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一　

は
じ
め
に

　

縄
文
時
代
に
お
い
て
一
般
的
に
み
ら
れ
る
遺
物
と
し
て
石
皿
が
あ
る
。
し
か
し
石

皿
の
研
究
自
体
は
活
発
で
は
な
く
、
時
期
的
変
遷
や
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

論
議
す
る
余
地
は
大
い
に
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
（
以

下
関
大
資
料
）
の
脚
付
石
皿
、
中
高
石
皿
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
若
干
の
考

察
を
行
い
た
い
と
思
う
。

　

二　

研
究
史
抄

　

石
皿
の
総
合
的
な
研
究
は
鳥
居
龍
三
氏
が
行
っ
た
も
の
が
先
駆
で
あ
る
（
鳥
居
一

九
二
四
）。
三
形
態
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
用
途
差
で
あ
る
と
考
え
た
。
特
に
中

高
石
皿
に
つ
い
て
は
中
高
部
（
註
一
）
を
男
性
器
、
皿
部
を
女
性
器
と
し
、
そ
れ
ら

が
結
合
し
た
祭
祀
具
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
山
柏
氏
が
分
類
を
行

っ
て
以
降
（
大
山
一
九
三
九
）
は
、
安
達
厚
三
氏
が
新
た
に
ま
と
め
る
ま
で
み
ら
れ

な
い
。
安
達
氏
は
石
皿
研
究
の
現
状
を
整
理
し
、
形
態
を
五
類
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
的
消
長
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
（
安
達
一
九
八
三
）。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
具
体
的
資
料
の
例
示
に
乏
し
く
、
地
域
的
分
布
も
具
体
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
惜

し
ま
れ
る
。
そ
れ
以
降
も
脚
付
石
皿
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
、
中
高
石

皿
は
祭
祀
具
と
し
て
の
理
解
が
通
用
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
中
森
敏
晴

氏
は
、
脚
や
縁
を
有
す
る
も
の
に
は
単
に
製
粉
具
と
し
て
の
機
能
で
は
な
く
、
異
な

る
利
用
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
成
形
加
工
さ
れ
た
石
皿
を
「
定
型
石

皿
」
と
し
て
集
成
し
、
そ
の
用
途
の
可
能
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
容
器
と
し
て
の
皿

そ
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
（
中
森
一
九
九
一
・
一
九
九
六
）。

　

こ
の
他
、
澄
田
正
一
氏
、
植
田
文
雄
氏
は
石
皿
の
実
用
的
機
能
の
追
求
に
よ
り
縄

文
時
代
の
生
産
活
動
、
植
物
質
食
物
利
用
に
つ
い
て
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
（
澄

田
一
九
五
九
・
一
九
六
二
・
一
九
六
四
・
一
九
六
八
、
植
田
一
九
九
八
ａ
・
ｂ
）。

ま
た
後
述
す
る
が
石
皿
の
呪
的
側
面
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
主
だ
っ

た
研
究
は
こ
れ
ら
の
み
で
あ
り
、
他
の
遺
物
と
比
べ
る
と
、
そ
の
出
土
量
か
ら
み
て

立
ち
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
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付
石
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高
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所
蔵
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に
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三　

関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
の
石
皿
に
つ
い
て

　

関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
品
の
多
く
は
、
故
本
山
彦
一
氏
（
元
毎
日
新
聞
社
長
）
の

所
蔵
で
あ
っ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
縄
文
時
代
に
関
し

て
も
重
要
な
遺
物
が
多
々
あ
る
が
、
石
皿
に
つ
い
て
も
破
片
を
含
め
数
点
保
管
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
脚
付
石
皿
二
点
、
中
高
石
皿
一
点
が
あ
る
。
ま
ず
こ
れ
ら
三

点
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
（
第
１
・
２
図
）。

　

１
は
脚
付
石
皿
で
あ
る
。（
本
山
番
号
不
明
）。
最
大
長
二
四
・
六
㎝
、
最
大
幅
一

〇
・
五
㎝
、
最
大
高
四
・
九
㎝
、
片
方
の
端
部
が
す
ぼ
ま
る
砲
弾
形
（
舟
形
）
で
あ

る
。
縁
は
垂
直
で
は
な
く
傾
斜
を
も
っ
て
全
周
を
め
ぐ
る
。
脚
は
底
面
と
の
境
を
も

っ
て
円
形
に
削
り
だ
さ
れ
る
。
石
材
は
黒
灰
色
の
安
山
岩
で
全
面
に
わ
た
り
細
か
な

凹
凸
が
著
し
い
が
、
皿
部
が
広
が
る
側
の
縁
部
の
一
部
が
タ
ー
ル
状
を
呈
し
て
お
り
、

滑
ら
か
で
あ
る
。

　

２
は
脚
付
石
皿
で
あ
る
（
本
山
番
号
二
〇
六
）。
１
よ
り
も
大
型
で
最
大
長
三

三
・
八
㎝
、
最
大
幅
一
六
・
八
㎝
、
最
大
高
七
・
〇
㎝
、
形
態
は
１
と
は
異
な
り
端

部
が
す
ぼ
ま
ら
な
い
長
楕
円
形
を
呈
し
、
側
辺
部
も
少
し
張
り
だ
す
。
縁
は
緩
ら
か

な
傾
斜
を
持
っ
て
立
ち
あ
が
り
、
脚
は
長
軸
方
向
に
不
整
形
な
楕
円
形
を
な
し
、
底

面
と
の
境
を
も
つ
が
比
高
差
は
あ
ま
り
な
い
。
脚
の
間
の
底
面
部
と
側
面
部
の
一
部

に
は
凹
凸
は
あ
る
も
の
の
非
常
に
平
滑
で
あ
り
、
成
形
後
に
磨
く
と
い
っ
た
調
整
が

行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
石
材
は
黄
灰
色
の
安
山
岩
で
あ
り
、
気
泡
と
も
い
う
べ

き
穴
が
多
数
認
め
ら
れ
凹
凸
が
著
し
い
。

　

３
は
中
高
石
皿
で
あ
る
（
本
山
番
号
二
一
二
）。
最
大
長
三
〇
・
九
㎝
、
最
大
幅

一
八
・
七
㎝
、
最
大
高
一
〇
・
五
㎝
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
両
端
部
の
側
縁
側
に

二
対
の
突
起
物
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
他
に
類
を
見

な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
能
が
問
題
と
な
ろ
う
。
形
態
は
突
起
を
除
け
ば
楕
円
形

で
あ
り
、
縁
は
低
く
な
だ
ら
か
に
立
ち
あ
が
る
。
底
面
は
扁
平
で
は
な
く
丸
み
を
帯

び
、
安
定
性
は
若
干
悪
い
。
中
高
部
は
上
方
部
が
や
や
広
が
る
感
じ
で
立
ち
あ
が
り
、

丸
み
を
帯
び
た
長
方
形
状
を
呈
し
、
そ
の
上
面
は
平
滑
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
だ
ら
に
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三
八

第１図　関西大学所蔵資料１（１：４）
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く
ぼ
み
が
存
在
す
る
が
敲
打
痕
と
は
断
定
で
き
な
い
。
周
溝
部
で
わ
ず
か
な
が
ら
幅

五
㎜
ほ
ど
の
削
り
痕
と
思
わ
れ
る
短
い
数
条
の
溝
を
観
察
で
き
た
。
お
そ
ら
く
縁
部

成
形
時
の
削
り
だ
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
突
起
物
の
周
縁
部
の
一
部

に
も
削
り
痕
が
観
察
で
き
た
。
ま
た
両
小
口
面
と
も
突
起
物
の
高
さ
が
ず
れ
て
お
り
、

視
覚
的
な
機
能
を
も
つ
な
ら
ば
上
方
か
ら
の
視
点
と
な
る
。
石
材
は
黒
灰
色
の
輝
石

安
山
岩
で
あ
る
。
な
お
、
右
側
縁
部
の
中
央
上
方
部
と
左
側
縁
部
の
突
起
物
側
に
は
、

溶
岩
凝
固
時
の
空
洞
あ
る
い
は
亀
裂
が
入
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
観
察
所
見
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
。
こ
れ
ら
は
『
本
山
考
古
室
要
録
』

で
は
い
ず
れ
も
出
土
地
不
詳
と
な
っ
て
い
る
が
今
回
の
紹
介
に
あ
た
り
、
１
と
３
に

つ
い
て
確
定
は
で
き
な
い
が
出
土
地
を
『
東
京
人
類
学
雑
誌
』（
以
下
『
雑
誌
』）
中

の
神
田
孝
平
氏
の
記
述
よ
り
特
定
し
え
た
。
そ
れ
は
こ
の
本
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
前

身
が
神
田
氏
の
収
集
物
で
あ
り
、
自
ら
し
ば
し
ば
「
淡
崖
」
の
名
で
氏
所
蔵
の
遺
物

紹
介
な
ど
を
当
会
々
誌
に
て
行
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
註
二
）。
第
３
図
１
に
つ

い
て
は
『
雑
誌
』
第
二
巻
十
号
の
「
石
器
彙
報
」
中
に
、
石
の
鞋
と
し
て
享
和
文
化

年
間
に
青
森
県
西
津
軽
郡
櫻
田
村
（
現
在
の
岩
木
町
）
の
広
原
で
発
見
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。
長
さ
七
寸
八
分
、
幅
三
寸
五
分
を
換
算
す
る
と
ほ
ぼ
関
大
資
料
１
と
同
一

の
大
き
さ
で
、
ま
た
掲
載
図
を
見
る
限
り
、
こ
の
先
が
す
ぼ
ま
る
砲
弾
形
の
形
態
か

ら
考
え
て
、
こ
の
広
原
発
見
の
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
関
大
資
料
２
に
つ
い
て

は
同
様
の
サ
イ
ズ
を
示
し
て
い
る
も
の
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
３
は
『
雑
誌
』
第
三

巻
二
六
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
第
３
図
２
）。
寸
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
突

起
物
の
位
置
な
ど
か
ら
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
解
説
に
よ
る
と
陸
奥
国
下
北

郡
田
名
部
村
（
現
在
の
む
つ
市
）
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
こ
れ
と

共
に
二
つ
の
中
高
石
皿
が
図
示
さ
れ
て
い
る
（
第
３
図
３
・
４
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
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第３図　淡崖紹介資料（淡崖　１８８６・１８８８）
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て
は
後
述
す
る
が
、
縄
文
時
代
の
所
存
で
あ
る
な
ら
ば
中
高
石
皿
の
初
現
的
形
態
を

も
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
以
上
、
関
大
資
料
１
と
３
に
つ
い
て
は
青
森
県
出
土
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
時
間
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
い
え
ず
、
各

地
の
形
態
的
特
徴
の
類
似
す
る
例
か
ら
、
そ
の
時
間
的
位
置
を
考
え
た
い
。

　

四　

脚
付
石
皿
の
諸
形
態

　

今
回
集
成
し
た
脚
付
石
皿
は
脚
部
の
み
（
註
三
）
を
含
め
、
六
九
遺
跡
、
一
四
一

点
で
あ
る
（
註
四
）。
そ
れ
ら
を
分
類
す
る
形
態
的
特
長
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ

る
の
が
、
中
森
氏
も
第
一
に
述
べ
る
よ
う
に
平
面
形
で
あ
る
。
平
面
形
は
円
形
、
楕

円
形
、
方
形
、
長
方
形
、
砲
弾
形
、
不
整
形
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
石
皿
の
遺
存

状
況
と
し
て
二
分
の
一
以
下
の
も
の
が
多
い
た
め
、
平
面
形
が
不
明
、
あ
る
い
は
断

定
で
き
な
い
も
の
が
多
々
あ
る
。
今
回
で
は
こ
れ
ら
を
大
き
く
楕
円
形
の
も
の
と
長

方
形
の
も
の
に
分
け
た
が
、
時
期
的
変
遷
や
分
布
的
偏
り
が
あ
る
と
い
っ
た
現
象
は

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
形
態
の
差
異
と
は
、
岩
手
県
の
湯
沢
遺
跡
や
青
森
県
の

富
ノ
沢
遺
跡
な
ど
、
一
時
期
の
み
の
遺
跡
内
（
各
竪
穴
住
居
）
に
お
い
て
各
形
態
の

脚
付
石
皿
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
期
差
で
は
な
く
、
機
能
も
し
く
は
一
歩
踏
み
込

ん
で
集
団
の
違
い
な
ど
、
他
の
諸
要
因
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
脚
の

形
態
も
多
様
で
あ
る
が
、
秋
田
県
の
内
村
遺
跡
な
ど
を
除
き
、
お
お
よ
そ
石
皿
の
平

面
形
態
と
相
似
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　

こ
れ
ら
脚
付
石
皿
は
、
中
期
末
か
ら
後
期
前
葉
に
か
け
て
の
も
の
が
多
数
を
占
め

る
が
、
大
多
数
が
包
含
層
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
細
か
な
時
期
決
定
は
し
が
た
く
、

小
稿
の
目
的
で
あ
る
関
大
資
料
１
・
２
の
時
間
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
今
後
の
検

討
課
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
集
成
す
る
中
で
、
少
数
で
は
あ
る
が
固
有
の
形
態
的

特
徴
を
も
つ
も
の
を
類
型
化
で
き
る
見
通
し
を
も
っ
た
。
つ
ま
り
脚
付
石
皿
の
な
か

に
は
、
隆
帯
を
持
つ
も
の
、
皿
部
が
窪
む
も
の
（
以
下
凹
部
）、
掃
き
出
し
口
（
註

五
）、
肩
部
（
註
六
）
を
持
つ
も
の
、
三
脚
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら

の
特
徴
を
有
す
る
も
の
を
ま
と
め
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
み

た
い
。

　

①　

樺
山
タ
イ
プ

　

脚
付
石
皿
の
な
か
に
は
、
隆
帯
上
に
脚
を
つ
く
り
だ
す
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は

形
態
的
特
徴
と
そ
の
機
能
に
お
い
て
他
の
石
皿
と
区
別
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
今
回
は
「
樺
山
タ
イ
プ
」
と
仮
称
し
た
い
。
こ
れ
は
岩
手
県
の
樺
山
遺
跡
に

お
い
て
完
形
で
発
見
さ
れ
た
石
皿
の
な
か
に
隆
帯
を
施
し
た
も
の
が
あ
り
、
一
九
五

〇
年
代
以
降
こ
れ
を
も
っ
て
石
皿
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
認
め
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
特
徴
と
は
平
面
形
が
長
方
形
で
四
辺
と
も
に
縁
を
持
ち
、
中
央
に
凹
部

を
有
す
る
。
底
面
に
は
そ
れ
ぞ
れ
四
隅
か
ら
中
央
に
む
か
っ
て
弧
状
を
呈
す
る
二
本

の
隆
帯
が
あ
る
。
そ
の
隆
帯
上
に
方
形
ま
た
は
円
形
の
脚
部
を
作
り
だ
す
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
大
型
で
ほ
ぼ
同
一
の
大
き
さ
を
な
す
（
小
型
品
が
な
い
）
こ
と
も
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
石
皿
の
あ
る
機
能
を
限
定
し
う
る
も
の
と
し
て
有
効
な
属
性
と

な
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
岩
手
県
で
は
樺
山
遺
跡
、
西
館
跡
、
相
ノ
沢
遺
跡
に
お
い
て
出

土
し
、
宮
城
県
で
は
二
屋
敷
遺
跡
、
秋
田
県
は
八
木
遺
跡
で
計
二
六
点
出
土
し
た
よ

う
で
あ
る
が
、
図
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
二
点
で
あ
る
（
第
４
図
）。
脚
の
基
本
形

状
は
長
方
形
と
考
え
る
が
、
樺
山
遺
跡
と
八
木
遺
跡
の
も
の
は
円
形
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
れ
ら
樺
山
タ
イ
プ
の
諸
属
性
の
う
ち
若
干
異
な
る
も
の
や
欠
落
す
る
と
考

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
一
四
一



 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
一
四
二

第４図　樺山タイプ（１：１０）

１．宮城・二屋敷遺跡　２．岩手・西舘跡　３・４．岩手・相ノ沢遺跡
５．秋田・八木遺跡　６．岩手・樺山遺跡（再トレース）

１

２

３

４

５

６
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第５図　準樺山タイプ（１：１０）

１ ２ ３

４ ５

６

７

８
９

１０

１１

１．秋田・八木遺跡　２・３．岩手・湯沢遺跡　４・５．青森・間沢遺跡（位置改変）　
６．新潟・城之腰遺跡（位置改変）　７・８．岩手・相ノ沢遺跡　９．山梨・大月遺跡
１０．長野・御堂垣内（写真トレース）　１１．岩手・樺山遺跡（再トレース）



え
ら
れ
る
も
の
を
準
樺
山
タ
イ
プ
と
し
て
第
５
図
に
示
し
た
。
８
の
相
ノ
沢
遺
跡
例

以
外
は
凹
部
を
も
た
ず
、
扁
平
に
近
い
。
ま
た
７
の
相
ノ
沢
遺
跡
例
と
４
の
間
沢
遺

跡
例
は
隆
帯
が
そ
の
ま
ま
脚
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
凹
部
を
も

た
な
い
こ
と
か
ら
樺
山
タ
イ
プ
と
は
全
く
別
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回
は

ひ
と
つ
の
一
類
型
と
し
た
。
８
の
相
ノ
沢
遺
跡
例
は
底
面
中
央
部
の
み
を
削
り
出
し

て
あ
り
、
隆
帯
を
作
出
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
６
の
新
潟
県
城
之
腰
遺
跡
例
、
９
の

山
梨
県
大
月
遺
跡
例
で
も
み
ら
れ
る
が
、
双
方
と
も
掃
き
出
し
口
を
有
し
て
お
り
中

部
・
関
東
の
地
域
的
様
相
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
大
月
遺
跡
例
は
外
面
か
ら
の
削
り

出
し
で
あ
り
、
中
森
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
関
東
地
方
の
も
の
は
脚
が
低
い
こ
と

も
含
め
、
樺
山
タ
イ
プ
の
形
成
過
程
に
関
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
深

く
み
て
み
る
と
、
第
６
図　

の
同
じ
く
大
月
遺
跡
出
土
の
石
皿
は
、
半
欠
の
た
め
断

１０

定
で
き
な
い
が
脚
が
隆
帯
状
の
可
能
性
を
も
ち
、
間
沢
遺
跡
や
相
ノ
沢
遺
跡
例
と
の

関
係
を
示
唆
さ
せ
る
。
長
野
県
に
お
い
て
も
藤
沢
村
（
現
在
の
高
遠
町
）
御
堂
垣
内

発
見
（
第
５
図　

）
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
（
鳥
居
一
九
二
六
）。　

は
樺
山
遺
跡

１０

１１

の
も
の
で
第
４
図
６
と
同
じ
く
配
石
の
一
部
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
形
態
は
ま

っ
た
く
異
な
り
他
に
例
を
み
な
い
が
、
凹
部
を
有
す
る
点
か
ら
樺
山
タ
イ
プ
と
同
一

の
機
能
を
な
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
粉
々
に
破
砕
さ
れ
て
い
る
が
同

一
個
体
と
考
え
ら
れ
、
凹
部
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
宮
城
県
六
反
田
遺
跡
例
が
あ

る
。

　

こ
れ
ら
は
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
幅
で
お
さ
ま
る
よ
う
な
の
で

時
期
差
と
捉
え
る
こ
と
は
今
の
段
階
で
は
で
き
な
い
。
凹
部
、
皿
、
掃
き
出
し
口
と

い
う
異
な
っ
た
機
能
差
と
と
も
に
地
域
差
と
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

②　

掃
き
出
し
口
と
肩
部
を
も
つ
も
の

　

次
に
掃
き
出
し
口
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
が
、
こ
れ
は
肩
部
を

も
つ
石
皿
と
深
い
関
連
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
ま
と
め
て
考
え
て
み
た
い

（
第
６
図
・
第
７
図
）。
掃
き
出
し
口
、
肩
部
（
門
部
）
を
前
期
後
半
の
段
階
に
お
い

て
持
つ
も
の
は
糸
井
宮
前
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
脚
は
も
た
な

い
（
糸
井
宮
前
Ａ
タ
イ
プ
、
第
７
図
１
）。
そ
し
て
掃
き
出
し
口
の
有
無
は
不
明
だ

が
、
お
そ
ら
く
同
様
の
平
面
形
態
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
長
野
県
栗
林
遺
跡
、

群
馬
県
深
沢
遺
跡
な
ど
で
み
ら
れ
る
（
第
６
図
１
・
２
・
３
）。
栗
林
例
は
中
期
後

半
以
降
、
深
沢
例
は
後
期
中
葉
頃
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
糸
井
宮
前
遺
跡
と
栗
林
遺
跡
と
で
は
中
期
前
葉
・
中
葉
に
か
け
て

時
間
的
空
白
が
あ
り
、
ま
た
両
者
が
決
定
的
に
異
な
る
点
は
、
先
述
し
た
脚
部
の
ほ

か
、
栗
林
遺
跡
例
の
皿
部
が
扁
平
な
点
で
あ
る
（
栗
林
Ａ
タ
イ
プ
、
註
八
）。
こ
れ

は
後
期
前
半
の
千
葉
県
貝
ノ
花
貝
塚
、
埼
玉
県
赤
山
遺
跡
な
ど
で
も
確
認
で
き
る
。

逆
に
栗
林
遺
跡
の
な
か
に
掃
き
出
し
口
は
あ
る
が
、
肩
部
を
も
た
な
い
脚
付
石
皿
は

全
面
が
窪
む
（
栗
林
Ｂ
タ
イ
プ
、
第
６
図
４
）。
一
方
、
糸
井
宮
前
遺
跡
の
肩
部
を

持
た
な
い
楕
円
形
の
石
皿
は
扁
平
で
あ
る
（
糸
井
宮
前
Ｂ
タ
イ
プ
、
第
７
図
２
）。

つ
ま
り
前
期
後
半
か
ら
中
期
後
半
に
か
け
て
、
形
態
と
機
能
部
の
転
換
が
あ
っ
た
と

考
え
る
。

　

た
だ
し
中
期
に
中
部
地
方
、
特
に
八
ヶ
岳
南
麓
で
盛
行
す
る
糸
井
宮
前
Ｂ
タ
イ
プ

は
、
皿
部
が
く
ぼ
ん
だ
り
、
扁
平
な
ま
ま
の
も
の
も
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。（
第

７
図
５
・
６
）
こ
れ
は
糸
井
宮
前
Ｂ
タ
イ
プ
が
日
常
的
使
用
の
比
重
を
高
め
た
た
め

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
非
日
常
的
使
用
と
考
え
ら
れ
る
彫
刻
を
施
し
た

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
（
註
九
）、
そ
し
て
く
ぼ
み
に
程
度
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
、
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第６図　肩部・履き出し口を持つ石皿（１：１０）

１・３・４．長野・栗林遺跡（４の位置改変）　２．群馬・深沢遺跡　５．千葉・伊豆島貝塚
６・７．千葉・貝ノ花貝塚　８．埼玉・赤山遺跡　９．長野・望月町内（再トレース）　
１０．山梨・大月遺跡　１１．長野・立沢遺跡

１
２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１



製
作
当
初
か
ら
く
ぼ
み
を
意
図
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用

頻
度
の
一
過
程
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

③　

三
脚
石
皿
と
脚
付
石
皿
の
出
現

　

数
例
の
遺
跡
だ
け
で
こ
う
し
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は
心
も
と
な
く
、

地
域
差
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
そ
れ
で
は
脚
は
ど
の
段
階

で
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
集
成
し
た
中
で
は
、
前
期
の

も
の
は
み
ら
れ
ず
、
山
形
県
の
西
ノ
前
遺
跡
が
中
期
前
葉
〜
中
葉
、
野

新
田
遺
跡
が
中
期
中
葉
、
山
居
遺
跡
が
中
期
中
葉
か
ら
末
葉
の
時
期
幅

で
収
ま
り
、
山
形
県
域
に
お
い
て
中
期
中
葉
以
前
に
脚
部
を
つ
く
り
だ

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
山
居
遺
跡
、
野
新
田
遺
跡
に
お
い
て
は
三
脚
と
推
測
さ
れ
る
石

皿
も
存
在
す
る
（
第
８
図
３
・
８
）。
確
実
に
三
脚
と
分
か
る
例
は
少

な
く
、
形
態
も
一
様
で
は
な
い
（
註
一
〇
）。
こ
れ
は
三
脚
が
四
脚
と

は
異
な
る
用
途
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
製
作
前
の
素

材
の
形
状
に
左
右
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ほ
と
ん
ど

中
期
末
の
時
期
の
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
脚
付
石
皿
の

増
加
現
象
に
生
じ
た
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
タ
イ
プ
の
も
の
と
考
え
る
。
岩
手

県
長
者
屋
敷
例
は
凹
部
を
有
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
現
象
を
反
映
し
た

一
例
で
あ
ろ
う
（
註
一
一
）。
ま
た
、
三
脚
石
皿
と
樺
山
タ
イ
プ
が
同

遺
跡
あ
る
い
は
同
流
域
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
近
時
す
る
位

置
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
脚
付
石
皿
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
も
つ
も
の
に
つ
い
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一
四
六第７図　前期・中期の肩部・履き出し口を持つ石皿（１：１０）

１・２．群馬・糸井宮前遺跡　３．群馬・下高瀬寺山遺跡
４．長野・三田原遺跡群　５．長野・向原遺跡　６．長野・坂上遺跡

１

２ ３

４ ５ ６
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１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

第８図　三脚石皿（１：１０）

１．岩手・長者屋敷遺跡　２．新潟・城之腰遺跡　３．山形・野新田遺跡　４・５．宮城・菅生田遺跡
６・１１．青森・富の沢遺跡　７．宮城・六反田遺跡　８．山形・山居遺跡（方向改変）　
９．岩手・叺屋敷遺跡（方向改変）　１０．宮城・山田上之台遺跡



て
ま
と
め
、
私
見
を
述
べ
た
。
ま
た
集
成
し
た
脚
付
石
皿
の
う
ち
後
期
中
葉
以
降
の

も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
青
森
県
尻
高
遺
跡
の
も
の
が
後
期
後
半
段
階

に
比
定
さ
れ
、
安
達
氏
の
見
解
の
と
お
り
東
北
北
部
の
み
に
限
ら
れ
て
い
く
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
し
晩
期
と
明
言
で
き
る
資
料
は
な
く
（
註
一
二
）、
代
わ
っ
て
登
場
す

る
の
が
中
高
石
皿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五　

中
高
石
皿

　

中
高
石
皿
の
出
現
に
関
し
て
は
、
安
達
氏
は
後
期
中
葉
ご
ろ
よ
り
底
面
が
丸
み
を

帯
び
た
も
の
が
出
現
し
、
晩
期
に
な
っ
て
底
面
が
扁
平
な
も
の
が
出
現
す
る
と
し
て

い
る
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
実
際
ど
の
資
料
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
な
た
め
、

変
遷
過
程
に
疑
問
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
今
回
集
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
点
数
は

三
一
点
だ
が
図
面
を
転
載
し
た
の
は
一
六
点
の
み
で
あ
る
（
註
一
三
）。
こ
れ
ら
も

ま
た
時
期
が
明
確
に
分
か
る
例
は
少
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
晩
期
の
所
存
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
晩
期
と
い
う
時
期
幅
の
中
で
、
そ
の
形
態
的
特
長

か
ら
変
遷
が
追
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

確
実
に
時
期
が
判
明
し
て
い
る
例
は
、
成
田
遺
跡
と
大
日
向
Ⅱ
遺
跡
の
晩
期
中
葉

段
階
、
九
年
橋
遺
跡
の
晩
期
後
半
段
階
で
あ
る
。
三
者
と
も
底
面
が
丸
み
を
帯
び
て

お
り
、
大
日
向
Ⅱ
遺
跡
例
に
お
い
て
は
片
側
に
脚
を
二
脚
有
し
て
お
り
、
脚
を
持
た

な
い
方
へ
下
降
す
る
。
こ
う
し
た
片
方
の
小
口
面
に
下
が
る
も
の
は
第
９
図
５
の
上

ノ
山
遺
跡
、
６
の
白
坂
遺
跡
例
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
、
岳
下
遺
跡
例
は
脚
付
き
で

傾
斜
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
是
川
遺
跡
の
四
脚
の
も
の
は
、
片
側
一
対
の
脚
が
短

く
、
や
や
下
降
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
保
坂
一
九
七
二
）。
こ
れ
は
機
能
面
に
お

い
て
実
用
品
で
あ
る
と
仮
定
し
て
考
え
る
と
、
中
高
部
、
も
し
く
は
周
溝
部
に
お
い

て
粉
砕
さ
れ
た
も
の
や
液
体
状
の
も
の
を
収
集
し
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え

る
。
そ
う
考
え
る
と
成
田
遺
跡
例
に
み
ら
れ
る
片
端
の
Ｖ
字
状
の
切
れ
込
み
は
、
一

種
の
注
ぎ
口
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ま
た
底
面
が
丸
み
を
お
び
る
こ
と
は
叩
く
・
磨

る
と
い
っ
た
作
業
時
に
お
け
る
水
平
面
の
確
保
と
、
作
業
終
了
後
の
粉
砕
物
も
し
く

は
液
体
を
収
集
さ
せ
る
機
能
を
兼
備
さ
せ
た
最
終
段
階
の
も
の
と
想
定
す
る
。
そ
う

考
え
る
と
底
部
が
扁
平
な
も
の
は
前
半
段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
先
述
し
た
神

田
孝
平
氏
記
載
の
二
点
の
中
高
石
皿
（
第
３
図
３
・
４
）
が
、
初
現
的
形
態
を
持
つ

と
考
え
た
の
も
こ
う
し
た
理
由
と
、
他
で
は
確
認
で
き
な
い
円
形
の
平
面
形
態
を
呈

す
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
（
註
一
四
）。

　

分
布
に
つ
い
て
は
時
期
が
確
定
で
き
る
資
料
数
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
そ
の
推
移

は
伺
え
な
い
が
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
の
そ
れ
ぞ
れ
の
水
系
を
単
位
と
し
た
ま
と
ま

り
を
も
つ
。
特
に
泉
山
遺
跡
を
除
き
是
川
遺
跡
、
大
日
向
Ⅱ
遺
跡
、
水
系
は
異
な
る

が
大
芦
Ⅰ
遺
跡
は
脚
を
も
つ
と
い
う
点
で
、
地
域
的
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
脚
付
石
皿
も
そ
う
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
内
陸
部

の
遺
跡
に
出
土
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
業
の
在
り
方
を
含
め
て
今
後

検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
大
資
料
３
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
晩
期
で
も
中
葉
以
降
の

も
の
と
考
え
る
。
ま
た
突
起
に
つ
い
て
は
、
脚
の
退
化
し
た
も
の
、
紐
（
縄
）
掛
用

（
註
一
五
）、
北
海
道
で
み
ら
れ
る
錨
石
と
の
関
連
（
杉
浦
一
九
八
八
）
な
ど
考
え
ら

れ
る
が
決
め
手
と
な
る
も
の
は
な
い
。
類
例
の
増
加
を
期
待
し
た
い
。

　

以
上
、
脚
付
石
皿
と
中
高
石
皿
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
的
特
長
か
ら
そ
の
変

遷
を
考
え
た
の
が
第　

図
で
あ
る
。
少
な
い
資
料
か
ら
考
え
た
た
め
、
推
測
の
域
を

１０
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第９図　中高石皿（１：１０）

１・６．秋田・白坂遺跡（６の位置改変）　２．岩手・相ノ沢遺跡　３．秋田・家ノ後遺跡
４・７．青森・泉山遺跡　５．秋田・上ノ山Ⅱ遺跡（位置改変）　８．岩手・貝鳥貝塚
９．秋田・上猪岡遺跡　１０．岩手・大日向Ⅱ遺跡　１１．岩手・大芦Ⅰ遺跡　１２・１３・１５・１６．岩手・手代森遺跡
１４．岩手・成田遺跡　１７．岩手・九年橋遺跡
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で
な
い
が
今
後
の
石
皿
研
究
の
叩
き
台
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

六　

石
皿
の
呪
的
性
格
に
つ
い
て

　

さ
て
石
皿
に
は
実
用
的
機
能
の
ほ
か
、
石
皿
自
体
を
呪
的
性
格
を
も
っ
た
第
二
の

道
具
と
し
て
考
え
る
意
見
が
あ
る
。
例
え
ば
平
出
一
治
氏
は
多
く
が
壊
さ
れ
て
出
土

す
る
状
況
か
ら
、
あ
る
い
は
鈴
木
保
彦
氏
は
配
石
遺
構
や
土
壙
墓
な
ど
か
ら
強
い
相

関
関
係
を
も
っ
て
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
石
皿
の
呪
的
性
格
を
認
め
、
検
討
を
行
っ

て
い
る
（
平
出
一
九
七
八
、
鈴
木
一
九
九
一
）。
筆
者
も
今
回
の
集
成
に
よ
り
、
こ

う
し
た
出
土
例
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
る
。
特
に
欠
損
品
が
あ
ま
り
に
も
多

い
た
め
形
態
の
比
較
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
出
土
状
況
か
ら
短
絡

的
に
呪
具
・
祭
祀
具
と
し
て
結
び
つ
け
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
土
偶
や
石

棒
な
ど
と
伴
出
し
た
例
が
多
い
が
、
こ
れ
は
こ
う
し
た
祭
式
儀
礼
の
際
に
の
み
供
さ

れ
る
食
物
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
解

明
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
脂
肪
酸
分
析
が
期
待
さ
れ
る
。
例
え
ば
大
月
遺
跡
で
の

脂
肪
酸
分
析
の
結
果
は
興
味
深
い
。
第
６
図　

の
脚
付
石
皿
は
イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン

１０

ジ
カ
な
ど
の
血
液
、
脳
、
神
経
組
織
、
臓
器
な
ど
の
部
分
か
ら
の
脂
肪
、
そ
し
て
加

工
さ
れ
て
い
な
い
扁
平
な
石
皿
は
鳥
の
卵
や
イ
ヌ
、
タ
ヌ
キ
に
由
来
す
る
脂
肪
と
い

う
結
果
が
で
て
い
る
（
小
林
ほ
か
二
〇
〇
〇
）。
こ
れ
は
石
皿
が
そ
の
形
態
に
よ
っ

て
調
理
・
加
工
す
る
対
象
を
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（
註
一
六
）。

　

ま
た
破
砕
さ
れ
た
り
、
墓
壙
中
よ
り
検
出
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
石
皿
の
所
有

者
と
い
う
理
解
か
ら
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
石
皿
に
は
あ
ら
か

じ
め
、
あ
る
集
団
内
で
所
有
者
が
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
人
物
の
死
に
よ
っ
て
そ
の

機
能
も
終
え
、
破
砕
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
註
一
七
）。
墓
か
ら
出
土
す
る

こ
と
は
そ
う
し
た
所
有
者
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
は
中
森
氏
が
考
察
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
配
石
墓
に
お
い
て
は
転
用
・
再
利
用
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
（
中
森
一

九
九
五
）。

　

中
期
末
に
お
け
る
脚
付
石
皿
の
増
加
現
象
や
、
脚
付
石
皿
を
祭
式
儀
礼
の
際
に
食

さ
れ
る
も
の
の
調
理
、
も
し
く
は
盛
り
付
け
用
の
皿
と
し
て
解
す
る
こ
と
は
、
縄
文

時
代
の
祭
式
構
造
に
新
た
な
知
見
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。
筆
者
は
後
期
後
半
か
ら
晩

期
初
頭
に
か
け
て
脚
付
石
皿
は
減
少
し
、
中
高
石
皿
に
代
わ
っ
て
い
く
も
の
と
考
え

る
。
ま
た
樺
山
タ
イ
プ
に
み
ら
れ
た
凹
部
は
、
例
え
ば
晩
期
の
是
川
遺
跡
に
お
い
て

は
、
不
整
形
な
扁
平
の
石
皿
に
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
後
期
か
ら

晩
期
へ
の
祭
式
構
造
の
変
容
の
一
端
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

石
皿
は
全
国
的
に
出
土
す
る
遺
物
で
あ
り
出
土
量
も
少
な
く
な
く
、
縄
文
時
代
の

生
活
復
元
に
つ
い
て
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
る
が
、
他
の
遺
物
と
比

べ
そ
の
研
究
は
少
な
い
。
ま
た
実
測
図
の
表
現
や
展
開
図
に
つ
い
て
統
一
性
が
な
く
、

共
通
の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
石
皿
の
形
態
や
報
告
者
の
考
え
方
に
も

よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
度
そ
う
し
た
議
論
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
磨
石
か

ら
石
皿
と
絡
め
て
対
象
物
の
検
討
を
し
、
縄
文
時
代
の
生
産
活
動
を
論
じ
る
研
究
も

あ
り
（
小
林
一
九
七
八
）、
今
後
は
伴
出
す
る
磨
石
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

　

小
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
文
献
収
集
等
に
つ
い
て
上
杉
彰
紀
、
北
山
峰
生
、
丹
野

拓
、
山
下
大
輔
ら
各
氏
の
ご
助
力
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
深
謝
し
ま
す
。
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糸井宮前Ａタイプ� 糸井宮前Ｂタイプ�

栗林Ａタイプ�

栗林Ｂタイプ�

樺山タイプ�

山形・野新田遺跡�

脚の出現�

機
能
上
の
転
換�

＋�

？�
脚付石皿の減少�

脚付石皿の増加�

？�

三　　脚�

第１０図　脚付石皿・中高石皿の変遷模式図（縮尺不同）
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第１１図　脚付石皿・中高石皿の分布

凡例



註
一　

陸
部
と
も
い
う
。

註
二　

神
田
孝
平
氏
と
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
洋
学
者
あ
る
い
は
啓
蒙
思
想
家
、
そ

し
て
官
僚
と
し
て
活
躍
し
、
ま
た
東
京
人
類
学
会
の
初
代
会
長
も
つ
と
め
た
人
物

で
あ
る
。

註
三　

脚
部
の
み
と
は
、
一
脚
の
周
り
の
辺
が
生
き
て
い
な
い
も
の
、
一
脚
で
側
辺
も
し

く
は
小
口
辺
の
ど
ち
ら
か
一
辺
の
み
残
存
す
る
も
の
と
す
る
。

註
四　

短
期
間
に
よ
る
集
成
の
た
め
、
見
落
と
し
が
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
地
域
ご
と

の
集
成
・
検
討
が
望
ま
れ
る
。
文
末
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

註
五　

掃
き
出
し
口
と
は
小
口
辺
の
片
方
の
縁
が
存
在
し
な
い
も
の
を
い
う
。

註
六　

肩
部
と
は
縁
の
角
部
が
突
起
状
に
張
り
出
し
た
部
分
を
い
う
。
ま
た
側
縁
部
と
掃

き
出
し
口
の
境
目
に
あ
た
る
張
り
だ
し
部
分
を
、
今
回
は
便
宜
上
、
門
部
と
よ
び

た
い
。

註
七　

配
石
遺
構
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
転
用
と
考
え
る
と
そ
の
時
期
以
前
に
さ
か
の
ぼ

る
可
能
性
は
あ
る
。

註
八　

貝
ノ
花
貝
塚
の
よ
う
に
栗
林
Ａ
タ
イ
プ
の
も
の
で
脚
部
を
有
し
な
い
も
の
も
存
在

す
る
。
新
潟
県
で
は
飯
綱
山
遺
跡
、
長
者
屋
敷
遺
跡
、
上
の
山
遺
跡
な
ど
が
あ
る
。

（
新
潟
県
一
九
八
三
）

註
九　

彫
刻
を
施
し
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
脚
を
つ
け
る
栗
林
Ｂ
タ
イ
プ
へ
と
変
遷
す
る

の
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

註
一
〇　

た
だ
し
新
潟
県
に
お
い
て
は
、
三
脚
の
広
神
村
出
土
の
も
の
、
四
脚
の
新
道
島

遺
跡
（
新
潟
県
一
九
八
三
）
な
ど
脚
付
石
皿
は
円
形
を
基
調
と
し
た
可
能
性
が
あ

る
。

註
一
一　

包
含
層
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
詳
細
な
時
期
は
分
か
ら
な
い
が
、
集
落
の
拡
大

か
ら
み
る
と
中
期
中
葉
以
降
の
可
能
性
が
あ
る
。

註
一
二　

秋
田
県
戸
平
川
遺
跡
例
は
、
晩
期
が
主
体
を
占
め
る
遺
跡
で
あ
る
が
、
掘
立
柱

建
物
の
根
固
め
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
晩
期
に
帰
属
さ
せ
る
の
は
問
題

が
あ
る
。

註
一
三　

不
掲
載
分
は
『
上
ノ
山
Ⅱ
遺
跡
』
本
文
中
の
小
袋
岱
遺
跡
、
岳
下
遺
跡
、
藤
株

遺
跡
、
上
田
野
遺
跡
の
計
五
点
、『
岩
手
県
立
博
物
館
収
蔵
資
料
目
録
第
一
一
集
』

中
の
地
の
神
遺
跡
一
点
、
出
土
地
不
明
三
点
、
是
川
遺
跡
の
三
点
、
福
田
貝
塚
一

点
、『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
第
十
二
号
掲
載
の
狄
館
発
見
の
一
点
で
あ
る
。

註
一
四　

所
在
確
認
は
し
て
い
な
い
が
、
文
中
に
３
は
独
狐
村
惣
三
郎
所
蔵
、
４
は
湯
船

村
倉
神
神
社
と
あ
る
。

註
一
五　

た
だ
し
紐
ず
れ
痕
な
ど
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

註
一
六　

北
海
道
小
樽
市
忍
路
土
場
遺
跡
で
も
脂
肪
酸
分
析
が
行
わ
れ
、
獣
類
・
魚
類
の

脂
肪
酸
が
検
出
さ
れ
た
と
い
う
。
今
回
は
文
献
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
検
討
で
き
な
か
っ
た
。

註
一
七　

こ
の
「
モ
ノ
の
帰
属
・
所
有
」
に
関
す
る
問
題
は
、
土
器
に
限
ら
ず
他
の
遺

物
・
遺
構
に
対
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
モ
ノ
が
果
た
し
て
個
人
・
家

族
・
集
落
内
の
集
団
・
一
定
地
域
内
の
集
団
な
ど
、
ど
こ
に
所
属
し
て
い
る
か
を

考
え
る
こ
と
は
社
会
復
元
に
さ
い
し
て
有
効
な
手
段
と
な
ろ
う
。
別
稿
で
論
じ
た

い
。

参
考
文
献

安
達
厚
三　

一
九
八
三　
「
石
皿
」『
縄
文
文
化
の
研
究
７　

道
具
と
技
術
』

植
田
文
雄　

一
九
九
八
ａ　
「
無
縁
石
皿
考
」『
列
島
の
考
古
学　
―　
渡
辺
誠
先
生
還
暦
記

念
論
集　
―
』

植
田
文
雄　

一
九
九
八
ｂ　
「
縄
文
時
代
に
お
け
る
食
料
獲
得
活
動
の
諸
相
」『
古
代
文
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化
』
第
五
〇
巻　

一
〇
号

大
山　

柏　

一
九
三
九　
「
史
前
人
工
遺
物
分
類　

第
一
鋼
石
器
」『
史
前
学
雑
誌
』
一
一

巻
一
・
二
・
三
号

岡
本
孝
之　

一
九
七
八　
「
住
居
内
出
土
の
石
皿
に
つ
い
て
の
覚
書
」『
神
奈
川
考
古
』
三

関
西
大
学
工
業
技
術
研
究
所
・
古
文
化
財
保
存
科
学
研
究
会　

一
九
九
〇　
『
関
西
大
学

考
古
学
等
資
料
室
所
蔵　

石
器
資
料
の
石
質
調
査　

古
文
化
財
保
存
科
学
研
究
会
調
査

報
告
』

木
村
剛
朗　

一
九
七
二　
「
実
験
よ
り
み
た
敲
石
と
そ
の
用
途�
・�
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー

ナ
ル
』
七
四
・
七
五

小
林
公
明　

一
九
八
一　
「
後
期
縄
文
文
化
に
お
け
る
沿
北
太
平
的
要
素
と
メ
ソ
ア
メ
リ

カ
要
素
」『
ど
る
め
ん
』
二
九

小
林
公
治　

中
野
益
男　

中
野
寛
子　

長
田
正
宏　

二
〇
〇
〇　
「
磨
石
・
敲
石
類
、
石

皿
と
注
口
土
器
の
使
用
法
に
関
す
る
一
事
例
」『
山
梨
県
立
考
古
博
物
館　

山
梨
県
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

研
究
紀
要
』
十
六

小
林
康
男　

一
九
七
八　
「
縄
文
時
代
の
磨
石
」『
中
部
高
地
の
考
古
学
』

末
永
雅
雄　

一
九
三
五　
『
本
山
考
古
室
要
録
』

杉
浦
重
信　

一
九
八
八　
「
錨
石
と
チ
ョ
ウ
ザ
メ
」『
季
刊
考
古
学
』
第
二
五
号

鈴
木
保
彦　

一
九
九
一　
「
第
二
の
道
具
と
し
て
の
石
皿
」『
縄
文
時
代
』
第
二
号

澄
田
正
一　

一
九
五
五　
「
日
本
原
始
農
業
発
生
の
問
題
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論

集
（
史
学
）』
一
一

澄
田
正
一　

一
九
五
九　
「
濃
飛
山
地
に
出
土
す
る
石
皿
の
研
究
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部

十
周
年
記
念
論
集
』

澄
田
正
一　

一
九
六
二　
「
木
曽
川
流
域
の
先
史
考
古
学
研
究
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研

究
論
集
（
史
学
）』
二
六

澄
田
正
一　

一
九
六
四　
「
濃
飛
山
地
に
分
布
す
る
石
皿
の
機
能
に
つ
い
て
」『
名
古
屋
大

学
文
学
部
研
究
論
集
（
史
学
）』
三
二

澄
田
正
一　

一
九
六
八　
「
濃
・
飛
・
越
山
地
に
出
土
す
る
石
皿
の
研
究
」『
名
古
屋
大
学

文
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
』

諏
訪
兼
位　

一
九
五
九　
「
濃
飛
山
地
に
出
土
す
る
石
皿
の
岩
石
学
的
研
究
」『
名
古
屋
大

学
文
学
部
十
周
年
記
念
論
集
』

淡　
　

崖　

一
八
八
六　
「
附
言
（
下
沢
保
躬
―
石
器
彙
報
二
件
に
対
す
る
）」『
東
京
人

類
学
会
報
告
』
第
二
巻
一
〇
号

淡　
　

崖　

一
八
八
八　
「
第
二
四
版
図
解
」『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
第
三
巻
二
十
六
号

坪
井
正
五
郎　

一
八
九
〇　
「
ロ
ン
ド
ン
通
信
」『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
第
六
巻
五
六
号

鳥
居
龍
蔵　

一
九
二
四　
『
諏
訪
市
史
』
第
一
巻

中
谷
治
宇
二
郎　

一
九
四
三　
『
校
訂
日
本
石
器
時
代
提
要
』

中
森
敏
晴　

一
九
九
二　
「
縄
文
時
代
石
皿
の
形
態
変
化
に
お
け
る
地
域
的
個
性
」『
史

峰
』
一
六　

新
進
考
古
学
同
人
会

中
森
敏
晴　

一
九
九
五　
「
配
石
内
出
土
の
石
皿
の
呪
的
性
格
に
つ
い
て
」『
帝
京
大
学
山

梨
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
第
六
集
』

中
森
敏
晴　

一
九
九
六　
「�
定
型
石
皿�
論
―
も
う
ひ
と
つ
の
石
皿
―
」『
考
古
学
雑
渉

　

西
野
元
先
生
退
官
記
念
論
文
集
』

平
出
一
治　

一
九
七
八　
「
縄
文
時
代
の
石
皿
に
つ
い
て　

―
壊
れ
た
石
皿
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
信
濃
』
第
三
〇
巻
四
号

平
出
一
治　

一
九
八
七　
「
八
ヶ
岳
南
麓
の
石
皿
二
例
」『
長
野
県
考
古
学
会
誌
』
第
五
四

号
渡
辺　

誠　

一
九
七
五　
『
縄
文
時
代
の
植
物
食
』
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報
告
書

青
森
県

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
四
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
集　

む
つ
小

川
原
開
発
予
定
地
域
内
埋
蔵
文
化
財
試
掘
調
査
概
報
』

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
〇
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
九
集　

尻
高

（
二
）・（
三
）・（
四
）
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
六
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
五
集　

今
津

遺
跡　

間
沢
遺
跡
』

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
六
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
八
集　

弥
栄

平
（
一
）
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
六
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
一
集　

沖

附
（
二
）
遺
跡
』

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
二
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
三
集　

富

ノ
沢
（
二
）
遺
跡
Ⅴ
発
掘
調
査
報
告
書
（
一
）』

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
三
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
七
集　

富

ノ
沢
（
二
）
遺
跡
Ⅵ
発
掘
調
査
報
告
書
（
一
）』

青
森
市
蛍
沢
遺
跡
発
掘
調
査
団　

一
九
七
九
『
蛍
沢
遺
跡
』

八
戸
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
三　
『
八
戸
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
〇
集　

八

戸
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
六
』

八
戸
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
六　
『
八
戸
市
新
都
市
区
域
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書

Ⅱ　

―
丹
後
谷
地
遺
跡
―
』

青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
五　
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
八
一
集

（
第
一
分
冊
）　

泉
山
遺
跡
』

保
坂
三
郎　

一
九
七
二　
『
是
川
遺
跡
』

秋
田
県

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
一　
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
二
集　

内
村
遺

跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
四　
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
九
集　

東
北

縦
貫
自
動
車
道
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅰ
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
九　
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
八
一
集　

八
木

遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇　
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
九
八
集　

西
山

地
区
農
免
農
道
整
備
事
業
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅵ　

―
高
屋
館
跡

―
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇　
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
九
三
集　

国
道

一
〇
三
号
道
路
改
良
事
業
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ　

―
上
ノ
山
Ⅱ
遺

跡
第
二
次
調
査
―
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
一
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
〇
八
集　

東
北
横

断
自
動
車
道
秋
田
線
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅹ　

―
上
猪
岡
遺
跡
―
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
二　
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
二
九
集　

曲
田

地
区
農
免
農
道
整
備
事
業
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ　

―
家
ノ
後
遺
跡

―
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
四　
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
四
五
集　

農
免

農
道
整
備
事
業
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅳ　

―
冷
水
山
根
遺
跡
・
寒
沢

Ⅱ
遺
跡
―
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
四
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
四
四
集　

白
坂
遺

跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
五
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
五
六
集　

県
営
ほ

場
整
備
事
業
（
琴
丘
地
区
）
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ　

―
家
の
下
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（
一
）
―
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
九
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
九
三
集　

伊
勢
堂

岱
遺
跡
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
〇
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
九
四
集　

戸
平
川

遺
跡
』

秋
田
県
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
〇
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
〇
六
集　

潟
前
遺

跡
（
第
二
次
）』

岩
手
県

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
七
七　
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン
タ
ー
文
化
財
調
査

報
告
書
第
四
集　

二
戸
市　

沢
内
遺
跡
』

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
七
八
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン
タ
ー
文
化
財
調
査
報

告
書
第
二
集　

津
南
村
湯
沢
遺
跡
』

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

建
設
省
ダ
ム
工
事
事
務
所　

一
九
八
〇　
『
岩
手
県

埋
文
セ
ン
タ
ー
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
三
集　

御
所
ダ
ム
建
設
関
連
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
書
』

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

日
本
道
路
公
団　

一
九
八
〇　
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン

タ
ー
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
二
集　

松
尾
村
長
者
屋
敷
遺
跡
（
Ⅰ
）　

東
北
縦
貫
自

動
車
道
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

岩
手
県
教
育
委
員
会　

日
本
国
有
鉄
道
盛
岡
工
事
局　

一
九
八
〇　
『
岩
手
県
文
化
財
調

査
報
告
書
第
五
〇
集　

東
北
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
Ⅵ
』

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

日
本
道
路
公
団　

一
九
八
二　
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン

タ
ー
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
〇
集　

上
の
館
遺
跡　

東
北
縦
貫
自
動
車
道
関
連
遺
跡

発
掘
調
査
』

岩
手
県
教
育
委
員
会　
�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

建
設
省
ダ
ム
工
事
事
務
所　

一
九
八
二　
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン
タ
ー
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
〇
集　

御
所
ダ
ム
建

設
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

日
本
道
路
公
団　

一
九
八
三　
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン

タ
ー
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
九
集　

滝
谷
Ⅲ
遺
跡　

東
北
縦
貫
自
動
車
道
関
連
遺
跡

発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
三　
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン
タ
ー
文
化
財
調
査

報
告
書
第
六
六
集　

湯
沢
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
（
遺
物
編
）』

�
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

日
本
道
路
公
団　

一
九
八
三　
『
岩
手
県
埋
文
セ
ン

タ
ー
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
一
集　

叺
屋
敷
Ⅰ
ａ
遺
跡　

東
北
縦
貫
自
動
車
道
関
連

遺
跡
発
掘
調
査
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
六　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
八
集　

手
代
森
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
三　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
八
七
集　

館
Ⅳ
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
五　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
二
〇
集　

上
米
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
五　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
二
五
集　

大
日
向
Ⅱ
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
―

第
二
次
〜
第
五
次
調
査
―
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
六　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
三
六
集　

横
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
七　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
六
八
集　

沢
田
Ⅱ
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
八　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
七
三
集　

大
日
向
Ⅱ
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
―

第
六
次
〜
第
八
次
調
査
―
』
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�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
九　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
〇
六
集　

大
芦
Ⅰ
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
〇　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
二
九
集　

西
館
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
〇　
『
岩
手
県
文
化
振
興

事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
三
二
集　

相
ノ
沢
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

北
上
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
三
『
北
上
市
文
化
財
調
査
報
告
第
三
五
集　

九
年
橋
遺
跡

第
七
次
調
査
報
告
書
』

北
上
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
一
『
北
上
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
三
集　

成
田
遺
跡

（
Ⅱ
）（
一
九
九
一
年
度
）』

北
上
市　

一
九
六
八
『
北
上
市
史　

第
一
巻　

原
始
・
古
代
（
一
）』

花
泉
町
教
育
委
員
会　
 
一
九
七
一　
『
貝
鳥
貝
塚
』

岩
手
県
教
育
委
員
会　

一
九
五
二
『
江
刺
郡
稲
瀬
村
樺
山
遺
跡
調
査
予
報　

文
化
財
調
査

報
告
書
第
二
集
』

岩
手
県
教
育
委
員
会　

一
九
五
四
『
江
刺
郡
稲
瀬
村
樺
山
遺
跡
調
査
予
報　

文
化
財
調
査

報
告
書
第
三
集
』

宮
城
県

宮
城
県
教
育
委
員
会　

日
本
道
路
公
団　

一
九
七
八　
『
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第

五
二
集　

上
深
沢
遺
跡
東
北
自
動
車
道
遺
跡
調
査
報
告
書
Ⅰ
』

宮
城
県
教
育
委
員
会　

日
本
道
路
公
団　

一
九
八
二
『
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九

二
集　

東
北
自
動
車
道
遺
跡
調
査
報
告
書
Ⅶ
』

宮
城
県
教
育
委
員
会　

日
本
道
路
公
団　

一
九
八
四
『
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九

九
集　

東
北
自
動
車
道
遺
跡
調
査
報
告
書
Ⅸ
』

仙
台
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
七
『
仙
台
市
文
化
財
調
査
報
告
第
一
〇
〇
集　

山
田
上
ノ

台
遺
跡
―
昭
和
五
五
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
―
』

仙
台
市
教
育
委
員
会　

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
東
北
総
支
社　

一
九
八
七
『
仙
台
市
文

化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
二
集　

六
反
田
遺
跡
Ⅲ
』

山
形
県

山
形
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
一
『
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
〇
集　

水
上

遺
跡
第
二
次
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
四　
『
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査

報
告
書
第
一
集　

西
ノ
前
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
六　
『
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査

報
告
書
第
四
〇
集　

野
新
田
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

�
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
八　
『
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査

報
告
書
第
五
三
集　

山
居
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

福
島
県

福
島
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
九　
『
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
〇
八
集　

国
営

請
戸
川
農
業
水
利
事
業
遺
跡
調
査
報
告　

中
平
遺
跡
』

茨
城
県

茨
城
県
史
編
纂
第
一
部
会　

原
始
古
代
史
専
門
委
員
会　

一
九
七
九　
『
茨
城
県
史
料　

考
古
資
料
編　

先
土
器
・
縄
文
時
代
』

栃
木
県

宇
都
宮
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
九　
『
竹
下
遺
跡
Ⅱ
』

群
馬
県

群
馬
県
教
育
委
員
会　
�
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団　

一
九
八
六
『
糸
井
宮
前
遺

跡
Ⅱ　
―
関
越
自
動
車
道
（
新
潟
線
）
地
域
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
第
十
四
集
』

群
馬
県
教
育
委
員
会　
�
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団　

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会

社　

一
九
八
七　
『
上
越
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
第
一
〇
集　

深
沢

遺
跡　

前
田
原
遺
跡
』

 �
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群
馬
県
教
育
委
員
会　
�
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団　

日
本
道
路
公
団　

一
九
九

四　
『
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
調
査
報
告
第
一
七
二
集　

関
越
自
動
車
道

（
上
越
線
）
地
域
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
五
集　

白
倉
下
原
・
天
引
向
原
遺
跡

Ⅱ
』

群
馬
県
教
育
委
員
会　
�
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団　

日
本
道
路
公
団　

一
九
九

五　
『
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
調
査
報
告
第
一
八
八
集　

関
越
自
動
車
道

（
上
越
線
）
地
域
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
一
集　

内
匠
日
向
周
地
遺
跡　

下
高

瀬
寺
山
遺
跡　

下
高
瀬
前
田
遺
跡
』

山
梨
県

山
梨
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
九
『
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書　

第
四

一
集　

金
生
遺
跡
Ⅱ
（
縄
文
時
代
編
）』

山
梨
県
教
育
委
員
会　

建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
甲
府
工
事
事
務
所　

二
〇
〇
〇
『
山
梨

県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書　

第
一
五
九
集　

大
月
遺
跡
第
七
・
八
次
調

査
』

新
潟
県

新
潟
県　

一
九
八
三
『
新
潟
県
史　

資
料
編　

―
原
始
・
古
代
―　

考
古
編
』

新
潟
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
一
『
関
越
自
動
車
道
関
係
発
掘
調
査
報
告
書　

城
之
腰
遺

跡
』

千
葉
県

木
更
津
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇
『
千
葉
県
木
更
津
市
市
内
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
書

　

伊
豆
島
貝
塚
・
宮
脇
遺
跡
』

八
幡
一
郎
編　

一
九
七
三
『
東
京
教
育
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
Ⅱ　

貝
ノ
花
貝

塚
』

埼
玉
県

埼
玉
県
川
口
市
遺
跡
調
査
会　

一
九
八
八
『
赤
山
』

東
京
都

な
す
な
原
遺
跡
調
査
会　

一
九
八
四
『
な
す
な
原
遺
跡
―
№
１
地
区
調
査
―
』

長
野
県

長
野
県
中
野
建
設
事
務
所　

長
野
県
道
路
公
社　
�
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一

九
九
四
『
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
発
掘
調
査
報
告
書
一
九　

県
道
中
野
豊
野
線

バ
イ
パ
ス
志
賀
中
野
有
料
道
路
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書　

―
長
野
県
中
野
市
内

―　

栗
林
遺
跡　

七
瀬
遺
跡
』　

日
本
道
路
公
団　

長
野
県
教
育
委
員
会　

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
〇

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書　

一
九　

―
小
諸
市
内
三
―　

三

子
塚
遺
跡
群　

三
田
原
遺
跡
群　

岩
下
遺
跡　

石
神
遺
跡　

郷
土
遺
跡　

東
丸
山
遺
跡

　

西
丸
山
遺
跡　

深
沢
遺
跡
群
』

長
野
県　

一
九
八
八
『
長
野
県
史　

考
古
資
料
編　

全
一
巻
（
四
）
遺
構
・
遺
物
』

富
士
見
町
教
育
委
員
会　

一
九
八
八
『
唐
殿
宮　

八
ヶ
岳
山
麓
に
お
け
る
曽
利
文
化
期
の

遺
跡
群
発
掘
報
告
』

茅
野
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
六
『
高
風
呂
遺
跡
』

藤
森
栄
一
編　

一
九
六
五
『
井
戸
尻
』

鳥
居
龍
蔵　

一
九
二
六
『
先
史
時
代
の
上
伊
那
』

　

補
記　

類
例
に
つ
い
て
追
記
し
て
お
く
。

大
野
雲
外　

一
九
一
七
「
石
皿
の
形
式
分
類
」『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
第
三
〇
巻
八
号

　

こ
の
文
中
に
は
脚
付
石
皿
二
点
、
中
高
石
皿
は
宮
城
県
河
南
町
の
一
点
、
秋
田
県
湯
沢

市
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
四
点
を
掲
載
し
て
お
り
、
う
ち
一
点
は
片
側
の
み
脚
が
つ
い

て
い
る
。
ま
た
用
途
に
つ
い
て
は
、
東
北
地
方
に
お
い
て
多
く
産
出
し
、
汁
を
食
用
と

す
る
山
胡
桃
を
割
る
た
め
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
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一
五
八


