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五

遺
跡
の
発
掘
を
は
じ
め
た
の
は
昭
和
八
年
か
ら
で
あ
る
。
北
九
州
の
海
出
岸
線

の
変
化
を
調
べ
る
た
め
貝
塚
調
査
を
は
じ
め
た
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
爾

来
発
機
調
査
を
つ
づ
け
て
き
た
。

い
つ
も
思
う
こ
と
は
、
遺
跡
に
は
ど
れ
位
の

人
々
が
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
村
は
何
様
位
か
ら
な
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
、

ど
ん
な
社
会
構
造
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
遺
跡
地
や
住
居
祉
が

集
っ
て
分
布
す
る
傾
向
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
住
居
駈

の
構
造
・
内
容
そ
の
分
布
の
あ
り
方
に
、

原
始
社
会
の
謎
を
と
く
鍵
が
あ
る
よ

う
に
思
え
る
し
、
遺
跡
分
布
は
原
始
社
会
の
権
造
を
投
影
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
私
な
り
の
解
釈
を
試
み
た
の
が
、
こ
の
小
論
で

あ
る
。

一
、
遺
跡
分
布
の
特
色

遺
跡
地
の
立
地
分
布
を
見
る
と

そ
の
分
布
が
必
ず
し
も
自
然
条
件
の
よ
い

と
こ
ろ
に
ば
か
り
分
布
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
自
然
条
件
が
同
じ
な
ら

も
っ
と
平
等
に
分
布
す
べ
き
念
の
に
、
実
際
に
は
分
布
が
極
め
て
不
平
等
の
場
合
が
多

ぃ
。
あ
る
金
地
、

あ
る
川
の
流
域
に
は
遺
跡
地
が
あ
つ
ま
っ
て
い
る
の
に
、
そ

の
近
く
に
あ
る
他
の
盆
地
や
河
川
の
流
域
に
遺
跡
地
の
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ

う
し
た
分
布
の
不
平
等
性
は
自
然
条
件
だ
け
で
は
説
明
が
で
き
な
レ
。
こ
れ
は

当
時
の
社
会
構
造
を
語
っ
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
遺
跡
地
自
体
も
小

遺
跡
と
大
遺
跡
は
内
部
構
造
の
差
で
小
遺
跡
が
大
遺
跡
に
自
然
的
に
成
長
す
る

場
合
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
は
お
互
に
連
関
し
あ
っ
て
、
一
つ
の
群
と
し
て
技

大
遺
跡
の
成
立
意
義
が
理
解
で
き
る
。
遺
跡
の
分
布
の
仕
方
に
も
小

え
る
時
、

遺
跡
が
密
集
し
て
い
る
場
合
、

大
遺
跡
が
散
在
し
て
い
る
場
合
、

大
遺
跡
を
と

り
ま
く
小
遺
跡
の
群
、
種
々
の
裂
が
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
環
筏
と
時
代
・
ι

集
団

と
の
か
か
わ
り
あ
レ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
時
代
は
住
居
肢
の
発
見
さ
れ
る
例
も
す
く
な
く
、

縄
文
早
期
の
遺
跡
分
布
は
局
所
的
に
あ
つ
ま
っ
て
分
布
す
る
傾
向
が
強
い
。

単
純
な
も
の
で
あ
る
。

漂
泊
生
活
で
あ
っ
た
か
ら
、
狭
い
特
定
の
地
域
に
零
細
な
遺
跡
が
あ
つ
ま
る
の

- }ー

密
集
し
て
い
る
。
そ
の
分
布
が
三
地
区
に
わ
け
ら
れ
る
。

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
三
島
市
の
東
方
箱
根
火
山
の
裾
野
に
は
早
期
縄
文
遺
跡
が

『
三
忌
市
誌
』
で
は

織浜市内の芋山式遺跡分布図

(t黄浜市安による)
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こ
れ
を
北
上
遺
跡
群
・
小
沢
遺
跡
群
・
錦
臼
遺
跡
新
に
わ
け
て
い
v

る
じ
こ
れ
ら

遺
跡
群
は
そ
の
数
六

O
余
あ
る
。
そ
の
う
ち
早
期
遺
跡
の
数
回
こ
で
あ
る
。
北

上
グ
凡

l
プ
は
押
型
文
が
多
く
、
廿
十
一
山
期
は
小
沢
グ
凡

1
プ
陀
多
く
、
錦
回
ば

そ
の
外
緑
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

犠
浜
市
の
鶴
見
川
流
域
に
茅
山
場
の
遺
跡
が
多
数
あ
つ
ま
っ
て
い
る
。
四

O

余
所
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
号
に
遺
跡
地
が
集
団
的
に
偏
在
し
て
分
布
し
て

い
る
。
こ
れ
は
自
然
条
件
が
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
茅
山
期
の
遺

跡
が
既
に
集
団
社
会
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

大
宮
台
地
の
一
部
片
柳
支
丘
の
遺
跡
分
布
を
み
る
と
、
縄
文
早
期
の
遺
跡
数

は
三
六
カ
所
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
φ

り
わ
け
は
燃
糸
文
系
七
カ
所

-
m
戸
e

下
層
系
二
カ
所
・
押
部
一
文
系
二
カ
所
・
茅
山
系
二
七
カ
所
で
、
官
オ
山
系
が
急
に
増

本
支
丘
の
先
端
、
綾

加
し
て
い
る
。
宇
山
系
遺
跡
は
台
地
o
u
m
辺
に
点
在
し
て
h
る
が
、

掘
削
川
に
突
き
出
た
台
地
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
c

芋
出
期
遺
跡
が
急
増
し
て
い
る
C
は
他

支
丘
で
も
同
じ
で
、
黒
浜
慈
恩
寺
支
丘
二
七
、
岩
槻
支
丘
三
一
二
、
鳩
谷
支
丘
二
八
と

急
増
し
て
い
る
。
茅
山
期
は
縄
文
早
期
も
終
わ
り
に
近
い
頃
で
、
住
民
肢
の
で
て
〈
る
遺

跡
も
多
〈
な
っ
て
〈
る
が
、

炉
の
な
い
も
の
で
、
定
住
性
が
乏
し
い
社
会
で
あ
る
。

ま
た
住
居
駐
は
な
く
て
、

一
時
的
な
炉
穴
が
群
を
な
し
て
発
見
さ
れ
る
場
合
も

ま
た
山
石
掛
川
市
諏
訪
山
で
は
十
数
戸
の
住
居
祉
が
重
な
り
合
っ
て
発
見
さ

れ
、
定
住
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
屋
内
に
炉
は
な
か

あ
る
。

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
住
居
陀
や
遺
跡
分
布
か
ら
考
え
る
と
、
す
オ
山
期
で
は
あ
る

も
の
は
定
住
生
活
に
入
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
住
居
も
不
定
で
炉
穴
、
突
火
を

中
心
と
し
た
キ
守
ン
プ
的
生
活
を
な
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
か
鳥
血
縁
家
族
を
単
位
と
し
た
鮮
団
的
共
同
社
会
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
社
会
構
造
が
遺
跡
の
分
布
に
投
影
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
縄
文
早
期
の
頃
の

集
落
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
花
輪
山
口
で
は
住
居
駈
五
戸
発
見
さ
れ

小
家
族
が
+
穴
々
別
棺
慨
に
わ
か

て
い
る
が
、
二
戸
と
三
戸
に
区
別
で
き
る
の
で
、

れ
て
住
ん
だ
一
家
族
で
、

一
つ
の
村
を
な
し
て
い
た
の
が
大
部
分
で
あ
ろ
う
ι

岩
槻
諏
訪
山
の
よ
う
に
こ

1
三
家
族
位
で
村
を
な
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
種
々

の
ク
!
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
小
家
族
が
群
共
同
体
を
な
し
て
、
領
域
内
を
漂
泊
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
に
早
期
の
遺
跡
が
、

零
細
で
局
地
に
集
会
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
だ
が

早
期
も
終
わ
り
の
茅
山
期
に
な
る
と
遺
跡
の
数
が
急
に
増
加
し
、
分
布
聞
も
大

き
く
ひ
ろ
が
り
、
住
居
駐
も
多
く
発
見
さ
れ
、

縄
文
前
期
的
な
部
族
社
会
に
転

換
し
よ
う
と
す
る
時
期
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
茅
山
期
に
は
貝
塚
が

多
い
こ
と
か
ら
、
気
候
の
温
暖
化

κ
伴
っ
て
自
然
用
地
中
"
が
よ
く
な
っ
た
こ
と
が

人
口
増
加
を
促
し
、
部
旅
社
会
へ
と
自
律
的
に
発
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
c

ーーっーー』

二
、
縄
文
前
期
の
遺
跡
分
布

縄
文
前
期
の
黒
泣
い
期
の
遺
跡
分
布
を
東
京
湾
を
中
心
に
そ
の
分
布
を
見
る
と
、

東
京
湾
の
西
側
K
多
く
・

東
側
の
千
葉
県
側

κ
す
く
な
い
し
自
然
条
件
を
見
が

ば
、
黒
浜
期
は
海
進
時
代
で
あ
る
か
ら
貝
塚
遺
跡
が
多
レ
。

と
す
れ
ば
、

千
葉

県
側
刊
に
も
っ
と
あ
っ
て
よ
い
は
ず
な
の
に
、

実
際
は
す
く
な
い
。

そ
の
分
布
置

を
見
れ
ば
鶴
見
川
流
域
に
特
に
密
集
し
て
い
る

U

そ
の
中
心
に
は
一
間
報
同
貝
塚
の

よ
う
な
大
遺
跡
が
出
現
し
て
く
る
。
一
問
堀
貝
塚
は
、
付
近
の
群
小
貝
塚
の
中
心

的
遺
跡
の
感
が
あ
る
。
環
状
に
配
置
さ
れ
た
住
居
駐
の
中
心
に
は
広
場
的
役
割

を
な
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
集
落
だ
け
で
は
な
く
、
付
近
の
村

村
か
ら
も
あ
ヲ
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
い
か
え
れ
ば

黒
浜
集
団
の
中
七

的
位
置
に
あ
た
る
遺
跡
と
い
え
る
。

と
の
遺
跡
は
県
浜
期
か
ら
諸
磯
期
に
か



け
た
集
落
で
、
数
戸
内
外
の
家
か
ら
な
る
村
で
、

住
居
訟
の
う
ち
で
特
別
大
き

い
家
が
あ
る
。
こ
の
村
の
中
心
的
人
物
の
一
家
か
、

公
共
的
な
役
割
を
か
ね
た
家

と
推
定
で
き
る
。
南
堀
貝
塚
の
よ
う
な
大
遺
跡
は
、
自
然
発
生
的
な
も
の
で
な

/
¥
部
族
集
団
の
較
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
‘

大
遺
跡
を
な
す
理
由
で
な
か
ろ

ー
、
。

K
A，
仇
μ大

宮
台
地
の
周
辺
に
も
黒
浜
崎
の
遺
跡
・
貝
塚
が
多
く
分
布
し
て
い
る
。
山
石

槻
支
丘
に
恩
一
…
谷
・
木
曽
良
の
よ
う
な
馬
蹄
形
状
の
貝
塚
が
あ
旬
、

大
宮
台
地
の

南
端
の
浦
和
に
大
谷
務
員
縁
が
あ
句
、

台
地
の

um
辺
に
数
キ
ロ
内
外
の
距
離
を

も
っ
て
分
布
し
て
い
る
じ
こ
れ
ら
の
遣
時
群
の
う
私
に
、

必
ず
と
い
っ
て
よ
い

ほ
ど
大
形
の
家
(
七

t
八
メ
ー
ト
ル
の
辺
を
も
っ
)
が
あ
る
c

小
さ
い
家
な
ら

一一

t
ご
一
線
分
の
人
間
を
収
容
で
き
る
家
で
有
力
者
の
家
と
推
定
で
き
る

D

お
岬
r・、
a

ら
く
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
一

t
二
家
族
位
か
ら
な
る
集
落
で

」
う
し
た
遺
跡
は

孤
立
し
な
が
ら
も
互
い
に
同
族
意
識
を
も
っ
た
地
縁
集
団
と
推
定
で
き
る
。

局
玉
県
小
川
町
は
秩
父
山
地
の
山
麓
地
帯
に
あ
る
小
盆
地
を
な
し
た
と
こ
ろ

で
、
林
ハ
い
盆
地
内
に
、

遺
跡
が
一

C
力
所
余
あ
つ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
平
松
台
遺
跡
を
発
掘
し
た
結
果
、
関
山
期
住
居
臥
比
五
棟
・
黒
浜
期

一
(
U
様
・
諸
礎
期
三
僚
が
検
出
さ
れ
た
ο

大
形
の
家
は
黒
供
出
に
一
一
様
あ
っ
た
。

関
山
期
か
ら
諸
機

m
k及
ぶ
遺
跡
で
あ
る
が
、
黒
浜
期
い
か
長
持
崩
を
な
し
て
い

る
。
こ
の
他
に
小
川
盆
地
内
に
冬
数
の
遺
跡
が
あ
る
め
は
、
盆
抱
ι
ゲ
占
領
域
と
し

て
漂
泊
し
て
い
る
集
団
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

t

以
上
の
よ
「
に
縄
文

前
期
の
黒
浜
期
の
遺
跡
分
布
に
三
つ
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
民
紛
糾
は
を
も
っ

家
族
が
い
く
つ
か
集
ま
り
、
そ
れ
が
地
械
的
に
結
び
勺
レ
た
同
町
が
恕
定
で
き
る
ι

大
形
の
家
の
出
現
、

環
状
・
焦
跨
汗
状
の

4
Z
ο
出
現
土
ど
か
ム
組
織
化
さ
れ
た

氏
悼
肱
晶
明
白
で
あ
る
こ
と
が
号
か
が
わ
れ
る
ε

水
炉
一
佐
氏
は
経
文
伝
お
は
E
K

団
的

社
会
と
し
て
レ
る
が
、

住
居
駈
叫
P
3
遺
町
今
有
か
ら
み
『
岳
写
、

初
織
の
部
候
紅
会

も
っ
と
も
同
じ
黒
浜
町
財
で
も
勉
M
叫ん

E
H代

に
よ
っ
て
権
威
社
会
は
ち
が
っ
て
い
た
の
に
違
い
な
レ
c

小
川
盆
地
で
は
群
印

的
社
会
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
千
葉
県
側
は
梅
に
面
し
た
よ
い
自
然
委
件

で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

黒
浜
期
の
遺
跡
が
す
く
な
レ
の
は
、
ま
だ
部
族
社
会
を
な
す

ま
で
に
い
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
縄
文
前
期
も
終
わ
り
に
な
る
と
誌

に
あ
り
な
が
ら
、

後
期
か
ら
海
返
と
な
り
、
貝
塚
も
減
少
し
、
遺
跡

t
す
〈
左
〈
左
り
衰
退
に
向

か
い
、
縄
文
中
期
に
左
る
と
様
相
が
す
ヲ
か
り
か
わ
っ
て
、
生
活
E

聞
か
悔
い
た
か

ら
山
棋
院
・
山
岳
地
帯
に
移
ヲ
て
ゆ
〈
。
縄
文
前
期
は
室
、
群
閉
が
禿
E
R
制
で
季
-
4
c

三
、
縄
文
中
期
の
遺
跡
分
布

縄
文
中
期
は
縄
文
時
代
を
通
じ
て
発
展
期
で
、

-3-

遺
跡
分
布
闘
が
鉱
大
し
、

遺

WJ
の
分
布
も
濃
く
な
り
、

環
状
集
落
の
よ
う
な
大
集
落
駈
が
各
地
に
出
現
し
た
‘

出
土
す
る
石
器
類
の
量
も
定
大
に
な
り
、
特
に
中
部
地
方
の
山
&
地
売
は
中
期

文
化
の
絶
頂
を
な
す
に
至
っ
た
e

こ
う
し
た
禿
展
の
基
礎
に
は
原
始
農
耕
が
一
つ

わ
れ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
と
考
古
学
者
や
民
族
学
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
ほ
ど
で

あ
る
。
東
京
湾
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
分
布
状
憶
を
み
る
と
、

官
民
の
千
葉
県
側

に
阿
王
台
文
化
鼠
.

西
側
の
西
部
山
護
地
帯
・
武
蔵
野
台
地
に
陪
初
演
文
化
障
が

並
立
し
た
c

問
玉
台
は
漁
持
的
性
格
め
強
い
集
、
自
で
貝
塚
が
唱
す
レ
が
、

海
岸
近
く
に
あ
円
て
也
民
海
を
な
す
も
の
も
な
く
、

勝叫ん、」人

は
狩
猟
的
で
、

、
、
V
4
4
W
匂
i

e

d

・L
W
A
d
p
e
b
ナ

猟
民
族
で
あ
る
。

こ
の
様
に
牛
耳
的
様
式
に
一
途
凶
い
か
あ
一
と
の
は
、
部
旅

g
E
を
安

』-

ζ

の
並
立
し
み
↑
ト
昨
叫
ん
化
臨
も
抗
曲
H

刑

E
r、
に
左
乙

に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

外
ザ
サ
村
監
も
中
部
制
片
方
か
ら
問
診
丘
鋭
、
じ
及
び
、
中
期
の
船
布
陣
旅
の

ぞ
市
を
乏
し
た
。
名
た
に
市
原
状
六
年
吋
点
P
I
P
S
芳
一
寸
る
吹
斡
れ
E
J
T
す
き
ふ
と
急

と
融
合
し
て
、



に
衰
え
任
期
を
へ
て
長

R
L
Jし
ほ
く
。
佐
野d

に
左
手
と
エ
奪
回
停
に
お
い
比
t
z
u
F
J
i
に
す
只

塚
群
が
出
現
し
、
平
安
心
い
か
一
取
関
東
に
う
つ
、
り
、
主
計
一
↑
肢
の
科
豹
い
か
あ
っ
た
こ
と
が
忠
わ
れ

司
令
。

縄
文
中
期
の
大
集
落
と
し
て
は
、

長
野
県
尖
石
・
八
ヶ
岳
山
震
、
新
潟
県
沖

ノ
原
信
漫
川
中
流
の
段
丘
上
、

千
葉
県
高
校
木
一
戸
・
員
の
花
貝
塚
、
東
京
都
信

1) 、
1事
二C

1泉
所

沢
首

~ 
1柄
ーA
"-
r 
に-

-!J: 

νー》

11 

L、

c 

尖
石
と
与
助
尾
根
遺
跡

八
ヶ
岳
西
鶴
見
標
高
一

C
C
0メ
ー
ト
ル
の
高
原
上
に
立
地
し
た
遺
跡
で
、
尖

一
位
に
一
一
二
二
の
住
居
位
、
与
助
尾
根
に
二
八
の
住
居
祉
、

」
の
他
q
号
、
一
数
の
炉
祉
が

発
掘
さ
れ
た
。
尖
石
で
は
ほ
ぼ
深
状
に
住
居
が
配
置
さ
れ
、
中
央
は
広
レ
面
積

を
い
ロ
め
、
特
別
遺
構
が
あ
っ
た
‘
い
わ
ば
共
同
広
場
と
考
え
ら
れ
て
い
る
《
住

居
駈
に
は
一
位
壇
が
あ
り
、

土
問
阿
立
石
を
配
し
た
家
、

伺
も
な
い
普
通
の
家
も
あ

っ
て
、

村
落
内
の
人
達
の
間
に
若
干
の
差
が
認
め
ら
れ
、
統
制
さ
れ
た
村
で
あ

る
。
呪
術
開
・
長
老
遠
の
よ
う
な
人
に
較
航
さ
れ
六
村
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
遺
跡
を
中
心
に
八
ヶ
岳
山
震
に
二

C
C余
の
中
期
遺
跡
が
散
在
し
て
レ
る

と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
群
小
遺
跡
は
漂
泊
し
た
キ
ャ
ン
プ
地
な
の
か
、
そ
れ

と
も
尖
一
わ
を
中
心
と
寸
る
衛
星
的
遺
跡
な
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
十
八
集
落
と
そ

れ
を
と
り
ま
く
小
遺
跡
群
は
無
関
係
で
な
レ
。
お
そ
ら
く
首
長
に
続
卒
さ
れ
た

部
什
阪
社
会
を
な
し
た
も
の
と
考
え
よ
J
Q
O

沖
の
原
遺
跡

ワ
-新

潟
県
中
魚
沼
郡
津
南
町
沖
の
原
、
苔
場
山
麓
の
A

口
一
地
上
に
、

径
一

O
Oメ

ー
ト
ん
を
越
す
十
へ
環
状
集
落
札
胞
が
発
見
さ
れ
た
。
一
五

O
戸
の
怒
一
穴
住
居
祉
が
確

認
さ
れ
、

な
お
一
(
い

O
以
上
が
埋
没
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
c

庄一い↑院形

状
に
市
一
石
を
そ
ザ
イ
ッ
ク
し
た
見
事
な
炉
仕
を
も
っ
家
、
直
径
一

C
メ
ー
ト
ル
を

越
す
す
、
影
の
共
同
作
業
場
と
忠
わ
れ
る
家

皮
を
む
い
、
た
烹

ク
ッ
キ
ー
秋
炭

江
坂
輝
亦
氏
は
縄
文
中
期
後

期
に
か
け
断
続
的

K

一
C
戸
前
後
の
集
落
が
つ
く
ら
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

化
物
が
多
数
発
掘
さ
れ
て
在
白
を
あ
び
て
い
る
。

し
か
も
四

C
0
メ
ー
ト
ル
の
高
台
地
状
に
、

集
落
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
解
明
し
が
た
い
問
題
で
あ
る
。
↓
人
形
の
共
同
一
作
業

父
、
の
多
雪
地
帯
、

こ
の
よ
う
な
大

場
は
日
本
海
側
代
数
例
み
と
め
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
冬
の
積
雪
に
第
一
え
う
る
様

造
を
も
た
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(3) 

育
問
摂
木
一
戸
遺
跡
(
貝
塚
)

標
高
二
五
メ

i

ト
ん
の
台
地
、
遺
跡
は
阿
主
台

H
期
か
ら
加
曲
目
利

E
盟
問
に

か
け
た
竪
穴
住
居
世
七
四
慕
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
配
列
は
夢
、
北
に
ひ
ん

く
環
状
長
塚
で
あ
る
。
勝
坂
期
の
住
居
社
四
、
加
曽

m
E
I
忠
一
問
、
一
ト
J
E
U

同

m期
二
二
が
母
、
状
に
配
置
、
他
に
一
同
東
誌
に
土
拡
群
が
去
り
、
出

- 4 -

一
郎
、

車
九
は
広
判
明
に
な
っ
て
い
る
。
す
く
な
い
時
は
一
家
族
、
多
い
時
は
四
家
族
ム
v
h

人
口
も
三

C
人
、
内
ゃ
い
号
、
会
十
人
と
推
定
さ
れ
る
c
t
H
i
r
L

任
期

な
る
集
落
で
、

に
大
き
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
千
葉
県
側
の
遺
跡
の
特
色
で
あ
る
。

(4) 

所
沢
市
謄
概
遺
跡
(
図

2
孝
一
照
)

縄
文
中
期
を
主
体
と
し
て
、

平
立
地
に
四
八
基
の
住
居
祉
が
検
出
さ
れ
た
じ

未
調
査
部
分
を
考
慮
す
る
L
二

C
C余
の
住
居
肢
が
推
定
さ
れ
る
。

西
側
斜
面

に
は
墓
吃
群
が
あ
る
。
住
居
先
を
時
期
別

K
わ
け
る
と
、

初
期
の
も
の
む
基
、

中
断
(
加
嘗
利

E
期
)
の

t
c
一
円
}
存
い
す
こ
え
、
が
~
わ
ち
に
近
レ
も
の
は
こ

t
一-一

撲
に
減
少
し
て
消
荻
し
て
い
る
。
膳
槻
遺
跡
の
感
一
茨
は
一
間
関
東
地
方
の
伊
坂
期

(
形
成
期
)
加
治
国
利

E
E
(
最
盛
期
)
、
一
校
滅
期
の
経
返
そ
の
ま
ま
か
♂
あ
わ
上

し
て
い
る

0

5
 

鶴
川
遺
跡
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よ
じ
仏
川
f
u
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J

て
辞
任
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し
か
し

」
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よ
う
な
融
和
栄
が
原
始
農
業
に
も
と
れ
く
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一
な
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ノ
ば

む
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任
期
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二
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日
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T
U
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K
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ノ
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し
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羽
同
「
一
手
下
L
H
u
E
~
に
な
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南
関
東
か
中
間
社
会
の
い
い
七
地
同
に
な

イコ

.J-_ ，-。

こ
の
文
化
岡
山
ば
玖
問
攻
・

HXm

事
一
-
伊
一
旦
・
一
向
日
一
旧
作
一
+
力
に
ひ
ろ
が
「

4

が

そ

れ

ら

の

地

ち

に

は

そ

れ

ぞ

れ

の

地

方

臼

作

の

文

化

が

主

体

を

な

し

て

地

う方
じ 宣告

南7'f，
fお社
耳f 会
りか

穏な
文し
日て

賠

1't 1.ニ
ど(7，

i士て

6"， 

f+) 

利

E
E
を
頂
戸
rJ

こ
し
て
い
後
衰

F
W
に
た

る。
J

住
期
一
、
堀
之
内
)
縄
文
わ
い
三
一
心
ば

t

れ
紅
白
地
(
東
京
浜

ー- 0 -

古
利
根
川
の
苧
供
)

が
牧
心
地
f
T
そ
な
す
よ
λ

ー
に
な

η

環
状
只
一
巧
遣
問
が
軒
々
生
れ
ミ
【

ーす

」
の
よ
ち
に
安
定
し
た
巾
部
の
約
一
文

中
期
社
九
二
H
耐
U
M

仲
村
が
一
付
む
れ
た
で
是
ち

R
ノ

L

一
方
く
れ

F

セ
ヴ
ガ
ん
に
い
、
士
れ
て
い

-
L

h
M伊
件

昨日
t
F
f
L
A
九
十
一
に
ち
け
円
が
れ
る
へ
き
で
あ
る
の
に
、

日一吋
;
f
d
J
J

工

J
r
L

、
一
，
、

』
広
三

r
i
f
v
f
ご

L

と
報
告
さ
れ
て
い
乙
。

純
文
前
例
制

h

り
什
た
わ
り
ゴ
一
間
後
期
末
か
ら
日
正
J

U

吸
い
百
十
h

t

L

ノ
主
↑
J

H

H

4

h

U

J

)

F

t

T

J

d

h

J
よ
子
プ
一
》
t

r

L

だ
と
指
定
さ
れ
る

D

向
i
p
一
山
川
一
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ム
ん
で
ソ
え
れ
ば

up
山斗

綜
な
佼
返
し
て
い
い
う
も
減
「
て
さ

弘一一
b

U

J

出
郡
山
ー
に
と
む
に
(
日

L
7
「

J

一

v

川町

点
的
祭
料
は
行
わ
れ
て
レ
な
か
「

抑
制
文
字
削
叫
が
そ

t
ぞ
れ
円
央
区
・
衰
退
の
サ
イ
苧
凡

-r一
t

て
い
、
と

-
7こ
は
縄
文
院
が
い
空
だ
定
凶
刊
で
九

に
ん
H
s

乱
地
一
戸

J

は
極
位
以
を
な
し

九

ケ
J

-

，
L
v
i
宵

札

よ

ー

に

し

し

-

b

-

a

F

三

{

柑

抗

7

E

V

6

7

J

J

ア
ピ
二
五
円

ν
}

守
一
一
一
小
し
て
い
司
令

氏
九
ハ
包
臼
ば
外
的
に
は
句
、
臼
の
わ
い
v

i

動

と
日
中
わ
れ
る

出
制
今
一
な
し
て
、
南
京
、
地
内

J

は
そ
の
均
一
辺
公
民
唱
し
な
し
れ

F

一

:

λ

;

mHr
刊

行

久

々
i

4

也
被

2
r川ノ

訂
作
与
h
h
k
J
J

主

体

で

?

る

、
の
わ
い
め
い
い
引
ム
ネ
併
の
兎
一
化
に
正
い
し
て

一世九一以一
J
J

一
行
ト
ト

内
的
に
は
μ
i

一一片山
A
i
r
J



の
た
め
社
会
生
色
の
い
十
紅
一
化
・
色
、
約

化
・
呪
的
化
J
J
x
r
一
ん
に
も
心
と
山
い
一
う
じ

回
、
縄
文
後
・
晩
期
の
社
会

約
文
佐
川
刷
は
お
よ
り
什
切
か
ら
一
は
じ

手私

76rv
P

一
円
切
の
市
川
片
い
け
H

塚
は
千
葉

山
山
一
の
よ
字
以
玖
引
い
h

に
あ
ハ

f

ま
る

話n
兵、

什

U
か
ら
は
ど
主
句
、

後
期
に
?
コ
円

J

町、

Jt-3
も
い
引
き
ハ
一
が
れ
て
、

犬
伝
塚
削
引
を

b
t
h

ト

q
J
'
一
日
し
っ

~-FU

プ

}
L

一

d

f

代
表
的
け
H

塚
遺
筋

遺

と
し
て
は
、

i
}
i
J
、
L
:
f
L
P

オ
什
け
ゐ
け
井
t

J

A

一円い
γ
t
T
f
.

つ7ててで j Ji i 

rYU((γ-RVJ 
!(lづいた;;JJfil 
iub?jLJぷ iji 

." Zヲ与
同
U
γ
行
口
同
一
尽
、

千
葉
市

m
J
e
h
L
f
h
塚
・

ドい汁れ川山町，
u
H

な
・
わ
れ
九
の
本
只
旬
、

日-
f
T

ヱ

民

何
時
ハ
栄
光
院
は
塚
、
抽
什
同
町
只
い
啄
(
こ
れ

は
埼
玉
県
に
去
ゐ
が
、

定(院ト山門司一{い

[~ :， 

利
枝
川
h
u

，
東
側
一
に
ふ
り
下
段
台
地
に

刑
制

v
u
u
H
Z内
に
は
ち
千
本
・
品
す
が
す
く

な
い
が
、
r

出
・
説
、
仰
に
主
ゐ
と
は
訟
の

ね
に
今
宕
の
腎
ι旬
開
如
皮
色
…
止
符
「
ケ
か
い
か
出
土
し
て
い
匂
る
。

こ
れ
は
狩
猟
技
術
の
向
上

村
ず
に
ド
化
J

川
工
作
た
れ
た
い
和
史
と
忠
わ
れ
る
い

中
ー
・
日
令
針
。
社
九
エ
心
事
一
日
化
・
組
依
化

が
京
一
ん
た
部
族
一
社
会
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
と
令
官
〕
序
陀
は
か

4

む
は
万
汗
・
一
土

トー
:
a
'
F
B

つ
-
-
，
K

7
w汁ペ
J
d

長
J

カ

L
T
J
U

絞
期
は
円
恥
が
多
く

十
(
き
さ
は
前
期
は
大
形
の
一
品
、
弘
司

あ
乙
が

中
・
伏
期
は
数
メ
ー
ト
ル
内
外
の
中
堅
の
(
容
士
山
々
号
く
大
形
の
乏
か
な

ぃ
。
東
京
再
一
回
併
で
は
隅
丸
方
形
「
小
笠
五
色
J

比
較
十
七
一
町
等
で

合
」
尽
仕
の
ブ
一
フ

ン
か
ム
も
来
十
忠
弘
一
の
系
側
と
西
側
で
は
φ

り
が
4

た
伝
品
川
を
乞
勺
た
部
長
与
一
団
己

'A山
司
令
こ
L
一ーを

γ

訪
問

r
J

て
い
司
令

U

持
奈
川
比
一
地
方
に
売
却
町
与
が
配

ru
潰
紘
一
が

季
、
京

W
』

】

「

一

μ占

h
y
A
-
3
i
L
J

、、

d

c

、午

μ
p
e
F
】
ヰ
d

J

、V

4

J

小
踊
甘
い
を
二
五

1
日一

縄
文
時
代
長
期
の
特
異
の
造
機
で
、

七
ン
チ
の
悩
で
号
状
に
方
不
に
め
ぐ
戸
り
し
た
も
わ
小

日

1
n
-ゐ口

l
b
-
n
F均
一

1
j
p
z
F

/
f
3
b

↓

J
5
ロ

J
与
宗
t

行
裂
ナ
一
色
粒
子
が
出
土
し
て
い
る
。

共
同
社
会
ん
争
点
piLH恥

J

と
し
て
推
定
さ
ず

い
乙
む
そ
の
分
布
は
今
め
と
こ
ろ
東
一
旧
小
忍
下
、

ーーわ

紗
t

J

一
点
字
川
県
に
除
ら
れ
て
い
d
F
句、

主
?
に
快
い
L
安
田
で
あ
る
仁

千
安
保
h

棋
の
一
-
H
ゑ
芝
町
山
首
…
m
い
と
こ
ι
u
t
皆
、
己
主
こ
は
い
川

じ
縄
文
後
期
の
も
の
で
&
る
が
、

間
p
h

か
に
叫
一
小
佐

ιいい杭
J
U

ゲ
翠
に
し
て
い
v
y
o
に

あ

紘
一
出
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

市
庁
、
一
行
期
(
後
晩
期
)

民
山
崩
は
程
之
内
・
加
曽
利

B
・
安
一
行

i
・
E
財
一
と
経
過
寸
る
が
、

資
U
1
1
U
4
C

が
次
忍
に
す
く
な
く
な
る
。

4p'

富
山
口
地
の
周
辺
は
安
行
期
の
遺
跡
が
割
り
ム
口
い
切
に
多
レ
。

一向軒丸山のけ川
1

・H

市
一
弘
行
で
は
ハ
貝
塚
や
-
な
す
遺
跡
が
多
レ
が

内
陣
郡
の
進
出
VJ

は
一
引
い
川
や
低
悦
一
に
一
ru

そ
ん
だ
台
地
上
に
ふ
る

ιの、
沖
積
地
の
俊
民
地
に
去
と
も
の
も
あ
る
-

【，
.
令
↑

+
4

1
み

造
物
は
土
保
、

ず
一
年

T
-
mゅ
、

Z
E説
会
日

士
録
一
等
が
乞
い
¥

阿
川
出
の
ιrh
肺
門
小
川
れ
μがは

一円一

Mm
、

τ1 
T 

コ三

め
強
レ
甘
味
出
で
あ
る
。
に
弘
行
式
は
東
北
の
十
~
相
川
式
仁

4
み
ら
れ
る

+
士
れ
い

μト
ι

九

夕
、
う
こ
と
な
く

偶
性
の
崎
市J

レ
隼
ー
、
団
で
あ
る

D

険
期
に
な
る
と
遺
跡
拡
4
-
J
1
ι



と
す
く
な
く
な
る
。
そ
れ
は
継
統
紘
一
間
が
短
い
こ
と
も
原
因
で
あ
ろ
う
。
や
が

て
衰
退
期
に
人
り
、

岬
拘
束
地
方
は
無
人
の
野
に
な
っ
た
尽
き
え
あ
る
。
オ
一
め
許
弥

生
中
期
社
会
が
出
現
す
る
ま
で
、
大
き
な
や
一
白
期
却
が
あ
る
。
解
明
で
き
な
い

謎
で
あ
る
。

¥21 

高
井
戸
東
遺
跡
(
埼
玉
県
桶
川
市
)

こ
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
住
居
陀
は
二
五
、

土
拡
一
五
C

J

J

広
さ
南
北
へ

O
メ
!
ト
パ
・
東
西
一
二

C
，p
i
ト
凡
の
中
に
あ
っ
た
。
一
単
位
の
毎
日
広
の
広

き
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
加
曲
目
利

B
か
ら
安
行

E
A
期
に
わ
た
る
-
一
も
の
で
‘
各

開
制
の
生
応
は
湾
地
を
は
さ
ん
で
東
西
の
二
区
に
わ
か
れ
て
配
置
さ
れ
て
レ
る
ρ

発
掘
し
た
住
民
駈
を
時
期
別
に
み
る
と
、

加
曽
利

B
i
期
六
、

加
曲
目
利

B
E
期

六
、
加
曲
目
利

B
m期
五
、
安
行

1
期
四
、

安
行

E
期
三
、
安
行

m
A新
一
一
一
と
な

っ
て
い
る

0

・
フ
ラ
ン
は
古
い
加
曽
利
nn
期
が
円
形
、

{
女
行
期
か
ら
方
形
に
な
っ

て
い
る
。
村
は
東
区
三
棟
、

西
区
一
一
械
で
な
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
東
西
の
二
，

区
に
わ
か
れ
て
、
二
家
拡
住
ん
で
い
た
が
‘
安
行

E
U
d
・
E
a時
に
は
事
、
区
だ
け

に
な
っ
て
一
家
族
の
村
と
推
定
さ
れ
る
。
出
土
物
は
土
偶
二
一
の
う
ち
住
居
世

か
ら
で
た
も
の
一
、

土
版
一

C
、
土
製
ヰ
飾
二
一
八
、

石
剣
・
石
様
三
五
、

類
二

C
で
い
ず
れ
も
住
民
陛
か
ら
発
挺
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
呪
的
窓
識
が
強

い
社
会
を
な
し
て
い
た
。
本
遺
跡
を
ム
て
も
待
以
社
会
は
急
に
↑
衰
退
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
浜
松
市
の
柏
町
W
悼
の
場
合
を
み
る
と
、

μHμ

后
針
二
へ
挙
が
発
究

さ
れ
た
。
何
れ
も
疑
之
内
期
か
ム
晩
期
に
及
ぶ
も
の
で
あ
う
た
。
住
民
は
京
広

の
グ
凡

l
プ
に
対
立
し
て

お
そ
ら
く
二
家
篠
で
村
を
な
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

」
こ
で
は
後
期
前
半
が
七
基

後
半
六
基

晩
期

一
幕
と
な
勺
て
い
f
u
o

一司、

は
方
形
・
兵
力
?
を
乏
し
、

初
芝
一
昨
根
が
与
謝
を
な
し
て
い
w

司令む

き
ム
に
陀
刑
制
に

棟
数
が
増
加
し
て
い
る
の
が
目
立
円
が

」
れ
は

E
n
本

に

み

ん

1
ミ
レ
h

h
川
4

&の

1
6
4

但
鳥
文
晩
絞
は
遺
跡
の
数
が
す
く
な
く
な
れ
ノ
、

'
小
生
、
ぃ
w

H

l

J

Z

と
れ
し
F

s

p

v

d

んに十一

T
-
t

土
保
・
土
版
・
主
務
・
石
剣
等
ド
ル
多
い
V

。
こ
れ
は
東
日
広
に
強
く
、

T
F
H
h

い
い
い
本
に

弱
レ
傾
向
で
あ
る
。
土
器
を
み
て
も
、

西
日
広
で
は
簡
素
化
し
て
、

東
日
本
で
は
符
作
燃
が
筏
絡
で
去
ξ

J

J

、

東
西
日
本
の
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
上
け
乙
、
』
と
が

で
き
る
。

歴
史
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
烹
西
日
本
の
対
立
は
す
で
に
続
丈
前
代

相
対
的
に
み
る
と
、
従
晩
期
は
車

H
本
で
は
衰
退
紛
で

2
る
J
d

に
ね
ぎ
し
、

西
臼
本
で
は
完
成
期
で
、
遺
跡
数
も
中
期
よ
灼
後
期
に
か
け
て
的
加
し
て
い
M

乙

九
州
の
晩
期
で
は
籾
疫
の
出
土
も
各
地
に
報
ぜ
ら
れ
て
い
、
て
、
次
の
杭
H
f
一
紙
人

の
発
展
が
内
在
し
て
い
る
と
い
1
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
ゆ
両
い
ふ

に
大
き
な
断
絶
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

跡
生
前
期
の
遺
跡
分
布
も
、

同

- I -

稿
作
の
伝
搭
も
、
急
速
に
伊
劃
一
跡
内
ま
で
つ
ろ
J
J

り
そ
れ
よ
り
東
に
及
ば
な
か
っ
た
が
そ
の
原
因
も
こ
の
断
佐
に
よ
る
と
い
え
よ

Q
 

E
「ノ

(31 

九
州
の
遺
跡
分
布

玉

九
州
の
総
文
早
期
の
文
化
は
数
種
類
み
ら
れ

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
削
減
‘
仙
人

に
分
布
し
て
‘

並
立
し
て
い
た
と
河
口
点
徳
氏
は
指
摘
し
て
い
る
む
即
む
、

L
石
叛
式
只
設
文
を
主
と
す
る
も
の

」
れ
は
南
九
州
に
分
布
し
て
い
、
乙
む

2
本
土
よ
り
入
っ
た
と
レ
わ
れ
る
押
部
一
文
は
位
を
隠
伴
し
な
が
ら
.

d

J

B

 

十
l

H
刷
?
と
ゴ

域
に
ひ
ろ
が
り
分
布
し
て
い
る
。

3
曲
目
焔
式
は
北
九
州
か
ら
九
州
西
岸
及
び
商
品
に
分
布
し
て
い
る
が

九
'N， 

東
山
げ
に
は
分
布
し
て
レ
な
レ
。

大
陸
に
問
仔
し
て
い
、
る
と
い
、
わ
れ
て
い
、
る
む

4
轟
え
と
レ
わ
れ
る
も
の
は
、
熊
本
県
か
ら
女
児
円
前
悶
m
k
今
布
し
て
ト
工
会
む

5
r
U
本
式
は
抑
制
明
文
と
持
い
山
中
小
文
の
州
秒
台
に
よ
っ
て
生
し
た
も
の
で

じ
ー
し

n

uw川
J
H
u
i
j
r
s
h



湾
頭
に
限
ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
関
東
地
方
と
同
僚
に
こ
の
地
方
の
遺
跡
分
布
も
局
地
的
に
限
ら
れ
る

傾
向
が
強
い
。
土
器
の
形
式
は
偏
年
を
一
不
し
て
い
る
と
と
も
に
、
地
域
差
を
示

し
て
い
て
、
文
化
出
聞
が
地
域
別
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
号
し
た
分
布
は
終
文
前

開
制
に
も
み
ら
れ
る
。
縄
文
前
期
に
は
筆
之
神
式
が
あ
り
、

A
-
B
の
二
丈
に
区

間
一
し
て
い
る
。

こ
れ
は
刊
例
年
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
分
布
状
況
を
み
る
と
、

A
式
は
南
九

州
内
部
に
多
く
、

u
u
式
は
九
州
東
部
(
{
円
断
)
に
多
い
。
中
間
型
は
二
地
妓
の

中
間
に
介
布
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
集
団
を
な
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

A
-
R
に
縦
年
左
が
あ
る
な
ら
ば
集
団
の
移
動
、
文

化
闘
の
移
動
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
?
ー
乙
神
式
は
穂
子
円
ト
間
・
区
久
必
に
も

分
布
し
て
い
る
の
で
、

海
洋
的
な
集
団
と
山
岳
的
な
集
団
と
に
区
別
す
る
こ
と

も
で
き
る
正

こ
こ
で
は
、

指
宿
式
と
市
来
式
の
分
布
の
二
様
式
を
と
り
あ
げ
て
論
ず
る
こ

と
に
し
よ
う
。
持
病
式
・
市
来
式
は
、
縄
文
後
期
の
土
器
で
南
九
州
に
分
布
す

る
特
色
あ
る
土
器
で
あ
る
。
両
者
の
分
布
は
一
致
す
る
遺
跡
も
あ
る
が
、
ど
ち

ム
ノ
か
と
い
う
と
指
宿
式
は
奥
地
山
地
に
戸
分
布
し
、
+
巾
来
式
は
沿
海
地
方
に
限
ら

Il 

貝
塚
を
な
す
も
の
も
多
く

ま
た
海
浜
に
立
地
し
て
い
る
も
の
さ
え
あ
る
。

市
来
式
の
今
布
は
一
向
九
州
が
主
体
で
、

さ
ら
に
種
子
島
・
屋
久
島
・
永
良
部
島

の
一
問
れ
山
地
方
に
も
多
い
こ
と
か
ら
、
品
々
を
舞
台

K
活
躍
し
た
海
洋
民
で
あ
る

こ
と
が
推
定
で
き
る
。
分
布
の
北
限
は
島
原
半
島
で
あ
る
。
指
宿
式
は
既
述
の

よ
う
に
奥
地
山
地
に
居
住
し
山
岳
民
族
と
い
え
る
か
も
し
れ
左
い
c
{
ロ
お
慰
問
liT
が

口
け
猟
民
・
魚
幽
閉
民
と
わ
け
た
の
が

」
こ
で
は
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
模
稼

を
み
て
も
市
来
式
は
す
べ
て
良
設
で
摂
僚
を
つ
け
て
、
海
洋
民
で
あ
る
こ
と
を

一
語
っ
て
レ
る
。
時
代
は
ず
っ
と
お
く
れ
る
が
、

品
暗
黙
ゐ

i
i

o御領主てi
. .. ...・J.:'.，有来式

、 式 ..} :・f旨宿式

¥ Jl，' 11'塞神式
、~r、、 '..]1 X阿悪玉宅

、、Y- 晶曽畑式

' 

前
期

図 4 来式月iJ遺跡分布図

南
九
州
に
熊
襲
・
隼
人
と
い
う

異
民
族
が
い
る
が
こ
の
こ
と
は
縄
文
後
期
の
頃
に
す
で
に
お
ざ
し
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。

-8-

熊
本
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ
に
は
御
領
式
と
い
う
文
化
聞
が
あ
る
。
都
領
式

は
九
州
全
域
に
み
ら
れ
る
が
、
北
九
州
・
南
九
州
に
分
布
し
て
い
る
も
の
は

rr
町

駅一応
4

酌
で
主
依
柱
は
認
め
ら
れ
ず
、
能
本
地
方
に
は
見
事
に

ζ

の
文
化
匿
が
う
ぐ
ら

模
様
も
す
く
な
く
簡
素
化
さ
れ
‘

れ
、
大
遺
跡
も
あ
っ
て
、
こ
の
地
に
集
団
の
核
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
と

U

次
の
新
体
一
氏
ヘ

の
胎
動
す
ら
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

研
磨
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、

西
日
本
晩
期
縄
文
土
器
は
簡
素
化
の
傾
向

X 

X 

を
た
ど
っ
て
い
る
が
そ
の
起
原
は
こ
こ
に
根
ざ
し
て
レ
る
。

× 

以
上
南
関
東
地
方
、

南
九
州
の
縄
文
遺
跡
の
分
布
を
概
観
し
た
。
こ
れ
で
綜

論
を
だ
す
の
は
ど
う
か
と
思
う
が
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
常
考
え
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
て
み
れ



縄
文
早
期
の
社
会
は
群
臼
的
共
同
体
で
あ
る
。
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
民
立
し

た
文
化
圏
が
成
立
し
、

局
地
的
に
透
町
地
が
集
合
す
る
傾
向
J
u
v

み
ら
工
る
じ

急
に
遺
跡
数
が
増
し
て
、
分
布
題
、
も
ひ
ろ
が

手
期
末
の
茅
山
間
に
な
る
と
、

っ
J
d
L

、

前
期
社
会
に
近
レ
。

縄
文
前
期
に
は
分
布
図
が
ひ
ろ
が
り
、
定
住
化
が
進
み

一
家
族
で
一
村

を
な
す
の
が
普
通
で

村
々
は
地

um
的
に
結
ム
ロ
し
て
い
た
社
'
一
一
二

中
心
的

な
大
遺
跡
を
出
現
す
る
よ
う
に
な
り
、

氏
侠
社
会
一
を
な
し
た
c

縄
文
中
期
社
会
・
:
分
布
圏
が
さ
ら
に
弘
大
し
、
数
家
族
か
ら
な
る
十
九
遺
跡

(
環
状
集
落
)
が
出
現
レ
ー
小
遺
跡
も
急
に
増
お
し
て
、
十
ヘ
淀
釘
ご
綜
び
勺
い
た
c

特
殊
遺
構
を
も
っ
た
住
民
祉
の
出
現
、

叶
何
日
制
さ
れ
た
部
筏
h

仁
会
で
あ
る
c

岳
山
麓
地
甘
ん
巾

κ生
活
の
根
拠
を
お
い
た
集
団

海
岸
地
常
に
生
活
し
た
都
絞

集
団
が
み
と
め
ら
れ
る
。

縄
文
後
・
晩
期
社
会
:
・
中
期
社
会
と
同
時
間
3
社
会
で
あ
る
が
、
遺
財
訟
は
紙
J

Y

寸
ノ
る
。

特
に
持

d

例
制
の
遺
跡
が
す
く
な
い
c

ト
ヘ
遺
跡
も
晩
期
に
な
る
し

家
僚
か
ら
な
る
小
集
落
で
あ
る
。
土
問
同
・
土
版
・
石
棒
・
一
七
剣
・
装
飾
品
が

多
く
な
る
。

統
制
の
強
化
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
が
、
衰
退
問
で
あ
る
ι

以
上
の
各
期
と
も

集
団
に
入
ら
な
い
u

落
ふ
り
こ
ぼ
れ
た
一
死
一
茶
色
の
零
綬
遺

跡
も
な
奇
数
散
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

土
器
一
緑
v

一
手
表
を
み
る
と
各
匙
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
監
を
も
て
た
土
器
号
え
が

あ
る
。
そ
の
形
式
が
純
分
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
は

セ

l
e
-
-
ふ
ん
，

3
f
一
b
M
'
弓

，
才

f

i
空
色
村

'
l
示
J
t
J
I

の
文
化
合
」
残
し
た
部
決
年
一
回
が
あ
「
た
こ
と
を
示
し
て
い
、
る
こ
と
に
な
エ

日
間
待
土
の
先
史
時
代
の
地
域
区
分
も

つ
主
-
つ
除
れ
ば

F
上

u

v

k

l

h

、、~一一'日

立
旧
制
出

L
l
f
z
d
i
m
-
ι
f
L
t」

規
止
す
る
自
然
区
分
に
な
る
。

国
K

思
形
式
は
十
何
年
(
間
的
問

-
4
L
t
?
と
と
も

地
域
差
(
竺
間
)
を
表
現
し
て
い
る

内
己
#
へ
主

H
v
k
~
E
L
-
-
t
.
1

↓
』

T
4
r
R
v
t
J
F
L
I
t

‘
ゐ
片
山
~
札
庁
長
ム

U

す
J 苧

地
域
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
、

地
域
差
を
も
あ
ら

r
し
て
く

ζ
e

中
部
に
九
州
熊
本
を
中
七
と
し
て
同
区
式
と
い
う
エ
Z

J

J

去
る
に

馬
一
品
式
土
器
(
火
山
川
、
土
器
)
が
あ
る
む

た
え
牛
じ
一
の

じ
十
一
午

ι院
が
に

ι
共
通
性
を
見
る
が

模
様
は
ま
円
だ
く
間
五
一
民
で

」
の
同
右
ム
ケ
一
比
ハ
る
と
投
ぷ
に
ば
ん
〕
相
前

叫
ん
止
に
地
万
立
一
-
日
民

中↑

M

形

土
斗
一
九
一
一
で
は
説
明
で
き
な
い

異
な
っ
た
文
化
伝
統
を
も
っ
た
芯
が
で
あ
る
と
犬
一

え
ざ
る
ケ
れ
い
な
い
。
こ
れ
は
一
例
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
じ
地
域
差
は
毎
出
わ

注
L

と
す
行
え
て
も
よ
い
c

五

弥
生
期
の
遭
跡
分
布

」

hv
唱
品
目
れ
ー
め
な
か
で
涜
に
ケ
ソ

山

担
F!?一
一
予
に
は
急
対
h
h
v

併
す
一
遺
跡
地
が
あ
る
む

法
院
は
と
ひ
白
け
て
い
v

る。

そ
れ
に
反

ν

て、

他
の
遺
跡
肝
心
町
か
ら
で
る
も
の
は
合
併
な
乞
の
ば
か
的
、

多
ι
お
わ
一
説
・
続
N
h
-
m弥
ik
・
王
も
を
た
し
て

L
E
ι

降
、
‘
主
一

千
人

1
4
h

- q -

こ
ん
な
に
柁
途
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か

て
れ
は
そ
の
ま
ま
正
守
防

J

わ
れ
比
九
ふ
ち
一
三
弥
一

し
て
い
、
る
の
で
あ
ろ
う

3

十
五
安
玖
は
支
配
者
の
遺
伝
二
J
r
rノ

配
者
の
遺
跡
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
乙
。

お
レ
パ
小
」
遺
院
は
v
h
J
L
一

「
髭
之
H
V夫
人
伝
一
に
出
て
く
る
国
は

初
畑
町
の
む
ね
国
〔
弘
↓
の
い
い
一
階
よ

こ
の
前
五
パ
叫
十
一
同
区
刊
を
そ
」

ν

て
い
こ
令
こ
と
は

底4

沼町宇野心選釘[，;5 
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L
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)内数字(:t1図数を示す

福
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J

J

L

V

V
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土

銭安j、

く
、
遠
賀
川
の
ー
ト
士
氏
↑
D

骨
格

4司ト

盆Il

地

一
区
間
同
県
糸
口
U
軒
仰
に

も
認
め
ら
れ
る
c

こ
れ
ら

の
ご
一
地
妓
は
私
が
昭
和
一

ハ
¥
定
:
悶
に
刊
現
地
調
査
し
た

所
で
も
あ
る
。

ll) 

立
山
石
遺
跡

福
岡
県
遠
賀
川
の
上
流

に
続
攻
市
が
ふ
る
。

沼

11i 

へん
ι
に
立
会
選
均
r

J

J

委
】
詫

さ
れ
て
か
戸
川
¥
ム
「
巳
ま
で

何
回
も
く
句
か
え
し
虫
丸
挺

さ
れ
た
c

」
の
迭
問
討
の

な
か
の
一
一
地
点
に
集
中
し
て
一

C
出
の
前
岳
、
鐙
・
銅
器
・
許
付
与
・
え
齢
、

の
ガ
ラ
ス
製
品
が
出
土
し
た
む

数
百
個

ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

議
寸
武
者
児
山
「
同
法
人
氏
は
て
ど
い
の
吉
?
と
レ
勺
た
が
、

会
hhiな
時
J
L
m
山
で
は
去
っ
て

2

も
、
で
て
き
-
た
も

の
は
士
口
靖
時
代
の
族
長
溺
の
も
の
よ
わ
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
。

然
支
配
雪
と
考
え
て
よ
い
、
の
で
乏
人
ノ
一
う
。

も
う
こ
れ
ば
当

叶
一
近
の
い
れ
生
直
跡J

の
分
布
七
V
-
マh
z
v
e
y
}

そ
の
数
は
ご
い
む
を
こ
え
て
い
ら
じ
弥
生
出
向
引
の
還
が
】
J

J

最
も
多
ノ
¥
そ
れ
も

嘉
怒
郡
一
円
に
群
を
な
し
て
分
布
し
て
い
乙
、
各
遺
釘
群
は
一
志
賀
川
川
の
支
流
に

よ
っ
て
、
立
岩
に
一
結
び
つ
い
て
い
る
e

立
山
一
い
は
各
還
問
詐
の
較
を
な
し
て
い
る
e

そ
こ
に
こ
の
よ
う
な
舎
箆
な
遺
物
を
比
し
た
こ
と
は
‘

な
く
、
点
松
杭
全
体
を
支
配
し
た
支
配
世
円
で
あ
っ
た
。

鋭
な
る
共
同
什
仰
の
主
で

立
山
石
に
は
石
庖
下
J

り
E
F
R

造
所
が
あ
る
I
J

、
そ
の
石
庖
丁
が
郡
内
一
円
は
も
も
ろ
ん
北
九
州
に
見
ら
れ
乙
む

こ
の
点
か
ら
も
遺
跡
群
を
支
配
し
た
と
考
え
う
る
じ
北
九
州
の
弥
生
野
芯
百
九
~
一

こ
援
乏
さ
れ
る
遺
跡
地
か
ら
出
土
し
た
も
の
か
一
一
斉
一
に
す
れ
ば
表
ー
の
通
円
で
ふ

4
h
v
c
 要

倍
率
に
は
階
級
住
は
な
い
と
レ
い
な
が
ら
、

共
同
体
社
会
の
中
で
常
次
民
一

長
以
引
に
進
む
状
態
は
見
逃
ぜ
な
い
e

立
山
石
堀
田

庁
制
玖
の
淳
一
読

一
五
台

J
i
J
3
 

戸

zv
，

f
、

に
三
苧
一
目
・
井
原
に
い
た
っ
て
は
も
は
や
族
長
の
概
念
を
超
え
た
支
配
者
乏
の
れ

絡
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

ぶ
小
品
郡
三
主
・
μ
仲
間
点
の
遼
跡
、
詐
も

h
a
H
j
b

へ

/
干

立
山
一
む
と
同
僚
の
分
布
を
示
し
て
レ
る
c

私
馬
場
・
汲
出
を
未
広
田
、

三早一
h

・
芥
原
の
業
釘
刊
を
守
山
}
と
す
る
国
し
げ
}
作
ド
rい
目
、

-1い←

活
引
玖
を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
を
奴
包
と
す
る
こ
こ
は
、

一
般
に
み
と
ゲ
ム

t

い
る
が
、
考
古
学
的
に

t
い
え
る
わ

げ
仇
に
出
て
く
る
木
弥
国
に
り
い
て
は
特

U

在{ふ
J

H

実
地
方
と
す
る
説
が
古
く
か
ら
レ
わ
れ
て
い
る
が
、

日
夜
一
江
考
古
学
に
己
村
正
九

の
絞
聞
木
か
ら
飯
塚
匂
+
h
U
J
J

児
問
的
尽
に
よ
っ
て
ふ
げ
ら
れ
て
い
w

る一
U

ぎ
て
北
九
州
弥
生
一
民
家
余
の
成
立
法
程
に
つ
レ
て
は
、

こ
の
地
方
は
弥
H
T
U
軒
町

に
既
に
歌
作
農
業
に
入
門
↑
て
い
た
。

当
時
の
佳
作
山
初
で
あ
る
米
・
一
寝
転
三
-
パ
ご
一
九

さ
れ
収
柊
町
民
と
し
て
一
七
庖
丁
・
石
鎌
r
f
h
1
7

念
出
土
し

冬
草
に
閉
校
品
け
さ
れ
れ

進
路
、
L
お
ら
れ
て
い
る
。

」
う
し
て
た
一
耕
一
社
会
に
入
つ
た
た
め
に

ル
片

Fm
は

4-

引
か
お
と
し
な
が
ら
も

有
力
家
筏
が
怯

(r

戸J

什仙人
y
n
h
生
五
円
J

ウ
去
勺
た
む

祭
出
足

氏
に

Z
「
て
謂
宣
さ
れ
た
比
百
か
の
遺
討
は
療
を
め
ぐ
ム
一
し
て
数
戸
の
(
手

+

と

一

『

ι
?
z
j
b
 

ム
討
を
含
ん
で
い
た
む

一
氏
族
の
遺
跡
で
友
る

生
産
の
能
力
差
引
d

合
胃
閉
会
一
牛

じ‘

t
防
長
信
引
が
生
れ
る
。

農
業
共
同
依
し
が
自
律
的
に
発
展
し
て
陪
級
位
九
一
一
に
す
、



質
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
北
九
州
の
弥
生
国

一
示
群
の
場
合
は
海
洋
民
の
活
躍
に
よ
っ
て
通
商
王
国
を
な
す
に
至
っ
た
。

し
か

し
そ
れ
を
支
配
し
た
の
は
半
島
よ
り
渡
来
し
た
扶
余
系
の
部
族
で
あ
ろ
う
と
水

野
祐
氏
は
述
べ
て
い
る
。

お
よ
そ
社
会
の
発
展
は
自
然
環
境
に
対
応
し
な
が
ら
自
律
的
に
発
展
す
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
外
的
刺
激
が
加
え
ら
れ
る
と
一
層
促
進
さ

れ
る
。
縄
文
中
期
の
発
展
、

北
九
州
弥
生
国
家
の
出
現
、

大
古
墳
群
等
は
外
的

的
較
、

民
核
部
践
の
移
動
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
北
九
州
に
ぎ
た
外
来

人
は
大
陸
で
国
家
組
織
の
経
験
者
で
あ
勺
た
。

た
と
え
大
陸
か
ら
追
わ
れ
た
人

た
み
円
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
経
験
を
い
か
し
て
新
天
地
に
支
配
者
と
し
て
国
を
打

ち
た
て
た
。
そ
れ
と
同
時
に
農
耕
技
術
を
総
合
的
に
移
入
し
た
。

」
れ
が
南
方

か
ら
伝
わ
っ
た
稲
と
結
び
つ
い
て
、
北
九
州
に
い
も
は
ぞ
く
米
作
農
業
が
行
わ

れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
北
九
州
と
大
陸
の
石
器
群
の
類
似
性
、
支
石
墓
も
朝
鮮

よ
り
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
の
夜
来
者
は
何
回
も
、

波
状
的

に
淀
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

」
う
し
た
直
疑
的
な
京

J

酔
執
が
北
九
州
に
抗
生
田

家
群
を
生
ぜ
し
め
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
騎
馬
民
族
説
に
近
い
考
え
方
で
あ

る。
各
種
の
弥
生
遺
跡
の
分
布
臨
聞
を
通
じ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
続
制
・
銅
詩
文

化
置
と
銅
鐸
文
化
震
が
対
立
し
て
い
た
こ
と
で
&
る
。
ι

向
車
む
の
E
i
r
心
ば
-
一
北
九
州

で
あ
る
。
鉱
は
鏡
・
玉
を
セ
ッ
ト
し
て
寝
卒
に
塩
P

ら
れ
た
。
こ
わ
原
彰
は
古

噴
出
耐
に
な
る
と
、

初
期
の
吉
寝
に
う
け
つ
が
れ
て
い
、
る
。
そ
れ
と
何
，
R

け
に
釦
鐸

は
急
に
消
滅
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
伺
を
諾
(
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
北
九

州
の
原
始
国
家
の
東
方
へ
の
進
出
も
考
え
あ
れ
る
。

弥
生
前
期
の
遺
跨
円
分
布
を
み
る
と
、

北
九
州
か
ら
一
つ
は
九
州
の
自
治
起
を

伝
わ
っ
て
一
向
下
し
、

種
子
島
ま
で
及
ん
で
い
る
が
辺
境
的
文
化
路
で
あ
る

L

他

ば
瀬
戸
内
か
ら
畿
内

名
古
屋
に
及
ぶ
広
い
分
布
習
を
な
し

」
の
分
布
国
内

花
、
銅
剣
文
化
圏
と
銅
鐸
文
化
圏
が
生
れ
て
い
る
。
九
州
と
本
土
の
分
布
秋
態
、

内
容
に
何
故
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
理
的
条
件
だ
け
で
は

説
明
で
き
な
い
。
人
間
集
団
の
移
動
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
え

化
を
吸
収
す
る
の
は
人
間
で
あ
う
て
、

自
然
は
可
能
性
を
与
え
る
だ
け
で
ふ
る
じ

そ
れ
を
生
か
す
の
は
人
間
で
あ
る
と
い
い
た
い
。
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A Study on the Distribution of Archeological Sites 

Kunigoro M1TOMO 

1n this article the author considers， through the examination of the 

distribution of archeologica1 sites and their ruins， changes 1n community life 

during the transition period since early Jomon period. The ruins of early主盟主

period are genera11y small in size and show rather limited local scale of ter-

ritorial organisation. Middle Jomon period is characterised by the notably 1arge 

size of settlement(local community)， due to the rapid increase in population. 1t 

gave birth to the ]arge size communities with more than 10 - 15 houses(2 -4 

clans)， which had never existed before. 1n late Jomon period (including the ter-

minal stage of主盟主)， number of ruins and archeologica1 sites which we can re-

construct decreased， while we find increased number of persona1 ornaments and 

sculptures of various kinds be10nging to this period. 

1t appears that， in middle and 1ate主盟主

of several small unit groups of houses， this unit groups constituting a commu-

nity. Probab1y the clans of a certain territoria1 extension formed a tribe. To-

ward the end of Jomon period the number of such large size community decreased. 

we can explain this ract supposing that the economic basis of Jomon age life was 

not laid in agriculture but in hunting， food-gathering品nd fishery. 

on the settlement sites of middle ~ period in ~orthern 

Kyushu have revea1ed that the community size of that period had been of more 

than 100 houses. Suku and Tateiwa site demonstrate the most representative cases 

of midd1e ~ peτiod settlement. Among the finds there are funerary urns(担竺ー

主主主)， noteworthy Ior many bronze mirrors and other bronze implements found with 

these urns， which supposedly were used for the burial of the clan chieftain. The 

appearance of the first primitive state may date away back to middle ~ pe-

riod. 

periods， the clan consisted 
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