
京電

文

期

集

落

中

の

友

五

良E

国

最
近
各
地
に
お
け
る
発
掘
の
結
果
、
縄
文
中
期
の
集
落
に
つ
い
て
様
相
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
広
汎
な
遺
跡
発
掘
が
困

難
で
あ
る
こ
と
、
住
居
祉
の
編
年
が
困
難
で
あ
る
上
に
家
の
寿
命
が
短
が
い
こ
と
か
ら
、
あ
る
時
の
断
面
と
し
て
捕
え
る
事
は
む
づ
か
し

い
。
し
た
が
っ
て
縄
文
中
期
の
村
と
限
定
し
て
も
、
中
期
の
遺
跡
を
全
部
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
代
表
的
な
遺
跡
を
若
干
と
り

あ
げ
て
、
当
時
の
集
落
、
生
活
の
一
端
を
探
ぐ
っ
て
見
る
だ
け
で
あ
る
。

尖
石
と
与
助
尾
根
遺
跡
①

日
本
の
縄
文
中
期
の
代
表
的
遺
跡
と
し
て
、
尖
石
を
あ
げ
る
。
同
遺
跡
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
宮
坂
英
弐
氏
が
二
十
数
年
の
長
き
に
わ

縄文中期の集落

た
っ
て
、
心
血
を
そ
そ
い
で
発
掘
し
た
遺
跡
で
、
先
史
村
落
の
姿
を
語
っ
て
い
る
。
八
ヶ
岳
の
西
側
山
麓
海
抜
干
米
の
丘
陵
上
に
、
天
狗

獄
の
爆
烈
に
よ
っ
て
生
じ
た
泥
流
が
あ
る
。
こ
の
景
勝
地
点
の
南
傾
斜
の
中
段
に
三
角
錐
形
の
巨
石
尖
石
が
あ
る
。
こ
の
附
近
が
尖
石
遺

跡
で
あ
る
。
台
地
の
南
北
は
、
巾
約
百
米
の

V
字
状
の
谷
で
く
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

巾
三
百
米
の
丘
陵
を
な
し
て
、
西
に
ゆ
る
く
傾
斜
し

て
、
約
三
粁
で
と
の
台
地
は
な
く
な
る
。
こ
の
台
地
に
谷
を
へ
た
て
て
北
側
に
あ
る
台
地
か
与
助
尾
根
で
、
東
西
二
百
米
、
巾
五
十
米
の
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地
域
を
占
め
て
い
る
。

尖
石
で
は
三
三
ケ
所
の
竪
穴
住
居
祉
が
、
与
助
尾
根
に
は
二
八
ケ
所
の
竪
穴
住
居
祉
が
発
掘
さ
れ
た
。
両
遺
跡
と
も
、
遺
物
遺
構
か
ら
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m
 

0
4
止

叩
一
即
祉

-
主
ム

-
f
 

一
猷
炉

日
4
0

・

縄
文
中
期
に
、
そ
く
す
る
単
純
遺
跡
と
推
定
さ
れ
て
い

る。
竪
穴
住
居
祉
の
形
は
、
隅
丸
方
形
の
も
の
が
一
二
例
、

円
形
の
も
の
が
二

O
例
、
楕
円
形
の
も
の
が
三
例
、
そ

の
他
不
整
形
の
も
の
が
九
例
で
方
形
は
一
例
も
な
い
。

楕
円
・
円
・
隅
丸
方
形
が
正
常
形
で
、
こ
れ
が
縄
文
中

図

期
の
住
居
の
特
色
と
通
じ
て
い
る
。

住
居
泣
の
大
き
さ
と
深
さ
を
見
る
と
直
径
四
米
以
下

1 

が
五
例
、
四
米
台
の
も
の
が
一
七
例
、
五
米
台
が
一
七

例
、
六
米
以
上
は
五
例
で
あ
る
。
最
小
は
第
二
ニ
号
の

第

一
・
三
米
、
最
大
は
第
コ
二
号
が
六
・
九

O
米、

般

に
径
四

i
五
米
台
が
多
く
、
こ
れ
が
こ
の
台
地
の
住
居

祉
の
大
き
さ
で
あ
る
。

こ
の
遺
跡
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
石
壇
と
埋
査
で

あ
る
。
第
二
八
号
祉
に
は
中
央
に
口
径
四
五
糎
と
一
五

糎
の
底
部
の
欠
け
た
土
器
が
口
経
を
地
床
面
と
平
に
埋

そ
し
て
土
器
の
東
と
北
側
に
は
各
々
石

め
で
あ
っ
た
、



可

が
し
い
で
あ
っ
た
、
全
体
が
あ
た
か
も
祭
壇
の
よ
う
な
恰
好
で
あ
っ
た
、
或
は
炉
を
め
ぐ
っ
た
座
席
か
も
知
れ
な
い
、
与
助
尾
根
第
七
祉

で
は
石
囲
の
炉
祉
の
北
側
か
ら
北
壁
ま
で
七
五
糎
の
狭
い
空
地
に
、
西
に
よ
せ
て
石
壇
が
設
け
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
中
央
に
角
柱
状
の
石

一
基
が
樹
っ
て
い
た
。
石
壇
の
周
囲
か
ら
装
飾
土
器
が
三
個
が
、
石
棒
に
対
し
て
供
え
ら
れ
た
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
石
壇

が
祭
壇
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
石
壇
の
あ
る
住
居
祉
と
し
て
、
与
助
尾
根
の
一
五
一
七
号
の
住
居
祉
が
認
め
ら
れ

る
。
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
周
囲
に
は
装
飾
的
土
器
や
美
麗
な
磨
石
斧
が
あ
っ
た
。
与
助
尾
根
第
四
号
で
は
北
西

隅
の
主
柱
穴
の
前
に
一
基
の
完
形
有
頭
石
棒
が
倒
れ
て
、
そ
の
周
囲
か
ら
土
器
石
器
が
出
土
し
た
、
こ
の
石
棒
は
か
つ
て
、
主
柱
を
背
に

し
て
直
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
与
助
尾
根
第
八
号
で
は
土
偶
の
首
部
を
蔵
置
し
で
あ
っ
た
土
器
が
存
在
し
た
も
の
も
あ
る
。
石
壇

と
理
嘉
と
が
関
係
あ
る
か
の
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
家
屋
内
の
北
西
隅
の
位
置
が
重
視
さ
れ
た
ら
し
い
事
が
推
定
さ
れ

る
、
そ
れ
が
尊
崇
に
よ
る
か
畏
怖
に
よ
る
か
、
何
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
発
見
さ
れ
た
住
居
祉
は
径
四
米
乃
至
五
米
の
比
較
的
小

規
模
で
、
そ
の
構
築
は
丹
青
を
こ
め
た
整
然
た
る
も
の
で
、
そ
の
伴
出
土
器
、
殊
に
埋
蔵
土
器
は
こ
と
ご
と
く
、
縄
文
中
期
の
末
期
に
ぞ

く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

縄文中期の集落

住
居
祉
の
他
に
、
特
殊
施
設
と
し
て
、
小
型
の
竪
穴
が
発
見
さ
れ
る
、
直
径
お
よ
そ
一
米
、
深
さ
一
米
内
外
の
平
面
円
形
で
、
直
壁
平

底
で
赤
土
層
深
く
穿
た
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
単
独
に
、
時
に
は
五
・
六
個
づ
っ
相
接
近
し
、
或
は
重
複
し
て
発
見
さ
れ
る
。
独
立
竪
穴

の
う
ち
に
は
住
穴
ら
し
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
屋
外
の
貯
蔵
庫
か
、
或
は
墓
穴
か
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
と
に
か
く
こ
う
し
た
特
殊

施
設
が
集
団
的
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
中
期
の
特
色
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
住
居
祉
は
形
状
及
び
炉
祉
の
構
造
、
出
土
し
た
土
器
類
か
ら
次
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の
三
つ
の
形
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
形
式
は
径
四
米
内
外
の
不
整
楕
円
も
し
く
は
円
形
で
、
中
に
石
囲
ま
た
は
埋
聾
し
た
炉
祉
が
あ
る
者
、
第
二
形
式
は
六
米
以
上
楕



円
形
、
床
の
中
央
に
小
規
模
の
炉
祉
が
あ
る
も
の
。
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第
三
は
四
l
五
米
の
円
形
又
は
隅
丸
方
形
、
丹
念
な
大
型
の
竪
炉
が
あ
る
、
石
壇
や
埋
謹
石
柱
等
を
も
っ
た
よ
く
整
備
さ
れ
た
も
の
。

こ
の
編
年
的
に
基
準
し
た
住
居
形
式
に
よ
っ
て
、
集
落
の
形
式
を
考
え
る
と
、
縄
文
中
期
に
出
発
し
て
、
中
期
に
繁
栄
し
、
末
期
に
至

る
に
従
っ
て
、
台
地
の
南
斜
面
か
ら
東
端
に
か
け
住
居
が
軒
を
並
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
末
期
に
は
住
居
祉
の
柱
数
が
多
数
あ
っ
て
、
住

居
の
改
築
や
増
築
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
重
複
し
た
住
居
祉
群
の
あ
る
の
が
見
う
け
ら
れ
る
。
与
助
尾
根
に
比
し
て
、
長
年
月
を
経
過
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
与
助
尾
根
の
住
居
祉
は
柱
穴
数
も
相
近
似
し
、
各
住
居
と
も
殆
ん
ど
同
時
代
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
、
比
較
的
短

期
間
の
も
の
で
あ
る
。

尖
石
で
は
住
居
の
配
列
は
地
形
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
南
向
き
に
構
え
て
い
る
。
こ
れ
を
南
区
と
す
れ
ば
、
そ
の
北
方
の
谷
聞
の
斜
面
に

約
加
の
炉
祉
と
住
居
祉
一
を
発
掘
し
て
こ
れ
を
北
区
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
五
年
に
発
掘
さ
れ
た
西
方
に
も
地
床
炉
祉
と
多
数
の

遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、

一
つ
の
西
住
居
地
区
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
尖
石
は
中
央
の
高
地
区
を
め
ぐ
っ
て
、
三
つ

の
住
居
区
が
認
め
ら
れ
、
中
央
に
は
広
い
地
域
を
占
め
る
特
別
遺
構
の
地
区
が
あ
っ
た
。
即
ち
こ
こ
に
は
径
一
米
深
さ
一
米
の
円
形
直
壁

平
底
の
竪
穴
が
近
接
し
て
一
連
の
竪
穴
群
を
な
し
て
い
る
し
、
大
形
謹
形
土
器
が
広
場
に
単
独
で
出
土
し
た
り
、
自
然
石
を
目
印
の
よ
う

に
並
べ
で
あ
っ
た
り
、

い
わ
ば
共
同
的
社
会
的
と
思
わ
れ
る
地
区
が
介
在
し
て
い
る
。

縄
文
中
期
に
も
な
る
と
、
石
壇
を
も
っ
た
家
、
土
隅
や
埋
蓋
等
の
特
殊
構
造
を
も
っ
た
家
が
で
て
き
た
。
何
も
な
い
普
通
の
家
と
、
組

み
合
せ
て
考
え
て
見
る
と
、
村
落
内
部
の
人
達
の
聞
に
若
干
の
差
を
認
め
る
事
が
で
き
る
。
縄
文
前
期
の
村
々
に
は
、
こ
の
様
な
住
居
の

内
部
構
造
に
差
異
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

竪
穴
住
居
の
分
布
や
住
居
内
部
の
構
造
、
遺
物
の
状
況
等
か
ら
判
断
し
て
み
る
と
、
村
落
内
の
結
合
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
事
が
推
定
さ



れ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
落
内
部
の
結
合
の
紐
帯
が
村
落
全
体
結
合
の
場
と
し
て
、
広
場
的
な
場
所
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
う
。

こ
う
し
た
傾
向
は
与
助
尾
根
の
遺
跡
で
も
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
南
斜
面
に
二
八
ケ
所
の
住
居
が
集
団
的
に
東
西
に
並
び
、
特
殊
構
造
を

も
つ
も
の
は
、
夫
々
住
居
群
の
中
心
的
位
置
に
あ
る
。
北
側
の
平
坦
な
場
所
に
は
、
住
居
祉
が
一
つ
も
認
め
ら
れ
ず
、
四
ケ
所
の
竪
穴
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。
な
お
多
数
の
竪
穴
の
埋
没
す
る
事
が
予
想
さ
れ
る
。
住
居
祉
の
形
式
か
ら
み
て
、
比
較
的
短
期
間
の
も
の
と
推
定
さ

れ
て
い
る
、
炉
の
構
造
か
ら
竪
穴
炉
が
十
例
、
石
囲
炉
が
十
二
例
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
一
応
与
助
尾
根
の
あ
る
時
期
の
家
の
数
を
示
す

こ
と
に
す
れ
ば
、
石
囲
炉
の
家
が
最
大
十
二
戸
・
竪
穴
炉
の
家
が
最
大
十
戸
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
同
時
に
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
、

十
戸

t
七
戸
の
村
を
想
定
す
る
事
が
で
き
る
。

尖
石
で
は
竪
穴
炉
八
例
、
石
囲
炉
は
八
例
で
あ
る
が
、
重
復
し
た
も
の
を
の
ぞ
け
ば
七
例
で
あ
る
。
完
全
な
石
組
炉
は
五
例
し
か
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
五
戸

1
七
戸
の
村
が
想
定
で
き
る
。

さ
て
与
助
尾
根
と
尖
石
遺
跡
と
の
集
落
が
、
同
じ
時
代
に
、
相
接
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
村
落
社
会
が
、
単
な
る
自
然

的
な
も
の
で
な
く
、
村
落
共
同
体
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
農
耕
社
会
で
は
な
い
、
採
集
生
活
の
時
代
に
、

縄文中期の集落

こ
の
地
域
が
い
か
に
天
与
の
恵
み
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
人
口
を
さ
さ
え
る
た
め
に
、
社
会
組
織
の
集
約
化
に
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

大
体
の
人
口
は
径
四

t
五
米
の
住
居
の
収
容
人
員
を
四
人
と
す
れ
ば
、
尖
石
で
は
二
十
人

l
二
八
人
、
与
助
尾
根
で
は
二
八
人

i
四
O

人
が
推
定
で
き
る
。
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平
出
遺
跡
②
は
松
本
平
の
南
端
奈
良
井
川
扇
状
地
に
あ
っ
て
、
木
曽
山
脈
の
麓
に
あ
る
。
奈
良
井
川
に
つ
く
ら
れ
た
洪
積
層
台
地
で
十

数
米
に
お
よ
ぶ
円
礁
層
の
上
に
三

t
四
米
の
ロ

I
ム
層
、
そ
の
上
に
毘
土
層
が
堆
積
し
て
農
耕
地
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
に
縄
文
住
居
祉



(
一
七
)
土
師
住
居
泣
(
四
九
)
が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
れ
を
を
編
年
別
に
見
る
と
、
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勝
坂
式
直
前
川

勝
坂
式
凶

勝
坂
加
層
利
E
併
存
附

加
曽
利
E
式
問

特
殊
な
も
の
と
し
て
、
地
表
下
約
三

O
糎
の
ロ

l
ム
層
面
に
つ
く
ら
れ
た
配
石
遺
構
で
、
東
西
三
五
米
、
南
北
三
米
、
中
央
部
に
八
箇

の
石
で
、
矩
形
に
囲
ん
だ
炉
が
あ
っ
た
、
こ
れ
を
基
点
と
し
て
弧
状
に
の
び
る
配
石
列
が
あ
っ
た
、
何
の
目
的
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い

が
、
集
落
に
ふ
ず
い
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
こ
の
遺
跡
は
勝
坂
か
ら
加
層
利
E
の
長
期
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
住
居
祉
の
数

か
ら
四

t
五
戸
の
村
が
推
定
で
き
る
。
け
れ
ど
尖
石
と
ち
が
っ
て
、
ト
レ
ン
チ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
に
発
見
さ
れ
る
可
能
性

は
あ
る
。
土
偶
や
石
棒
を
も
っ
た
家
を
図
上
に
マ
ー
ク
す
れ
ば
、
村
の
中
心
的
位
置
に
あ
る
。
既
に
単
な
る
自
然
村
で
は
な
く
、
中
心
に

結
ぶ
集
団
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
が
で
き
る
た
め
に
、
そ
れ
を
育
て
る
基
盤
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
濃
甲
斐

の
山
岳
地
帯
に
遺
跡
地
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
村
落
が
発
生
す
べ
き
情
勢
が
熟
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
狩

猟
を
中
心
と
し
た
、
強
固
な
集
団
が
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
遺
跡
分
布
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
集
団
が
各
地
に
成
長
し
て

い
っ
た
こ
と
は
、
信
濃
各
地
域
に
特
色
あ
る
形
式
を
生
み
だ
し
た
土
器
の
分
類
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
曽
利
E
を
と
り
あ
げ

て
み
る
と
、
全
体
と
し
て
加
曽
利
E
の
特
色
を
も
ち
な
が
ら
、
地
域
的
に
は
夫
々
の
差
が
あ
っ
て
、
考
古
学
者
は
こ
れ
ら
の
地
方
土
器
を

次
の
様
に
分
類
し
て
い
る
。

第
一
類

中
南
信
地
方
に
多
く
、
北
東
信
地
方
に
す
く
な
い
。
と
く
に
尖
石
・
平
出
に
多
い
0

・

第
二
類

第
三
類
は
中
南
信
に
多
い
。

第
四
類

五
類

六
類
・
七
類
は
北
東
信
地
方
に
多
い
。
八
類
・
九
類
と
こ
ま
か
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
多
く
分
類
さ
れ
る
の

は
編
年
と
地
域
差
が
組
み
あ
わ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
逆
に
云
え
ば
地
域
毎
に
形
成
さ
れ
る
社
会
構
成
及
び
、
組
織
が
多
少
づ
っ
ち



が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
各
地
方
毎
に
地
域
集
団
の
成
立
を
語
っ
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

中
期
の
遺
跡
群
が
長
野
山
梨
県
の
特
に
八
ツ
岳
山
麓
に
多
い
の
は
、
自
然
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
狩
猟
の
生
活
に

基
礎
を
お
き
、
ト
チ
・
ク
ル
ミ
、
果
等
の
各
種
の
植
物
食
料
を
採
集
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
遺
跡
地
が
高
原
上
に
集
っ
て
い
る
こ
と
で

も
考
え
ら
れ
る
し
、
石
鉱
石
槍
打
製
石
斧
の
多
い
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
、

一
部
の
学
者
が
農
業
の
存
在
を
認
め
る
の
は
、
原
始
農
業

に
対
す
る
考
え
方
の
差
異
に
あ
る
に
し
て
尤
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
環
境
に
め
ぐ
ま
れ
、
そ
れ
が
地
域
集
団
の
発
展
を
う
な
が
し
、
集
団
の
確
立
に
よ
っ
て
、
新
し
い
集
団
社
会
を
生
み
出
し
て

い
っ
た
。
新
し
い
文
化
を
生
む
力
は
地
域
の
内
蔵
す
る
資
源
と
そ
れ
を
ひ
き
出
す
集
団
の
力
で
あ
る
。

貝

集

落

塚

と

関
東
地
方
に
は
環
状
に
ぎ
っ
し
り
貝
類
の
つ
ま
っ
た
大
貝
塚
が
多
い
。
又
環
状
を
な
す
前
の
段
階
に
あ
る
小
貝
塚
が
円
形
に
又
馬
蹄
形

状
に
分
布
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
貝
塚
の
下
に
は
住
居
祉
が
発
見
さ
れ
る
。
家
の
分
布
も
、
貝
塚
の
形
状
に
よ
っ
て

大
体
推
定
で
き
る
。
円
形
に
或
は
馬
蹄
形
状
に
配
置
さ
れ
る
。
こ
れ
が
計
画
的
に
配
置
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
、
遂
次
た
て
ら
れ

縄文中期の集落

て
、
馬
蹄
形
状
か
ら
環
状
に
な
っ
た
も
の
か
、
判
然
し
な
い
。
そ
れ
が
問
題
の
要
点
に
な
っ
て
い
る
。
和
島
氏
は
@
計
画
的
に
つ
く
ら
れ

た
と
説
い
て
い
る
。
神
尾
氏
は
こ
れ
を
地
形
に
即
し
て
円
形
乃
至
馬
蹄
形
状
に
配
置
さ
れ
た
と
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
関
東
地

方
に
多
い
環
状
貝
塚
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
し
よ
う
。

横
浜
市
小
仙
貝
塚
は
大
き
い
員
塚
が
四
つ
、
中
位
の
が
二
つ
、
小
さ
い
の
が
八
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
小
さ
い
貝
塚
を
一
つ
の
住
居
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祉
、
中
位
の
も
の
を
二
つ
、
大
き
い
の
を
数
個
内
外
の
重
復
し
た
も
の
と
す
れ
ば
同
一
時
期
に
あ
る
家
は
四
戸
以
上
の
家
か
ら
な
り
た
つ

て
い
た
と
芳
え
ら
れ
る
。
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
栄
光
院
員
塚
は
、

小
貝
塚
が
三
つ
、

大
貝
塚
が
一
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
(
環
状
貝
塚
の
半



分
に
あ
た
る
分
)
、
そ
こ
に
は
数
戸
内
外
が
集
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
例
は
環
状
貝
塚
の
で
き
る
前
の
姿
で
あ
ろ
う
。
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千
葉
市
台
門
荒
屋
敷
・
草
刈
場
貝
塚
@
は
一
つ
の
大
き
く
南
に
は
り
出
し
た
舌
状
台
地
の
上
、
二
百
米
乃
至
四
百
米
前
後
の
接
近
し
た

間
隔
を
お
い
て
、
南
北
に
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
そ
れ
別
個
の
支
谷
に
面
し
て
閉
口
す
る
大
規
模
な
馬
蹄
形
状
貝
塚
を
な
し
て
い
る
。

又
大
宮
町
月
之
木
貝
塚
と
辺
国
貝
塚
も
並
列
す
る
こ
つ
の
舌
状
台
地
の
上
に
あ
っ
て
、
細
畏
い
谷
が
入
り
こ
ん
で
い
る
。

月
の
木
貝
塚
@
の
調
査
に
よ
る
と
、
環
は
北
方
に
聞
き
中
央
部
は
最
も
低
く
、
環
の
南
端
が
最
も
高
く
、
比
高
は
三
米
を
算
し
、
外
径

は
一
一
五
米
か
ら
一
五

O
米、

幅
は
平
均
二
三
米
、

貝
層
は
緩
傾
斜
を
な
し
て
、

盛
上
っ
て
い
る
。

こ
の
環
内
に
あ
る
貝
層
の
深
さ
は

一
・
二

O
I
一
・
四

O
米
、
環
の
内
側
の
貝
層
は
中
央
部
に
向
っ
て
浅
く
な
り
凹
地
で
は
全
っ
く
消
滅
す
る
。
こ
の
貝
塚
の
南
端
三
畝
を

発
掘
し
た
結
果
四
個
の
楕
円
形
竪
穴
を
得
た
。
竪
穴
の
あ
る
所
は
深
さ
一
米
前
後
、
住
居
祉
の
な
い
所
は
四

o
t七
O
糎
で
、
こ
れ
を
基

準
と
し
て
、
全
地
帯
に
ボ
ー
リ
ン
グ
を
試
み
、
深
度
を
調
査
し
た
結
果
竪
穴
は
凡
て
環
内
に
あ
る
こ
と
、
竪
穴
は
勘
く
と
も
五
六
個
を
下

ら
な
い
こ
と
、
中
央
部
に
は
全
然
な
い
。
貝
層
下
土
層
即
ち
石
器
時
代
当
時
の
地
表
面
は
環
の
南
端
か
ら
開
口
部
に
向
っ
て
僅
か
傾
斜
し

て
い
る
こ
と
、
中
凹
部
は
急
に
低
く
、
且
つ
円
形
を
な
し
て
人
工
的
に
ほ
り
さ
明
け
た
と
推
定
さ
れ
る
可
能
性
が
多
い
。
前
記
完
掘
し
た
竪

穴
の
出
入
口
は
何
れ
も
中
央
部
に
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
未
発
掘
の
竪
穴
も
同
様
に
出
入
口
が
中
央
に
聞
い
た
で
あ
ろ
う
と
式
田
氏
は

述
べ
て
い
る
。
こ
の
様
な
発
掘
例
が
も
っ
と
多
く
あ
れ
ば
環
状
貝
塚
は
計
画
的
に
家
が
配
置
し
た
と
い
え
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
こ

れ
以
上
の
こ
と
は
云
え
な
い
。
竪
穴
祉
が
五
六
個
以
上
も
あ
っ
た
か
ら
と
て
、
こ
れ
が
同
時
に
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
。
発
掘
し
た
四
個
の

う
ち
三
個
ま
で
は
重
復
し
て
い
る
の
で
こ
の
割
合
で
あ
っ
た
と
し
て
、

一
四
戸
が
最
大
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
う
。

草
刈
場
貝
塚
の
場
合
は
加
曽
利
E
か
ら
堀
之
内
、
加
曽
利
B
に
及
ぶ
も
の
で
、
環
の
規
模
は
最
大
径
五
百
米
に
及
ぶ
大
遺
跡
で
、
貝
層

の
範
囲
は
月
の
木
貝
塚
に
比
し
て
ず
っ
と
大
き
い
。
且
つ
環
が
厚
い
点
か
ら
、
長
期
間
に
及
ぶ
集
落
祉
で
あ
る
。
酒
詰
氏
@
は
本
貝
塚
の



戸
数
に
つ
い
て
、
中
央
部
に
は
貝
層
は
も
と
よ
り
土
器
す
ら
な
か
っ
た
、
住
居
批
も
人
骨
も
悉
く
こ
の
土
手
の
内
外
及
び
頂
上
部
か
ら
発

見
さ
れ
た
。
こ
の
環
内
に
六
|
七
戸
の
家
が
並
列
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
述
べ
て
い
る
。

姥
山
貝
塚
は
直
径
一
五

O
米
の
環
状
貝
塚
で
、
中
央
は
径
五

O
米
の
凹
地
で
あ
る
。
三
百
坪
の
発
掘
地
に
二
三
個
の
竪
穴
を
得
た
。
総

面
積
四
千
坪
で
あ
る
か
ら
、
全
地
区
こ
の
割
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
怠
大
な
数
に
な
る
が
、
実
際
は
そ
ん
な
に
多
い
は
ず
が
な
い
。
住
居
祉

は
方
形
、
円
形
、
楕
円
形
と
各
種
あ
る
。
宜
径
二
米
以
内
の
小
竪
穴
も
あ
る
し
、
倉
庫
も
あ
る
。
ち
が
っ
た
形
式
の
住
居
並
が
同
一
一
面
に

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
ま
だ
形
式
の
定
着
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

A
区
で
は
7
、
日
、
ロ
の
竪
穴
が
、

お
互
に
切
り
あ
っ
て

い
る
の
で
、
同
時
的
存
在
は
考
え
ら
れ
な
い
、
ー
と
刊
が
同
時
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る

O
B
区
で
は
1
、
2
ほ
同
形
式
で
8
は
異
な
る

か
ら
、
且
つ

1
、
2
は
距
離
が
8
米
へ
だ
っ
て
い
る
の
で
、
が
同
時
に
あ
り
う
る
と
と
に
な
る
。

A
区
が
2
戸、

B
区
が
2
戸
存
在
し
た

と
し
て
、
そ
の
十
倍
が
姥
山
の
戸
数
と
す
れ
ば
四
十
戸
に
な
る
が
、
と
れ
は
最
大
の
場
合
で
実
際
は
ず
っ
と
す
く
な
く
、
阿
玉
台
か
ら
堀

之
内
の
長
い
間
の
村
で
あ
る
か
ら
、
仮
り
に
1
一3
と
す
る
十
数
戸
と
な
る
。

次
に
環
状
貝
塚
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
を
あ
げ
て
見
る
と
次
の
様
で
あ
る
。

縄文中期の集落

千
葉
県
東
葛
飾
郡
、
荒
海
・
姥
山
・
中
沢
・
古
作

千
葉
郡
及
び
千
葉
市

積
橋
・
長
谷
部
・
平
山
・
高
田
・
長
者
山
・
東
寺
山
・
草
刈
場
・
荒
屋
敷
・
台
門
・
辺
国
・
月
之
木
・
矢
作
・

加
曽
利
E

市
原
郡
君
津
郡

六
通
・
門
前
・
西
広
・
山
倉
・
山
野
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埼
玉
県
北
葛
飾
郡

栄
光
院
・
大
宮
耕
地
・
宝
珠
花

利
根
川
下
流
地
方
で
は
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草川場貝塚

千
葉
県

良
文
・
阿
玉
台
・
白
井
大
宮
台
・
木
の
内

茨
城
県

陸
平
・
宮
平
・
竜
貝

白
井
大
宮
の
貝
塚
は
舌
状
台
地
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
東
西
北
の
三
方
の
斜
面
に
五
ケ
所

堆
積
し
て
い
る
。
こ
の
員
塚
で
は
貝
層
の
下
に
住
居
が
み
と
め
ら
れ
な
い
の
は
、
ど
う
ゆ

う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
東
京
湾
岸
の
と
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
恐
ら
〈
各
戸
が

家
に
近
い
崖
の
斜
面
に
員
を
す
て
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
大
体
の
家
の
配
置
は

図

わ
か
る
。

こ
の
様
に
環
状
貝
塚
は
圧
倒
的
に
関
東
地
方
に
多
い
。
日
本
の
他
の
地
方
に
は
殆
ん
ど

2 

な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
現
在
で
は
岩
手
県
の
大
船
渡
市
の
蛸
之
浦
貝
塚
が

知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
同
貝
塚
は
中
期
の
大
貝
塚
で
、
大
船
渡
湾
の
入
口
近
い
台

第

地
上
に
ほ
ほ
環
状
に
貝
層
が
分
布
し
て
い
る
。
貝
層
下
に
、
西
村
氏
@
は
住
居
祉
を
発
掘

し
て
い
る
。
さ
ら
に
竪
穴
内
に
あ
る
積
石
の
下
に
一
体
の
屈
葬
人
骨
が
発
見
さ
れ
て
い

る
。
廃
屋
に
な
っ
た
竪
穴
が
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
貝
塚
が
西
日
本
に

す
く
な
い
の
は
、
調
査
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
か
、
貝
塚
の
形
状
面
積
の
再
調
査
す
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
或
る
程
度
の
欠
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
大

貝
塚
が
西
日
本
に
す
く
な
い
。
こ
れ
を
無
批
判
に
自
然
条
件
に
の
み
に
帰
し
て
よ
い
も
の

で
あ
ろ
う
か
。



東
京
湾
の
貝
塚
の
分
布
を
見
て
も
、
何
故
千
葉
県
に
多
く
て
、
西
側
の
埼
玉
県
東
京
都
に
す
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
自
然
条

件
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
東
京
湾
は
、
千
葉
県
側
に
深
く
侵
入
し
て
い
た
が
、
埼
玉
県
側
で
は
す
で
に
陸
化
作
用
が
進
行
し
て
、
海

は
後
退
し
て
、
貝
塚
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
は
認
め
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
違
い
す
ぎ
る
。
具
塚
は
な
く
と
も
中
期
後
期
の

遺
跡
が
も
っ
と
あ
っ
て
よ
い
は
ず
な
の
に
、
す
く
な
い
。
そ
し
て
西
部
山
麓
地
帯
に
中
・
後
期
の
遺
跡
集
団
群
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ

の
様
に
遺
跡
の
分
布
が
不
平
等
な
の
は
、
遺
跡
集
団
の
移
動
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
自
然
条
件
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
と
思
う
。

千
葉
県
側
に
中
後
期
の
遺
跡
が
多
い
の
は
、
め
ぐ
ま
れ
自
然
に
基
礎
を
お
い
た
、
集
団
が
、
自
然
条
件
の
よ
さ
め
た
め
に
、
自
律
的
に

繁
栄
し
、
よ
り
強
力
な
地
縁
団
体
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
よ
さ
は
集
団
を
ひ
き
ょ
せ
る
が
、
集
団
を
発
展
さ
せ
る
の
は
、

自
然
で
な
く
、
人
間
の
・
集
団
の
力
で
あ
る
。

集
落
を
め
ぐ
る
海
面
の
状
態
を
見
る
と
。
そ
こ
は
ハ
マ
グ
リ
・
ア
サ
リ
・
シ
オ
フ
キ
・
キ
サ
ゴ
・
ウ
ミ
・
ニ
ナ
等
が
好
ん
で
す
む
浅
海

砂
泥
性
の
内
湾
で
、
干
満
の
差
が
烈
し
く
、
干
潮
時
に
は
汀
線
上
に
長
時
間
砂
泥
が
さ
ら
さ
れ
る
波
静
か
な
溺
谷
の
奥
ま
で
つ
申
す
い
て
い

た
。
同
時
に
広
い
猟
場
も
あ
っ
た
。
加
曽
利
貝
塚
か
ら
は
烏
・
鹿
・
猪
・
猿
・
タ
ヌ
キ
・
ア
ナ
グ
マ
・
鯨
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
長

縄文中期の集落

者
山
・
辺
田
・
栄
光
院
貝
塚
で
も
莫
大
な
頭
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
集
落
と
狩
猟
場
と
の
関
係
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
。
魚
掛
海
面
が
共
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
狩
猟
場
も
共
同
で
あ
っ
た
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
、
台
門
・
荒
屋
敷
・
草
刈
場
の
大
貝
塚
が
一
つ

づ
き
の
舌
状
台
地
上
に
接
近
し
て
成
立
す
る
筈
が
な
い
。
ど
う
し
て
も
地
縁
団
体
と
し
て
共
同
体
組
織
の
強
い
集
団
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

し、。
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こ
う
し
た
集
団
の
核
が
千
葉
県
の
自
然
環
境
に
大
き
く
は
ぐ
く
ま
れ
た
か
ら
、
多
数
の
大
遺
跡
が
立
地
し
た
と
云
え
る
。
埼
玉
県
東
京

都
側
の
奥
東
京
湾
岸
に
は
縄
文
前
期
の
貝
塚
が
多
数
あ
っ
た
の
に
中
後
期
に
な
る
、
殆
ん
ど
貝
塚
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
台
地
上
に



遺
跡
を
な
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
群
集
的
な
地
域
は
西
部
の
式
蔵
野
台
地
、
山
麓
地
帯
に
う
っ
て
、
狩
猟
を
中
心
と
し
た
生
活
で
あ
っ
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た
。
集
団
の
興
廃
、
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

狩
猟
集
団
と
漁
揖
集
団

横
浜
市
③
附
近
に
は
勝
坂
式
の
遺
跡
が
多
数
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
貝
塚
を
な
す
も
の
は
な
い
。
多
数
の
狩
猟
具
石
鉱
石
槍
打
石
斧
石
棒

が
発
見
さ
れ
る
。
彼
ら
は
海
岸
に
あ
っ
て
も
貝
塚
を
残
さ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
完
全
な
狩
猟
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
よ
り
少
し
前
か
同
じ
頃
の
と
し
て
阿
玉
台
期
が
あ
る
。
阿
玉
台
の
中
心
は
茨
城
千
葉
両
県
下
に
の
み
と
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
遺
跡

は
貝
塚
を
な
す
も
の
が
多
い
。
と
の
阿
玉
台
が
横
浜
附
近
で
は
三
浦
半
島
か
ら
金
沢
附
近
に
か
け
て
貝
塚
を
な
し
て
群
集
的
に
発
見
さ
れ

る
。
と
の
二
つ
の
集
団
が
相
接
し
て
横
浜
附
近
に
あ
る
が
、
勝
坂
式
は
台
地
に
狩
を
中
心
と
し
て
、
阿
王
台
は
海
岸
に
貝
塚
を
な
し
て
、

は
っ
き
り
集
団
生
活
の
違
を
示
し
て
い
る
。
恰
も
台
湾
の
蕃
族
が
山
岳
民
族
が
山
岳
地
帯
に
海
岸
民
族
が
海
岸
地
方
に
わ
か
れ
て
、
生
活

し
て
い
る
よ
う
に
、
横
浜
市
附
近
に
お
い
て
、
同
じ
時
代
に
別
々
の
地
域
集
団
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
、
遺
跡
分
布
の
吟
味
か
ら
推
定
で

き
る
。
阿
王
台
式
勝
坂
式
と
い
う
土
器
の
編
年
は
、
同
時
に
地
域
集
団
と
し
て
の
秩
序
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。

次
に
加
曽
利
E
式
に
な
る
と
横
浜
附
近
で
も
数
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
く
る
。
こ
の
遺
跡
は
貝
塚
を
な
す
も
の
が
多
い
。
し
か
し
海

岸
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
当
に
貝
類
採
集
の
行
動
範
囲
が
広
く
な
っ
て
、
他
の
遺
跡
を
通
り
こ
す
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
集
団
の
中
に
あ
っ
て
、
称
名
寺
貝
塚
@
は
砂
丘
上
に
数
群
の
貝
塚
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
お
び
た
だ
し
い
魚
骨
ゃ
う
ろ
こ

の
層
、

マ
グ
ロ
・
タ
イ
等
様
々
の
魚
骨
が
堆
積
し
て
い
た
。
だ
が
獣
骨
は
ま
れ
に
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
多
量
の
骨
格
器
と
未
完
成
の

材
料
で
あ
る
鹿
角
が
多
く
発
見
さ
れ
た
が
、
鹿
の
肢
骨
や
顎
骨
類
は
ま
れ
な
こ
と
か
ら
、
魚
類
と
鹿
角
が
交
換
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
吉

田
格
氏
は
報
告
し
て
い
る
。
す
で
に
交
易
交
換
が
な
り
た
っ
た
と
す
れ
ば
社
会
構
成
は
よ
り
複
雑
に
な
っ
て
、
遺
跡
を
単
位
と
す
る
専
業



『

の
存
在
す
ら
予
想
さ
れ
る
。
協
同
体
と
し
て
集
団
は
い
よ
い
よ
強
固
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
遺
跡
地
が
集
団
的
に
分
布
す
る
の
も
こ
の

故
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
例
は
日
本
各
地
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
私
達
が
遺
跡
を
た
つ
ね
る
と
、
或
る
地
域
に
は
同
系
統
の
遺
跡
が
群
集

し
て
い
る
の
に
、
谷
一
つ
越
し
た
だ
け
で
、
自
然
条
件
も
大
体
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
発
見
さ
れ
る
遺
跡
は
全
然
別
系
統
で

あ
っ
た
り
、
戒
は
全
然
遺
跡
の
な
い
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
様
に
差
異
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
実
例
と
し
て
、
九
州
地
方
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
、
九
州
縄
文
後
期
の
形
式
に
指
宿
式
・
市
来
式
・
御
領
式
と
い
う
の
が
あ
る

O

③

市
来
式
は
不
思
議
な
ほ
ど
海
岸
地
帯
に
あ
っ
て
、
内
陸
に
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
海
岸
近
く
の
砂
丘
に
、
海
岸
段
丘
上

に
、
又
は
河
川
流
域
に
あ
る
、
だ
が
貝
塚
を
な
し
て
い
る
も
の
は
稀
で
あ
る
。
薩
南
諸
島
の
屋
久
島
・
口
永
良
部
・
甑
島
・
種
子
島
で

も
、
こ
の
市
来
式
遺
跡
が
主
流
を
な
し
て
い
る
。
極
端
に
云
え
ば
海
洋
民
族
と
で
も
云
う
ほ
ど
の
遺
跡
分
布
を
示
し
て
い
る
。
大
口
盆
地

は
各
種
の
遺
跡
が
豊
富
に
発
見
さ
れ
る
内
陸
盆
地
な
の
に
、
こ
の
市
来
式
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
指
宿
式
は
薩
摩
半
島
に
も
発
見
さ
れ
る
が
、
主
流
は
宮
崎
、
鹿
児
島
の
山
岳
内
陸
地
方
に
多
く
分
布
し
て
い
る
傾
向
が

強
い
。
市
来
式
が
海
洋
民
族
で
あ
る
な
ら
ば
、
指
宿
式
は
山
岳
民
族
と
も
云
え
る
ほ
ど
で
、
伝
説
に
で
て
く
る
、
隼
人
、
熊
襲
の
存
在
を

縄文中期の集落

実
証
し
て
い
る
か
の
様
で
あ
る
。
熊
本
地
方
を
中
心
と
し
て
御
領
式
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
縄
文
後
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
南
九
州

に
も
、
全
般
的
に
発
見
さ
れ
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
こ
の
御
領
式
が
、
熊
本
附
近
に
の
み
濃
密
に
分
布
し
て
、
他
の
地
域
に
は
す
く
な

ぃ
、
北
九
州
南
九
州
で
は
そ
の
分
布
が
急
に
減
少
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
遺
物
内
容
を
見
て
も
、
熊
本
を
中
心
と
し
た
御
領
式
は

そ
の
遺
跡
数
の
多
い
こ
と
と
共
に
、
中
核
的
姿
を
示
し
て
い
る
が
、
南
九
州
の
御
領
式
は
遺
跡
数
も
す
く
な
く
な
り
、
遺
物
も
貧
弱
で
、
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場
未
的
な
感
じ
が
深
い
。
こ
れ
よ
り
前
の
市
来
式
が
す
ば
ら
し
い
遺
物
を
残
し
た
の
に
対
し
て
、

い
か
に
も
み
す
ぼ
ら
し
い
。

こ
う
し
た
現
象
は
市
来
式
は
南
九
州
の
海
岸
に
中
心
が
あ
っ
た
が
、
御
領
式
は
、
中
心
が
な
く
、
場
未
地
帯
、
辺
縁
地
帯
で
あ
っ
た
か



ら
で
、
狭
い
地
域
で
弱
い
力
で
統
率
さ
れ
て
い
る
集
団
で
は
、
文
化
も
組
織
も
そ
だ
ち
ょ
う
が
な
い
、

し
た
が
っ
て
遺
跡
数
も
少
く
、
内
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容
も
貧
弱
な
の
で
あ
る
。

結
局
私
の
い
い
た
い
事
は
、
自
然
の
み
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
強
力
に
集
団
の
力
が
遺
跡
の
分
布
に
影
響
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
で
あ

る。① 

宮
坂
英
弐

尖
石

昭
和
三
二
年

② 

平
出
遺
跡
調
査
会

平
出

三ニ
O
年

③ 

和
島
誠

横
浜
市
史

④ 

武
田
宗
久

千
葉
市
誌

① 

酒
詰
仲
男

西
村
正
衛

地
形
上
よ
り
見
た
る
貝
塚

考
古
学
雑
誌
三
七
ノ

① 

世
界
考
古
学
大
系

縄
文
中
期
文
佑

⑦ 

吉
田

格

称
名
寺
貝
塚

一
九
五
一
一
総
会
発
表

③ 

友

薩
南
諸
島
の
先
史
地
理
的
調
査

埼
大
紀
要
(
一
九
五
三
)

集
落
に
附
属
し
た
特
殊
遺
構

中
期
後
期
の
遺
跡
に
は
特
殊
な
遺
構
が
多
い
。
こ
れ
は
漸
く
社
会
が
複
雑
に
な
っ
て
、
物
心
両
方
面
に
お
い
て
、
私
達
の
思
い
も
及
ば

な
い
事
が
行
わ
れ
、
集
団
の
強
化
が
進
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

那
須
野
の
中
央
津
雲
川
谷
に
の
ぞ
む
台
地
縁
に
あ
る
遺
跡
で
、

ロ
ー
ム
層
に
小
竪
穴
群
が
あ
る
、
到
底
住
居
祉
と
み
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
柱
穴
の
類
は
竪
穴
の
外
に
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
池
上
氏
@
は
竪
穴
・
炉
柱
穴
と
別
々
に
と
い
て
い
る
。
竪
穴
は
径
一
、
七
米
内

外
、
底
に
至
る
に
従
っ
て
ひ
ろ
が
り
、
底
は
ふ
み
か
た
め
ら
れ
て
、
特
別
に
堅
く
、
青
砂
が
し
か
れ
て
い
た
。
倉
庫
貯
蔵
用
の
た
め
と
推



定
さ
れ
る
o

尖
石
で
も
小
竪
穴
群
の
あ
つ
こ
と
は
前
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
高
い
は
墓
地
で
あ
る
と
い
い
或
は
倉
庫
で
あ
る
と
い
い
定

説
は
な
い
。
或
は
現
在
日
本
各
地
の
農
村
に
あ
る
。
出
作
り
小
屋
的
な
も
の
、
湖
東
地
方
に
あ
る
ホ
シ
小
屋
の
如
き
も
の
と
も
湾
え
伊

れ
、
夫
々
の
場
所
に
よ
っ
て
用
途
が
ち
が
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
う
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
遺
構
は
集
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
が
普

通
で
、
集
落
に
関
係
し
た
施
設
で
あ
る
こ
と
は
間
違
な
く
、
集
団
と
し
て
発
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
義
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

配
石
遺
構
も
最
近
各
地
に
発
見
さ
れ
つ
つ
あ
る
o

⑬
こ
れ
に
は
環
状
列
石
や
各
種
の
組
石
遺
構
が
あ
る
。
石
を
使
用
し
た
住
居
祉
も
加

え
て
よ
い
。
今
日
の
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
遺
構
が
ど
ん
な
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
が
明
確
で
な
い
、
地
域
地
域
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
。

北
海
道
で
は
河
野
・
駒
井
両
博
士
に
よ
っ
て
、

ス
ト
ン
サ
ー
ク
ル
の
う
ち
積
石
の
あ
る
も
の
は
、
墓
墳
を
な
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ

と
が
判
っ
た
。
し
か
し
奥
州
か
ら
中
部
近
畿
地
方
に
わ
た
っ
て
、
本
州
東
半
で
発
見
さ
れ
る
環
状
列
石
に
は
墳
墓
と
し
て
証
拠
の
な
い
も

の
が
多
い
。
秋
田
県
大
湯
遺
跡
で
は
環
状
列
石
に
立
石
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
、
大
小
の
河
原
石
な
ど
が
、
色
々
の
形
に
配
列
し
て
あ

っ
た
。
岩
手
県
上
市
樺
山
遺
跡
で
は
大
き
い
河
原
石
が
環
状
を
な
し
、
中
央
に
柱
穴
の
よ
う
な
穴
が
あ
っ
て
、
立
石
の
あ
っ
た
こ
と
も
想

像
さ
れ
る
。
栃
木
県
船
生
村
。
深
谷
市
で
は
小
沢
国
平
@
が
調
査
さ
れ
た
、
八
箇
の
組
石
を
報
告
し
て
い
る
が
、
立
石
施
設
と
思
わ
れ
る

縄文中期の集落

も
の
墓
墳
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
縄
文
後
期
の
遺
跡
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
配
石
遺
構
の
う
ち
に
は
墳
墓
も
あ
っ
た
ろ
う

し
、
祭
壇
的
な
も
の
、
立
石
的
な
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
集
団
で
発
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。

東
京
都
草
花
の
遺
跡
は
、
配
石
で
は
な
い
が
、
中
央
に
径
十
米
位
の
台
地
を
か
こ
ん
ど
、
竪
穴
住
居
祉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等

は
全
っ
く
特
殊
な
例
で
、
部
落
の
集
会
場
と
も
思
え
る
し
、
或
は
祭
壇
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
社
会
的
公
共
の
施
設
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と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

関
東
の
山
岳
よ
り
か
ら
山
梨
・
長
野
に
多
い
敷
石
住
居
が
ど
う
し
て
、
こ
の
地
方
に
特
別
に
多
い
の
か
、
竪
穴
か
ら
平
地
住
居
へ
の
転
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換
期
の
も
の
な
ら
ば
も
っ
と
全
国
的
に
発
見
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
地
域
集
団
の
伝
統
と
し
て
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
様
に
考
え

る。① 

池
上
啓
介

⑮ 

江
坂
輝
弥

⑪ 

小
沢
国
平

栃
木
県
狩
野
村
槻
沢
石
器
時
代
住
居
牡
報
告

考
古
学
ノ

l
ト

先
史
時
代
五

深
谷
市
桜
丘
遺
跡

昭
和
三
一
年

史
前
学
雑
誌
七
の
六




