆
地
内
の
開
発
が
進
む
に
つ
れ
耕
地
面
積
が
増
大
し
た
結
果
、
中
・
小
首
長
層
が
さ
ら
に
力
を
持
ち

8
0

強
大
な
勢
力
を
身
に
つ
け
、
地
方
豪
族
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
県
内
の
古
墳
は
甲
府
盆
地
を
中
心
に
発
達
し
、
郡
内
で

は
大
月
市
周
辺
の
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。

2
古
墳
時
代
の
生
活

古
墳
は
当
時
の
支
配
者
層
と
言
う
ご
く
一
握
り
の
人
た
ち
の
墓
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
社
会
体
制
を
底
辺
で
支
え
る
民
衆
の
暮
ら

し
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

古
墳
時
代
に
生
産
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
日
常
什
器
で
あ
る
土
器
に
は
土
師
器
と
須
恵
器
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
名
称
は
『
延
喜
式
』
に
見

ら
れ
る
土
師
器
(
ハ
ジ
ノ
ウ
ツ
ワ
モ
ノ
)
、

陶
器
(
ス
エ
ノ
ウ
ツ
ワ
モ
ノ
)
に
由
来
し
て
い
る
が
、

考
古
学
の
分
野
で
は
土
師
器
、
須
恵
器
と
表
し

て
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
使
用
さ
れ
た
土
器
の
総
称
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

土
師
器
は
、
弥
生
土
器
の
系
譜
を
ひ
く
素
焼
き
の
土
器
で
、
摂
氏
七
百
度
か
ら
八
百
度
の
温
度
で
酸
化
焰
焼
成
さ
れ
る
た
め
器
面
は
赤
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褐
色
を
呈
す
る
。
土
器
表
面
に
装
飾
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、

土
器
の
地
域
色
が
い
っ
そ
う
薄
れ
る
。

土
師
器
は
形
や
製
作
技
法
の
変
化

か
ら
五
領
式 ‒―

和
泉
式
‒̶
鬼
高
式
̶
真
間
式
‒
国
分
式
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。

須
恵
器
は
摂
氏
千
百
度
以
上
の
高
温
で
還
元
焰
焼
成
さ
れ
た
土
器
で
、
青
灰
色
の
硬
質
の
焼
き
も
の
で
あ
る
。
須
恵
器
の
生
産
は
日
本

で
は
五
世
紀
前
半
に
は
開
始
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
生
産
技
術
は
そ
れ
以
前
の
朝
鮮
半
島
の
陶
質
土
器
の
技
術
を
継
承
し
、

作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
の
編
年
作
業
が
進
ん
だ
結
果
、
現
在
で
は
住
居
址
や
古
墳
の
年
代
を
あ
る
程
度
の
精
度

で
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

古
墳
時
代
の
家
は
、
縄
文
時
代
以
来
伝
統
的
な
竪
穴
住
居
が
一
般
的
で
あ
る
。
住
居
の
平
面
形
は
ほ
ぼ
四
角
形
で
、
四
隅
が
や
や
丸
み

を
お
び
る
。

住
居
内
の
火
所
は
、
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
炉
か
ら
カ
マ
ド
に
変
化
し
、
家
の
内
部
空
間
を
一
変
さ
せ
た
。

県
内
の
古
墳
時
代
の
集
落
は
、
そ
の
初
頭
の
も
の
が
境
川
村
京
原
遺

跡、
中
道
町
立
石
遺
跡
、

韮
崎
市
坂
井
南
遺

跡 、
塩
山
市
西
田
遺

跡
、

御
坂
町
姥
塚
遺
跡
な
ど
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、

弥
生
時
代
後
半
よ
り
更
に
飛
躍
的
に
集
落
が
拡
大
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
郡
内

地
方
で
も
上
九
一
色
村
本
栖
湖
畔
や
河
口
湖
町
河
口
湖
畔
で
こ
の
時
期
の
土
器
が
採
集
さ
れ
て
お
り
、

本
村
周
辺
に
も
集
落
の
存
在
し
た

可
能
性
が
指

摘
で
き
る

。

五
世
紀
後
半
の
集
落
は
、

御
坂
町
二
の
宮
遺
跡
な
、 ど
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、

県
内
全
体
の
発
見
例
は
非
常
に
少
な
い
。
住
居
か
ら
出

土
す
る
土
器
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
土
師
器
に
加
え
て
須
恵
器
が
登
場
す
る
。

古
墳
時
代
後
期
に
な
る
と
姥
塚
・
二
の
宮
遺
跡
で
百
五
十
軒
に
の
ぼ
る
住
居
が
発
見
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
規
模
な
集
落
が
営
ま
れ

る
。
こ
の
背
景
に
は
鉄
器
の
普

及、
灌
が
い
技
術
の
向
上
に
支
え
ら
れ
た
可
耕
地
の
拡
大
が
挙
げ
ら
れ
る
。
甲
府
盆
地
全
域
に
新
た
な
首

長
層
が
伸
張
し
、

群
集
墳
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
が
、
こ
の
時
期
に
形
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
七
年
(
一
九
七
二
)
に
作
成
さ
れ
た
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
調
査
カ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、

本
村
の
前
丸
尾
遺
跡
よ
り
古
墳

時
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代
の
高
坏
が
出
土
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

鳴
沢
村
を
お
お
っ
て
い
る
青
木
ヶ
原
溶
岩
流
は
貞
観
六
年
(
八
六
四

年)
の

富
士
山

噴
火
に
よ
っ
て
流
れ
出
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
溶
岩
流
に
よ
っ
て
当
時
の
集
落
や
そ
れ
以
前
の
遺
跡
は
地
中
深
く

埋
も
れ
て

し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
中

山
誠

二
1)

第
五
節

奈
良
・
平
安
時
代

奈
良
・
平
安
時
代
の
庶
民
の
生
活

律
令
国
家
体
制
が
確
立
し
、
し
だ
い
に
浸
透
し
て
い
っ
た
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
に
お
け
る
甲
斐
国
の
様
相
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
富
士
北
麓
に
位
置
す
る
本
村
の
状
況
は
、
い
っ
た
い
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

史
料
に
乏
し
い
現
在
で
は
、
右
の
問
い
に
積
極
的
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今
回
の
村
誌
編
さ
ん
事
業
に
伴
う
村
内
全
域
の
分

布
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
わ
ず
か
な
考
古
資
料
に
よ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
に
村
内
に
も
人
々
が
住
み
、
集
落
を
形
成
し
、

日
々
の
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
甲
斐
国
の
人
々
の
生
活
の
一
端
を
垣
間
見
る
著
名
な
史
料
に
、
正
倉
院
宝
物
の
白
施
金
青
袋
の
墨
書
が
あ
る
。
そ

s

れ
に
は
、

甲
斐
国
山
梨
郡
可
美
里
日
下
部□ □

純
一
匹

和
銅
七
年
十
月

と
書
き
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
山
梨
郡
可
美
里
、

す
な
わ
ち
現
在
で
は
山
梨
市
に
あ
た
る
所
に
住
ん
で
い
た
日
下

部
某

が
、
和
銅
七
年
の
七
一
四
年
に
庸
あ
る
い
は
調
と
し
て
白
絶
を
納
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
城
京
跡
出
土
の
木
簡
の
中
に
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(
表
)

『
甲
斐
国
』
山
梨
郡
雜
役
胡
桃
子
一
古

(
裏
)

天
平
宝
字
六
年
十
月

と
見
え
る
も
の
が
あ
り
、

天
平
宝
字
六
年
、

す
な
わ
ち
七
六
二
年
に
山
梨
郡
か
ら
中
央
政
府
に
対
し
て
胡
桃
子
(
く
る
み
)
が
送
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
甲
斐
国
に
住
む
人
々
が
納
税
を
通
し
て
律
令
支
配
機
構
の
中
に
が
っ
ち
り
と
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
様
子
が
想
像

で
き
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
限
ら
れ
た
歴
史
史
料
の
中
に
も
、
甲
斐
国
の
社
会
状
況
や
生
活
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、

近
年
の
考
古
学
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
膨
大
な
資
料
か
ら

は
、

当
時
の
人
々
の
日
常
生
活
が
生
の
ま
ま
、
具
体
的
に
描
き
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
村
で
も
、

遺
跡
一
覧
表
と
分
布
図
に
示
し
た
よ
う
に
、

各
地
域
に
遺
跡
が
点
在
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ

ぞ
れ
平
地
を
利
用
し
な
が
ら
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
本
村
に
集
落
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
一
体
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
分
布
調
査
の
成

果
か
ら
は
速
断
す
る
こ
と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
村
内
の
遺
跡
一
覧
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
に
は
遺
跡
は
見
ら

れ
ず
、
平
安
時
代
以
降
に
な
っ
て
初
め
て
集
落
が
出
現
し
て
い
っ
た
状
況
が
く
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
資
料
に
よ
る
限

り
、

平
安
時
代
以
降
に
至
っ
て
人
々
が
本
村
に
住
み
つ
き
、

村
を
形
成
し
は
じ
め
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
近
年
で
は
各
地
域
に
お
い
て
普
遍
的
な
現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

平
安
期
以
降
新
た
に
開
発
さ
れ
た
村
と
い

う
見
方
が
強
く
主
張
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
本
県
で
、
そ
の
特
徴
的
な
状
況
を
端
的
に
呈
し
て
い
る
の
が
八
ヶ
岳
南
麓
で
、

最
近
の
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
か
な
り
具
体
的
な
様
相
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
、
そ
の
様
子
を
な
が
め
て
見
よ
う
。

次
表
は
、
昭
和
六
十
一
年
(
一
九
八
六
)
の
時
点
に
お
い
て
集
約
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
こ
の
表
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
八
ヶ
岳
南
麓
の
台

地
上
で
は
主
に
平
安
時
代
の
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
一
斉
に
集
落
が
出
現
し
、
営
ま
れ
た
状
況
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

も、
そ
の



八ケ岳南麓における主な平安集落一覧

遺 跡 名 標高立 地 年代(A.D)
|(約m) 700 800 900 1000 1100

中田小学校400自然堤防上
大豆生田 470 "

宮 間 田 513河岸段丘上
大 小久 保 600尾根上
湯 沢 610 }

海 道 前|660 尾根緣辺
小 和 田 720尾根上

坪
(73年調査区域)720
青 木 北 740
東 久 保 745
前 田 750 }

ホノ下・大坪 750

御 所Pr 前 780 台地上
寺 所fr 780 尾根-上L.

田 780 "

城 1800 }

東 地 神B 1890

原 900
上 平P 出 920 台地上 mposta me n tare

中 原 920

集落の出現から解体に至る年代は報告書等に準拠して
いるが、未発表遺跡については 調査担当者のご教示を得
て概略を記した。なお、前半、後半というように年代が
示されている場合は、 便宜的に50年を境として表示して
いる。
立地については、集落址の両側を河川、沢等で挟まれ
た細長い地形を呈している場合、とりあえず尾根上とい
う表現をとった。(『山梨考古学論集』Ⅰより転載)
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い
前
段
階
の
奈
良
時
代
の

集
落
は

)
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
が
で
き

載転
ず
、
ま
さ
に
、
未
開
の
土
地
を
切

り
開
い
て

集
落
を
形
成
し
た
観

K

集
さ
え
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

論
こ
れ
は
甲
府
盆
地
東
部
一

帯

の
、

例
え
ば
甲
斐
国
分
寺
周
辺

"
”

1
1

"
=

の
集
落
址
が
弥
生
時
代
や
古
墳

時
代
な
ど
の
集
落
基
盤
の
上
に

継
続
し
て
営
ま
れ
る
、
い
わ
ゆ

下

水
久

学
る
伝
統
的
集
落
と
は
ま
っ
た
く

前
原
城

東
上

中
異
な
っ
た
対
照
的
な
状
況
を
つ

く
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
集
落
は
、

一
般
に
は
、

八
世
紀
代
に
出
さ
れ
た
百
万
町
歩
開
墾
計
画
や
、
三
世
一
身
法
、
墾
田
永
世
私
財
法
な
ど
の
一
連

の
開
墾
奨
励
策
と
深
く
か
か
わ
っ
て
新
た
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
集
落
と
見
る
考
え
も
あ
り
、
一
定
の
意
図
の
も
と
に
計
画
的
に
つ
く
ら
れ

た
村
落
と
し
て
計
画
村
落
と
い
う
表
現
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
ヶ
岳
南
麓
に
展
開
す
る
集
落
址
群
が
、

右
の
よ
う
な
特
徴
を
見
せ
る
の
と
同
様
に
、

富
士
北
麓
の
地
域
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
あ
り
方

を
示
し
て
い
る
。
以

前、
堀
内
真
氏
が
ま
と
め
た
「
富
士
北
麓
地
方
に
お
け
る
平
安
時
代
遺
跡
」

(『
信
濃』

三
〇
‒
九
)
を
参
照
し
て
も
、
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奈
良
時
代
の
遺
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、

平
安
時
代
に
至
っ
て
新
た
に
出
現
す
る
集
落
が
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で

あ

る
。
平
安
時
代
に
、
こ
の
よ
う
に
山
麓
や
山
間
辺
地
に
深
く
集
落
が
進
出
し
生
活
の
場
を
求
め
よ
う
と
し
た
背
後
に
は
、
先
に
述
べ
た
開

墾
奨
励
策
に
刺
激
さ
れ
導
き
出
さ
れ
た
動
き
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
こ
の
富
士
北
麓
の
地
に
も
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

堀
内
真
氏
は
ま
た
、

富
士
北
麓
地
方
の
平
安
期
の
遺
跡
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
「
当
時
は
富
士
山
の
新
期
火
山
活
動
が
盛
ん
に
繰
り
返

え
さ
れ
、
新
期
熔
岩
流
下
に
も
遺
跡
は
存
在
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
、
溶
岩
流
下
に
眠
る
富
士
吉
田
市
下
吉
田
字
西
丸
尾
の
馬
捨
場

遺
跡

を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
溶
岩
流
の
下
部
か
ら
当
時
の
遺
物
が
検
出
さ
れ
、

遺
跡
が
埋
没
し
て
い
る
こ
と
は
、

本
村
で
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

本
村
丸
尾
青
木
ヶ
原
溶
岩
流
下
か
ら
出
土
し
た
資
料
と
し
て
か
つ
て
山
本
寿
々
雄
氏
が
報
告
し
て
お
り
(
『
広
報
な

る
さ
わ
』
昭
和
五
十
六
年
二
月
一
日
)、

村
内
に
も
広
く
埋
没
遺
跡
が
存
在
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

32
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
隣
接
す
る
上
九
一
色
村
に
お
い
て
も
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
村
の
本
栖
湖
畔
に
所
在
し
て
い
る
湖
水
遺
跡

や
上
野
原
遺
跡
で
は
溶
岩
下
部
か
ら
古
墳
時
代
や
平
安
時
代
を
主
体
と
す
る
土
師
器
片
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
事
例
に
よ
っ
て
当
時

の
村
が
湖
畔
に
深
く
埋
没
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

右
の
一
連
の
溶
岩
に
埋
も
れ
て
い
る
遺
跡
の
状
況
は
、

か
つ
て
富
士
北
麓
に
は
か
な
り
広
範
囲
に
及
ん
で
村
々
が
展
開
し
、
そ
れ
が
富

士
溶
岩
流
に
押
し
流
さ
れ
、
埋
も
れ
て
い
っ
た
様
子
さ
え
う
か
が
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貞
観
六
年
(
八
六
四
)
に
富
士
山
が
大
噴
火

し
て
本
栖
湖
と
刻
の
海
を
埋
め
、
人
畜
に
多
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
記
録

(
『
日
本
三
代
実
録

』)
な
ど
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
直
接
的
に

裏
づ
け
る
こ
と
に
な
り
大
変
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
こ
ろ
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
村
を
形
づ
く
り
、
そ
し
て
ど
う
い
う
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
を
如
実
に
示
す
資
料
は
、

今
村
内
で
は
見
当
た
ら
な
い
た
め
、

県
内
の
遺
跡
か
ら
そ
の
様
子
を
眺
め
て
見
よ
う
。



武川村宮間田遺跡の遺構配置図
(1986年度調査分『山梨文化財研究所報』第1号より転載)
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右
図
は
、
北
巨
摩
郡
武
川
村
の
宮
間
田
遺
跡
の
遺
構
配
置
図
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
、
最
近
「
村
」
や
「
牧
」
の
文
字
が
土
器
に
書
か

れ
て
い
て
大
変
話
題
に
な
っ
た
所
で
、
と
く
に
発
掘
当
初
か
ら
古
代
の
官
牧
の
一
つ
で
あ
る
「
真
衣
野
牧
」
と
の
か
か
わ
り
が
指
摘
さ
れ

注
目
を
受
け
て
き
た
古
代
集
落
址
で
あ
る
。
こ
の
図
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
当
時
の
家
屋
は
地
面
を
掘
り
窪
め
て
床
を
作
り
、
そ
の
上
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に
上
屋
を
架
す
竪
穴
住
居
址
が
主
体
を
占
め
、

村
を
形
成
し
て
い
た
。
堅
穴
住
居
址
は
、

縄
文
時
代
以
来
我
が
国
に
お
い
て
数
千
年
に
も

及
ん
で
継
続
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
家
屋
構
造
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
至
っ
て
も
依
然
と
し
て
地
方
に
お
け
る
住
居
形
態
の
主
流
を
占
め

て
い
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
住
居
の
内
部
に
は
縄
文
時
代
、
弥
生
時
代
を
通
じ
て
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
炉
に
代
わ
っ
て
、
カ
マ
ド

が
導
入
さ
れ
て
い
た
。

竪
穴
住
居
址
が
日
常
の
住
(
す
ま
い
)
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
の
に
対
し
、
倉
庫
、
納
屋
、
あ
る
い
は
公
的
な
建
物
等
に
は
掘
立
柱

建
物
址
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

宮
間
田
遺
跡
で
見
る
柱
穴
状
に
示
し
て
い
る
家
屋
形
態
の
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
建
物
は
竪
穴
式

住
居
と
は
構
造
的
に
異
な
り
、
地
面
に
直
接
柱
を
建
て
、
上
屋
を
の
せ
る
現
代
の
建
築
様
式
に
近
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
建

物
は、

宮
間
田
遺
跡
を
見
て
も
村
の
中
に
点
在
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
り
、

竪
穴
住
居
と
一
体
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
果
た
し
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
村
内
に
埋
も
れ
て
い
る
平
安
時
代
の
集
落
も
、

規
模
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、

右
に
示
し
た
宮
間
田

遺
跡
の
よ
う
な
住
居
址
群
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
日
々
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
し
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
当
時
の
人
々
は
、

日
常
生
活
に
必
要
な
容
器
類
と
し
て
土
師
器
と
須
恵
器
を
主
に
使
用
し
て
い
た
。

土
師
器
に
つ
い
て
は
、

す
で

に
古
墳
時
代
の
項
で
も
説
明
し
て
き
た
と
お
り
、
古
墳
時
代
以
降
継
続
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
土
器
群
で
あ
り
、

煮
沸
用
と
し
て
の
甕
形

土
器
、
貯
蔵
用
と
し
て
の
壺
形
土
器
、
あ
る
い
は
物
を
盛
る
た
め
の
坏
形
土
器
や
供
献
用
の
高
坏
形
土
器
等
々
、
用
途
に
応
じ
て
バ
ラ
ェ

テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
器
種
が
見
ら

れ
、
そ
の
破
片
が
今
回
の
分
布
調
査
に
よ
っ
て
村
内
か
ら
採
集
さ
れ
た
遺
物
類
で
あ
る
。

ま
た
、
宮
間
田
遺
跡
で
は
こ
れ
ら
の
土
師
器
類
に
墨
書
に
よ
る
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
墨
書
土
器
と
呼

ん
で
お
り
、
こ
の
こ
ろ
に
は
各
地
域
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
「

村」
あ
る
い
は
「
牧
」
な
ど
の
墨
書
は
そ
の

貴
重
な
例
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
村
々
に
墨
書
土
器
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
村
の
中
に
文
字
を
識
る
有
識
層
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
甲
斐
国
内
の
こ
の
こ
ろ
の
集
落
址
い
ず
れ
を
見
て
も
こ
う
し
た
傾
向
が
う
か
が
え
る
の
で
、
お
そ
ら
く
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村
内
の
遺
跡
に
対
し
て
も
同
様
な
あ
り
様
を
思
い
浮
か
べ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

村
内
の
平
安
時
代
遺
跡
群
の
分
布
状
況
を
な
が
め
て
見
る
と
、

本
村
の
東
部
地
域
に
割
合
に
多
く
集
中
す
る
傾
向
を
示
し

て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
(
遺
跡
分
布
図
参
照
)。
そ
こ
に
点
在
す
る
遺
跡
群
を
あ
げ
る
と
大
持
遺
跡
、
大
木
原
遺
跡
、
小
暮
遺
跡
、
小

坂
A
遺

跡
、
小
坂
B
遺
跡
、
上
大
持
遺

跡
、
犬
の
子

草
里
遺

跡
、
長
塚
遺
跡
の
各
遺
跡
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
中
で
も
1 7
の
上
大
持
遺
跡

は
遺
物
の
散
布
状
況
も
比
較
的
濃
密
な
状
態
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
平
安
期
を
過
ぎ
、
中
世
以
降
に
な
る
と
、
村
の
西
側
方
面
に
遺
跡が

多
く
分
布
す
る
よ
う
に
な
り
、
集
落
が
移
動
す
る
様
相
を
呈
す
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
な
ぜ
生
ま
れ
て
き
た
の
か
詳
細
は
今
後
の
調
査
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
つ
に
は
村
内
を
通
過
し
て
い
る
古
代
か
ら
甲
斐
と
駿
河
を
結
ぶ
官
道
で
あ
っ
た
「
若
彦
路
」
の
影
響
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
若
彦
路
の
経
路
と
遺
跡
の
分
布
状
況
を
眺
め
て
い
く
と
、
平
安
期
の
遺
跡
群
の
間
を
官
道
が
通
過

す
る
状
況
と
な
り
、
集
落
と
官
道
の
関
係
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
興
味
深
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
村
内
の
平
安
期
の
集
落
群
は
何
ら
か

の
格
好
で
若
彦
路
と
か
か
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
存
在
し
、
発
達
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

村
内
に
は
こ
の
よ
う
に
若
彦
路
の
発
展
と
深
く
結
び
つ
い
た
古
代
集
落
が
多
く
埋
も
れ
て
い
る
可
能
性
が
、
今
回
の
分
布
調
査
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
実
態
は
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
ほ
と
ん
ど
未
解
明
の
状
態
に
お
か
れ
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
今
後
の
詳
し

い
調
査
研
究
に
よ
っ
て
、
本
村
の
古
代
社
会
の
よ
り
っ
鮮
明
たな
姿
が
次
第
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

(
萩

原
三

雄
)

第
六
節

中
・
近
世

本
書
編
さ
ん
に
伴
う
村
内
の
遺
跡
分
布
調
査
に
お
い
て

は
、
合
計
二
十
一
カ
所
の
遺
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
内
、

中
世
以
降
の
遺
跡

は
、
十
一
ヵ
所
を
数
え
、
土
師
質
土
器
片
と
陶
器
片
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
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一宮町笠木地蔵遺跡出土の柱状高台の土器
(長沢宏昌ほか『笠木地蔵遺跡』1985より)
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土
師
質
土
器
は
、
古
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
土
師
器
と
同
じ
素
焼
の
土
器
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
に
は
土
師
器
と
は
異
な
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
と
す
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
甲
斐
国
に
お
い
て
土
師
器
か
ら
土
師
質
土
器
に
移
行
す
る
時
期
は
、

十
一
世
紀
末
と
さ
れ

て
お
り
(
の 坂
土 本
器 美
様 扶
相
」 甲
『 斐
順神
奈 に川 お

け
古 る
』
二 代
末
期
)
、
器
形
・
胎
土
と
も
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
発
生
期
の
土
師
質
土
器
は
、
底
部
の
厚
み
が

増
す
い
わ
ゆ
る
柱
状
高
台
の
土
器
が
主
と
な
っ
て
お
り
、

国
中
地
域
に
お
い
て
は
一
宮
町
笠
木
地
蔵
遺

跡、
増
穂
町
権
現
堂
遺
跡
等
で

出
土
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
土
器
は
本
県
を
中
心
に
諏
訪
盆

地、
横
浜
市
な
ど
で
も
出
土
し
て
い
る
が
、
今
回
の
遺
跡
分
布
調
査
も
含
め
郡

内
地
域
に
お
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
。

柱
状
高
台
を
伴
う
時
期
は

0
十
二
世
紀
末
ま
で
続
く
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
降
の
土
師
質
土
器
の
形
態
的
な
変
遷
に
つ

い
て
は
ま
だ
十
分
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
昭
和
五
十
二

年
に
末
木
健
氏

が
(年 「
平に
つ 安
い 時て 代

」 以
『 降
の信
土濃
』 師
二 質
士八
ー 器
の九

編
)
、

昭
和
五
十
八
年
に
坂
本
美
夫
氏
が
(
け 「
0る 3 山
十 梨

」五 県
世 に
紀 3

以『
甲 降
の斐
土考
師古
』 質
二 土
〇 器
の 編
年一
」
)
国
中
地
域
の
資
料
を
用
い
て
こ
の
時
期
の
土
器
編
年
を
試
み
て

い
る
が
、
年
代
が
想
定
で
き
る
資
料
が
少
な
い
た
め
形
態
的
な
変
化
を
流
れ
と
し
て
把
握

0
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
ま
た
、
土
師
質
土
器
は
極
め
て
在
地
性
が

強
い
土
器
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
流
通
圏
が
狭
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
鎌

ほ か
倉
な
ど

編
年
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
地
域
が
あ
っ
て
も
そ
の
編
年
を
そ
の
ま
ま

他
地
域
に
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
加
え
、

今
回
の
遺
跡
分
布

調
査
に
お
い
て
表
採
さ
れ
た
土
器
片
は
い
ず
れ
も
小
破
片
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
年
代
を

限
定

す
る
の

は
難
し
い

わ
け
で

あ
る

。

表
採
さ
れ
た
遺
物
を
見
て
み
る
と
、
大
き
く
皿
類
と
煮
炊
具
類
と
に
分
け
る
こ
と
が
で



10cm

勝沼町岩崎館跡出土の皿、小皿
(山崎金夫ほか『(伝)岩崎館跡発掘調査報告書』1977より)

10cm

境川村寺尾出土の土師質土器
(坂本美夫『甲斐考古』20の11983より)

-‒278‒

き
る
。

皿
類
は
小
鳴
沢
遺
跡
、

並
木
A
遺
跡
等
で
採
集
さ
れ
て
お

り
、

小
鳴
沢
遺
跡
に
お
い
て
は
底
部
端
か
ら
体
部
に
か
け
て
の
破

片
が
表
採
さ
れ
て
い
る
。
土

器
の
大
き
さ
が
比

較
的
わ
か
る
資
料

は
こ
の
小
鳴
沢
遺
跡
の
も
の
だ
け
で
あ
る
が
、
皿
と
し
て
は
小
型

の
部
類
に
は
い
る
。
坂
本
美
夫
氏
は
勝
沼
町
の
岩
崎
館
跡
(
十
三

世
紀
中
こ
ろ
か
ら
十
五
世
紀
中
こ
ろ
に
か
け
て
営
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

0
い
る
)
か
ら
出
土
し
た
土
師
質
土
器
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
法
量

0
に
よ
り
皿
と
小
皿
に
分
類
し
た
(
『発
(掘 伝
調 )
査 岩
報 崎
告 館
書
』 跡
)ノ 。

ま
た
同
氏

は
、
境
川
村
寺
尾
出
土
の
土
器
に
つ
い
て
陶
器
と
の
伴
出
関
係
に

よ
り
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
ご
ろ
ま
で
と
い
っ
た

年
代
を
あ
た
え
て
い
る
(
店 前
』 揭二 の

『〇 甲の 斐
考一
)。
こ
の
土
器
を
み
る

と
、
一
つ
が
口
径
九
・
九
形
、
も
う
一
つ
が
口
径
一
〇
・
二
秒
と

比
較
的
小
型
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
近

世
の
土

師
質
土
器
に
皿
・
小
皿
の
区
別
が
残
存
し
て
い
る
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
い
て
は
全
体
的
に
小
型
化
す
る

こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
小
鳴
沢
遺
跡
の
土
器
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
近
世
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
以
降
と
記
し
た
他
の
遺
跡
に
つ
い

て
も
、
陶
器
類
が
新
し
い
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
全
体
的
に
は
近
世
以
降
の
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る

。

一
方
煮
炊
具
の
破
片
と
考
え
ら
れ
る
土
器
片
も
、
並
木
B
遺
跡
、
道
下
遺
跡
な
ど
五
ヵ
所
の
遺
跡
か
ら
採
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
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Trontthemer

10 20cm

長野県茅野市御社宮司遺跡出土の内耳
土器(小林秀夫ほか『長野県中央道埋
蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』茅野
市その5 昭和52,53年度1982より)
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土
器
片
は
、

胎
土
の
特
徴
等
に
よ
り
内
耳
土
器
の
破
片
と
考
え
ら

れ
る
。

内
耳
土
器
は
、

中
近
世
に
お
け
る
一

般
的
な
煮
炊
具
で
あ
り
、

取
っ
手
の
部
分
が
可
燃
性
で
あ
る
た
め
体

部
と
の
接
続
部
が
内
側
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

01
遺
跡
の
分
布
を
み
る
と
先
史
・
歴
史
時
代
と
も
に
現
在
の
鳴
沢
、

大
田
和
の
両
村
落
の

周
辺
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
村
内
一
帯
は
富
士
山
の

噴
火
の
影
響
等

L
0

に
よ
り
不
安
定
な
地
域
で
あ
る
た
め
、
遺
跡
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
所
に
お
い
て
も
地
中

深
く
に
遺
構
・

遺
物
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
足
和

田
山
南
側
山
裾
に
水
源
地
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
南
側
山
麓
に
遺
跡
が
集
中
し

て
い
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鳴
沢
村
内
に
は
現
在
、

城
館
跡
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
所
は
見
あ
た
ら
な
い
(
世 『
山城
梨
館 県めの跡』 中)

。
し
か
し
「
一
村
一
屋
敷
」
と
い
わ

れ
、

土
豪
層
の
屋
敷
は
村
内
に
必
ず
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

近
年
城
館
跡
に
関
す
る
研
究
が
進
む
な
か
、

城
館
に
関
連
す

る
地
名
に
よ
る
状
況
復
元
も
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
鳴
沢
に
は
「
堀
の
内

」、
大
田
和
に
は
「
的
場
」
と
い
う
小
字
が
あ
り
、

城
館
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
。

字
屋
坪
の

北
、
足
和
田
山
山
腹
に
は
「
物
見
処
」
と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
る
。
現
地
は
南
東
方
向
に
の
び
る
な
だ
ら
か
な
尾
根
上
で

あ

り
、
人
工
的
な
削
平
地
等
は
見
ら
れ
な
い
。
鳴
沢
の
村
落
へ
の
展
望
は
、
足
和
田
山
か
ら
の
び
る
尾
根
に
よ
っ
て
半
分
ほ
ど
閉
ざ
さ
れ
て

お
り
、
性
格
に
つ
い
て
は
確
定
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
足
和
田
山
山
頂
か
ら
大
和
田
へ
下
る
東
海
自
然
歩
道
沿
い
に
「
役
行
者
屋
敷
」

と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
り
、
『
甲
斐
国
志
』
に
は
「
壇
ノ
山
ノ
内
雨
乞
山
ノ
上
ニ
ア
リ
少
シ
平
地
ナ
ル
所
礎
石
存
セ
リ
其
辺
二
小
池
ア
リ
麗

水
常
ニ
タ
タ
ヘ
テ
旱
魃
ニ
モ
涸
ル
コ
ト
ナ
シ
往
昔
ハ
山
伏
ド
モ
此
山
ご
参

籠
シ
行
法
ヲ
修
シ
ケ
ル
ト
ゾ… …

･
･
･」
と
見
え
、
現
在
も
削
平
地



前丸尾遺跡

-280 -‒‒

に
礎
石
が
数
個
残
存
し
て
い
る
。
居
館
が
傾
斜
面
を
削
平
し
て
造
営
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
十
二
世
紀
後
半
か
ら
見
ら
れ
、
十
三
世
紀
後
半
な

い
し
十
四
世
紀
以
降
に
一
般
化
す
る
が
(
検 橋
口討
」 定
志『
東 「
中京 世考 居古 館』 の

五 扉
)
、
こ
の
役
行
者
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
大
田
和
の
村
落
か
ら
登
る
の
に
四

十
分
以
上
も
か
か
る
山
中
で
あ
る
た
め
、
当
初
よ
り
信
仰
に
か
か
わ
り
造
営
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
畑

大
介
)

第
七
節

村
内
の
遺
跡

-
前
丸
尾
遺
跡

鳴
沢
村
前
丸
尾
地
内
に
所
在
し
、
標
高
九
百
八
十
材
に
立
地
す
る
。
本
遺
跡
で
は
か
つ
て

採
石
作
業
中
に
青
木
ヶ
原
溶
岩
流
の
直
下
よ
り
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

出
土
し
た
遺
物
は
平
安
時
代
初
頭
の
土
師
器
破
片
で
、

遺
物
は
現
在
甲
府
市
在
住
の
山
本

寿
々
雄
氏
が
保
管
し
て
い
る
。
山
本
氏
の
所
蔵
の
土
師
器
は
甕
形
土
器
の
口
縁
部
一
点
、
底

部
二
点
で
あ
る
。
口
縁
部
破
片
は
頸
部
が
く
の
字
状
に
く
び
れ
、
胴
部
に
縦
方
向
の
ハ
ケ
目

"9
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
器
壁
の
厚
さ
は " ～8

を
測
り
、
胎
土
中
に
金
雲
母
を
含
む
。

底
部
破
片
は
い
ず
れ
も
底
と
胴
下
半
部
の
接
合
部
が
屈
曲
す
る
も
の
で
、
内
外
面
に
ハ
ケ
目

を
残
す
。

山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
調
査
カ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、

山
本
氏
所
蔵
の
土
器
以
外
に
古
墳

時
代
の
高
坏
が
存
在
す
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
そ
の
所
在
お
よ
び
詳
細
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
遺
跡
は
上
九
一
色
村
湖
水
遺
跡
と
と
も
に
、

新
期
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富
士
溶
岩
流
の
下
の
遺
跡
の
存
在
を
知
る
上
で
数
少
な
い
遺
跡
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
蛇
休
場
遺
跡

ス
ポ
ー
ツ
広
場
の

南
、

字
蛇
休
場
に
所
在
す
る
。

標
高
九
百

七
十
五
燃
付
近
の
畑
内
に
陶
器
片
・
土
師
質
土
器
片
の
散
布
が

み
ら
れ
る
。
土
師
質
土
器
片
は
外
面
が
黒
変
し
て
お
り
、

中
世

以
降
用
い
ら
れ
た
内
耳
土
器
等
の
煮
炊
具
の
破
片
と
思
わ
れ

る

r
e。

大
田

3
水
上
遺
跡

S
A
T
U
R
S

通
玄
寺
と
春
日
神
社
の
間
に
位
置
し
、

春
日
水
源
地
付
近
か

ら
の
水
流
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
小
型
の
扇
状
地
上
で
あ
る
。

縄

文
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
遺
跡
で
あ
り
、

範
囲
は
東

ん
こ

西
・
南
北
と
も
に
二
百
脳
と
広
い
。

4
地
蔵
前
遺
跡

昭
和
五
十
五
年
十
二

月
十
九
日
、

鳴
沢
の
渡
辺
長
氏
宅
の
軒

下
を
排
水
施
設
整
備
の
た
め
地
下
二
版
五
十
ー
ちが

、 ほ
ど
掘
っ
た
と

こ
ろ
、

表
土
よ
り
二
脳
の
深
さ
か
ら
縄
文
時
代
の
石
鏃
が
発
見

さ
れ
た
。
黒
曜
石
製
で
、

長
さ
二
・
五
彩
、
幅
一
・
五
形
を
測

る
(『
広
報
な
る
さ
わ
』
昭
和
五
十
六
年
二
月
一
日
発
行
よ
り
)
。
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水上遺跡

‒̶283-

5
小
鳴
沢
遺
跡

足
和
田
山
麓
の
字
小
鳴
沢
に
所
在
し
、

畑
内
に
土
師
質
土
器
片
の
散
布
が
見
ら
れ
る
。
表

採
遺
物
の
中
に
は
、
皿
の
底
部
か
ら
体
部
に
か
け
て
の
破
片
が
数
点
あ
り
、

底
部
に
は
回
転

糸
切
痕
が
明
瞭
に
残
っ
て
い
る

。

6
並
木
A
遺
跡

臼
田
和
水
源
地
付
近
を
扇
頂
と
す
る
扇
状
地
上
に
位
置
し
標
高
約
九
百
八
十

の
畑
内
に

土
器
片
の
散
布
が
見
ら
れ
る
。
大
半
は
中
世
以
降
の
遺
物
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
土
師
器

の
甕
の
破
片
と

見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

1
並
木
B
遺
跡

鳴
沢
小
学
校
北
側
の
字
並
木
内
に
位
置
す
る
。

採
集
遺
物
は
陶
器
片
と
土
器
片
で

あ
る

が
、

土
器
片
は
外
面
が
黒
変
し
て
お
り
、

中
世
以
降
用
い
ら
れ
た
内
耳
土
器
等
の
煮
炊
具
と

考
え
ら

れ
る
。

8
道
下
遺
跡

字
道
下
に
所
在
す
る
。

役
場
北
側
の
住
宅
地
の

間
の
畑
内
に
陶
器
片
、

土
器
片
の

散
布
が
見
ら
れ
る
。

陶
器
片
は
近
世
以
降
の
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、

散
布
量
は
比
較
的
多
い
。

土
器
片
は
隣
接
の
並
木
B
遺
跡
同
様
、
土
師
質
で
内
耳
土
器

等
の
破
片
と
思
わ
れ
る
。

9
東
臼
田
和
遺
跡

足
和
田
山
南
麓
の
字
東
臼
田
和
に
所
在
す
る
。

標
高
九
百
八
十
五
げ
付
近
の
畑
内
に

土
師
質
土
器
片
の

散
布
が

見
ら
れ
る
。



東臼和田遺跡
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01
境
野
道
上
遺
跡

字
境
野
道
上
に
所
在
す
る
。
採
集
さ
れ
た
遺
物
は
、

中
世
以
降
煮
炊
具
と
し
て

用
い
ら
れ
た

内
耳
土
器
等
の
土
鍋
の
破
片
と
思
わ
れ
、

偏
平
で
あ
る
た
め
底
部
と
考
え
ら
れ
る

。

1 -
大

持
遺
跡

鳴
沢
村
大
持
地
内
に
所
在
す
る
。

富
士
山
北
側
の
裾
末
端
部
に
位
置
し
、

標
高
九
百
八
十
ぶ

を
測
る
。
地
表
面
で
採
集
さ
れ
た
遺
物
は
、
土
師
器
ま
た
は
土
師
質
土
器
と
考
え
ら
れ
る
素
焼

の
小
土
器
二
点
で
、
一
点
は
鉢
形
土
器
頸
部
、
他
の
一
点
は
内
耳
土
器
胴
部
破
片
と
考
え
ら
れ

る

e。

r21
大
木
原
遺
跡

鳴
沢
村
大
木
原
地
内
に
所
在
し
、

標
高
九
百
五
十
が
を
測
る
。
付
近
は
富
士
山
麓
と
足
和
田

山
の
ほ
ぼ
接
点
に
位
置
し
、
足
和
田
山
の
尾
根
が
遺
跡
の
東
西
に
せ
り
出
し
て

い
る
。

遺
物

は
、

土
師
器
片
一
点
と

施
釉
陶
器
一
点
が
採
集
さ
れ
て
い
る
が
、

小
破
片
の
た
め
確
実
な
時
代
決
定
は
困
難
で
あ
る
。

31
大
田
和
遺
跡

鳴
沢
村
大
田
和
地
内
字
家
上
川
原
に
所
在
す
る
。
足
和
田
山
東
部
の

扇
状
地
上
に
立
地
し
、

標
高
九
百
五
十
財
を
測
る
。

昭
和
四
十
七

年
の
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
調
査
カ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
遺
跡
か
ら
縄
文
時
代
早
期
の
茅
山
式
、
前
期
の
諸
磯
b
式
の
土
器
が
採

集
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
周
辺
に
該
期
の
集
落
跡
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
さ
れ
た
遺
物
は
現
在
所
在
が
不

明
で
あ
る
。
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4 1
小
暮
遺
跡

鳴
沢
村
小
暮
地
内
に
所
在
し
、

標
高
九
百
四
十
麟
を
測
る
。
遺
跡
は
富
士
山
北
麓
に
発
達
し
た
南
北
に
長
い
小
さ
な
谷
部
に
立
地
す

る
。
表
採
遺
物
は
土
製
円
盤
一
点
と
土
師
器
の
土
器
片
一
点
で
あ
る
。
土
製
円
盤
は
、
無
文
の
縄
文
土
器
を
加
工
し
、
再
利
用
し
た
も
の

で
、
二
・
八
秒
×
二
・
六
形
の
楕
円
形
を
呈
す
る
。
周
囲
は
磨
か
れ
一
端
に
切
り
目
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
土
器
片
錘
と
し
て
使
用
さ

れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
無
文
の
た
め
正
確
な
時
期
は
判
断
し
が
た
い
。
一
方
、
土
師
器
は
内
面
黒
色
の
坏
形
土
器
で
、

平
安
時
代
に
比
定

さ
れ
る

。

1 5
小
坂
A
遺
跡

鳴
沢
村
小
坂
地
内
に
所
在
す
る
。
付
近
は
富

士
山
北
麓
の
緩
や
か
な
北
斜
面
に
立
地
し
、

標

高
九
百
五
十
話
を
測
る
。
遺
物
は
平
安
時
代
の

土
師
器
一
点
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
坏
形
土
器

胴
部
の

破
片
で
、

器
面
に
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
に
よ
る

調
整
痕
が
見
ら
れ
る
。
器
面
調
整
後
、
半
截
竹

管
に
よ
る
平
行
沈
線
が
施
さ
れ
る

が
、

小
破
片

の
た
め
描
か
れ
た
文
様
な
い
し
文
字
は
判
断
で

き
な
い
。

胎
土
お
よ
び
製
作
手
法
か
ら
甲
府
盆

地
内
で
製
作
さ
れ
た
甲
斐
型
の
坏
と
考
え
ら
れ

o

1

r0

e



上大持遺跡
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1 6
小
坂
B
遺
跡

鳴
沢
村
小
坂
地
内
に
所
在
し
、

標
高
九
百
五
十
材
を
測
る
。
小
坂
A
遺
跡
の
東
約
三
百
財

に
位
置
し
、

両
遺
跡
間
に
は
小
さ
な
谷
が
南
北
に
走
る
。
遺
物
は
、

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時

代
に
比
定
さ
れ
る
土
師
器
二
点
が
表
採
さ
れ
て
い
る
。
甕
形
土
器
胴
部
破
片
で
、
器
面
は

ハ

ケ
で
調
整
が
な
さ
れ
る
。

▶
上
大

持
遺
跡

鳴
沢
村
上
大
持
地
内
に
所
在
す
る
。
富
士
山
北
麓
の
緩
や
カ か
オ な
北
斜
面
に
立
地
し
、
標
高

九
百
七
十
材
を
測
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
土
師
器
の
小
破
片
十
八
点
が
表
面
採
集
さ
れ
て
い

る
。
土
器
表
面
が
若
干
磨
滅
し
て
い
る
も
の
の
、
ハ
ケ
目
痕
を
残
す
土
器
が
五
点
存
在
し
、

ほ
と
ん
ど
が
甕
形
土
器
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
も
の
と
考

え
ら

れ
る
。

18
犬
の

子
草
里
遺

跡

鳴
沢
村
の
犬
の
子
草
里
地
内
に
所
在
し
、
標
高
九
百
五
十
勝
を
測
る
。
坏
形
土
器
と
考
え
ら
れ
る
土
師
器
の
小
破
片
が
表
面
採
集
さ
れ

て
い
る
が
、

正
確
な
時
期
決
定
は
で
き
な
い
。

1 8
札
木
遺
跡

鳴
沢
村
札
木
地
内
に
所
在
し
、
標
高
九
百
二
十
勝
を
測
る
。
土
師
質
土
器
一
点
と
中
・
近
世
の
施
釉
陶
器
四
点
が
採
集
さ
れ
て
い
る

。

2 0
長
塚
遺
跡

鳴
沢
村
長
塚
地
内
に
所
在
し
、

富
士
山
北
麓
の
尾
根
上
に
位
置
す
る
。
遺
物
は
平
安
時
代
の
坏
形
土
器
二

点
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
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2 1
前
原
遺
跡

鳴
沢
村
前
原
地
内
に
所
在
す
る
。
札
木
遺
跡
よ
り
百
材
ほ
ど
西
の
谷
部
に
位
置
し
、

標
高
九
百
二
十
材
を
測
る
。
遺
跡
か
ら
は
中
・
近

世
の
施
釉
陶
器
九
点
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。

鳴
沢
村
遺
跡
一
覧
表

番
号

遺
跡

名

I

時
代

出
土
・
表
採
遺

物
備

考

1
前
丸
尾
遺
跡

古
墳
・
平
安

土
師
器

2
蛇
休
場
遺
跡

中世
以降

陶
器
・
土
師
質
土
器

3
水
上
遺
跡

縄
文

縄
文
土
器

山
本
寿
々
雄
『
甲
斐
石
器
時
代
遺
物
発
見
地
名
表』

一
九
五
五

4 4
地
蔵
前
遺

跡
縄
文

石
鏃

1
0

小
鳴
沢
遺
跡

中
世
以
降

土
師
質
土
器

0 0
並
木
A
遺
跡

平
安
・
中
世
以
降

土
師
器
・
土
師
質
土
器

並
木
B
遺
跡

中
世
以
降

陶
器
・
土
師
質
土
器

道
下

遺
跡

中
世
以
降

陶
器
・
土
師
質
土
器

東
臼
田
和
遺
跡

中
世
以
降

土
師
質
土
器

境
野
道
上
遺
跡

中
世
以
降

土
師
質
土
器

大
持
遺
跡

平
安
・
中
世
以
降

土
師
器
・
土
師
質
土
器

大
木
原
遺
跡

平
安
・
中
世
以
降

土
師
器
・
陶
器

大
田
和
遺
跡

縄
文

縄
文
土
器

山
本
寿
々
雄
『
甲
斐 愛
石
器
時出
代
遺
物
発
見
地
名
表
』
一
九
五
五

小
暮
遺

跡
縄
文
・
平
安

土
製
円
盤
・
土
師
器

小
坂
A
遺
跡

平
安

土
師
器

小
坂
B
遺
跡

平
安

土
師
器

上
大
持
遺
跡

平
安

土
師
器
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犬
の
子
草
里
遺
跡
一
平
安

土
師
器

札
木
遺
跡

中
世

以
降

陶
器
・

土
師
質
土
器

長
塚
遺
跡

平
安

土
師

器

前
原
遺
跡

中
世
以
降

陶
器

(
中

山
誠

二
畑

大
介
)
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