
縄
文
時
代
に
続
く
弥
生
時
代
は
、
米
作
り
を
主
に
し
た
農
業
社
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
社
会
は
、
縄
文
時
代
に
 
 
 

稲
作
農
業
の
伝
播
 
 

は
な
か
っ
た
階
級
が
生
ま
れ
、
国
家
の
成
立
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
弥
生
時
代
は
、
 
 

紀
元
前
三
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
ご
ろ
ま
で
続
き
、
主
に
土
器
の
変
化
か
ら
前
・
中
・
後
期
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
 
 

る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
文
化
は
、
縄
文
文
化
を
基
礎
に
、
多
く
の
大
陸
系
文
化
の
影
響
を
受
け
て
成
立
発
展
し
た
。
 
 

中
国
に
お
い
て
は
、
す
で
に
前
漢
の
武
帝
が
領
土
を
拡
大
し
、
朝
鮮
半
島
に
勢
力
を
伸
張
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
漢
文
化
ほ
、
日
本
へ
 
 

も
強
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
稲
作
袋
業
の
伝
播
と
金
属
器
の
伝
来
は
、
弥
生
文
化
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
要
 
 

素
と
な
っ
た
。
 
 
 

稲
作
農
業
は
、
中
国
揚
子
江
下
流
あ
た
り
か
ら
朝
鮮
半
島
南
西
部
を
経
由
し
て
北
九
州
に
移
入
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
稲
作
を
 
 

行
う
の
に
適
し
た
低
湿
地
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
縄
文
時
代
の
終
り
ご
ろ
に
は
沿
岸
部
ぞ
い
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
ら
し
い
。
 
 

九
州
や
瀬
戸
内
、
日
本
海
の
沿
岸
の
弥
生
時
代
前
期
の
追
跡
の
多
く
は
、
低
地
に
位
置
し
、
下
層
に
は
縄
文
晩
期
の
土
器
、
石
器
類
 
 

な
ば
た
け
 

い
た
つ
け
 
 

の
伴
う
も
の
が
多
い
。
佐
賀
県
東
畑
遺
跡
、
福
画
県
板
付
遺
跡
な
ど
で
は
、
紀
文
晩
期
の
層
か
ら
炭
化
米
や
水
田
址
が
発
見
さ
れ
て
 
 

う
き
く
ん
で
ん
 

な
ご
え
 
 

お
り
、
佐
賀
県
宇
木
汲
田
貝
塚
や
長
崎
現
山
ノ
寺
遺
跡
、
広
島
児
帝
釈
名
越
岩
陰
遺
跡
な
ど
で
は
、
縄
文
晩
期
の
土
器
の
底
部
に
粗
 
 

の
圧
痕
が
つ
い
た
も
の
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
縄
文
晩
期
の
人
々
の
生
活
の
な
か
に
、
す
で
に
稲
作
が
受
 
 

け
入
れ
ら
れ
て
い
た
地
域
も
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
菜
畑
追
跡
、
板
付
遺
跡
な
ど
で
は
水
路
や
矢
板
で
区
画
さ
れ
た
水
田
址
と
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が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
弥
生
時
代
の
は
じ
め
、
在
来
の
短
身
、
短
頭
の
銘
文
人
よ
り
背
が
高
く
て
、
長
頭
の
人
々
が
大
陸
 
 

か
ら
渡
来
し
、
縄
文
人
と
の
混
血
に
よ
っ
て
新
た
な
弥
生
人
が
誕
生
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
渡
来
着
 
 

た
ち
の
数
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
後
続
す
る
渡
来
老
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
長
身
、
長
頭
と
い
う
形
質
は
、
し
だ
い
 
 
 

第
二
章
 
原
始
・
古
代
（
考
古
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に
し
か
わ
づ
 
 

た
て
ぎ
ね
 
 

も
ろ
た
ぐ
わ
 
 

と
も
に
、
諸
手
鍬
、
ま
ぐ
わ
、
え
ぶ
り
、
石
庖
丁
、
石
鎌
、
竪
杵
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
し
、
日
本
海
沿
岸
の
松
江
市
の
西
川
辞
退
 
 

跡
か
ら
は
、
弥
生
前
期
の
木
製
鋤
、
鍬
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
鋤
や
鍬
は
、
土
を
掘
っ
た
り
、
糾
し
た
り
、
土
を
す
く
た
め
の
道
 
 

し
ろ
 
 

具
で
あ
り
、
え
ぶ
り
や
ま
ぐ
わ
は
、
水
田
の
代
か
き
用
と
し
て
、
石
庖
丁
、
石
鎌
な
ど
は
稲
穂
摘
み
具
と
し
て
使
わ
れ
た
。
ま
た
、
 
 

竪
杵
ほ
、
籾
の
脱
穀
用
と
し
て
重
要
な
道
具
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
水
田
址
や
機
能
的
に
分
化
し
た
農
具
の
発
見
 
 

は
、
九
州
や
本
州
西
端
地
域
で
の
稲
作
が
、
大
陸
か
ら
の
伝
来
当
初
か
ら
あ
る
程
度
完
成
さ
れ
た
形
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
に
初
期
の
稲
作
は
、
小
規
模
で
し
か
も
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
収
穫
量
も
多
く
は
の
ぞ
め
な
 
 

か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
住
居
の
近
く
の
徴
高
地
で
は
、
ウ
リ
、
ア
ワ
、
ム
ギ
、
ヒ
エ
な
ど
の
副
次
的
な
畑
作
物
を
栽
培
し
た
り
、
狩
 
 

猟
、
漁
扮
と
い
っ
た
前
代
か
ら
の
採
集
に
も
大
い
に
依
存
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
広
島
市
の
中
山
貝
塚
で
は
、
弥
生
前
期
か
ら
 
 

中
期
の
貝
層
か
ら
、
弥
生
土
器
、
石
斧
、
石
庖
丁
の
ほ
か
大
量
の
貝
殻
、
石
鍍
、
骨
針
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
人
々
の
生
活
が
稲
 
 

作
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
狩
り
や
漁
 捗
、
木
の
実
の
採
集
も
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
稲
作
の
開
始
は
、
自
然
の
動
・
植
物
の
採
集
に
よ
っ
て
維
持
し
て
い
た
縄
文
時
代
の
生
活
と
違
っ
て
人
々
の
生
活
を
定
 
 

着
的
な
も
の
と
し
た
。
人
々
は
、
一
定
の
場
所
に
住
居
を
構
え
、
稲
作
農
業
の
暦
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
を
は
じ
め
た
。
こ
れ
は
 
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
口
の
増
加
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
 

弥
生
人
と
コ
メ
 
 

本
州
西
端
の
山
口
県
土
井
ケ
浜
遺
跡
で
は
弥
生
前
期
の
多
数
の
人
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
る
餌
謹
㍍
諾
鑓
鮎
Ⅷ
 
 

㍍
鰐
諸
寄
和
。
葬
ら
れ
た
弥
生
人
は
、
縄
文
人
や
古
墳
時
代
人
に
く
ら
べ
る
と
長
身
、
長
頭
で
あ
っ
た
こ
と
 
 

8β  



に
在
来
の
人
々
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
特
質
を
失
い
、
つ
ぎ
の
古
墳
時
代
に
は
、
再
び
短
身
、
短
頭
の
形
質
に
戻
っ
て
し
ま
っ
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
粗
相
鞍
配
謂
Ⅵ
謎
ハ
軍
 
こ
の
弥
生
前
期
の
長
身
化
は
、
本
州
西
端
な
含
む
、
北
九
州
地
方
に
 
 

限
ら
れ
て
お
り
、
他
の
地
域
に
お
い
て
は
、
縄
文
人
の
系
譜
を
ひ
い
た
人
々
が
、
新
し
い
稲
作
文
化
の
伝
播
と
と
も
に
弥
生
人
へ
衣
 
 

が
え
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
弥
生
時
代
人
ほ
、
コ
メ
を
主
食
と
し
た
。
コ
メ
は
、
今
の
コ
メ
と
同
様
に
「
日
本
型
」
に
属
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
栽
培
稲
は
、
狭
長
粒
の
「
印
度
型
」
と
短
粒
の
「
日
本
型
」
と
そ
の
「
中
間
型
」
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
日
 
 

本
で
発
見
さ
れ
た
古
代
米
は
、
す
べ
て
日
本
型
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
日
本
に
ち
か
い
大
陸
の
ど
こ
か
に
栽
培
の
根
拠
を
も
っ
た
 
 

も
の
が
移
入
し
て
き
た
も
の
と
み
る
証
明
に
も
な
っ
て
い
る
。
稲
の
渡
来
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
、
中
国
の
古
代
米
の
例
か
ら
 
 

み
て
、
中
国
揚
子
江
下
流
付
近
か
ら
朝
鮮
半
島
南
西
部
を
経
由
し
て
、
背
の
高
い
渡
来
人
と
と
に
伝
播
し
た
と
す
る
見
方
が
有
力
で
 
 

あ
る
D
こ
う
し
て
北
九
州
地
方
で
始
ま
っ
た
農
耕
生
活
も
、
時
代
の
進
展
と
と
も
に
増
加
し
た
人
口
の
生
活
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
 
 

は
、
し
だ
い
に
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
弥
生
時
代
の
中
ご
ろ
以
降
に
な
る
と
、
人
々
は
積
梗
的
に
水
 
 

田
の
開
墾
を
ほ
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
下
水
位
が
低
く
て
耕
作
に
適
さ
な
か
っ
た
土
地
に
土
木
工
蔀
を
し
て
水
を
引
き
、
水
路
 
 

あ
ぜ
 
や
畦
に
は
矢
板
や
杭
を
う
ち
こ
ん
で
整
備
し
て
い
っ
た
8
そ
し
て
低
湿
地
に
限
ら
ず
内
陸
部
や
山
間
部
に
ま
で
水
田
を
ひ
ろ
げ
て
い
 
 

っ
た
の
で
あ
る
D
広
島
県
の
三
次
盆
地
や
世
羅
台
地
、
西
条
盆
地
の
追
跡
を
は
じ
め
、
熊
野
町
の
白
石
遺
跡
、
大
水
両
地
遺
跡
、
狐
 
 

城
遺
跡
な
ど
で
、
弥
生
中
期
以
降
の
土
器
、
石
器
が
み
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
広
島
県
の
内
陸
奥
部
に
稲
作
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
 
 

の
が
弥
生
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
弥
生
後
期
に
な
る
と
、
東
日
本
に
お
い
て
も
大
規
模
な
水
田
 
 

が
出
現
し
て
く
る
。
静
岡
県
登
呂
遺
跡
で
は
、
矢
板
を
う
ち
こ
ん
で
保
護
し
た
幅
の
広
い
旺
と
水
路
に
よ
っ
て
整
然
と
区
画
さ
れ
た
 
 

ひ
だ
か
 
水
田
址
が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
図
2
－
つ
了
1
）
。
ま
た
、
群
馬
県
旦
口
還
跡
で
も
約
四
〇
面
の
水
田
址
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
稲
作
 
 

技
術
が
大
い
に
進
歩
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
登
呂
遺
跡
の
水
田
の
場
合
、
水
田
は
八
四
〇
～
二
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
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え
、
海
の
幸
や
山
の
幸
を
食
べ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
考
え
て
も
明
白
で
あ
 
 

た
も
 
 

る
。
海
の
辛
は
、
錯
、
ヤ
ス
、
釣
針
、
網
、
手
網
な
ど
を
使
っ
て
魚
を
と
っ
た
だ
け
で
な
く
、
カ
キ
、
ハ
マ
グ
リ
、
ア
ワ
ビ
、
タ
ニ
 
 

シ
、
シ
ジ
ミ
な
ど
の
貝
類
も
好
ん
で
食
べ
て
い
た
。
広
島
市
の
中
山
貝
塚
や
西
山
遺
跡
な
ど
で
大
量
の
貝
殻
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
 
 

と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
コ
壷
を
使
っ
て
タ
コ
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
、
多
く
の
タ
コ
壷
の
出
土
が
証
明
す
る
と
こ
 
 

ろ
で
あ
る
。
山
の
幸
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
な
ど
の
獣
は
、
蛋
白
源
と
し
て
重
要
な
食
料
と
な
っ
た
こ
と
は
無
論
の
こ
と
、
皮
、
 
 

角
、
骨
は
、
衣
服
や
生
産
生
活
用
具
と
し
て
大
切
な
材
料
と
な
っ
た
。
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
動
物
骨
を
み
る
と
、
縄
文
時
代
に
く
ら
 
 

ど
う
た
く
 
べ
て
シ
カ
の
骨
は
少
な
く
な
り
、
イ
ノ
シ
シ
の
骨
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
シ
カ
は
、
土
器
や
銅
鐸
の
絵
に
よ
く
描
か
れ
て
い
た
り
、
 
 

ぱ
つ
こ
つ
 
 

占
い
用
の
卜
骨
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
シ
カ
を
神
に
つ
か
え
る
動
物
と
し
て
み
る
信
仰
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
た
 
 

め
シ
カ
よ
り
イ
ノ
シ
シ
を
多
く
捕
獲
し
て
食
料
に
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
山
の
幸
で
は
、
こ
の
ほ
か
、
ク
リ
、
シ
イ
、
ト
チ
な
ど
の
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図23－1登呂遺跡の水田址  

（『日本考古学の視点』  

（上）、1974年より）  

み
な
く
ち
 
 

前
後
の
大
き
さ
が
あ
り
、
水
口
（
取
水
口
）
と
あ
と
ロ
 
 

（
排
水
口
）
が
設
け
ら
れ
、
稲
の
生
育
に
応
じ
て
水
を
 
 

調
節
す
る
方
法
も
と
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
、
 
 

お
お
あ
し
た
げ
た
 
 

え
ぶ
り
、
大
足
、
田
下
駄
な
ど
の
発
見
ほ
、
水
田
面
 
 

か
く
は
ん
 
の
高
低
を
な
ら
し
、
水
と
泥
と
を
按
排
し
て
水
も
ち
 
 

を
よ
く
す
る
た
め
の
代
か
き
や
田
植
な
ど
も
行
わ
れ
 
 

て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
 
 

人
々
が
コ
メ
を
主
食
と
す
る
 
 
 

海
の
幸
と
山
の
幸
 
 

生
活
を
は
じ
め
た
と
は
い
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図23－2 復元中の裏謀7く付言（三次苗Eけ亡rrJl阻戸「址）  

木
の
実
や
ヤ
マ
イ
モ
、
ユ
リ
根
、
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
な
ど
も
食
べ
 
 

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
球
根
類
は
遣
存
し
に
く
い
た
め
、
 
 

痕
跡
は
み
つ
か
ら
な
い
が
、
北
九
州
地
方
の
弥
生
遺
跡
で
 
 

は
、
木
の
実
規
を
貯
蔵
し
た
貯
蔵
穴
が
多
く
み
つ
か
っ
て
い
 
 

る
し
、
広
島
県
内
で
も
住
居
に
付
設
さ
れ
た
貯
蔵
用
竪
穴
が
 
 

み
つ
か
る
例
が
多
い
。
 
 

は
、
円
形
、
方
形
、
隅
の
丸
い
方
形
な
ど
が
あ
る
が
、
後
期
 
 

に
は
方
形
の
も
の
が
多
く
な
る
。
床
の
周
囲
の
壁
ぞ
い
に
 
 

は
、
浅
く
て
幅
の
狭
い
溝
の
め
ぐ
る
も
の
が
多
い
。
住
居
 
 

は
、
床
に
四
本
の
主
柱
を
た
て
る
の
が
普
通
で
、
そ
れ
に
何
 
 

本
か
の
副
柱
を
配
し
た
も
の
や
壁
の
内
側
に
そ
っ
て
等
間
隔
 
 

に
柱
を
配
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
（
国
2
－
3
－
2
）
。
一
般
 
 

に
床
の
中
央
か
も
し
く
は
一
方
へ
寄
っ
た
と
こ
ろ
に
炉
が
設
 
 

け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
住
居
の
内
側
や
隣
接
し
た
外
側
に
 
 

貯
蔵
用
の
竪
穴
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
住
居
の
面
積
は
、
二
 
 

〇
ち
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の
が
多
い
が
、
広
島
市
安
佐
 
 

住
居
と
集
落
 
 

住
居
は
、
縄
文
時
代
と
同
様
、
竪
穴
住
居
 
 

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
住
居
の
平
面
形
に
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じ
上
⊥
7
ま
え
 
 

北
区
の
城
前
追
跡
の
住
居
址
の
よ
う
竺
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
ち
か
い
大
型
の
も
の
も
存
在
す
る
。
集
会
所
と
か
共
同
作
業
小
屋
 
 

的
性
格
を
も
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
住
居
は
、
数
軒
な
い
し
一
〇
数
軒
が
集
ま
っ
て
集
落
を
構
成
し
、
新
し
い
水
田
の
開
 
 

墾
や
祭
り
の
と
き
に
ほ
、
こ
の
集
落
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
共
同
し
て
行
っ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
集
落
は
、
小
高
い
丘
の
上
に
 
 

え
げ
や
ま
 

ど
こ
う
 
営
ま
れ
た
も
の
が
多
く
、
広
島
周
辺
の
安
佐
北
区
窓
下
山
道
跡
で
ほ
、
丘
陵
尾
根
上
か
ら
五
軒
の
住
居
址
と
土
壌
が
検
出
さ
れ
て
お
 
 

ま
が
め
 
 

り
、
真
亀
遺
跡
で
も
丘
陵
上
の
六
か
所
か
ら
各
々
二
±
一
軒
の
住
居
址
と
土
墳
墓
が
発
見
さ
れ
て
い
る
縄
維
新
雌
…
鵬
甑
措
雛
裾
獅
 
 

な
が
ね
 
 

撰
琵
。
ま
た
、
安
佐
南
区
長
う
子
遺
跡
で
は
、
二
軒
と
四
軒
か
ら
な
る
住
居
址
が
み
つ
か
っ
て
お
り
、
大
谷
遺
跡
で
も
、
二
軒
と
 
 

四
軒
空
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
す
る
住
居
址
が
み
つ
か
っ
て
い
る
棚
離
欝
棺
雛
詣
詔
甥
畔
醐
。
こ
の
よ
う
に
太
田
川
下
流
域
に
お
け
 
 

る
弥
生
後
期
の
集
落
は
、
水
田
と
し
て
の
可
耕
地
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
か
二
～
四
軒
の
住
居
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
す
る
小
さ
な
 
 

ぴ
し
や
も
ん
 
集
落
（
農
業
共
同
体
）
が
各
地
に
点
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
調
査
さ
れ
た
広
島
市
安
佐
南
区
の
毘
沙
門
 
 

だ
い
 
 

台
追
跡
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
初
め
ご
ろ
の
住
居
址
一
〇
〇
軒
以
上
と
二
〇
〇
基
ち
か
く
の
土
壌
（
貯
蔵
穴
な
い
し
 
 

墓
）
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
全
て
が
同
時
期
に
存
在
し
た
も
の
で
ほ
な
い
が
、
い
ま
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
 
 

た
ほ
ど
の
多
く
の
住
居
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
集
落
と
前
述
し
た
小
規
模
な
集
落
と
の
関
係
は
、
 
 

今
後
の
研
究
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
母
村
と
分
村
と
い
っ
た
関
係
が
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
図
2
3
1
3
）
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
、
後
期
に
な
る
と
広
島
湾
岸
で
も
、
標
高
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高
い
と
こ
ろ
に
も
集
落
が
出
現
し
て
く
る
。
高
 
 

ち
せ
い
 
 

地
性
集
落
と
呼
ば
れ
る
退
跡
で
、
眺
望
の
き
く
山
頂
や
山
腹
に
位
置
す
る
こ
と
が
多
い
。
集
落
の
在
り
方
は
、
低
地
の
も
の
と
あ
ま
 
 

り
変
ら
な
い
が
、
通
常
の
農
耕
生
活
は
無
論
の
こ
と
日
常
の
生
活
を
営
む
こ
と
も
き
わ
め
て
不
便
な
場
所
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
 
 

ほ
、
国
家
統
一
の
過
程
の
争
乱
時
に
お
け
る
軍
事
的
性
格
を
も
っ
た
要
塞
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
典
型
的
な
遺
跡
と
L
て
は
、
広
島
 
 

た
か
お
ゃ
ま
 
 

市
西
山
遺
跡
や
廿
日
市
町
高
尾
山
道
跡
な
ど
が
あ
る
。
西
山
遺
跡
は
、
広
島
湾
頭
を
の
ぞ
む
標
高
一
六
一
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
近
く
に
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図2【3－3 丘陵斜面につくられた住居群（岡山県用木山道跡『えとのす』24、19朗＝  
年より）  

あ
り
、
住
居
址
と
貝
塚
か
ら
な
る
。
鉄
鉱
、
銅
鐸
、
骨
鍍
な
ど
の
武
器
 
 

顆
の
出
土
が
旦
止
っ
て
い
る
二
億
尾
山
道
跡
は
、
極
楽
寺
山
（
標
高
六
 
 

九
三
メ
ー
ト
ル
）
の
南
側
山
腹
の
標
高
約
二
六
七
メ
ー
ト
ル
付
近
に
位
 
 

置
し
、
住
居
址
と
と
も
に
多
数
の
土
器
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
い
ず
 
 

れ
も
広
島
湾
を
一
望
で
き
る
場
所
に
あ
り
、
内
海
交
通
の
要
衝
を
見
 
 

張
る
性
格
を
も
っ
た
遺
跡
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

熊
野
町
内
で
は
、
弥
生
中
期
の
壷
、
襲
の
出
土
し
た
大
水
南
地
退
 
 

い
し
ぎ
り
 
跡
、
弥
生
中
期
の
土
器
、
石
鍍
、
石
錐
な
ど
の
み
つ
か
っ
た
白
石
遺
 
 

跡
、
弥
生
後
期
土
器
の
包
含
層
の
み
と
め
ら
れ
る
狐
城
追
跡
な
ど
で
 
 

は
、
集
落
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
が
、
遺
跡
の
立
地
状
態
か
ら
み
 
 

て
、
谷
筋
の
湿
地
を
利
用
し
た
小
規
模
な
農
業
を
営
ん
で
い
た
も
の
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

に
た
 
 

縄
文
土
琴
が
、
煮
炊
き
用
の
鉢
形
土
器
を
基
本
と
し
 
 

途
に
よ
っ
て
器
形
が
分
れ
て
い
た
。
日
常
の
土
器
に
は
、
貯
織
用
、
 
 

煮
炊
用
、
食
卓
用
、
水
の
運
搬
用
が
あ
り
、
儀
式
に
使
用
す
る
土
器
 
 

に
は
、
祭
祀
用
、
埋
葬
用
と
が
あ
っ
た
。
貯
蔵
用
と
し
て
は
、
主
に
 
 

壷
が
使
わ
れ
た
。
藁
は
、
経
文
時
代
の
終
り
ご
ろ
に
ほ
出
現
し
て
い
 
 

弥
生
土
器
 
 

て
い
た
の
に
対
し
、
弥
生
土
器
は
、
は
じ
め
か
ら
用
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る
が
、
弥
生
時
代
に
な
る
と
壷
の
果
た
す
役
割
は
高
く
な
り
、
蛮
と
の
比
率
が
半
々
に
達
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て
き
た
。
稲
作
の
開
始
に
 
 

ょ
っ
て
食
生
活
が
一
新
し
た
結
果
で
あ
り
、
種
籾
の
保
存
、
食
料
の
貯
蔵
な
ど
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
 
 

る
。
煮
炊
用
に
は
琴
か
主
に
使
わ
れ
た
。
藍
は
煮
炊
き
に
便
利
な
よ
う
に
口
が
広
く
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
胴
部
か
ら
底
に
か
け
て
肢
 
 

が
付
着
し
て
い
た
り
、
赤
く
焼
け
た
り
し
た
も
の
が
多
い
。
食
物
の
盛
り
つ
け
に
は
、
鉢
や
高
杯
が
使
わ
れ
、
水
の
運
搬
に
は
、
壷
 
 

が
使
わ
れ
た
。
祭
り
に
使
う
土
器
は
、
弥
生
中
期
以
降
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
高
杯
や
壷
な
ど
を
の
せ
る
器
台
や
底
や
胴
部
 
 

に
孔
の
あ
け
ら
れ
た
垂
や
高
杯
、
小
型
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
土
器
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
、
各
種
の
文
様
で
飾
ら
れ
た
り
、
 
 

赤
く
丹
彩
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
農
耕
社
会
の
成
立
、
進
展
と
と
も
に
農
業
に
関
係
し
た
祭
り
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
し
 
 

め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
埋
葬
用
の
土
帯
で
は
、
九
州
で
は
大
型
の
蜜
が
蜜
柑
専
用
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
が
、
他
の
地
域
で
も
大
型
の
 
 

壷
が
壷
棺
用
と
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
弥
生
土
器
の
製
作
は
、
素
地
作
り
か
ら
は
じ
ま
り
、
成
形
、
調
整
、
施
文
、
焼
 
 

成
の
順
序
で
行
わ
れ
た
。
採
取
し
た
粘
土
は
、
水
を
加
え
て
よ
く
練
っ
て
素
地
を
つ
く
る
が
、
乾
燥
、
焼
成
時
の
ひ
び
割
れ
を
防
止
 
 

し
た
り
、
焼
き
あ
が
り
を
よ
く
す
る
た
め
砂
粒
を
混
入
す
る
こ
と
が
多
い
。
成
形
に
は
、
棒
状
の
粘
土
紐
を
用
い
た
粘
土
帯
の
積
み
 
 

あ
げ
法
に
よ
っ
た
と
み
ら
れ
、
ロ
ク
ロ
は
ま
だ
使
用
し
て
い
な
い
。
形
の
で
き
あ
が
っ
た
土
器
は
、
つ
ぎ
に
は
表
面
を
平
ら
に
し
た
 
 

り
、
薄
く
し
て
、
器
師
の
気
孔
を
ふ
さ
ぐ
た
め
の
調
整
が
加
え
ら
れ
る
。
指
先
や
布
、
ヘ
ラ
な
ど
で
ナ
デ
た
り
、
削
っ
た
り
、
磨
い
 
 

た
り
し
て
器
を
整
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
表
面
に
は
、
ヘ
ラ
や
櫛
歯
状
の
用
具
を
使
っ
て
文
様
を
つ
け
、
最
後
に
平
地
か
凹
地
を
利
 
 

用
し
て
六
〇
〇
～
八
〇
〇
度
の
温
度
で
焼
き
あ
げ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
製
作
さ
れ
た
土
器
も
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
調
 
 

整
や
文
様
の
つ
け
方
な
ど
に
は
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
て
い
る
（
因
2
－
3
－
4
）
。
 
 
 

瀬
戸
内
地
域
の
弥
豊
ロ
リ
期
か
ら
中
期
の
土
器
の
株
式
と
な
っ
て
い
る
中
山
貝
塚
で
ほ
、
前
期
前
半
の
土
器
（
中
山
Ⅰ
式
）
は
、
壷
形
 
 

こ
の
は
も
ん
じ
ゆ
ち
こ
も
ん
 
土
器
些
眉
都
や
胴
部
に
へ
ラ
に
よ
る
木
葉
文
や
重
弧
文
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
整
形
土
器
で
は
、
口
縁
部
の
下
に
二
⊥
二
本
の
へ
ラ
描
き
 
 

ね  
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沈
線
文
の
め
ぐ
る
も
の
を
主
体
と
し
て
い
る
。
前
期
後
半
の
中
山
Ⅱ
式
土
器
で
は
、
壷
形
土
器
は
、
 
 

と
つ
た
い
 
 

文
、
凸
帯
文
が
め
ぐ
り
、
整
形
土
器
で
は
、
口
縁
部
の
下
の
へ
ラ
措
き
沈
線
の
本
数
が
多
く
な
り
、
 
 

は
け
 
 

れ
る
。
表
面
は
、
刷
毛
に
よ
り
よ
く
調
整
さ
れ
て
い
る
。
中
期
前
半
の
中
山
皿
式
土
器
に
な
る
と
、
 
 

ラ
で
な
く
榔
に
変
化
し
、
中
期
中
ご
ろ
の
中
山
Ⅳ
式
土
器
で
は
、
櫛
目
に
よ
る
文
様
が
発
達
す
る
。
 
 

に
櫛
に
よ
る
沈
線
文
や
波
状
文
な
ど
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
が
、
賓
形
土
器
で
は
、
文
様
は
し
だ
い
に
な
く
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
 
 

の
ほ
か
、
丁
寧
に
へ
ラ
磨
き
の
ほ
ど
こ
さ
れ
た
高
杯
も
出
現
し
て
い
る
。
 
 
 

広
島
周
辺
で
は
、
つ
ぎ
の
弥
生
中
期
後
半
の
標
式
と
な
る
よ
う
な
土
器
は
、
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
が
、
断
片
的
な
出
土
資
料
に
よ
 
 

お
お
せ
ん
も
ん
 
 

れ
ば
、
文
様
と
し
て
は
、
凹
線
文
が
出
現
し
、
ロ
緑
部
の
上
端
に
一
～
教
本
の
凹
線
が
め
ぐ
る
も
の
が
多
い
。
表
面
調
整
で
は
、
ヨ
 
 

か
み
ふ
か
b
 
 

コ
ナ
デ
、
ヘ
ラ
削
り
の
も
の
が
増
え
て
く
る
。
つ
ぎ
の
弥
生
後
期
の
土
器
で
は
、
広
島
市
上
深
川
追
跡
出
土
の
土
器
が
標
式
と
な
っ
 
 

て
い
る
。
こ
の
時
期
の
は
じ
め
は
、
口
綾
部
を
中
心
に
凹
経
文
が
盛
行
し
、
壷
の
胴
部
上
半
は
、
椰
描
き
沈
線
文
、
刺
突
文
に
よ
っ
 
 

て
飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
後
半
に
ほ
、
凹
線
文
、
櫛
描
き
沈
線
文
と
も
に
み
ら
れ
な
く
な
り
、
装
飾
性
に
乏
し
く
な
る
。
定
形
 
 

土
器
で
は
、
底
部
が
丸
底
へ
変
り
は
じ
め
る
。
表
面
調
整
を
み
る
と
、
内
面
の
へ
ラ
削
り
調
整
が
全
面
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な
 
 

っ
て
く
る
。
一
般
に
土
器
の
つ
く
り
は
粗
雑
に
な
り
、
日
用
品
と
し
て
の
性
格
が
目
立
っ
て
く
る
。
後
期
の
遺
跡
か
ら
は
、
多
量
の
 
 

土
器
が
出
土
す
る
こ
と
が
多
く
、
一
度
に
多
く
の
土
器
が
製
作
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
弥
生
時
代
に
ほ
、
海
水
を
煮
た
り
、
 
 

焼
い
た
り
し
て
塩
を
つ
く
る
製
塩
も
行
わ
れ
て
お
り
、
瀬
戸
内
沿
岸
地
方
で
も
製
塩
に
使
っ
た
土
器
が
分
布
し
て
い
る
。
専
門
的
な
 
 

塩
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
 
 

磨
製
石
器
群
と
鉄
製
工
具
 
 

稲
作
の
開
始
と
と
も
に
大
陸
系
磨
製
石
器
群
と
鉄
製
工
具
輝
の
出
現
は
、
弥
生
時
代
を
特
色
づ
け
る
 
 

も
中
ら
じ
よ
う
か
た
は
 
 
へ
ん
ペ
い
か
た
は
 
 

ふ
と
が
た
は
ま
ぐ
り
ば
 
 

大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
。
石
製
工
具
に
は
、
大
型
蛤
刃
石
斧
、
柱
状
片
刃
石
斧
、
扁
平
片
刃
石
斧
、
 
 
 

頸
部
や
胴
部
に
沈
線
文
や
烈
点
 
 

一
〇
本
ち
か
い
も
の
も
あ
ら
わ
 
 

壷
、
襲
と
も
施
文
用
具
は
、
へ
 
 

壷
形
土
器
で
は
、
頸
部
、
胴
部
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や
り
が
ん
た
と
う
す
 
 

鉄
器
化
さ
れ
て
い
き
、
石
器
は
消
滅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
鉄
製
工
具
に
は
、
斧
、
鏡
、
刀
子
、
錐
、
の
み
、
た
が
ね
な
ど
が
 
 

あ
る
。
銘
ほ
、
一
般
に
全
長
一
〇
～
一
一
〇
セ
ン
チ
、
身
幅
一
～
一
・
五
セ
ン
チ
で
柄
が
身
を
覆
う
よ
う
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
刃
は
 
 

尖
り
気
味
で
、
少
し
鸞
曲
し
て
お
り
、
木
材
の
表
面
を
削
り
、
平
ら
に
す
る
道
具
で
あ
っ
た
。
鉄
製
工
具
の
出
現
は
、
木
製
品
の
加
 
 

工
を
容
易
に
し
、
こ
の
結
果
、
多
く
の
木
器
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
木
製
曲
㍍
具
の
製
作
に
ほ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
 
 

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
鉄
製
工
具
類
ほ
、
当
初
ほ
大
陸
系
磨
製
石
器
顆
と
と
も
に
大
陸
か
ら
移
入
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
 
 

が
、
中
期
以
降
に
な
る
と
工
具
の
ほ
か
農
具
（
囲
2
－
3
－
6
）
や
武
器
、
祭
祀
用
具
に
も
出
現
し
、
数
も
増
加
し
て
く
る
。
わ
が
国
 
 

で
も
鉄
器
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

第
三
節
 
弥
生
時
代
 
 
 

図2－3－5 磨製石斧煩の着柄例（『古代  

史発掘』4、1975年より）  

の
み
型
石
斧
、
石
錐
な
ど
が
あ
っ
た
。
大
型
蛤
刃
石
斧
は
、
大
形
で
重
量
 
 

の
あ
る
磨
製
石
斧
で
、
原
材
の
伐
り
出
し
や
荒
割
り
血
便
わ
れ
た
（
図
2
－
 
 

3
－
5
）
。
柄
は
棒
状
で
、
先
端
が
や
や
太
く
癌
状
に
つ
く
ら
れ
、
石
斧
を
 
 

と
り
つ
け
る
た
め
の
楕
円
形
の
穴
が
穿
た
れ
て
お
り
、
刃
と
柄
が
平
行
し
 
 

て
取
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
柱
状
片
刃
石
斧
、
扁
平
片
刃
 
 

石
斧
な
ど
は
、
刃
が
柄
と
直
角
に
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
木
材
を
削
っ
た
 
 

L
－
L
▼
 
 

り
、
面
を
整
え
る
手
斧
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
 
 

の
磨
製
石
斧
類
は
、
弥
生
中
期
後
半
以
降
に
な
る
と
、
板
状
の
鉄
斧
に
と
 
 

っ
て
か
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
捌
謂
配
h
娼
猥
和
栗
 
 

針
㌫
≡
雛
Ⅶ
議
彗
綱
紀
。
ま
た
、
後
期
に
は
、
他
の
石
器
頼
も
し
だ
い
に
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し
だ
い
に
大
形
化
、
長
大
化
が
進
み
、
鋒
な
ど
も
幅
広
と
な
っ
て
鋭
利
さ
は
失
わ
れ
、
錫
の
含
有
量
も
少
な
く
な
っ
て
く
る
。
長
さ
 
 

が
八
〇
セ
ン
チ
を
こ
す
長
大
な
銅
矛
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
青
銅
器
は
、
も
は
や
利
器
と
し
て
の
機
能
を
失
く
し
、
利
 
 

器
の
形
を
し
た
祭
器
（
武
器
形
祭
器
）
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
、
当
初
は
、
特
定
個
人
の
所
有
物
と
し
 
 

て
墳
墓
に
副
葬
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
が
、
国
産
化
が
進
み
、
大
形
化
し
て
く
る
の
と
と
も
に
、
墳
墓
で
な
く
集
落
と
は
離
 
 

れ
た
場
所
に
一
括
し
て
哩
納
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
青
銅
器
が
個
人
の
所
有
か
ら
共
同
体
（
ム
ラ
）
の
所
有
へ
と
移
り
、
祭
器
 
 

l
・
㌧
ハ
ー
 
 

と
し
て
製
作
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
広
島
市
安
佐
北
区
の
諸
延
八
幡
神
社
 
 

え
げ
だ
に
 
の
境
内
か
ら
は
江
戸
時
代
に
七
本
の
平
形
銅
剣
が
出
土
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
措
謎
短
鞘
。
ま
た
、
広
島
市
安
芸
区
の
絵
下
谷
遣
 
 

お
お
み
ね
や
ま
 
 

跡
や
尾
道
市
大
峰
山
遺
跡
な
ど
か
ら
も
中
綿
形
銅
剣
が
出
土
し
て
い
る
。
平
形
鋼
剣
は
、
も
っ
と
も
新
し
い
型
式
の
銅
剣
で
あ
る
 
 

が
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
を
中
心
に
分
布
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
海
交
通
の
安
全
を
祈
る
祭
器
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

第
二
葦
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

G喜十    「≡）  

匠≡空風  

、l∴、．‥  

∈≡＝＝＝≡謬  

f   

O  JOc「【  

図2－3－6 鉄製農具頬（『古代史発  

掘』4、1975年より）  

青
銅
繹
も
ま
た
、
弥
生
時
代
を
特
徴
づ
 
 
 

青
銅
器
と
祭
り
 
 

け
る
遣
物
で
あ
る
。
青
銅
器
に
は
、
 
 

ど
ら
か
ど
う
ほ
こ
ど
う
た
く
 
鈍
、
銅
剣
、
銅
尤
、
銅
矛
、
銅
鐸
な
ど
が
あ
る
。
北
九
州
地
 
 

方
に
多
く
分
布
す
る
細
形
の
銅
剣
、
鋼
矛
な
ど
ほ
、
は
じ
め
 
 

ほ
、
墳
墓
に
副
葬
す
る
た
め
の
俵
器
と
し
て
大
陸
か
ら
輸
入
 
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
弥
生
中
期
後
半
以
降
に
 
 

な
る
と
瀬
戸
内
地
方
か
ら
近
畿
地
方
に
か
け
て
、
細
形
の
利
 
 

器
を
祖
形
と
し
て
新
L
い
国
産
（
伐
製
）
の
中
細
形
、
中
広
形
 
 

の
も
の
が
生
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
佑
製
が
進
む
と
形
は
、
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青
銅
祭
器
と
し
て
最
も
代
表
的
な
国
産
青
銅
器
は
銅
鐸
で
あ
る
。
銅
鐸
も
は
じ
め
は
、
高
さ
二
〇
セ
ソ
チ
前
後
の
大
き
さ
で
、
内
 
 

側
に
青
を
つ
り
下
げ
て
、
振
り
鳴
ら
し
て
音
を
聞
く
祭
器
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
大
形
化
、
装
飾
化
し
、
一
三
〇
セ
ン
チ
を
こ
え
 
 

る
高
さ
の
大
形
の
銅
鐸
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
聞
く
銅
鐸
か
ら
見
る
銅
鐸
へ
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
広
島
市
木
の
宗
山
 
 

道
跡
で
は
、
山
腹
の
大
岩
の
下
か
ら
銅
鐸
、
銅
剣
、
飼
犬
が
一
括
し
て
発
見
さ
れ
た
難
軍
報
萄
蛸
瑚
紺
謂
鶴
、
銅
語
調
軒
。
銅
鐸
は
、
 
 

お
う
た
い
も
ん
 

じ
や
し
も
ん
 
 

が
い
え
ん
つ
き
ち
ゆ
う
し
ぎ
 
 

高
さ
一
八
・
九
セ
ン
チ
の
小
型
の
外
線
付
紐
式
で
古
式
の
型
式
の
も
の
で
あ
る
。
文
様
か
ら
積
荷
文
銅
鐸
も
し
く
は
邪
祝
文
鐸
と
呼
 
 

へ
ん
べ
い
ち
ゆ
う
し
ぎ
 
 

ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
世
羅
郡
世
羅
西
町
の
黒
川
か
ら
も
大
き
な
石
の
下
か
ら
、
高
さ
二
一
・
三
セ
ソ
チ
の
扁
平
紐
式
銅
鐸
が
み
つ
 
 

か
っ
て
い
る
（
図
2
－
3
1
7
）
鵬
騨
諾
鮎
相
㌘
瑚
掴
椚
鞄
齢
誹
鋪
詔
ぶ
媚
畑
諜
の
。
こ
れ
ら
の
銅
鐸
も
ま
た
、
日
常
生
活
の
場
か
ら
は
 
 

離
れ
た
丘
陵
上
や
山
腹
の
巨
石
の
下
と
い
っ
た
場
所
に
填
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
集
団
の
共
有
の
祭
器
と
し
て
農
業
に
関
係
 
 

第
三
節
 
弥
生
時
代
 
 
 

図23－7 仲澤西町票川㈹二l二の銅j三て 

し
た
祭
祀
に
使
わ
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
 
 

し
て
、
こ
れ
ら
の
祭
器
は
、
祭
り
の
時
だ
け
と
り
 
 

出
し
て
使
い
、
祭
り
が
終
る
と
再
び
地
中
に
埋
納
 
 

保
管
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
 
 

と
も
え
が
た
ど
う
き
 
 
 

こ
の
は
か
の
青
銅
製
祭
器
に
は
、
巴
型
銅
器
 
 

や
青
銅
斧
な
ど
が
あ
る
。
広
島
市
の
西
山
追
跡
出
 
 

土
の
巴
型
銅
器
は
、
円
錘
状
の
台
座
と
そ
の
下
底
 
 

か
ぎ
 
 

部
に
水
平
に
つ
け
ら
れ
た
釣
状
の
脚
か
ら
な
り
、
 
 

ち
ゆ
う
 
 

産
の
内
側
に
ほ
、
叙
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
紐
を
 
 

通
し
て
身
体
や
器
物
に
装
着
し
て
一
種
の
魔
除
け
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第
二
葦
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

ト
ト
・
■
t
 
 

と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
広
島
市
西
条
町
の
大
横
三
号
遺
跡
で
は
、
竪
穴
式
住
居
址
の
中
か
ら
青
銅
斧
が
出
土
し
て
い
 
 

ほ
こ
か
 
 

る
。
青
銅
斧
ほ
、
武
器
形
祭
器
の
矛
か
支
の
折
れ
た
先
端
部
を
研
磨
し
て
つ
く
っ
た
も
の
で
、
長
さ
五
・
一
セ
ン
チ
、
幅
三
・
四
セ
 
 

ン
チ
、
厚
さ
〇
二
ハ
セ
ン
チ
の
大
き
さ
が
あ
る
。
実
用
性
に
乏
し
く
、
農
業
儀
礼
に
関
係
し
た
祭
り
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
 
 

広
島
県
埋
蔵
文
化
財
調
衣
七
。
 
 

ソ
ク
ー
所
蔵
資
料
に
よ
る
 
 

ち
ょ
う
じ
が
し
ら
 
 
 

ふ
ん
ど
う
が
た
 
 
 

こ
れ
ら
の
青
銅
製
祭
器
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
時
代
の
祭
祀
晶
と
し
て
ほ
、
分
銅
形
土
製
晶
や
大
型
丁
字
頭
土
製
勾
玉
、
丹
塗
り
 
 

の
特
殊
器
台
、
特
殊
壷
、
穿
孔
の
あ
る
土
器
な
ど
が
あ
る
。
分
銅
形
土
製
晶
磨
勾
玉
ほ
、
家
の
軒
先
や
人
の
身
体
に
つ
り
下
げ
ら
 
 

図2－3－8 木棺墓の復元想定園（三次市高平遺跡『広  

島県文化財調査報告』第9集、1971年より）  

つ
ば
か
ん
は
う
け
い
だ
い
じ
よ
う
ほ
う
け
い
し
ゆ
う
こ
う
 
墓
、
箱
式
石
棺
墓
、
壷
棺
韮
、
方
形
台
状
墓
、
方
形
周
溝
墓
な
ど
多
く
の
葬
法
 
 

が
あ
っ
た
が
、
基
本
と
な
る
の
は
、
縄
文
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
た
土
壌
韮
で
あ
 
 

こ
う
ぴ
ら
 
 

っ
た
。
弥
生
時
代
前
期
の
土
塊
芸
、
木
棺
蓋
は
、
三
次
市
高
平
A
号
墓
や
山
 
 

つ
か
さ
こ
 
 

県
郡
千
代
田
町
塚
迫
遺
跡
で
み
つ
か
っ
て
い
る
。
高
平
A
号
墓
で
は
、
丘
陵
尾
 
 

根
上
の
積
石
の
下
か
ら
三
基
の
木
棺
墓
、
土
塊
羞
が
み
つ
か
っ
て
お
り
（
囲
2
 
 

－
3
1
8
）
、
小
規
模
な
家
族
基
的
性
格
を
も
っ
た
墳
墓
と
考
え
ら
れ
る
描
 
 

跳
郡
謂
把
Ⅶ
諸
霊
神
習
壕
迫
追
跡
で
は
、
丘
陵
上
か
ら
八
基
の
土
壌
墓
、
 
 
 

れ
、
魔
除
け
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
特
殊
器
台
や
特
殊
壷
な
ど
は
、
共
 
 

同
体
の
支
配
者
の
埋
葬
と
関
連
し
て
、
共
同
体
の
祭
り
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 

墓
と
副
葬
品
 
 

弥
生
時
代
の
墓
割
に
は
、
北
九
州
地
方
に
分
布
す
る
饗
に
退
 
 

ど
こ
う
 
 

か
め
か
ん
 

L
せ
き
 
 

体
な
埋
納
す
る
築
棺
墓
や
支
石
基
の
ほ
か
、
土
墳
墓
、
木
棺
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木
棺
墓
と
六
基
の
土
器
棺
基
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
土
墳
墓
は
、
長
さ
六
〇
～
一
九
〇
セ
ン
チ
の
長
方
形
、
楕
円
形
の
形
を
な
し
、
 
 

つ
 
上
面
に
墓
標
に
し
た
と
お
も
わ
れ
る
石
の
置
か
れ
た
も
の
や
木
棺
の
押
え
に
し
た
と
お
も
わ
れ
る
詰
め
石
の
み
ら
れ
る
も
の
な
ど
が
 
 

あ
り
、
小
型
の
土
器
の
副
葬
さ
れ
た
も
の
も
存
在
し
た
帽
沌
鵬
加
器
雛
翫
認
印
御
霊
当
望
ま
た
、
弥
生
前
期
か
ら
中
期
の
遺
跡
 
 

と
推
定
さ
れ
る
三
次
市
松
ケ
迫
遺
跡
の
土
塀
基
、
木
棺
墓
（
一
二
基
）
ほ
、
境
は
、
一
〇
〇
～
一
九
〇
セ
ソ
チ
前
後
の
大
き
さ
が
あ
り
、
 
 

境
内
に
は
、
木
棺
の
押
え
に
し
た
と
お
も
わ
れ
る
石
群
の
存
在
す
る
も
の
が
多
い
雛
錮
深
裾
㌘
『
旭
炉
諸
掛
。
つ
ぎ
の
弥
生
中
期
の
 
 

ふ
じ
が
 
 

じ
ん
ど
こ
や
ま
 
 

し
じ
っ
か
ん
お
ば
h
 
 

土
墳
墓
、
木
棺
墓
も
形
や
規
模
は
、
前
期
の
も
の
と
大
差
ほ
な
い
が
、
三
次
市
四
拾
貫
小
原
遺
跡
、
陣
床
山
追
跡
、
東
広
島
市
藤
ケ
 
 

迫
遺
跡
な
ど
で
検
出
さ
れ
た
も
の
は
、
規
模
が
一
四
〇
～
二
八
〇
セ
ソ
チ
で
あ
り
、
前
期
の
も
の
に
く
ら
べ
て
大
形
化
す
る
特
徴
が
 
 

あ
る
。
た
か
に
は
、
二
段
に
掘
り
こ
ま
れ
た
土
塊
墓
も
出
現
L
、
墓
標
石
の
存
在
す
る
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
特
異
な
例
と
し
て
広
 
 

え
ん
と
う
が
た
 
 

島
市
牛
田
早
稲
田
山
遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
円
筒
形
土
墳
墓
も
あ
る
。
 
 

一
 
 

一
 
 
 

策
三
節
 
弥
生
時
代
 
 
 

図2－3－9 壷棺墓（広島市長う子  

遺跡）  

後
期
に
な
る
と
、
土
壌
韮
は
、
二
段
掘
り
こ
み
の
も
 
 

の
が
多
く
な
り
、
埋
葬
の
数
も
増
加
す
る
慣
向
が
み
ら
 
 

は
な
ぞ
の
 
 

れ
る
。
三
次
市
花
園
遺
跡
で
は
、
石
積
み
で
方
形
に
区
 
 

画
さ
れ
た
内
側
に
三
〇
〇
基
ち
か
い
土
塊
墓
、
木
棺
 
 

さ
い
が
ん
じ
 
 

い
し
ぶ
た
 
 

墓
、
石
蓋
土
塊
墓
が
築
か
れ
て
お
り
、
広
島
市
西
顧
寺
 
 

遺
跡
A
地
点
で
も
四
二
基
の
土
塊
墓
、
木
棺
塞
が
検
出
 
 

さ
れ
て
い
る
。
人
口
の
増
加
と
と
も
に
集
落
か
ら
少
し
 
 

離
れ
た
小
高
い
場
所
が
、
集
落
（
ム
ラ
）
の
墓
地
と
し
て
 
 

選
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ノ
 
 

図2－3－10 鍵向山墳墓群配置囲（『賀茂カソトリークラブゴルフ場内遺跡群調査  
報告』1974年より）   

土
壌
某
や
木
棺
墓
以
外
の
壷
棺
墓
や
箱
 
 

式
石
棺
墓
、
石
器
土
墳
墓
な
ど
は
、
弥
生
 
 

後
期
に
な
っ
て
か
ら
多
く
み
ら
れ
る
去
制
 
 

で
あ
る
が
、
千
代
田
町
の
塚
迫
遺
跡
で
 
 

は
、
前
期
の
帝
棺
墓
が
六
基
み
つ
か
っ
て
 
 

い
る
。
埋
葬
に
使
わ
れ
た
壷
ほ
、
高
さ
が
 
 

四
〇
～
八
〇
セ
ソ
チ
の
大
き
さ
が
あ
る
。
 
 

あ
わ
せ
ぐ
ち
 
 

ま
た
、
小
型
の
鉢
や
壷
を
合
わ
せ
た
合
口
 
 

露
棺
墓
も
み
つ
か
っ
て
い
る
。
後
期
の
壷
 
 

て
ら
さ
こ
 

な
が
ね
 
 

棺
墓
は
、
広
島
市
の
寺
迫
遺
跡
や
長
う
子
 
 

た
た
嵐
だ
に
 
 

遺
跡
（
図
2
－
3
－
9
）
、
畳
谷
遺
跡
、
高
 
 

井
遺
跡
（
佐
伯
区
）
な
ど
で
発
見
さ
れ
て
い
 
 

る
が
、
い
ず
れ
も
小
児
用
の
埋
葬
と
考
え
 
 

ら
れ
る
。
 
 

か
ぎ
む
か
い
ゃ
ま
 
 
箱
式
石
棺
墓
に
ほ
、
東
広
島
市
鍵
向
山
 
 

石
棺
墓
（
二
一
基
、
図
2
3
！
1
0
）
、
広
島
 
 

量
る
こ
や
ま
 
 

市
丸
子
山
石
棺
墓
（
一
五
基
以
上
）
な
ど
が
 
 

あ
る
。
さ
ら
に
後
期
以
降
に
な
る
と
、
溝
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や
石
積
み
で
方
形
に
区
画
さ
れ
た
方
形
同
港
韮
や
方
形
台
状
墓
が
あ
ら
わ
れ
、
区
画
さ
れ
た
な
か
に
、
数
十
か
ら
数
百
に
及
ぷ
土
塊
 
 

墓
、
木
棺
墓
、
石
蓋
土
墳
墓
な
ど
が
築
か
れ
た
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
共
同
某
は
、
農
耕
社
会
の
進
展
と
と
も
に
、
農
業
共
同
体
 
 

が
発
達
し
た
結
果
、
共
同
体
の
墓
地
と
し
て
営
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
共
同
墓
で
は
、
形
態
や
 
 

規
模
な
ど
に
大
き
な
違
い
は
な
い
が
、
な
か
に
は
、
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
や
副
葬
品
を
も
つ
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
松
ケ
 
 

く
だ
た
ま
 
 

迫
追
跡
で
は
、
一
二
基
の
土
塊
些
木
棺
墓
の
な
か
で
、
管
玉
と
朱
が
副
葬
さ
れ
た
も
の
が
一
基
み
つ
か
っ
て
い
る
。
藤
ケ
迫
遺
跡
 
 

か
い
わ
 
 

や
鍵
向
山
石
棺
墓
群
で
は
、
石
嫉
の
副
葬
さ
れ
た
も
の
が
一
基
あ
り
、
丸
子
山
石
棺
群
で
は
、
イ
モ
ガ
イ
製
の
貝
輪
を
身
に
つ
け
て
 
 

や
だ
に
 
 

い
た
人
骨
の
発
見
さ
れ
た
石
棺
一
基
が
あ
る
。
ま
た
、
三
次
市
矢
谷
の
方
形
周
溝
墓
で
は
、
七
基
の
土
壌
韮
の
う
ち
、
中
心
と
な
る
 
 

琴
二
号
主
体
か
ら
は
ガ
ラ
ス
小
玉
が
出
土
し
て
お
り
、
土
塊
上
面
か
ら
は
、
供
献
用
土
器
と
某
標
石
も
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
 
 

う
に
共
同
真
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
副
葬
品
や
供
献
祭
祀
用
の
土
器
の
有
無
が
存
在
す
る
こ
と
ほ
、
集
団
墓
か
ら
個
人
墓
へ
変
化
す
 
 

る
過
程
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、
被
葬
者
の
間
に
身
分
的
な
差
が
生
じ
は
じ
め
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
埋
葬
 
 

の
差
は
、
共
同
体
の
な
か
に
あ
っ
て
階
級
差
が
生
じ
ほ
じ
め
た
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
、
＝
副
葬
品
を
所
有
す
る
着
こ
そ
、
共
同
体
の
 
 

指
導
者
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
指
導
者
ほ
、
そ
の
後
は
他
の
共
同
体
と
の
統
廃
合
を
繰
り
 
 

返
し
、
や
が
て
は
、
一
つ
の
地
域
の
支
配
者
と
し
て
の
栴
力
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
 
 

熊
野
町
の
弥
生
時
代
遺
跡
に
は
、
白
石
遺
跡
、
大
水
南
地
追
跡
、
狐
城
遺
跡
、
蛮
地
遺
跡
、
木
綿
地
 
 
 

熊
野
町
の
弥
生
時
代
遺
跡
 
 

遺
跡
な
ど
が
あ
る
。
規
模
、
内
容
の
わ
か
る
も
の
は
な
い
が
、
採
集
さ
れ
た
土
器
や
石
器
か
ら
推
測
 
 

し
て
、
い
ず
れ
も
弥
生
中
期
・
後
期
の
追
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

白
石
遺
跡
 
熊
野
町
大
字
中
溝
字
白
石
 
 
 

石
風
呂
川
左
岸
の
丘
陵
南
側
の
緩
や
か
な
斜
面
に
位
置
す
る
。
標
高
は
約
二
九
五
メ
ー
ト
ル
、
低
地
か
ら
の
高
さ
は
約
五
〇
メ
ー
 
 

第
三
節
 
弥
生
時
代
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図2－3－‖ 白石遺跡出土の石器・弥生土給  

ト
ル
で
あ
る
。
弥
生
土
器
、
石
 
 

器
、
剥
片
、
土
師
器
な
ど
が
採
 
 

集
さ
れ
て
い
る
。
土
器
に
ほ
、
 
 

壷
、
寒
が
あ
り
、
肩
部
に
刺
突
 
 

文
の
め
ぐ
る
も
の
や
肥
厚
し
た
 
 

口
縁
端
部
に
櫛
措
き
沈
線
文
や
 
 

刺
実
の
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
が
 
 

あ
る
（
国
2
－
3
1
1
）
。
内
面
 
 

は
へ
ラ
削
り
に
よ
っ
て
調
整
さ
 
 

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
弥
生
中
 
 

期
後
半
か
ら
後
期
前
半
ご
ろ
の
 
 

土
器
と
お
も
わ
れ
る
。
石
器
ほ
 
 

石
銀
と
石
錐
が
採
集
さ
れ
て
い
 
 

る
。
石
鍍
は
長
さ
二
・
八
セ
ソ
 
 

チ
、
幅
二
セ
ン
チ
、
厚
さ
五
ミ
 
 

リ
の
も
の
と
長
さ
二
セ
ソ
チ
、
 
 

幅
一
二
ハ
セ
ン
チ
、
厚
さ
四
ミ
 
 

リ
の
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
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絆  
空夢  

図2－3－12 白石遺跡出土の石器・弥生土器  

両
面
加
工
で
あ
る
が
調
整
は
粗
い
。
安
山
岩
製
で
あ
る
。
 
 

石
錐
は
先
端
を
欠
失
す
る
が
、
長
さ
二
・
五
セ
ン
チ
で
縁
 
 

辺
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
薄
い
縦
長
の
剥
片
が
 
 

使
わ
れ
て
お
り
、
表
裏
両
面
に
大
き
な
剥
離
再
が
残
っ
て
 
 

い
る
（
図
2
－
3
1
1
2
）
。
 
 
 

大
水
両
地
遺
跡
 
熊
野
町
大
字
出
来
 
 
 

北
か
ら
南
に
の
び
る
丘
陵
先
端
部
に
あ
り
、
標
高
約
二
 
 

一
〇
メ
ー
ト
ル
、
熊
野
川
か
ら
の
高
さ
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
 
 

で
あ
る
。
現
在
付
近
一
帯
は
水
田
と
な
っ
て
お
り
、
水
田
 
 

と
水
田
を
分
け
る
瞳
の
法
面
か
ら
土
器
が
出
土
し
て
い
 
 

る
。
土
器
に
は
壷
と
高
杯
が
あ
る
。
壷
は
口
径
一
五
二
二
 
 

セ
ン
チ
で
ロ
縁
部
ほ
く
の
字
状
に
外
反
し
て
い
る
。
ロ
綾
 
 

部
は
肥
厚
し
て
お
り
、
わ
ず
か
に
凹
線
の
痕
跡
が
残
る
。
 
 

頸
部
に
は
ハ
リ
ツ
ケ
凸
帯
が
め
ぐ
り
、
そ
の
上
に
刻
み
 
 

目
刺
突
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
内
外
面
と
も
へ
ラ
削
り
調
 
 

整
で
あ
る
。
底
部
は
外
面
に
へ
ラ
磨
き
の
痕
跡
が
残
っ
て
 
 

い
る
。
高
杯
は
脚
部
の
上
端
の
み
が
残
っ
て
お
り
、
内
外
 
 

と
も
へ
ラ
削
り
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
い
る
。
茶
灰
色
を
 
 

JO5  



第
二
葦
 
原
始
・
古
代
（
考
古
）
 
 

図2－3－13 大水南地遺跡出土の弥生土語  

呈
し
、
焼
成
は
よ
く
な
い
。
弥
生
中
期
末
か
ら
後
期
前
半
の
も
の
と
 
 

推
定
さ
れ
る
（
図
2
－
3
－
ほ
、
1
4
）
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
道
上
遺
跡
で
は
弥
生
土
器
（
国
2
3
－
1
5
）
が
採
集
さ
 
 

れ
て
お
り
、
石
銀
将
も
町
内
各
地
で
み
つ
か
っ
て
い
る
（
因
2
3
－
 
 

1
6
）
。
九
ノ
通
過
跡
、
大
歳
神
社
下
、
坂
両
大
池
な
ど
で
採
集
さ
れ
 
 

た
石
鎌
は
形
態
、
調
整
か
ら
縄
文
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
 
 

長
尾
遺
跡
、
地
蔵
の
前
、
上
明
な
ど
か
ら
採
集
さ
れ
た
も
の
は
弥
生
 
 

時
代
の
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
熊
野
町
の
弥
生
時
代
遺
跡
ほ
、
弥
生
中
期
後
半
以
降
 
 

に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
 

熊
野
町
に
お
い
て
稲
作
を
基
盤
と
す
る
生
活
が
ほ
じ
ま
っ
た
の
は
、
 
 

弥
生
中
期
以
降
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
 
 

た
、
出
土
遺
物
か
ら
み
て
人
々
は
、
盆
地
の
縁
辺
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
 
 

で
小
規
模
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
 
 

あ
る
。
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図2－3－14 大水両地追跡とtl二【二の弥生二L器  

囲23－15 道上追跡出土の弥生土器   
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図2－3－16 町内各地出土の石器  

1平谷・九ノ通、2・3 出来・大歳神社下、4・5 仕1来・亀田屋上、6・7  

呉地・長尾、8・9 中澤・墓地第2、10・11申渡・坂面大池、12 出来・地蔵  

の前、13・14 呉地・上明、15・16 川角・上の山、17 萩原・大原  
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