
弓
矢
を
発
明
し
て
獣
や
鳥
を
狩
り
、
海
や
川
で
魚
や
只
を
と
り
、
山
野
で
は
、
木
の
実
や
草
の
根
な
ど
 
 

を
集
め
て
食
料
に
し
た
。
土
器
を
発
明
し
て
食
物
を
煮
て
食
べ
る
こ
と
も
し
る
よ
う
に
な
っ
た
〇
弓
矢
と
土
器
の
発
明
は
、
縄
文
人
 
 

の
生
活
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
縄
文
時
代
は
、
現
在
土
器
の
移
り
変
わ
り
か
ら
、
大
き
く
草
創
期
、
早
期
、
前
期
、
中
期
、
後
 
 

期
、
晩
期
の
六
期
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
お
よ
そ
完
年
前
か
ら
二
≡
0
0
年
前
ご
ろ
ま
で
の
間
続
い
た
。
数
千
年
も
の
長
い
間
続
 
 

い
た
縄
文
時
代
の
文
化
は
、
地
域
的
な
特
色
を
も
ち
な
が
ら
も
、
全
国
的
に
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
文
化
内
容
を
も
っ
て
発
展
し
て
い
っ
 
 

た
こ
と
が
し
ら
れ
て
い
る
が
、
生
活
の
基
本
と
な
る
の
は
、
は
じ
め
か
ら
最
後
ま
で
狩
猟
、
漁
扮
、
木
の
実
の
採
集
を
中
心
と
す
る
 
 

採
集
生
活
で
あ
っ
た
。
 
 
 

ぉ
よ
そ
一
万
数
千
年
前
ご
ろ
、
最
後
の
氷
河
期
も
終
り
を
つ
げ
る
と
、
気
候
は
し
だ
い
に
温
暖
化
に
向
っ
た
。
極
地
に
ひ
ろ
が
っ
 
 

て
い
た
氷
河
も
溶
け
は
じ
め
、
水
が
海
に
入
っ
て
き
た
。
海
面
は
し
だ
い
に
上
昇
し
、
海
水
は
大
陸
棚
を
浸
し
、
陸
地
の
奥
深
く
ま
 
 

で
入
り
込
ん
で
き
た
。
氷
河
期
に
は
、
大
陸
と
陸
続
き
で
あ
っ
た
日
本
も
大
陸
と
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
、
日
本
列
島
と
な
っ
て
い
 
 

っ
た
。
瀬
戸
内
地
域
へ
も
少
し
ず
つ
海
水
が
浸
入
し
は
じ
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
縄
文
時
代
の
は
じ
警
」
ろ
に
は
ー
ま
だ
 
 

気
温
は
低
く
、
瀬
戸
内
地
域
に
ほ
、
湖
沼
や
草
原
の
と
こ
ろ
が
多
く
み
ら
れ
た
ら
し
い
（
圃
2
－
2
－
1
）
。
し
か
し
、
縄
文
時
代
の
 
 

早
期
の
終
り
ご
ろ
か
ら
前
期
の
は
じ
め
ご
ろ
に
な
る
と
気
温
は
上
昇
し
、
海
面
は
最
も
高
く
な
っ
て
き
た
。
瀬
戸
内
も
現
在
の
よ
う
 
 

縄
文
時
代
の
は
じ
ま
リ
 
 

第
二
草
 
原
姶
・
舌
代
（
考
古
）
 
 

第
二
節
 
縄
文
時
代
 
 
 

縄
文
時
代
人
は
、
す
ぐ
れ
た
狩
人
で
あ
り
、
漁
師
で
あ
っ
た
。
旧
石
器
時
代
人
の
考
え
つ
か
な
か
っ
た
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し
、
ひ
い
て
は
、
縄
文
人
の
食
料
採
集
の
生
活
に
も
大
き
な
変
化
と
拡
大
を
も
た
ら
し
た
。
人
々
は
、
食
物
の
獲
得
し
や
す
い
丘
の
 
 

上
や
海
浜
ち
か
く
に
住
居
を
構
え
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
採
集
に
摂
る
生
活
ほ
、
一
方
で
は
自
然
環
境
 
 

の
変
化
に
す
ぐ
に
影
響
き
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
縄
文
人
の
生
活
は
、
ま
だ
ま
だ
き
び
し
い
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

浜
で
の
魚
・
貝
類
の
採
拾
を
可
能
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
節
 
縄
文
時
代
 
 
 

図2－2－1 複氷期はじめの瀬戸内（『古代の日本』  

4、1970年より）  

な
内
海
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
洪
積
世
の
問
、
陸
橋
を
つ
た
っ
 
 
 

て
列
島
へ
や
っ
て
き
て
い
た
マ
ン
モ
ス
ゾ
ウ
や
ナ
ウ
マ
ソ
ゾ
ウ
、
オ
 
 
 

オ
ツ
ノ
シ
カ
な
ど
の
大
型
動
物
は
し
だ
い
に
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
 
 

ニ
ホ
ン
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
、
ク
マ
、
ウ
サ
ギ
な
ど
の
中
・
小
型
動
物
 
 
 

や
鳥
煩
が
増
え
、
現
在
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
動
物
相
と
な
っ
て
き
 
 
 

た
。
植
物
も
、
カ
ラ
マ
ツ
、
ト
ウ
ヒ
類
な
ど
の
亜
寒
帯
針
葉
樹
林
 
 
 

は
、
低
地
か
ら
高
地
へ
移
動
し
、
低
地
に
ほ
、
暖
帯
、
温
帯
性
の
広
 
 
 

葉
樹
林
が
ひ
ろ
が
っ
て
き
た
。
中
部
地
方
を
境
に
、
西
日
本
に
は
暖
 
 
 

帯
広
葉
樹
林
符
（
照
葉
樹
林
帯
）
、
中
部
以
東
に
は
温
帯
落
葉
広
葉
樹
 
 
 

林
帯
と
な
っ
て
お
り
、
ク
リ
、
ク
ル
ミ
、
ト
チ
、
ド
ン
グ
リ
炉
な
ど
 
 
 

食
用
と
な
る
木
の
実
が
増
え
、
縄
文
人
の
主
要
な
食
料
と
な
っ
て
き
 
 

た
購
根
鯛
㌔
認
朋
㌍
。
さ
ら
に
、
気
温
の
上
昇
と
海
面
の
上
昇
は
、
海
 
 

こ
の
よ
う
に
気
候
の
変
動
は
、
周
囲
の
地
形
や
環
境
に
変
化
を
も
た
ら
 
 

67  



第
二
幕
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

縄
文
時
代
の
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
気
候
の
温
暖
化
に
伴
う
海
水
面
の
上
昇
は
、
縄
文
早
期
（
約
八
 
 
 

瀬
戸
内
海
の
形
成
 
 

0
0
0
年
前
ご
ろ
）
の
後
半
ご
ろ
か
ら
一
段
と
速
度
を
ほ
や
め
、
縄
文
前
期
（
約
六
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
）
の
こ
ろ
に
 
 

は
、
最
高
に
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
な
瀬
戸
内
海
が
形
成
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
内
海
の
で
き
る
様
子
 
 

お
し
が
た
も
ん
 
 

は
、
沿
岸
、
島
し
ょ
部
に
残
さ
れ
た
貝
塚
か
ら
も
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
温
文
早
期
中
ご
ろ
を
代
表
す
る
押
型
文
土
器
を
出
土
す
る
 
 

奔
し
卓
 
 

岡
山
県
の
策
島
貝
塚
で
は
、
最
下
層
に
は
、
塩
分
の
う
す
い
河
口
な
ど
に
棲
む
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
を
主
体
と
す
る
貝
層
が
あ
る
が
、
上
 
 

か
ん
す
い
 
 

層
に
な
る
に
つ
れ
、
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
は
減
っ
て
、
ハ
イ
ガ
イ
や
マ
ガ
キ
な
ど
塩
分
濃
度
の
濃
い
鍼
水
性
の
月
額
が
多
く
な
る
。
こ
れ
 
 

は
、
貝
塚
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
こ
ろ
は
、
付
近
は
、
ま
だ
湖
の
よ
う
た
状
態
で
あ
っ
た
の
が
、
後
半
に
は
、
紀
伊
水
道
か
ら
し
だ
 
 

い
に
海
水
が
浸
入
し
て
、
黄
島
が
、
内
海
に
浮
ぷ
島
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
譜
据
㌔
聴
講
鞭
礪
」
。
 

一
方
、
西
 
 

え
ん
め
ょ
う
じ
 
と
し
ま
つ
す
＆
よ
し
 
 

部
瀬
戸
内
地
域
で
は
、
広
島
湾
岸
の
広
島
市
牛
田
早
稲
田
山
追
跡
や
円
明
寺
追
跡
、
利
松
任
害
遺
跡
（
佐
伯
区
）
な
ど
押
塑
文
土
器
を
 
 

出
土
す
る
遺
跡
は
、
現
在
の
海
面
よ
り
二
〇
～
≡
○
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
な
が
ら
も
貝
塚
を
形
成
し
て
い
る
も
の
は
な
 
 

い
。
こ
の
時
期
に
ほ
、
魚
介
類
を
採
捕
で
き
る
環
境
に
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
海
底
地
形
か
ら
み
て
も
、
こ
の
地
域
に
 
 

じ
ご
ぜ
ん
み
な
み
 
 

は
、
ま
だ
陸
地
と
し
て
残
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
縄
文
前
期
の
追
跡
は
、
廿
日
市
町
地
御
前
南
町
道
跡
 
 

く
ま
げ
 

く
ろ
し
ま
は
ま
 
 

や
山
口
県
熊
毛
半
島
東
岸
の
柳
井
市
与
酒
遺
跡
、
黒
島
浜
追
跡
な
ど
の
よ
う
に
海
浜
ち
か
く
に
位
置
し
、
退
物
包
含
屑
が
、
現
在
の
 
 

海
面
よ
り
下
位
も
し
く
は
同
じ
高
さ
に
存
在
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
縄
文
早
期
後
半
か
ら
前
期
に
か
け
る
こ
ろ
に
は
、
西
 
 

部
瀬
戸
内
地
域
に
も
海
水
が
浸
入
し
て
き
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
 
 
 

内
海
形
成
の
要
因
と
な
っ
た
海
面
上
昇
（
海
進
）
も
縄
文
前
期
前
半
ご
ろ
に
は
一
応
安
定
し
、
前
期
後
半
ご
ろ
か
ら
は
、
し
だ
い
に
 
 

低
下
（
海
退
）
の
傾
向
を
た
ど
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
に
な
る
と
人
々
は
、
瀬
戸
内
沿
岸
の
海
浜
部
ち
か
く
に
住
居
を
構
 
 

え
、
背
後
の
山
野
で
の
狩
り
と
木
の
実
類
の
採
集
、
海
浜
や
川
で
の
魚
介
輝
の
採
拾
を
主
体
と
L
た
生
活
を
し
は
じ
め
て
く
る
。
そ
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か
ん
し
じ
ょ
ら
こ
ぅ
ご
う
 
 

低
額
型
で
、
顎
も
発
達
が
悪
く
、
弱
小
な
も
の
が
旦
止
っ
て
い
る
。
歯
は
針
子
状
校
合
で
、
強
く
そ
し
ヤ
く
し
た
た
め
か
、
よ
く
磨
 
 

耗
し
て
お
り
、
体
の
骨
も
細
く
小
さ
い
「
き
ゃ
し
ゃ
」
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
縄
文
中
期
以
降
の
人
骨
は
、
顔
は
 
 

下
と
前
方
に
伸
び
、
体
の
骨
も
太
く
て
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
や
や
大
が
ら
で
「
が
ん
じ
ょ
う
」
に
な
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
る
 
 

肌
蒜
軸
づ
益
軒
詣
和
書
こ
の
よ
う
に
骨
太
で
、
が
ん
じ
ょ
う
な
体
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
縄
文
人
の
寿
命
ほ
、
意
外
 
 

に
短
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
死
亡
例
の
多
い
年
齢
は
、
女
性
が
二
〇
ユ
一
四
歳
、
男
性
で
三
〇
三
一
四
歳
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
 
 

て
い
る
諸
Ⅶ
箪
『
論
憲
糾
h
。
気
候
の
変
化
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
や
す
い
採
集
生
活
は
、
し
ば
し
ば
食
料
不
足
の
状
態
に
 
 

追
い
こ
ま
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
絶
え
間
な
い
移
動
と
労
働
の
激
化
が
寿
命
を
締
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
 
 

た
て
あ
な
し
れ
e
 
 
縄
文
人
の
住
居
は
、
は
じ
め
か
ら
地
面
を
掘
り
く
ぼ
め
て
作
っ
た
竪
穴
式
住
居
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
住
居
は
、
食
料
と
な
る
獣
 
 

や
魚
が
よ
く
集
ま
り
、
木
の
実
な
ど
の
採
集
し
や
す
い
海
浜
や
川
に
ち
か
い
丘
の
上
や
台
地
の
上
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
多
か
っ
 
 

第
二
節
 
縄
文
時
代
 
 

し
て
、
縄
文
後
期
（
約
四
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
）
以
降
に
な
る
と
、
内
海
へ
注
ぐ
河
川
か
ら
流
れ
る
土
砂
は
、
湾
や
入
江
を
埋
め
は
じ
め
、
 
 

ひ
じ
 
 

縄
文
晩
期
（
約
三
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
）
の
こ
ろ
に
は
、
海
岸
部
に
は
、
肥
沃
な
沖
積
低
地
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
広
島
湾
の
比
治
 
 

や
ま
 
山
貝
塚
（
広
島
市
）
で
は
、
鍼
水
性
の
ア
サ
リ
は
下
層
に
多
く
、
上
層
に
は
少
な
く
、
ま
た
、
淡
水
の
流
れ
こ
む
よ
う
な
砂
地
に
多
く
 
 

棲
む
ハ
イ
ガ
イ
が
、
下
層
に
は
な
く
て
上
層
に
の
み
出
土
す
る
こ
と
は
、
縄
文
後
期
ご
ろ
は
、
比
治
山
は
、
ま
だ
湾
内
に
浮
ぷ
島
で
 
 

あ
っ
た
も
の
が
、
晩
期
後
半
ご
ろ
に
は
、
太
田
川
の
流
れ
出
す
土
砂
に
よ
っ
て
、
島
の
周
囲
に
遠
浅
の
泥
砂
洲
が
ひ
ろ
が
り
は
じ
め
 
 

た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
報
酬
讐
鮎
親
鑓
欝
那
昭
紀
州
㈹
㍍
砿
胡
。
こ
の
沿
岸
部
の
沖
積
低
地
こ
そ
、
つ
ぎ
の
弥
生
時
代
の
稲
作
の
 
 

舞
台
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

わ
が
国
で
発
見
さ
れ
た
縄
文
時
代
人
骨
は
、
す
で
に
数
千
体
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
紀
文
早
期
・
前
期
の
こ
 
 

縄
文
人
と
そ
の
生
活
 
 

ろ
の
人
骨
は
、
脳
頭
蓋
の
大
き
さ
は
、
他
の
時
期
の
縄
文
人
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
が
、
鱗
は
上
下
に
短
い
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第
二
草
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

函22－2 岩陰の住居（柿釈斬倉れ陰遺跡）  

た
。
中
国
地
方
で
は
、
縄
文
時
代
の
竪
穴
住
居
の
発
見
例
 
 

ま
つ
が
さ
こ
 
 

は
少
な
い
が
、
三
次
市
松
ケ
迫
追
跡
で
は
、
谷
に
の
ぞ
む
 
 

丘
陵
上
か
ら
縄
文
早
期
の
小
型
の
円
形
竪
穴
式
住
居
址
が
 
 

発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
帝
釈
峡
遺
跡
群
の
よ
う
 
 
 

図2－2－3 岩陰住居の例（比婆郡東城町帝釈名越岩陰  

遺跡、柱穴列・竪穴・埋葬人骨など『帝釈  
峡遺跡群』1976年より）  
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に
雨
・
夙
の
避
け
や
す
い
洞
穴
入
口
や
岩
か
げ
な
ど
に
、
簡
単
な
覆
い
を
し
て
住
居
に
し
た
例
も
あ
っ
た
（
囲
2
－
2
1
2
、
3
）
。
こ
 
 

れ
ら
の
住
居
ほ
、
数
戸
な
い
し
一
〇
戸
ほ
ど
が
集
ま
っ
て
一
つ
の
集
落
を
形
成
し
た
。
集
落
は
一
〇
人
前
彼
の
小
さ
い
も
の
か
ら
五
 
 

〇
人
ち
か
く
の
大
き
な
も
の
ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
部
地
方
や
関
東
地
方
の
調
査
に
よ
る
と
、
集
落
転
は
中
央
に
広
場
が
あ
 
 

り
、
広
場
を
め
ぐ
る
よ
う
に
住
居
が
建
て
ら
れ
、
な
か
に
は
集
会
所
や
倉
膵
、
作
業
場
と
お
も
わ
れ
る
大
き
な
建
物
も
あ
っ
た
。
集
 
 

落
の
ま
わ
り
に
は
、
墓
地
が
で
き
、
不
用
品
や
食
べ
か
す
を
処
理
す
る
場
所
も
で
き
た
。
中
央
の
広
場
で
は
、
宗
教
的
な
祭
り
や
集
 
 

会
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
女
性
達
が
土
辞
を
つ
く
っ
た
り
、
食
料
加
工
を
し
、
男
性
達
が
獲
物
の
解
体
や
石
器
を
つ
く
っ
た
り
し
た
よ
 
 

う
で
あ
る
。
人
々
は
、
こ
の
集
落
を
根
拠
に
し
て
、
春
に
は
海
浜
で
ア
サ
リ
、
ハ
マ
グ
リ
な
ど
の
貝
を
採
り
、
若
草
や
木
の
芽
を
つ
 
 

み
、
夏
に
は
海
に
出
て
漁
を
し
、
秋
に
は
ク
リ
、
ク
ル
ミ
、
ド
ン
グ
リ
な
ど
を
拾
い
、
通
年
の
食
料
と
し
た
。
ま
た
、
秋
か
ら
冬
に
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図224 縄文人の生活（『日本生活  

文化史』1、1975年より）  

は
、
山
野
で
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
を
追
う
狩
り
を
行
う
と
い
っ
た
一
年
 
 

間
の
生
活
の
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
園
2
2
－
4
）
。
 
 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
合
い
間
に
ほ
、
石
器
や
土
器
を
つ
く
っ
た
 
 

り
、
住
居
の
建
て
か
え
な
ど
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
 
 

い
し
や
り
 
 

縄
文
時
代
の
主
要
な
石
器
に
は
、
昂
酎
を
は
じ
め
石
槍
、
ス
 
 

石
器
ク
レ
ー
パ
ー
（
刃
器
）
、
郡
鋸
、
石
斧
、
石
皿
、
酎
郡
な
ど
が
 
 

あ
っ
た
。
な
か
で
も
石
鹸
は
、
縄
文
人
の
狩
猟
の
対
象
と
な
っ
た
シ
カ
 
 

や
イ
ノ
シ
シ
、
ノ
ウ
サ
ギ
、
鳥
な
ど
動
き
の
早
い
中
・
小
型
動
物
の
狩
 
 

猟
具
と
し
て
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。
石
鍍
は
、
縄
文
時
代
の
は
じ
め
 
 

か
ら
完
成
さ
れ
た
形
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
石
匙
や
ス
ク
レ
ー
パ
ー
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ど
う
じ
上
ら
 
 

道
具
を
つ
く
る
の
に
適
し
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
熊
野
町
の
道
上
遺
跡
、
柳
ノ
本
道
跡
出
土
の
石
器
析
に
は
、
広
島
、
山
口
 
 

か
な
や
ま
ご
し
き
だ
い
 

く
み
 
県
境
の
冠
山
産
出
の
も
の
と
四
国
香
川
県
の
金
山
・
五
色
台
座
侶
の
安
山
岩
が
使
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
島
根
県
隠
岐
島
久
見
産
出
と
 
 

ひ
め
し
ま
 
 

大
分
県
姫
島
産
出
の
黒
曜
石
が
使
わ
れ
て
い
る
（
図
2
1
2
－
5
）
。
熊
野
町
か
ら
金
山
ま
で
は
、
直
線
距
離
で
約
一
三
〇
キ
ロ
、
冠
 
 

山
ま
で
約
五
〇
キ
ロ
、
隠
岐
久
見
ま
で
約
二
三
〇
キ
ロ
、
姫
島
ま
で
約
一
〇
〇
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
。
石
器
石
材
の
入
手
の
た
め
に
 
 

は
、
か
な
り
遠
く
の
地
域
と
交
易
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
石
材
の
流
れ
は
、
当
然
適
に
流
れ
る
品
物
 
 

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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図2－2－5 熊野町へ搬入された石結石材の産出地  

×ほ熊野町  

1姫島（黒曜石）  

2冠山（安山岩）  

3隠岐島久見（黒曜石）  

4金山（安山岩）  

は
、
一
方
の
側
緑
に
刃
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
獲
物
の
解
 
 

体
・
調
理
具
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
縄
文
時
代
 
 

の
は
じ
め
ご
ろ
に
み
ら
れ
る
石
槍
も
刺
突
具
と
し
て
有
効
な
 
 

道
具
で
あ
っ
た
し
、
磨
製
・
打
製
の
石
斧
は
、
住
居
の
建
築
 
 

材
の
伐
採
具
や
竪
穴
・
お
と
し
穴
を
掘
る
の
に
有
効
で
あ
っ
 
 

た
。
石
皿
や
磨
石
は
、
木
の
実
な
ど
を
砕
い
て
す
り
つ
ぶ
 
 

し
、
粉
に
す
る
道
具
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
 
 

れ
ら
の
石
器
に
使
わ
れ
た
石
を
み
る
と
、
石
斧
や
石
皿
に
 
 

h
′
ゆ
う
．
も
ん
 
 

は
、
集
落
の
ち
か
く
で
も
比
較
的
求
め
や
す
い
流
紋
岩
や
砂
 
 

岩
を
使
用
し
た
も
の
が
多
い
が
、
石
鰭
や
ス
ク
レ
ー
パ
1
な
 
 

こ
く
上
う
せ
ぎ
 
 

ど
で
は
、
安
山
岩
や
黒
曜
石
な
ど
遠
く
か
ら
も
ち
こ
ま
れ
た
 
 

石
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
が
小
型
の
鋭
利
な
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こ
の
は
か
、
骨
角
製
品
や
貝
製
品
も
縄
文
時
代
に
は
、
非
常
に
発
達
し
た
。
骨
角
器
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
後
期
旧
石
器
時
代
か
 
 

ら
さ
か
ん
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
縄
文
時
代
に
な
っ
て
か
ら
漁
具
、
装
身
具
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
。
帝
釈
観
音
堂
洞
窟
遺
跡
で
は
、
鹿
角
製
の
釣
針
や
ヤ
ス
、
ヘ
ヤ
ピ
ソ
状
・
ペ
ソ
ダ
ソ
ト
状
の
骨
角
器
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
貝
製
晶
で
も
、
月
製
腕
輪
（
貝
輪
）
、
首
飾
り
な
ど
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
 
 

食
物
を
煮
た
り
、
貯
蔵
し
た
り
す
る
土
器
は
、
縄
文
人
の
生
活
の
か
な
め
の
道
具
で
あ
っ
た
。
土
器
の
形
や
文
様
 
 

ゆ
う
け
い
せ
ん
と
う
き
 
 

る
辛
が
か
り
と
も
な
っ
て
い
る
。
帝
釈
馬
渡
岩
陰
追
跡
第
四
層
か
ら
は
、
有
茎
尖
頭
器
、
石
嫉
た
ど
と
も
に
口
径
、
高
さ
と
も
二
〇
 
 

す
す
 
 

た
い
ど
 
セ
ソ
テ
前
後
の
小
型
の
鉢
形
土
群
が
出
土
し
た
。
平
底
で
胎
土
に
多
量
の
植
物
性
繊
維
が
含
ま
れ
、
表
面
に
は
、
煤
が
付
着
し
て
お
 
 

り
、
煮
炊
き
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
形
や
特
徴
か
ら
わ
が
国
で
最
も
古
く
製
作
さ
れ
た
土
器
の
仲
間
で
あ
る
。
縄
文
 
 

時
代
の
は
じ
め
に
は
、
平
底
で
小
型
の
鉢
形
土
器
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
土
器
製
作
法
の
進
歩
と
と
も
に
大
型
化
、
深
鉢
化
を
示
 
 

し
、
器
壁
も
し
だ
い
に
薄
く
な
り
、
蓑
所
は
、
い
ろ
い
ろ
な
文
様
で
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
器
形
で
は
、
鉢
の
ほ
か
に
浅
鉢
、
皿
、
 
 

江
口
土
器
な
ど
も
出
現
す
る
。
煮
炊
き
以
外
の
貯
蔵
や
盛
り
つ
け
用
、
飲
み
物
用
と
し
て
使
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
 
 

る
。
こ
れ
は
、
人
々
の
生
活
が
し
だ
い
に
複
雑
な
も
の
へ
変
化
し
っ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
（
園
2
－
2
1
6
）
。
 
 
 

広
島
湾
岸
で
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
縄
文
早
期
の
押
型
文
土
器
が
最
も
古
い
土
器
で
あ
る
。
抑
型
文
土
器
は
、
器
表
面
に
山
形
や
楕
 
 

円
の
文
様
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
砲
弾
形
を
な
し
底
は
尖
っ
て
い
る
。
広
島
市
牛
田
早
稲
田
山
遺
跡
、
矢
野
小
学
校
校
庭
遺
跡
、
円
 
 

明
寺
追
跡
、
利
松
任
士
豊
退
跡
な
ど
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
の
縄
文
前
脚
∵
中
期
の
土
器
は
、
広
島
周
辺
で
は
、
頸
例
が
ひ
じ
ょ
 
 

ご
う
は
ら
 
う
に
少
な
い
が
、
前
期
の
も
の
と
し
て
は
、
佐
伯
郡
廿
日
市
町
地
御
前
両
町
追
跡
、
上
平
良
大
原
遺
跡
、
円
明
寺
追
跡
、
呉
市
郷
原
 
 

つ
め
が
た
も
ん
し
と
づ
も
ん
じ
ょ
う
こ
ん
も
ん
 
 

遺
跡
、
熊
野
町
道
上
追
跡
で
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
、
薄
手
で
表
面
に
爪
形
文
や
刺
突
文
、
粂
疾
文
の
め
ぐ
ら
さ
 
 

第
二
節
 
縄
文
時
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縄
文
土
器
 
 

は
、
地
域
ご
と
時
期
ご
と
に
一
定
の
特
色
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
分
布
の
特
色
か
ら
当
時
の
人
々
の
活
動
や
交
流
を
し
 
 7β   



第
二
賛
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 
 

図2－2－6 縄文土器の移りかわり（上段より早期・前期・中期・後期・晩期）  
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れ
た
縄
文
前
期
前
半
の
排
撃
闘
覿
土
器
（
班
別
棚
架
璃
用
土
）
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
、
大
原
遺
跡
や
道
上
追
跡
出
土
嘉
の
よ
う
に
 
 

と
き
 

九
州
の
離
剣
土
器
（
譜
紬
発
謂
誓
影
警
み
ら
れ
る
表
面
に
ミ
ミ
ズ
バ
レ
状
の
隆
帯
の
め
ぐ
ら
さ
れ
宝
器
も
あ
る
。
縄
文
中
 
 

期
の
土
ほ
、
地
御
前
両
町
遺
跡
、
郷
原
遺
跡
、
五
日
市
小
学
校
々
庭
追
跡
（
広
島
市
佐
伯
区
）
で
み
つ
か
っ
て
い
る
。
厚
手
の
土
器
 
 

と
つ
た
い
き
ぎ
め
は
ん
せ
つ
ち
つ
か
ん
も
ん
 
で
、
表
面
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
凸
帯
の
上
に
爪
形
状
の
刻
み
目
を
も
つ
も
の
や
半
枚
竹
管
文
（
半
分
に
割
っ
た
竹
の
背
や
順
の
部
分
を
使
 
 

っ
て
文
様
を
つ
け
た
も
の
）
の
め
ぐ
ら
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
広
島
湾
岸
で
縄
文
前
・
中
期
の
遺
跡
が
少
な
い
こ
と
 
 

は
、
地
御
前
南
町
追
跡
の
前
・
中
期
の
遺
物
包
含
層
が
、
現
在
の
海
面
よ
り
下
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
期
の
遺
跡
 
 

の
多
く
が
、
海
面
よ
り
下
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
舗
和
親
報
腑
閥
離
郷
配
捕
別
納
綱
錯
描
謎
Ⅵ
謂
㌫
恥
て
』
。
 
 
 

っ
ぎ
の
縄
文
後
期
に
な
る
と
、
採
集
社
会
の
発
展
と
人
口
の
増
加
に
伴
っ
て
遺
跡
は
急
激
に
増
え
て
く
る
。
広
島
湾
岸
で
も
比
治
 
 

す
り
け
し
 
山
貝
塚
、
地
御
前
両
町
追
跡
、
円
明
寺
追
跡
、
五
日
市
小
学
校
々
庭
遺
跡
、
道
上
遺
跡
な
ど
が
あ
る
。
土
器
は
厚
手
で
表
面
に
磨
消
 
 

じ
ょ
ぅ
も
ん
ち
ん
せ
ん
も
ん
 

か
い
が
ら
じ
ょ
う
こ
ん
も
ん
 
縄
文
や
沈
線
文
を
も
つ
も
の
、
口
綾
部
に
刻
み
日
を
も
つ
も
の
、
貝
殻
条
痕
文
の
め
ぐ
ら
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
深
鉢
形
の
 
 

そ
せ
い
せ
い
せ
い
 
大
型
の
粗
製
土
器
の
ほ
か
に
、
蓑
両
が
よ
く
磨
か
れ
て
光
沢
を
も
つ
精
製
土
器
も
出
現
す
る
。
土
器
の
製
作
・
焼
成
法
に
変
化
が
あ
 
 

ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
器
形
は
、
小
型
の
浅
鉢
、
皿
な
ど
が
増
え
、
用
途
に
応
じ
て
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 
 

ら
し
い
。
こ
の
土
器
の
精
製
・
粗
製
の
区
別
や
器
種
の
多
様
化
は
、
つ
ぎ
の
縄
文
晩
期
に
な
る
と
さ
ら
に
進
み
、
用
途
に
よ
る
土
器
 
 

な
か
や
ま
 
の
製
作
法
に
遣
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
広
島
市
の
中
山
貝
塚
や
比
治
山
貝
塚
で
は
、
只
層
下
の
包
含
層
 
 

や
貝
層
か
ら
、
凸
帯
や
ヘ
ラ
描
き
沈
線
文
を
め
ぐ
ら
し
た
深
鉢
形
土
器
と
表
面
の
よ
く
磨
か
れ
た
浅
鉢
形
土
器
と
が
出
土
し
て
お
 
 

り
、
用
途
に
応
じ
て
、
粗
製
・
精
製
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
 
 

墓
地
 
 

・
＼
‥
咤
 
 

縄
文
時
代
に
ほ
、
死
者
の
体
は
、
土
壌
墓
と
呼
ば
れ
る
地
面
に
掘
ら
れ
た
楕
円
形
の
穴
（
墟
）
の
中
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
が
 
 

か
ん
の
ん
ど
う
 
多
か
っ
た
。
梗
葬
さ
れ
る
場
所
も
、
生
活
す
る
場
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
帝
釈
峡
遺
跡
群
の
帝
釈
観
音
堂
 
 

第
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縄
文
時
代
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回22－7」が葬人骨（．封餌肯如拙祐也射  

と
よ
ま
つ
ど
ク
め
ん
 
 

よ
せ
く
ら
 
 

洞
窟
遺
跡
や
帝
釈
寄
倉
通
称
（
東
城
町
）
、
豊
松
堂
面
洞
窟
遺
跡
 
 

（
豊
松
村
）
な
ど
の
洞
穴
・
岩
陰
追
跡
で
は
、
埋
葬
場
所
は
岩
壁
よ
り
 
 

・
‖
1
・
 
 

や
洞
穴
奥
部
に
葬
ら
れ
た
場
合
が
多
い
し
、
尾
道
市
の
大
田
貝
塚
 
 

で
発
見
さ
れ
た
七
〇
体
ち
か
く
に
の
ば
る
人
骨
群
も
細
か
な
出
土
 
 

状
態
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
日
常
の
生
活
場
所
と
ほ
昇
る
場
所
に
 
 

集
中
し
て
埋
葬
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
鯛
削
農
相
鮎
舶
貼
 
 

測
器
詳
細
Ⅶ
謂
瑚
瑚
。
ま
た
、
埋
葬
さ
れ
る
姿
勢
に
は
、
手
足
 
 

く
？
そ
う
 
 

を
折
り
曲
げ
て
葬
ら
れ
た
屈
葬
と
、
手
足
を
伸
ば
し
た
ま
ま
葬
る
 
 

し
ん
て
ん
そ
う
 
 

伸
展
葬
と
が
あ
っ
た
。
縄
文
早
期
こ
肌
期
の
こ
ろ
に
は
、
屈
葬
が
 
 

中
心
で
あ
っ
た
が
、
中
期
以
降
に
な
る
と
伸
展
葬
が
あ
ら
わ
れ
、
 
 

晩
期
に
い
た
る
ま
で
屈
葬
と
と
も
に
行
わ
れ
た
。
縄
文
早
期
や
後
 
 

晩
期
の
人
骨
の
多
い
帝
釈
峡
遺
跡
群
で
は
、
屈
葬
が
大
半
を
占
 
 

め
、
縄
文
中
期
を
中
心
と
す
る
大
田
貝
塚
の
人
骨
で
は
伸
展
葬
が
 
 

多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
う
な
づ
か
れ
る
。
こ
の
屈
葬
の
意
義
 
 

は
、
胎
児
と
同
じ
姿
勢
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
死
者
を
大
地
 
 

に
還
元
さ
せ
る
と
い
う
説
と
手
足
を
折
り
曲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
 
 

死
者
の
霊
が
地
上
に
さ
ま
よ
い
出
て
、
残
っ
た
人
々
に
危
害
を
加
 
 

え
な
い
よ
う
に
し
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
帝
釈
峡
追
跡
群
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で
、
屈
葬
人
骨
の
上
に
石
を
置
い
た
り
、
石
を
抱
か
せ
た
り
し
た
例
が
多
い
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
説
の
両
方
を
裏
づ
け
る
よ
う
で
 
 

う
め
が
め
 
 

あ
る
（
図
2
－
2
7
）
。
こ
の
ほ
か
、
縄
文
中
期
以
降
に
な
る
と
、
幼
児
骨
を
埋
納
し
た
埋
賓
や
一
度
埋
葬
し
た
骨
を
、
あ
る
一
定
 
 

の
期
間
が
す
ぎ
て
か
ら
、
も
う
一
度
掘
り
出
し
て
、
洗
っ
た
り
、
赤
色
原
料
を
塗
っ
た
り
し
て
、
再
び
埋
葬
し
な
お
し
た
二
次
葬
な
 
 

ど
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
埋
牽
は
、
住
居
の
入
口
ち
か
く
の
床
面
に
埋
め
ら
れ
る
例
が
多
く
、
人
の
出
入
り
の
多
い
と
こ
ろ
 
 

に
幼
児
の
骨
を
埋
葬
し
て
、
母
の
胎
内
に
再
び
新
し
い
生
命
が
宿
る
こ
と
を
願
う
思
想
の
あ
ら
わ
れ
か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
 
 

い
る
。
人
々
の
精
神
生
活
も
し
だ
い
に
複
雑
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
縄
文
前
期
以
降
、
日
本
の
植
生
帯
は
西
日
本
は
照
葉
樹
林
帯
、
中
 
 

は
、
ク
リ
、
ク
ル
ミ
、
ト
チ
や
落
葉
性
の
ド
ソ
グ
リ
の
ク
ヌ
ギ
、
ナ
ラ
顆
が
、
ま
た
、
西
日
本
に
は
、
照
菓
性
の
ド
ン
グ
リ
の
シ
 
 

イ
、
カ
シ
額
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
木
の
実
煩
の
な
か
に
は
、
ア
ク
抜
き
を
し
な
い
と
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
 
 

木
の
実
の
貯
蔵
と
農
耕
の
弄
ば
え
 
 

第
二
節
 
縄
文
時
代
 
 
 

図2－2－8 木の実の貯蔵穴  
（山口県岩田遺  
跡「岩田遺跡」  
1974年より）  

部
か
ら
関
東
地
方
に
か
け
て
は
、
落
葉
広
葉
樹
林
帯
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
。
東
日
本
に
 
 

も
多
か
っ
た
。
水
に
さ
ら
し
た
り
、
加
熱
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
 
 

い
ゎ
た
 
 

ふ
な
つ
ば
ら
 
 

み
な
み
か
た
ま
え
い
け
 
 

あ
る
。
縄
文
晩
期
の
岡
山
県
南
方
前
地
道
跡
、
舟
津
原
遺
跡
、
山
口
県
の
岩
田
追
 
 

跡
な
ど
で
、
住
居
た
ち
か
い
谷
あ
い
の
湧
水
の
あ
る
と
こ
ろ
や
地
下
流
水
の
あ
る
と
 
 

こ
ろ
か
ら
ド
ソ
グ
リ
炉
を
保
存
貯
蔵
し
た
と
み
ら
れ
る
竪
穴
貯
蔵
穴
が
発
見
さ
れ
て
 
 

い
る
こ
と
は
、
貯
蔵
穴
群
が
、
水
さ
ら
し
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
 
 

か
が
わ
せ
る
（
囲
2
－
2
1
8
）
。
こ
の
よ
う
に
、
縄
文
人
が
、
単
に
木
の
実
類
を
採
 
 

集
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
保
存
、
貯
蔵
し
て
年
間
の
食
料
と
し
て
い
た
こ
と
 
 

は
、
当
時
す
で
に
木
の
実
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
ま
で
も
推
測
さ
せ
る
も
の
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第
二
草
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
ク
抜
き
法
の
習
得
ほ
、
発
見
ほ
困
難
で
あ
る
が
、
ク
ズ
や
ワ
ラ
ビ
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ヒ
 
 

ョ
ウ
タ
ン
や
ア
ワ
、
ソ
バ
な
ど
も
当
然
食
用
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
晩
期
の
追
跡
か
ら
土
掘
り
具
と
み
ら
れ
る
打
製
の
石
斧
 
 

や
収
穫
具
の
磨
製
の
石
鎌
状
石
器
や
石
庖
丁
形
石
器
が
出
土
す
る
こ
と
は
、
根
茎
類
を
掘
っ
た
り
、
雑
穀
類
を
刈
っ
て
食
料
に
し
て
 
 

い
た
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
、
初
歩
的
な
農
耕
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
採
集
生
活
の
行
き
づ
ま
り
と
と
も
に
、
新
 
 

し
い
食
料
生
産
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

熊
野
町
の
縄
文
時
代
遺
跡
に
は
、
ハ
グ
イ
原
遺
跡
、
道
上
追
跡
、
柳
ノ
本
道
跡
、
東
深
原
遺
 
 
熊
野
町
周
辺
の
縄
文
時
代
遺
跡
 
 
 
雪
ち
 
 

跡
、
畦
地
道
跡
、
九
ノ
通
過
跡
な
ど
が
あ
る
。
調
査
さ
れ
た
例
が
な
く
細
か
な
内
容
ほ
明
ら
か
 
 

で
な
い
が
、
縄
文
時
代
全
般
に
わ
た
る
土
器
、
石
群
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
 
 
 

ハ
グ
イ
原
遺
跡
 
熊
野
町
大
字
呉
地
字
ハ
グ
イ
原
 
 

ゆ
う
け
い
せ
ん
と
う
き
 
 
 

熊
野
町
の
南
端
に
ち
か
い
呉
地
ダ
ム
付
近
に
位
置
す
る
。
ダ
ム
の
工
事
中
に
有
茎
尖
頭
器
一
点
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
尖
頸
器
 
 

は
、
先
端
部
を
わ
ず
か
に
欠
失
す
る
が
、
現
存
で
長
さ
八
ニ
ー
セ
ソ
チ
、
幅
l
一
・
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
〇
・
八
セ
ソ
チ
の
柳
葉
形
を
な
 
 

か
え
り
 
 

し
、
断
面
ほ
変
形
で
あ
る
。
基
部
に
は
、
短
か
い
逆
刺
を
も
っ
て
お
り
、
両
面
と
も
長
細
の
平
行
剥
離
調
整
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
 
 

ヾニニ＞・  

図2－2－9 ／、グイ  

原遺跡出土有茎尖頭器  

る
（
図
2
2
9
）
。
狩
猟
用
の
槍
先
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
 
 

あ
ろ
う
。
単
独
で
採
集
さ
れ
た
も
の
で
、
時
期
や
遺
跡
の
内
容
な
 
 

ど
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
形
態
や
調
整
の
特
徴
 
 

か
ら
み
て
土
器
出
現
以
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

呉
地
才
ノ
神
の
河
岸
段
丘
上
か
ら
も
出
土
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
 
 

が
、
遣
物
が
散
逸
し
て
お
り
、
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
。
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■「‾叫尤父」：㌫∴－こ」∴  

図2－2－川 道上遺跡  

回2－2－11道上追跡出土の縄文土器   
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内
面
は
粂
疾
調
整
の
ほ
ど
こ
さ
れ
た
薄
手
の
土
器
（
園
2
－
2
1
1
1
・
 
 

1
）
や
内
外
面
と
も
に
貝
殻
に
よ
る
粂
痕
調
整
の
ほ
ど
こ
さ
れ
た
土
器
（
図
2
－
2
－
1
1
・
3
）
な
ど
縄
文
前
期
の
土
器
が
あ
り
、
ま
 
 

た
、
土
器
表
面
に
縦
に
走
る
条
疾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
（
囲
2
2
－
1
1
・
4
）
や
口
縁
端
部
に
細
か
な
紀
文
の
め
ぐ
る
も
の
（
園
2
 
 

－
2
－
1
1
・
5
）
な
ど
も
み
つ
か
っ
て
い
る
。
縄
文
後
期
ご
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

い
し
き
じ
く
き
び
が
た
ぇ
ぐ
 
 
石
器
で
は
、
石
錐
、
石
匙
、
ス
ク
レ
ー
パ
ー
、
楔
形
石
器
な
ど
が
み
つ
か
っ
て
い
る
（
囲
2
－
2
－
ほ
）
。
石
鎌
に
は
、
基
部
に
決
 
 

り
の
あ
る
も
の
（
凹
基
式
）
と
基
部
が
直
線
的
な
も
の
（
平
基
式
）
、
基
部
が
尖
る
も
の
（
凸
基
式
）
の
三
種
が
あ
る
。
基
部
に
挟
り
の
あ
 
 

る
グ
ル
ー
プ
に
は
、
決
り
が
深
く
て
三
角
形
に
ち
か
い
形
の
も
の
と
細
身
で
決
り
が
浅
く
、
二
等
辺
三
角
形
に
ち
か
い
も
の
と
が
あ
 
 
 

第
二
葦
 
原
始
∵
古
代
（
考
古
）
 
 

図2－2－12 道上遺跡出土の縄文土器   

道
上
遺
跡
 
熊
野
町
大
字
萩
原
字
道
上
 
 
 

南
か
ら
北
へ
の
び
る
丘
陵
先
端
部
に
位
置
し
、
遺
跡
の
前
に
は
道
 
 

上
川
が
東
か
ら
西
へ
流
れ
て
い
る
（
囲
2
1
2
－
1
0
）
。
遣
物
は
、
低
 
 

い
丘
陵
の
東
側
か
ら
北
側
に
か
け
て
の
緩
や
か
な
斜
両
か
ら
採
集
さ
 
 

れ
て
お
り
、
か
な
り
広
い
範
閉
に
わ
た
っ
て
追
跡
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
 
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
縄
文
土
器
、
石
器
、
剥
片
煩
が
多
数
採
集
さ
れ
 
 

て
お
り
、
石
器
は
五
〇
点
以
上
に
及
ん
で
い
る
。
土
器
で
は
、
表
面
 
 

か
い
が
ち
じ
よ
う
こ
ん
 
 

に
ミ
ミ
ズ
バ
レ
状
の
隆
帯
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
内
面
は
貝
殻
粂
病
に
 
 

よ
り
調
整
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
（
国
2
2
－
1
1
・
2
）
。
九
州
の
蹄
式
 
 

系
統
の
土
器
で
、
縄
文
前
期
前
半
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
は
 
 

か
、
表
面
に
大
型
の
C
字
状
の
連
続
す
る
爪
形
文
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
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第
二
草
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

図2－2－14 例ノ赤遺跡  

る
。
つ
く
ら
れ
た
時
期
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
 
 

が
、
三
角
形
に
ち
か
く
、
両
脚
が
角
状
を
な
し
、
挟
り
が
深
 
 

く
て
丸
く
な
る
形
態
の
も
の
は
、
縄
文
早
期
の
押
型
文
士
界
 
 

に
伴
う
例
が
多
い
。
ま
た
、
側
線
が
内
反
り
で
、
上
部
に
段
 
 

を
も
つ
も
の
は
、
縄
文
晩
期
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
基
部
 
 

の
尖
る
も
の
は
、
周
辺
地
域
で
は
、
輝
例
は
少
な
い
が
、
呉
 
 

は
し
ま
き
と
ぎ
 
市
郷
原
遺
跡
や
岡
山
県
羽
島
貝
塚
、
里
木
貝
塚
な
ど
の
出
土
 
 

例
か
ら
縄
文
前
期
ご
ろ
の
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
石
匙
は
二
 
 

点
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

い
ず
れ
も
横
形
の
も
の
で
、
上
端
の
つ
ま
み
部
と
下
端
の
 
 

刃
部
に
調
整
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
の
は
じ
め
 
 

ご
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

柳
ノ
本
道
跡
 
熊
野
町
大
字
平
谷
字
柳
ノ
本
 
 
 

東
北
に
の
び
る
丘
陵
の
先
端
部
に
位
置
し
、
丘
陵
の
東
側
 
 

を
流
れ
る
平
谷
州
か
ら
の
高
さ
は
、
約
一
〇
～
二
〇
メ
ー
ト
 
 

ル
で
あ
る
（
図
2
－
2
－
1
4
）
。
採
集
さ
れ
た
遣
物
に
は
、
石
 
 

蕗
、
ス
ク
レ
ー
パ
ー
、
剥
片
煩
が
あ
る
（
図
2
－
2
－
1
5
）
。
 
 

石
嫉
は
、
基
部
に
決
り
の
あ
る
凹
基
式
と
決
り
の
な
い
平
基
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内
反
り
気
味
で
上
部
に
段
の
つ
く
細
身
の
も
の
と
が
あ
る
。
ス
ク
レ
ー
パ
Ⅰ
ほ
、
両
側
辺
が
細
か
く
調
整
さ
れ
て
刃
と
な
っ
て
い
 
 

る
。
獣
の
解
体
、
皮
は
ぎ
な
ど
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
は
か
、
定
型
的
な
石
器
で
な
い
が
、
加
工
の
は
ど
こ
さ
れ
た
剥
 
 

片
も
出
土
し
て
い
る
。
石
器
・
剥
片
の
特
徴
か
ら
み
て
縄
文
時
代
の
全
般
に
わ
た
る
遺
物
と
お
も
わ
れ
る
。
 
 
 

東
探
原
追
跡
 
熊
野
町
大
字
新
宮
字
深
原
 
 

発
二
節
 
縄
文
時
代
 
 

式
と
が
あ
り
、
決
り
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
で
は
、
 
 

．・、1・  一‾－：、・ ▲＝てゝ  

二
等
辺
三
角
形
に
ち
か
く
、
決
り
の
や
や
深
い
も
の
と
挟
り
が
浅
く
、
側
辺
が
や
や
 
 

∴－、∴‥、．  
図2－2－15 柳ノ本道跡出土の石器  
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前
節
で
紹
介
し
た
局
部
磨
製
石
斧
の
ほ
か
、
磨
製
石
斧
一
点
と
石
皿
、
磨
石
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
磨
製
石
斧
ほ
、
基
部
が
少
し
 
 

り
ゆ
う
も
ん
が
ん
 
 

欠
損
す
る
が
、
長
さ
一
六
・
七
セ
ン
チ
、
厚
さ
三
・
四
セ
ン
チ
の
大
き
さ
が
あ
る
。
流
紋
岩
製
の
扁
平
な
石
を
使
用
し
、
研
磨
を
 
 

さ
つ
こ
ん
 
 

加
え
て
い
る
。
刃
部
は
丸
く
両
刃
で
、
使
用
痕
と
み
ら
れ
る
細
か
な
擦
痕
が
み
と
め
ら
れ
る
（
図
2
1
2
1
1
6
、
1
7
）
。
基
部
の
片
面
に
 
 

は
、
長
方
形
の
や
や
く
ぼ
ん
だ
部
分
が
み
ら
れ
る
。
柄
を
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
住
居
の
建
築
材
の
伐
り
出
し
や
加
工
に
 
 

使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
石
皿
、
磨
石
（
図
2
1
2
1
柑
、
1
9
）
は
、
木
の
実
煩
を
砕
き
、
す
り
つ
ぶ
し
て
粉
に
す
る
道
具
と
い
 
 

わ
れ
て
お
り
、
縄
文
時
代
の
食
品
加
工
の
方
法
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
葦
 
原
始
・
舌
代
（
考
古
）
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第
二
節
 
縄
文
時
代
 
 
 

図2－2－18 東探原追跡出土の石皿・磨石  

畦
地
遺
跡
 
熊
野
町
大
字
初
神
字
瞳
地
 
 
 

西
か
ら
東
へ
の
び
る
低
丘
陵
の
先
端
部
に
位
置
し
て
い
 
 

る
。
尖
頭
器
一
点
、
石
鍍
一
点
（
園
2
1
2
－
讐
の
ほ
か
 
 

歴
史
時
代
の
土
師
質
土
器
片
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
尖
頭
 
 

器
ほ
、
長
さ
四
・
〇
セ
ン
チ
、
厚
さ
〇
・
九
セ
ン
チ
の
水
 
 

晶
製
で
断
面
は
菱
形
で
あ
る
。
器
体
と
基
部
の
境
は
明
瞭
 
 

で
な
い
が
、
基
部
を
逝
二
等
辺
三
角
形
に
つ
く
り
出
し
て
 
 

お
り
、
有
茎
尖
頭
器
と
み
ら
れ
る
。
先
端
は
鋭
さ
に
欠
け
 
 

る
が
、
縁
辺
部
に
調
整
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
石
鋳
は
 
 

正
三
角
形
を
口
王
し
、
基
部
の
決
り
は
深
い
。
安
山
岩
製
の
 
 

た
て
な
が
は
く
へ
ん
 
 

縦
長
剥
片
を
素
材
と
し
、
表
装
両
面
と
も
加
工
調
整
が
ほ
 
 

ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
縄
文
早
期
ご
ろ
の
も
の
と
 
 

推
定
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
熊
野
町
の
縄
文
時
代
追
跡
は
、
標
高
二
 
 

〇
〇
～
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
熊
野
盆
地
の
縁
辺
で
、
 
 

盆
地
へ
の
入
口
部
や
熊
野
川
、
二
河
川
お
よ
び
そ
の
支
流
 
 

の
形
成
し
た
沖
積
低
地
を
前
面
に
の
ぞ
む
小
高
い
場
所
に
 
 

位
置
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
う
し
た
場
所
は
、
食
料
と
な
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産
出
す
る
石
材
が
持
ち
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
ほ
、
当
時
か
ら
か
な
り
広
 
 

い
範
囲
に
及
ぶ
文
化
的
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
町
内
に
残
さ
れ
た
遺
跡
・
遣
物
か
ら
推
測
し
て
、
 
 

当
時
の
人
々
の
生
活
ほ
、
狩
猟
と
木
の
実
の
採
集
を
中
心
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
 
 
 

第
二
葦
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

図2－2－19 東深原迫跡出土の石Jm．・磨石  

＋
 
 
 

る
獣
炉
が
集
ま
り
や
す
く
、
ま
た
、
狩
り
の
し
や
す
い
場
所
で
も
あ
っ
 
 

た
こ
と
を
よ
く
し
め
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
は
、
土
器
、
石
 
 

器
、
剥
片
煩
が
採
集
さ
れ
て
い
る
が
、
土
器
に
は
、
九
州
系
統
の
土
器
 
 

が
み
ら
れ
、
ま
た
、
石
器
で
は
、
冠
山
（
広
島
）
や
金
山
（
香
川
）
産
出
の
 
 

安
山
岩
と
姫
島
（
大
分
）
、
隠
岐
（
島
根
）
産
出
の
黒
曜
石
が
多
く
使
わ
れ
 
 

て
い
る
。
金
山
、
姫
島
の
よ
う
に
熊
野
町
か
ら
直
線
拒
離
に
し
て
一
〇
 
 

〇
キ
ロ
を
超
え
、
隠
岐
の
よ
う
に
二
〇
〇
キ
ロ
も
離
れ
た
遠
い
場
所
で
 
 

ゼ2ゝ 
2  
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図2－2－201唾地追跡出  

土の石器  
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