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須
玖
式
土
器
の
再
検
討

田

崎

博

之

は

じ

め

lこ

北
部
九
州
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
の
土
器
は
、
従
来
、
鋤
形
口
縁
を
も
っ
聾
形
土
器
・
朝
顔
形
に
ひ
ろ
が
る
口
頭
部
を
も
っ
広
口
の
壷

形
土
器
・
口
縁
部
が
袋
状
に
な
っ
た
細
頚
の
壷
形
土
器
な
ど
に
代
表
さ
れ
、
「
須
玖
式
土
器
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
中
に
時
間

的
な
変
差
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
中
期
土
器
の
編
年
的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
森
貞
次
郎
氏
に
よ
る

3
期
区
分

が
あ
る
。
森
氏
は
一
九
四

O
年
に
弥
生
時
代
の
土
器
編
年
を

I
i
w
M式
に
分
け
、
こ
の
う
ち

w
i
w式
を
中
期
と
し
、
一
九
六
四
年
の
段

階
で
も
こ
の
考
え
方
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
期
土
器
と
と
も
に
袋
状
竪
穴
な
ど
か
ら
出
土
す
る
例
が
あ
り
、
形
状
的
に
も
前

期
土
器
に
ち
か
い
一
群
を
城
ノ
越
式
、
中
期
で
も
典
型
的
で
中
頃
に
比
定
さ
れ
る
須
玖
式
、
御
床
松
原
遺
跡
の
資
料
を
も
と
に
、
後
期
土

器
に
似
た
要
素
を
も
っ
御
床
式
と
し
て
編
年
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
杉
原
荘
介
氏
も
、
福
岡
県
域
ノ
越
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
成
果

か
ら
、
中
期
土
器
を
二
分
し
て
、

E
様
式
土
器
と
E
様
式
土
器
と
し
、
各
々
A
－

B
に
細
分
し
問
。
し
か
し
、
城
ノ
越
遺
跡
が
、
以
後
の

弥
生
文
化
研
究
の
中
心
と
な
っ
た
福
岡
平
野
な
ど
か
ら
地
域
的
に
は
ず
れ
て
い
た
こ
と
、
城
ノ
越
遺
跡
が
河
川
の
氾
濫
原
に
二
次
的
に
堆

積
し
た
遺
物
包
含
層
で
あ
る
と
の
疑
問
な
ど
か
ら
、
森
氏
編
年
が
中
期
土
器
の
編
年
の
基
調
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
小
田
富
士
雄
氏
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須
玖
式
土
器
の
再
検
討

一
六
八

は
、
中
期
の
前
半
に
あ
た
る
須
玖
I
式
、
後
半
に
あ
た
る
須
玖
E
式
、
さ
ら
に
、
中
期
土
器
の
成
立
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
中
期
初
頭

に
あ
た
る
城
ノ
越
式
土
器
を
設
定
し
幻
。
最
近
で
は
、
発
掘
調
査
現
場
で
の
経
験
を
も
と
に
し
て
、
中
期
土
器
を
「
初
頭
、
前
葉
（
前
半
）
、

中
葉
（
中
頃
）
、
後
葉
（
後
半
）
、
末
」
あ
る
い
は
「
初
頭
、
前
半
で
も
古
い
段
階
、
前
半
で
も
新
し
い
段
階
、
後
半
で
も
古
い
段
階
、
後

半
で
も
新
し
い
段
階
」
と
い
っ
た
編
年
感
を
も
っ
研
究
者
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
経
験
に
も
と
e
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、

各
研
究
者
聞
に
は
微
妙
な
考
え
の
差
違
が
あ
り
、
ま
た
充
分
な
型
式
学
的
操
作
が
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
、
福
岡
県

小
郡
市
周
辺
の
資
料
を
用
い
た
片
岡
宏
二
氏
の
中
期
土
器
の
編
年
研
究
は
、
そ
の
整
理
の
意
味
で
は
評
価
す
べ
き
も
の
で
は
あ
お
。
こ
の

ほ
か
、
橋
口
達
也
氏
は
、
成
人
用
大
形
聾
棺
を
編
年
し
、
そ
れ
に
併
行
す
る
日
常
用
土
器
の
編
年
を
試
み
て
い
お
九
ま
た
、
近
年
、
北
部
九

州
地
方
で
も
東
半
部
（
遠
賀
川
流
域
か
ら
旧
豊
前
国
に
わ
た
る
一
帯
）
の
土
器
資
料
が
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
ま
で
福
岡
平
野
を
中
心

と
し
て
地
域
で
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
土
器
編
年
で
は
、
充
分
に
理
解
で
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い

ス
v

。北
部
九
州
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
の
土
器
編
年
は
、
あ
く
ま
で
も
経
験
的
に
つ
み
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
後
に
概
念
化
（
？
）
が
つ
い
て
き

た
感
が
強
い
。
編
年
の
方
法
と
し
て
も
、
遺
構
出
土
の
「
良
好
な
一
括
遺
物
」
と
呼
ば
れ
る
土
器
群
を
え
ら
ぴ
、
遺
構
の
切
り
合
い
関
係

を
も
と
に
羅
列
し
、
そ
の
聞
の
形
状
的
あ
る
い
は
製
作
手
法
の
差
違
を
み
つ
け
る
と
い
っ
た
方
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

こ
の
方
法
で
は
、
ど
れ
だ
け
の
「
一
括
遺
物
」
を
得
ら
れ
る
か
が
編
年
案
作
成
の
鍵
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
器
種
の
み
が
編
年
の
姐
上
に
の

る
だ
け
の
場
合
が
あ
り
、
極
端
な
場
合
に
は
一
遺
構
H
一
様
式
（
型
式
）
の
設
定
も
み
う
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
編
年
図
を
み
て
も
一
つ
一

つ
の
型
式
差
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
も
あ
り
、
認
め
が
た
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
土
器

の
型
式
あ
る
い
は
系
譜
関
係
が
充
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
土
器
型
式
の
再
検
討
、
系
譜
関
係
の
把
握
す
る

作
業
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
業
を
お
こ
な
う
な
か
で
、
北
部
九
州
地
方
内
部
の
土
器
の
地
域
色
の
抽
出
が
す
す
み
、
そ
れ
を
基
礎

と
し
た
地
域
聞
の
交
流
・
関
係
が
分
析
で
き
、
土
器
か
ら
み
た
、
よ
り
具
体
的
な
弥
生
時
代
・
社
会
の
復
元
も
可
能
と
な
る
と
考
え
る
。



本
稿
で
は
、
須
玖
式
土
器
と
呼
ば
れ
て
き
た
北
部
九
州
の
中
期
土
器
を
対
象
と
し
て
、
型
式
分
類
を
行
い
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
遺

構
か
ら
出
土
す
る
か
に
よ
っ
て
型
式
組
列
を
決
定
し
、
ま
た
、
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
も
含
め
て
系
譜
関
係
を
整
理
し
な
が
ら
、
中
期
土
器

の
編
年
を
組
み
立
て
る
考
え
方
を
再
検
討
す
る
。

北
部
九
州
地
方
の
弥
生
時
代
前
期
末

i
後
期
初
頭
と
従
来
考
え
て
こ
ら
れ
た
土
器
の
中
で
、
出
土
量
が
最
も
多
く
、
ど
の
よ
う
な
遺
跡

で
も
出
土
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
器
高
初

1
判
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
聾
形
土
器
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
外
面
に
煤
が
厚
く
付
着
す
る
も

の
が
多
く
、
煮
炊
き
に
用
い
ら
れ
た
土
器
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
聾
形
土
器
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
聾
形
土
器
で

最
も
目
に
つ
く
分
類
要
素
は
、
口
縁
部
の
形
状
で
あ
る
。
該
期
の
聾
形
土
器
を
口
縁
部
の
形
状
か
ら
次
の

4
つ
の
系
譜
に
ま
と
め
て
み
た
。

A
系
譜
｜
｜
弥
生
時
代
前
期
の
如
意
形
口
縁
部
を
も
っ
聾
形
土
器
か
ら
系
譜
が
た
ど
れ
る
も
の
で
、
知
意
形
あ
る
い
は
「
く
」
字
形
に

口
縁
部
を
折
り
か
え
す
聾
形
土
器
群
。

B
系
譜
｜
｜
口
縁
部
に
粘
土
帯
を
貼
付
し
て
、
断
面
三
角
形
、
「
コ
」
字
形
あ
る
い
は
鋤
形
に
つ
く
り
あ
げ
た
口
縁
部
を
も
っ
聾
形
土
器

群

C
系
譜
｜
｜
A
系
譜
と
同
様
に
「
く
」
字
形
の
口
縁
部
を
も
つ
が
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
と
く
ら
べ
、
胴
部
・
底
部
の
形
状
、
分
布
が

異
な
る
聾
形
土
器
群
。

D
系
譜
｜
｜
形
状
的
に
は
B
系
譜
の
範
暗
に
含
ま
れ
る
が
、
外
面
に
丹
塗
り
磨
研
を
施
し
、
精
撰
さ
れ
た
粘
土
を
用
い
、
精
美
な
つ
く

り
の
鋤
形
口
縁
部
を
も
っ
聾
形
土
器
群
。

こ
れ
ら
該
期
の

4
系
譜
の
蓋
形
土
器
は
、
形
状
・
底
部
の
つ
く
り
方
を
細
か
く
み
る
と
、
各
系
譜
ご
と
に
細
分
が
可
能
で
あ
る
。
以
下
、

須
玖
式
土
器
の
再
検
討

一
六
九



須
玖
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七。

聾
形
土
器
の
断
面
形
を
図
示
し
た
第
1
図

1
第
4
図
を
参
照
し
な
が
ら
各
系
譜
ご
と
に
型
式
分
類
を
行
っ
て
み
た
。

①
A
系
譜
の
聾
形
土
器
（
第
1
・
2
図）

こ
の
系
譜
の
聾
形
土
器
は
、
口
縁
部
・
胴
部
・
底
部
の
形
状
と
底
部
の
成
形
手
法
か
ら
、
厚
い
上
げ
底
で
如
意
形
口
縁
部
を
も
っ
一
群

（第
1
図
1
・
2
）
、
同
じ
く
厚
い
上
げ
底
で
逆
L
字
形
あ
る
い
は
「
く
」
字
形
に
屈
折
す
る
口
縁
部
を
も
っ
一
群
（
第
1
図
3
1
m）
、
薄

め
の
底
部
を
も
ち
口
縁
端
内
面
に
細
い
粘
土
紐
を
貼
付
し
て
所
謂
跳
上
口
縁
に
仕
上
げ
た
一
群
（
第
1
図
日

1
日
）
と
に
大
別
で
き
る
。

さ
ら
に
、
細
か
い
特
徴
か
ら
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
を
、
後
述
の
よ
う
に
A
i
A
の
計
7
つ
の
型
式
に
細
分
す
る
。

A

（第

1
図
1
・
2
）
｜
｜
口
縁
部
は
弥
生
時
代
前
期
の
聾
形
土
器
に
み
ら
れ
る
如
意
形
で
、
口
縁
内
面
の
屈
曲
部
に
う
す
い
稜
線
が

つ
く
。
底
部
は
裾
部
が
ふ
ん
ば
り
、
厚
い
上
げ
底
で
あ
る
。
破
片
か
ら
う
か
が
え
る
底
部
の
製
作
過
程
は
、
す
で
に
高
倉
洋
彰
氏
が

言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
丸
底
に
つ
く
ら
れ
た
胴
部
下
半
部
に
円
筒
状
の
高
台
が
接
合
さ
れ
る
。
空
隙
に
粘
土
を
つ
め
、
外

底
部
分
の
全
面
に
粘
土
を
貼
付
し
て
厚
い
上
げ
底
に
仕
上
げ
る
（
第
3
図
l
）
。
ま
た
、
胴
下
半
部
と
円
筒
状
の
高
台
を
接
合
し
、
空

隙
に
円
盤
状
の
粘
土
塊
を
何
回
か
に
分
け
て
充
填
し
て
、
厚
い
底
部
に
つ
く
り
上
げ
た
も
の
も
み
ら
れ
る
（
第
3
図
2
）
。
こ
こ
で
、

前
者
の
よ
う
な
聾
形
土
器
の
底
部
を
製
作
す
る
手
法
を
「
底
部

a
手
法
」
、
後
者
の
手
法
を
「
底
部
b
手
法
」
と
呼
ぶ
。

A

（第
1
図
3
1
5）
「
く
」
字
形
に
近
く
屈
曲
す
る
如
意
形
口
縁
部
を
も
つ
が
。

A
の
底
裾
部
が
ふ
ん
ば
り
気
味
あ
る
の
に
対
し
て
、

底
部
側
面
が
ゆ
る
や
か
に
内
湾
す
る
張
り
出
し
気
味
の
底
裾
部
を
も
っ
。
胴
部
は
わ
ず
か
に
張
り
、
無
花
果
の
実
に
ち
か
い
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
を
呈
す
る
。
底
部
の
製
作
過
程
を
み
る
と
、
「
底
部
b
手
法
〕
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。

A

（第
1
図
6
1
8）
｜
｜
如
意
形
口
縁
が
屈
曲
度
を
ま
し
た
か
た
ち
の
「
く
」
字
形
あ
る
い
は
逆
L
字
形
の
口
縁
部
を
も
っ
。

A
－

A
の
聾
形
土
器
と
く
ら
べ
、
胴
上
半
部
が
ほ
と
ん
ど
す
ぼ
ま
ら
ず
、
口
縁
部
へ
と
つ
な
が
り
、
全
体
と
し
て
腰
高
の
砲
弾
形
の
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
を
呈
す
る
。
底
部
は
厚
く
若
干
上
げ
底
の
も
の
と
、
薄
で
で
前
期
聾
形
土
器
の
底
部
に
近
い
上
げ
底
の
も
の
（
第
U
図

叩
）
と
が
あ
る
。
前
者
は
「
底
部
b
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
口
縁
部
の
断
面
形
状
を
み
る
と
、
数
は
少
な
い
が
一
部
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底部形成過程の想定図（1. a手法：岐宿貝塚、 2.b手法：垂水廃寺、

3. C手法：板付遺跡、 4.d手法：比恵遺跡、 5・6.e手法：比恵遺跡）
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の
も
の
に
、
口
縁
端
内
面
を
強
く
横
ナ
デ
し
て
跳
上
口
縁
状
に
仕
上
げ
る
も
の
が
あ
る
（
第
2
図
8
）
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
前
述
の

A
に
分
類
さ
れ
る
聾
形
土
器
の
中
に
も
少
量
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
胴
上
半
部
に
突
帯
あ
る
い
は
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
も
の
が
あ
る
。
突

帯
の
場
合
、
三
角
形
の
断
面
形
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、

A
の
も
の
と
く
ら
べ
シ
ャ
ー
プ
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

A

（第
1
図
9
－

m）
｜
｜
い
ず
れ
も
「
く
」
字
形
口
縁
部
を
も
ち
、
胴
上
半
部
が
す
ぼ
ま
り
、

A
と
く
ら
べ
る
と
胴
部
が
や
や
張
っ

て
い
る
。
口
縁
端
内
面
を
強
く
横
ナ
デ
し
て
跳
上
口
縁
状
に
仕
上
げ
る
も
の
が
多
い
（
第
2
図
9
）
。
ま
た
、
胴
上
半
部
に
断
面
三
角

形
の
突
帯
あ
る
い
は
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
も
の
が
あ
る
が
、

A
と
く
ら
べ
口
縁
部
に
よ
り
近
い
部
位
に
め
ぐ
ら
す
。

A
の
聾
形
土
器
は

底
部
の
形
状
か
ら
は

2
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
「
底
部
b
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
た
や
や
厚
底
の
も
の
、
他
は
、
粘
土

円
盤
の
上
に
胴
部
下
半
部
に
あ
た
る
部
分
を
円
筒
状
に
つ
く
り
、
そ
の
後
に
内
底
全
面
に
粘
土
を
一
固
な
い
し
二
回
充
填
し
て
底
部

を
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
第
3
図
3
）
。
後
者
の
底
部
成
形
の
手
法
を
「
底
部

c手
法
」
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
た
底
部
の
成
形
手
法

の
差
違
か
ら
、

A
の
中
で
底
部
の
形
状
に
は
厚
底
の
も
の
と
や
や
薄
手
の
も
の
と
に
、
細
分
が
可
能
で
あ
る
と
思
え
る
が
、
口
縁
部
・

胴
部
の
形
状
と
い
っ
た
他
の
分
類
要
素
が
、

A
1
A
あ
る
い
は
後
述
す
る
A
i
A
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
A
と
し
て
一
括
し
た
。

A

（第
1
図
日
・
臼
）
｜
｜
A
と
く
ら
べ
、
胴
部
の
張
り
が
目
立
つ
が
、
胴
部
最
大
径
よ
り
小
さ
い
が
、
胴
下
半
部
も
ふ
く
ら
み
、
口

径
と
く
ら
べ
器
高
の
割
合
い
が
小
さ
く
、
全
体
に
丸
み
を
お
び
て
い
る
。
口
縁
部
は
「
く
」
字
形
に
強
く
屈
折
し
、
口
縁
内
面
を
強

く
横
ナ
デ
し
て
跳
上
口
縁
状
に
仕
上
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
口
縁
端
内
面
に
細
い
粘
土
紐
を
貼
付
し
て
跳
上
口
縁
に
仕
上
げ
た
も
の

が
あ
る
（
第
2
図
臼
）
。
前
者
と
く
ら
べ
、
後
者
の
出
現
頻
度
が
か
な
り
高
い
。
ま
た
、
器
高
が
印
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
う
わ
ま
わ
る

大
形
の
聾
形
土
器
に
は
、

口
縁
端
部
を
肥
厚
さ
せ
て
ク
サ
ビ
形
の
口
縁
断
面
形
を
も
つ
も
の
も
み
ら
れ
る
。
胴
上
半
部
に
は
沈
線
を

ほ
と
ん
ど
が
断
面
三
角
形
の
突
帯
を
口
縁
屈
折
部
近
く
に
め
ぐ
ら
す
。
底
部
の
製
作
過
程
の
わ
か
る
破
片

を
み
る
と
、
「
底
部

c
手
法
」
の
ほ
か
に
、
底
部
に
あ
た
る
粘
土
円
盤
に
、
胴
下
半
部
に
あ
た
る
粘
土
帯
を
接
合
し
、
内
底
部
分
に
補

め
ぐ
ら
す
こ
と
は
な
く
、



強
の
粘
土
を
貼
付
し
て
、
薄
め
の
底
部
を
つ
く
り
上
げ
る
も
の
が
あ
る
（
第
3
図
4
）。

A
は
後
者
の
手
法
で
底
部
を
つ
く
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
、
こ
の
手
法
を
「
底
部
d
手
法
」
と
呼
ぶ
。

A

（第
l
図
日

1
日
）
｜
｜
A
i
A
が
口
径
と
く
ら
べ
器
高
が
高
く
細
身
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
呈
す
る
の
に
対
し
て
、

A
は
胴
部
最

大
径
が
口
径
と
等
し
い
か
、
わ
ず
か
に
う
わ
ま
わ
る
。
底
部
は
A
1
A
に
み
ら
れ
た
底
裾
部
の
張
り
出
し
が
小
さ
い
。
ま
た
、
跳
上

口
縁
は
、
口
縁
端
内
面
に
細
い
粘
土
紐
を
貼
付
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

A

（第

1
図
口

1
凶
）
｜
｜
A
と
く
ら
べ
、
胴
部
最
大
径
が
口
径
を
完
全
に
う
わ
ま
わ
り
、
胴
部
の
丸
み
が
つ
よ
い
。
口
縁
部
も
た
ち

上
が
り
、
口
縁
端
内
面
に
細
い
粘
土
組
を
貼
付
し
て
仕
上
げ
る
跳
上
口
縁
は
内
側
に
傾
く
も
の
が
み
ら
れ
る
。
底
裾
部
が
わ
ず
か
に

張
り
出
す
特
徴
も
、
側
辺
が
わ
ず
か
に
凹
む
程
度
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
不
安
定
な
平
底
の
も
の
が
あ
り
。
弥
生
時
代
後
期
中
頃
の

聾
形
土
器
に
み
ら
れ
る
凸
レ
ン
ズ
状
底
部
へ
の
移
行
を
う
か
が
わ
せ
る
。

②
B
系
譜
の
聾
形
土
器
（
第
1
・
2
図）

こ
の
系
譜
の
聾
形
土
器
群
も
、

A
系
譜
の
も
の
と
同
様
に
、
口
縁
部
・
胴
部
・
底
部
の
形
状
、
底
部
の
成
形
手
法
か
ら
、
厚
い
上
げ
底

で
断
面
三
角
形
あ
る
い
は
「
コ
」
字
形
の
口
縁
部
が
つ
く
一
群
（
第
1
図

m
i幻
）
、
薄
め
の
底
部
で
鋤
形
口
縁
部
を
も
っ
一
群
（
第
1
図

お
1
M）
に
大
別
さ
れ
る
。
両
者
は
さ
ら
に
細
か
い
特
徴
に
よ
っ
て
、
各
々

3
、
グ
ル
ー
プ
に
細
別
で
き
、

B
系
譜
の
聾
形
土
器
は
B
i
B

の
6
つ
の
型
式
に
分
類
で
き
る
。

B
（第
l
図

m－

n）
｜
｜
口
縁
部
は
断
面
三
角
形
あ
る
い
は
「
コ
」
字
形
を
呈
し
、
胴
部
は
ほ
と
ん
ど
張
ら
ず
、
厚
い
上
げ
底
が
つ

く
。
口
縁
端
部
に
は
小
さ
め
の
刻
み
目
が
へ
ラ
状
工
具
・
ハ
ケ
メ
原
体
の
木
口
部
で
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
聾
形
土
器
群
の

大
き
な
特
徴
は
底
部
の
裾
部
が
張
り
出
し
ふ
ん
ば
っ
た
か
た
ち
を
と
る
こ
と
で
、
製
作
過
程
が
観
察
で
き
る
底
部
破
片
を
み
る
と
、

「
底
部

a
手
法
」
と
「
底
部
b
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
特
に
前
者
の
手
法
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
胴
上
半
部
に
断
面
三

角
形
突
帯
を
一
条
め
ぐ
ら
す
例
も
あ
り
、
口
縁
端
部
と
同
じ
く
刻
み
目
を
入
れ
て
い
る
。
突
帯
の
か
わ
り
に
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
例
も

須
玖
式
土
器
の
再
検
討
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あ
る
が
、
そ
の
出
現
頻
度
は
低
い
。

B
（第
1
図
2
1
M）
｜
｜
こ
の
聾
形
土
器
の
一
群
は
B
の
も
の
と
同
じ
く
、
口
縁
部
断
面
形
が
三
角
形
あ
る
い
は
「
コ
」
字
形
を
呈

す
る
。

B
と
く
ら
べ
、
胴
上
半
部
が
す
ぼ
み
、
口
径
よ
り
胴
部
最
大
径
が
う
わ
ま
わ
り
、
腰
の
高
い
厚
底
が
つ
く
。
底
部
は
「
底
部

b
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、

B
の
底
部
の
よ
う
に
、
底
裾
部
が
張
り
出
す
こ
と
は
な
い
。
胴
上
半
部
に

断
面
三
角
形
の
突
帯
を
め
ぐ
ら
す
も
の
が
あ
る
が
、

B
と
く
ら
べ
や
や
大
き
く
シ
ャ
ー
プ
で
あ
る
。
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
例
は
少
な
い
。

ま
た
、
口
縁
端
部
に
刻
み
目
を
施
す
例
が
、
少
量
で
あ
る
が
知
ら
れ
て
い
る
。

B

（第
1
図

m
i
z
－
－
口
縁
部
に
長
め
の
「
コ
」
字
形
の
粘
土
帯
を
貼
付
し
て
逆
L
字
形
の
断
面
形
に
仕
上
げ
た
も
の
や
、
さ
ら

に
口
縁
部
内
面
に
粘
土
帯
を
貼
付
し
て
鋤
形
の
断
面
形
に
仕
上
げ
た
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
口
縁
部
は
内
側
に
傾
く
。
胴
部
は

B
と
く
ら
べ
ふ
く
ら
ま
ず
、
底
部
は
や
や
薄
め
に
つ
く
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
底
部
は
「
底
部

c手
法
」
に
よ
り
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

胴
上
半
部
に
断
面
三
角
形
突
帯
を
め
ぐ
ら
す
例
が
あ
る
が
、

B
－

B
と
く
ら
べ
る
と
、
突
帯
の
貼
付
位
置
は
口
縁
部
に
近
い
。

B
（第
1
図

m－

m）
｜
｜
B
以
下
B
・
B
の
、
底
部
は
、
「
底
部
d
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
に
、
胴
下
半
部
に
あ
た
る
円

筒
形
の
中
に
、
底
部
に
あ
た
る
粘
土
円
盤
を
内
側
か
ら
接
合
す
る
も
の
の
二
者
が
混
在
し
て
い
る
。
特
に
、
後
者
の
手
法
は
、
後
述

す
る
B
・
B
の
聾
形
土
器
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
仮
り
に
後
者
の
手
法
を
「
底
部

e手
法
」
と
呼
ぶ

こ
と
と
す
る
。

B
i
B
は
口
縁
部
・
胴
部
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
差
違
が
指
摘
で
き
る
。

B
に
つ
い
て
は
、
口

縁
部
が
断
面
鋤
形
を
な
す
が
、
口
縁
部
が
内
側
に
傾
い
て
お
り
、
胴
部
が
ふ
く
ら
み
、

B
に
近
い
形
状
を
な
す
。

B
（第
l
図
却
・
出
）
｜
｜
B
と
同
じ
く
、
口
縁
部
の
断
面
形
は
鋤
形
で
あ
る
が
、
口
縁
部
が
ほ
ぼ
水
平
に
つ
く
ら
れ
、
胴
部
は
ほ
と

ん
ど
張
ら
ず
に
砲
弾
形
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
。
胴
上
半
部
に
め
ぐ
’
り
さ
れ
る
突
帯
は
断
面
三
角
形
の
も
の
が
多
く
、

B
と
く

ら
べ
口
縁
部
に
近
い
部
位
に
貼
付
さ
れ
る
。

B

（第

1
図
沼
1
M）
｜
｜
胴
部
が
ほ
と
ん
ど
張
ら
ず
、
砲
弾
形
の
形
状
を
な
し
、
鋤
形
口
縁
部
が
外
側
に
傾
く
特
徴
を
も
っ
費
形
士



器
の
一
群
で
あ
る
。

③
C
系
譜
の
聾
形
土
器
（
第
4
図）

こ
の
系
譜
の
聾
形
土
器
群
は
、
「
底
部
d
手
法
」
か
「
底
部

e
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
口
縁
部
と
胴
部
の
形
状
か
ら
は

c
・
c
・C
の
3
つ
の
型
式
に
分
類
で
き
る
。

C
（
第
4
図
1
・
2）
｜
｜
口
縁
部
は
屈
曲
が
著
し
く
、
A
（
第
l
図
6
1
8）
に
近
い
逆
L
字
形
の
断
面
形
を
な
す
。
胴
部
は
あ
ま

り
張
ら
ず
、
口
縁
部
内
面
に
粘
土
帯
を
付
け
加
え
る
と
B

（第
1
図

m
i
m）
に
非
常
に
近
い
形
状
を
呈
す
る
。

C
（第
4
図
3
・4
）
｜
｜
C
と
く
ら
べ
、
口
縁
部
が
た
ち
上
が
り
、
口
縁
部
内
面
に
不
明
瞭
な
稜
線
を
も
っ
て
屈
折
す
る
「
く
」
字

形
口
縁
で
あ
る
。

C
と
く
ら
べ
胴
部
が
は
り
、
胴
部
最
大
径
が
口
径
に
近
い
が
、
う
わ
ま
わ
る
こ
と
は
な
い
。

C
（
第
4
図
5
1
7）
｜
｜
内
面
に
明
瞭
な
稜
線
を
も
っ
て
「
く
」
字
形
に
屈
折
す
る
口
縁
部
を
も
ち
、
胴
部
は
C
と
く
ら
べ
ふ
く
ら

み
、
胴
部
最
大
径
が
口
径
を
う
わ
ま
わ
り
、

c
・
C
と
く
ら
べ
丸
み
を
も
っ
。
な
か
に
は
、
底
部
が
不
安
定
な
平
底
を
な
し
、
後
期

中
頃
の
聾
形
土
器
の
凸
レ
ン
ズ
状
底
へ
の
移
行
を
う
か
が
え
る
。

④
D
系
譜
の
聾
形
土
器
（
第
4
図）

A
I
C
の
系
譜
の
聾
形
土
器
は
、
胴
部
外
面
に
煤
が
付
着
し
て
い
る
例
が
多
く
、
主
に
煮
炊
き
用
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

D
系
譜
の
聾
形
土
器
は
、
外
面
を
丹
塗
り
磨
研
し
、
胎
土
に
も
精
撰
さ
れ
た
粘
土
を
用
い
た
精
美
な
つ
く
り
の

聾
形
土
器
で
あ
る
。
形
状
的
に
は
、
鋤
形
口
縁
部
を
も
ち
、

B
系
譜
の
範
鴫
に
含
ま
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
な
土
器
自
体
の
問
題
と
、
竪

穴
住
居
跡
な
ど
の
生
活
遺
構
よ
り
、
小
児
用
聾
棺
に
用
い
ら
れ
た
り
、
祭
把
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
か
ら
の
出
土
例
が
圧
倒
的

に
多
い
こ
と
か
ら
、

B
系
譜
か
ら
分
離
し
て
考
え
た
。

A
1
C系
譜
の
聾
形
土
器
と
同
様
に
、
形
状
の
面
か
ら
D
i
D
の
6
つ
の
型
式
に

分
類
で
き
る
が
、
「
底
部
d
手
法
」
か
「
底
部

e
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
、
口
縁
部
下
と
胴
部
に
断
面
M
字
形
あ
る
い
は
三
角
形
の
突
帯
を
め

ぐ
ら
す
こ
と
が
多
い
。
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D
（第
4
図
8
）
｜
｜
鋤
形
口
縁
部
が
ほ
ぼ
水
平
に
つ
く
ら
れ
、
胴
部
は
ほ
と
ん
ど
張
ら
ず
砲
弾
形
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
呈
す
る
。

D
（第
4
図
9
1
U）
｜
｜
鋤
形
口
縁
部
が
わ
ず
か
に
外
傾
し
、

D
と
く
ら
べ
胴
部
が
や
や
張
る
。
前
述
の
D
と
あ
わ
せ
、

B
系
譜
の

B
i
B
の
聾
形
土
器
に
近
似
し
て
い
る
。

D
（第
4
図
ロ
・
日
）
｜
｜
鋤
形
口
縁
部
が
外
側
に
傾
き
、
胴
部
最
大
径
が
口
径
よ
り
わ
ず
か
に
小
さ
く
、
底
部
側
面
が
内
湾
し
な
が

ら
胴
下
半
部
へ
移
行
す
る
た
め
に
、
全
体
に
丸
み
を
お
び
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
呈
す
る
。
ま
た
、

D
・
D
と
く
ら
べ
、

D
お
よ
び

後
述
す
る
D
1
D
は
口
径
に
対
す
る
底
径
が
大
き
く
、
ふ
く
ら
み
の
あ
る
胴
部
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
あ
わ
せ
、
安
定
感
が
あ
る
。

D
（第
4
図
M
・
日
）
｜
i
l鋤
形
口
縁
部
が
外
傾
し
、
胴
部
最
大
径
が
口
径
と
ほ
ぼ
等
し
い
か
、
わ
ず
か
に
う
わ
ま
わ
る
。
底
部
側
面

は
、
わ
ず
か
に
内
湾
あ
る
い
は
ほ
ぼ
直
線
的
に
胴
下
半
部
へ
と
移
行
す
る
。

D
（第
4
図
日
・
口
）
｜
｜
胴
部
か
ら
底
部
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
・
形
状
は
D
と
同
様
で
あ
る
が
、

D
の
口
縁
部
が
外
傾
す
る
鋤
形
口

縁
部
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

D
は
わ
ず
か
に
内
傾
す
る
鋤
形
口
縁
部
を
も
っ
。

D
（第

4
図
出
・
国
）
｜
i
胴
部
の
形
状
は
D
と
同
様
で
あ
る
が
、

D
と
同
じ
く
内
側
に
傾
く
鋤
形
口
縁
部
を
も
っ
。
ま
た
、

は
外
底
面
が
わ
ず
か
に
ふ
く
ら
み
、
不
安
定
な
平
底
と
な
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
。

部

弥
生
時
代
中
期
と
さ
れ
て
き
た
器
高
羽

i
羽
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
聾
形
土
器
群
を
A
1
D
の
4
つ
の
系
譜
に
大
別
し
て
、
各
々
の

系
譜
ご
と
に
型
式
分
類
を
お
こ
な
っ
た
。
次
に
、
こ
れ
ら
聾
形
土
器
の
型
式
の
組
列
・
先
後
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

型
式
の
組
列
を
決
め
る
基
本
は
当
然
、
同
時
に

a

一
括
し
て
埋
没
、
埋
納
さ
れ
た
「
一
括
遺
物
」
と
呼
ば
れ
る
資
料
群
で
あ
る
。
し
か
し
、

良
好
な
一
括
遺
物
と
考
え
ら
れ
る
例
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
日
常
用
の
聾
形
土
器
・
壷
形
土
器
を
転



用
し
て
組
み
合
せ
て
営
ま
れ
た
小
児
用
聾
形
棺
墓
は
、
恰
好
の
土
器
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
、
小
児
用
聾
形
棺
墓
に
用
い
ら

れ
た
土
器
は
、
あ
く
ま
で
も
埋
葬
遺
跡
の
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
組
み
立
て
ら
れ
た
編
年
は
竪
穴
式
住
居
跡
な
ど
の
集
落
遺
跡
出
土

の
資
料
に
適
応
で
き
る
か
と
の
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
、

D
系
譜
の
聾
形
土
器
が
埋
葬
遺
跡
か
ら
の
出
土
例
が
ほ
と
ん
ど
で
、
土
器
自
体

も
外
面
を
丹
塗
り
研
磨
す
る
な
ど
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

A
i
C
の
系
譜
の
聾
形
土
器
が
小
児
用
費
棺
に
転
用
を
さ
れ
て
い
て

も
、
外
面
に
は
煤
が
付
着
し
、
時
と
し
て
胴
下
半
部
内
面
に
煮
焦
げ
ら
し
い
炭
化
物
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
土
器
の
使
用
痕
跡
か
ら

は
集
落
遺
跡
で
出
土
す
る
も
の
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
小
児
用
聾
形
棺
墓
が
弥
生
時
代
中
期
の
北
部
九
州
地
方
で
特
殊
な
葬

制
で
は
な
い
こ
と
も
、
小
児
用
聾
棺
に
用
い
ら
れ
た
土
器
が
集
落
遺
跡
で
の
資
料
と
対
応
さ
せ
て
考
え
う
る
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
従
来
、
土
器
資
料
の
型
式
分
類
・
系
譜
関
係
の
整
理
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
数
量
的
に
多
く
各
種
の
系
譜
を
ひ
く
土
器
が
混
在
す
る

集
落
遺
跡
出
土
の
資
料
を
的
確
に
分
析
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
う
し
た
疑
問
が
も
た
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
、
小
児
用
聾
棺
の
資
料
は
、
こ
な
い
し
三
個
体
が
検
討
の
対
象
で
あ
り
、
よ
り
単
純
な
か
た
ち
で
資
料
を
操
作
で
き
る
利
点
を
も
っ
。

本
稿
で
は
、
小
児
用
費
桔
墓
の
資
料
を
用
い
、
前
述
し
た
聾
形
土
器
の
各
系
譜
の
型
式
が
ど
の
よ
う
に
組
み
合
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
、

型
式
組
列
の
決
定
を
お
こ
な
う
。
そ
の
後
に
、
集
落
遺
跡
な
ど
の
良
好
な
資
料
で
、
そ
れ
を
補
足
し
た
い
。

ま
ず
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
を
小
児
用
聾
形
棺
墓
に
転
用
し
た
代
表
的
な
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
（
第
5
図）。

A
に
関
し
て
は
、
小
児

用
聾
形
棺
に
用
い
た
例
を
一
例
し
か
知
り
え
な
か
っ
た
。
第
5
図
1
は
行
橋
市
前
田
山
遺
跡
I
地
区
M
号
聾
桔
で
あ
る
。
上
棺
の
聾
形
土

器
は
如
意
形
口
縁
部
を
も
ち
、
腰
高
の
厚
い
上
げ
底
で
、
底
裾
部
が
外
側
に
張
り
出
す
特
徴
を
も
ち
、

A
に
分
類
さ
れ
る
。
下
棺
の
聾
形

土
器
は
、
逆
L
字
形
に
近
く
屈
曲
す
る
口
縁
部
を
も
ち
、
や
や
胴
部
が
は
っ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
で
、
厚
い
や
や
上
げ
底
状
の
底
部
が
つ

き、

A
に
分
類
さ
れ
る
。
北
九
州
市
馬
場
山
遺
跡
M
号
聾
棺
は
下
棺
に
A
を
用
い
、
上
棺
に
は
薄
め
の
底
部
で
は
あ
る
が
、
胴
部
が
ほ
と

ん
ど
張
ら
な
い
A
に
分
類
で
き
る
聾
形
土
器
を
用
い
る
（
第

5
図
2
1
3は
福
岡
県
嘉
穂
郡
穂
波
町
ス
ダ
レ
遺
跡
4
号
聾
棺
で
あ
る
が
、

上
下
棺
と
も
に
ひ
ず
み
が
著
し
い
も
の
の
、
逆
L
字
形
に
強
く
屈
折
し
て
、
あ
ま
り
胴
部
の
張
ら
な
い
聾
形
土
器
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

須
玖
式
土
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の
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検
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七
八

底
部
は
そ
れ
ほ
ど
厚
く
は
な
い
が
、
全
体
の
形
状
の
特
徴
か
ら
い
う
と
、

A
の
範
曙
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
嘉
穂
郡
穂
波
町
臼

上
遺
跡
で
は
小
児
用
聾
棺
墓
が
一
基
調
査
さ
れ
て
い
る
（
第
5
図
4
）
。
上
棺
は
ス
ダ
レ
遺
跡
4
号
聾
棺
の
聾
形
土
器
と
同
じ
形
状
の
特
徴

を
も
ち
、
A
に
分
類
さ
れ
る
。
下
棺
の
聾
形
土
器
は
上
棺
の
も
の
と
く
ら
べ
、
底
部
が
薄
く
、
口
縁
部
は
「
く
」
字
形
に
屈
折
す
る
。
A

に
分
類
で
き
る
。

A
と
A
の
聾
形
土
器
を
組
み
合
せ
て
小
児
用
費
棺
に
用
い
た
例
と
し
て
は
、
他
に
行
橋
市
下
稗
田
遺
跡
I
地
区
4
号
聾

棺
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、

A
に
分
類
で
き
る
上
棺
は
、
厚
い
上
げ
底
で
底
裾
部
が
外
側
に
張
り
出
す
特
徴
を
も
ち
、

A
で
も
典
型

的
な
聾
形
土
器
で
あ
る
（
第
5
図
5
）
。
次
に
、
北
九
州
市
八
幡
西
区
馬
場
山
遺
跡
2
次
調
査
幻
号
聾
棺
墓
に
は
、
上
下
棺
と
も
に
、

A
に

分
類
で
き
る
胴
部
が
や
や
張
る
「
く
」
字
形
口
縁
部
を
も
っ
聾
形
土
器
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
第
5
図
6
）
。
行
橋
市
前
田
山
遺
跡
I
地
区

羽
聾
棺
墓
に
は
、
上
下
棺
と
も
に
、
「
底
部
d
手
法
」
で
底
部
を
つ
く
り
、
胴
部
の
張
っ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
で
、
「
く
」
字
形
口
縁
部
の

端
部
内
面
に
細
い
粘
土
紐
を
貼
付
し
て
挑
上
口
縁
に
仕
上
げ
た
聾
形
土
器
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
A
に
分
類
で
き
る
（
第
5
図
7
）
。
同
遺

跡
I
地
区
制
号
聾
棺
墓
で
は
、
上
棺
の
聾
形
土
器
は
や
や
細
み
の
胴
部
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
に
「
く
」
字
形
口
縁
部
が
つ
き
、
底
裾
部
が
外

側
に
張
り
出
し
、

A
に
分
類
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
下
棺
の
聾
形
土
器
は
、
器
高
に
く
ら
べ
口
径
が
大
き
く
、
胴
部
最

大
径
が
口
径
と
く
ら
べ
や
や
小
さ
く
、
底
裾
部
の
張
り
出
し
が
目
立
た
ず
、
全
体
と
し
て
丸
み
を
お
び
た
も
の
で
、

A
に
分
類
で
き
る
（
第

｛

M｝
 

5
図
8
）
。
次
に
、
前
田
山
遺
跡
I
地
区
羽
号
聾
棺
墓
は
、
上
下
棺
と
も
に
、
口
径
と
胴
部
最
大
径
が
ほ
ぼ
等
し
く
、
口
縁
端
内
面
に
細
い

粘
土
紐
を
貼
付
し
て
跳
上
口
縁
に
仕
上
げ
た
聾
形
土
器
で
あ
る
。
ま
た
、
底
部
は
「
底
部
d
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
、
底
裾
部
の
張
り
出
し

は
な
く
、
わ
ず
か
に
内
湾
し
な
が
ら
胴
下
半
部
へ
移
行
す
る
。

A
に
分
類
で
き
る
（
第
5
図
9
）
。
立
岩
遺
跡
日
号
聾
棺
は
、
下
棺
の
聾
形

土
器
が
底
部
を
欠
く
が
、
い
ず
れ
も
胴
部
最
大
径
が
口
径
を
う
わ
ま
わ
り
、
底
裾
部
が
わ
ず
か
に
内
湾
し
な
が
ら
胴
下
半
部
へ
移
行
す
る
。

「
く
」
字
形
口
縁
部
は
立
ち
あ
が
り
、
端
部
内
面
に
細
い
粘
土
組
を
貼
付
し
て
つ
く
る
跳
上
口
縁
は
、
内
側
に
や
や
た
お
れ
こ
ん
だ
よ
う
な

形
状
を
な
す
。

A
に
分
類
で
き
る
（
第
5
図
日
）
。
小
児
用
聾
棺
の
ほ
か
に
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
を
含
む
良
好
な
一
括
資
料
と
し
て
、
北

九
州
市
八
幡
西
区
馬
責
場
遺
跡
l
号
袋
状
竪
穴
、
福
岡
県
鞍
手
郡
鞍
手
町
中
匡
敷
遺
跡
第
I
地
点
4
号
竪
穴
、
鞍
手
郡
若
宮
町
小
原
遺
跡

須
玖
式
土
器
の
再
検
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第

l
号
貯
蔵
穴
の
資
料
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
う
ち
、
馬
責
場
遺
跡
の
資
料
は
、

A
と
A
の
聾
形
土

器
を
主
体
と
し
て
D
の
聾
形
土
器
か
ら
構
成
さ
れ
、
後

二
者
の
資
料
は
A
と
A
の
聾
形
土
器
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。以

上
の
資
料
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
〈
表
1
〉
で

あ
る
。
こ
う
し
た
小
児
用
費
棺
墓
を
は
じ
め
と
す
る
一

括
資
料
は
、
時
間
の
切
片
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、

A
i

A
が
一
定
の
時
閉
幅
を
も
っ
て
製
作
・
使
用
さ
れ
た
と

考
え
、
縦
軸
を
時
間
の
流
れ
と
し
て
〈
表
l
〉
を
〈
表

2
〉
の
よ
う
に
組
み
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

前
田
山
遺
跡
I
地
区
別
号
聾
棺
墓
は
A
と
A
、
馬
場
山

遺
跡
M
号
聾
棺
は
A
と
A
、
ス
ダ
レ
遺
跡
4
号
聾
棺
墓

は
A
の
み
、
日
上
遺
跡
聾
棺
墓
と
下
稗
田
遺
跡
I
地
区

4
号
聾
棺
墓
は
A
と
A
、
馬
場
山
遺
跡
2
次
調
査
お
号

費
棺
官
は
A
の
み
、
前
田
山
遺
跡
I
地
区
羽
号
聾
棺
墓

は
A
の
み
、
立
岩
遺
跡
却
号
聾
棺
墓
は
A
と
A
、
前
田

山
遺
跡
I
地
区
羽
号
聾
棺
墓
は
A
の
み
、
立
岩
遺
跡
U

号
聾
棺
墓
は
A
の
み
、
馬
責
場
遺
跡
1
号
袋
状
竪
穴
は

須
玖
式
土
器
の
再
検
討

A系譜の墾形土器の遺構での組合関係

小～児～用～劃～官～の」f慣A系例譜蜜「形～生～器～の～型～」式 Al A2 A3 A4 As As A7 

前田山 I地区24号墾棺墓 ② ⑤ 

馬場山遺跡24号墾棺 ⑦ ② 

スダレ遺跡4号聾棺墓 ②⑤ 

目上遺跡聾棺墓 ② ⑤ 

下稗田遺跡 I地区4号墾棺墓 ② ③ 

馬場山遺跡2次調査23号費棺墓 ②⑦ 

前田山遺跡I地区46号費棺墓 ②⑤ 

前田山遺跡I地区41号聾棺墓 ⑤ ⑦ 

前田山遺跡 I地区43号費棺墓 ②③ 

立岩遺跡11号蜜緒墓 ②③ 

馬責場遺跡1号袋状竪穴 。 。
中屋敷遺跡第 I地点4号竪穴 。 。
小原遺跡第 1号貯蔵穴 。 。

＜表1>

（②・⑤は裂棺の上・下棺をあらわす。）

一
七
九
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A
と
A
、
中
屋
敷
遺
跡
第
I
地
点
4
号
竪
穴
と
小
原
遺
跡

l
号
貯
蔵
穴
は
A
と
A
が
単
純
に
あ
る
い
は
同
時
併
存
し

て
存
在
す
る
時
間
の
切
片
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か

ら、

A
－

A
↓
A
↓
A
↓
A
↓
A
↓
A
あ
る
い
は
、

A
↓

A
↓
A
↓
A
↓
A
↓
A

・A
（
以
下
、
古
↓
新
を
あ
ら
わ

す
）
の
型
式
組
列
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

A
聾
形
土
器

は
、
弥
生
時
代
前
期
の
聾
形
土
器
と
組
み
合
っ
て
遺
構
か

ら
出
出
す
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
A
↓
A
の
変
化
が
考
え

ら
れ
、

A
の
聾
形
土
器
に
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
凸
レ
ン

ズ
状
底
へ
の
移
行
が
う
か
が
え
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、

A
↓
A
↓
A
↓
A
↓
A
↓
A
↓
A
と
い
う
組

列
が
決
定
で
き
る
。

次
に

B
系
譜
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

（第
6
図）。

B
に
関
し
て
は
小
児
聾
棺
に
用
い
た
例
を
知

り
え
な
か
っ
た
が
、

B
i
B
に
つ
い
て
は
多
く
の
資
料
が

あ
り
、
充
分
な
検
討
を
お
こ
な
え
た
。
ま
ず
、
福
岡
市
博

多
区
板
付
遺
跡
G
l
h区
却
号
聾
棺
に
は
、
上
下
棺
と
も

に
、
厚
い
上
げ
底
を
も
ち
、
胴
部
が
張
り
、
口
縁
部
断
面

が
コ
字
形
を
呈
し
、

B
に
分
類
さ
れ
る
聾
形
土
器
が
用
い

〈表2)

A系譜の褒形
土器の
型式

八
0 

A1 A6 As A4 A3 A2 At・

fただし、時間の流れの中では上下どちらが古い時間帯を
あらわすか決定できない。また、各型式の線の長さは時
閣の長さをあらわしていない。）



ら
れ
て
い
る
（
第
6
図
1
）
。
次
に
同
遺
跡
同
区
の
お
号
聾

結
に
は
L
L
棺
に
B
に
分
類
さ
れ
る
聾
形
土
器
が
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
下
棺
の
蜜
形
土
器
は
や
や
薄
め
の
底
部
で
、

胴
部
が
は
ら
ず
、
口
縁
部
が
内
傾
す
る
鋤
形
口
縁
を
も

ち、

B
に
分
類
で
き
る
（
第
6
図
2
）
。
ま
た
、
同
M
号
歪

桔
に
は
、
上
下
棺
と
も
に
B
の
聾
形
土
器
が
用
い
ら
れ
て

い
る
（
第
6
図
3
）
。
次
に
佐
賀
県
鳥
栖
市
安
永
田
遺
跡

m

M
6ト
レ
ン
チ

9
号
費
棺
は
、
上
下
棺
と
も
口
縁
部
が
内

傾
す
る
鋤
形
口
縁
の
費
形
土
器
で
あ
る
が
、
底
部
形
状
か

ら
、
上
棺
は
「
底
部

c手
法
」
、
下
棺
は
「
底
部
d
手
法
」

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
各
々
B
と
B
の
聾
形

上
器
に
分
類
で
き
る
（
第
6
図
4
）
。
春
日
市
赤
井
手
遺
跡

目
口
守
護
棺
は
、
下
棺
に
は
口
縁
部
が
水
平
に
つ
く
ら
れ
た

鋤
形
口
縁
部
を
も
っ
B
の
窒
形
土
器
、
上
棺
に
は
口
縁
部

が
内
側
す
る
B
の
蜜
形
土
器
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
第
6

凶
5
）
。
悩
岡
市
ur良
区
西
新
町
遺
跡
却
号
聾
棺
墓
に
は
、

卜
L

．
卜
桁
と
も
に
、
「
底
部
d
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
た
聾
形
土

叩
俗
で
あ
る
が
、
し
し
備
は
内
側
に
傾
く
鋤
形
口
縁
部
を
も

ち
、
卜
桁
は
ほ
ぼ
中
小
．
ネ
な
鋤
形
口
縁
で
、
各
々

B
と
B
の

柄
引
玖
式
土
器
の
再
検
討

B系譜の蜜形土器の遺構での組合関係

小児周費～備、～の、代、表～B例＼系譜＼の費＼形＼土＼表器拭の B1 B2 Ba B4 B5 B6 

板付遺跡 G・5a区28号斐棺墓 ②③ 

，， 25号褒槍墓 ② ⑤ 

” 14号褒棺墓 ②⑤ 

安永田遺跡268区6卜レンチ 9号袈棺墓 ⑤ ＠ 

赤井手遺跡 21号聾棺墓 ② ⑦ 

西新町遺跡20号愛棺墓 ② ⑤ 

栗山遺跡6号愛槍墓 ＠ ⑤ 

原遺跡 101号察橋墓 ＠⑤ 

原遺跡 104号寝棺墓 ⑤ ② 

藤崎遺跡65号褒棺墓 ②⑤ 

〈表 3)

J¥ 

（②・⑤は上・下棺IC:用いられた費形土器をあらわす。）



須
玖
式
土
器
の
再
検
討

聾
形
土
器
に
分
類
で
き
る
（
第
6
図
6
）
。
甘
木
市
栗

山
遺
跡
6
号
聾
棺
の
聾
形
土
器
は
、
土
器
自
体
の
ひ

ず
み
が
著
し
い
が
、
上
棺
は
鋤
形
口
縁
部
が
わ
ず
か

に
内
側
に
傾
き
B
に
、
下
棺
は
鋤
形
口
縁
部
が
や
や

（却〕

外
傾
し
て
B
に
分
類
さ
れ
る
（
第
6
図
7
）
。
春
日
市

原
遺
跡
削
号
聾
棺
は
、
上
下
棺
と
も
に
、
ほ
ぼ
水
平

に
仕
上
げ
ら
れ
た
鋤
形
口
縁
部
を
も
ち
、
形
状
か
ら

「
底
部
d
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
聾

形
土
器
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
B
の
聾
形
土
器
に
分
類

で
き
る
（
第
6
図
8
）
。
ま
た
、
同
遺
跡
山
号
聾
棺
墓

で
は
、
上
棺
に
は
、
鋤
形
口
縁
部
が
や
や
外
側
に
傾

く
B
に
分
類
で
き
る
蓋
形
土
器
、
下
棺
に
は
ほ
ぼ
水

平
に
仕
上
げ
ら
れ
た
鋤
形
口
縁
部
を
も
ち
B
に
分
類

で
き
る
聾
形
土
器
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（第
6
図

9
）
。
福
岡
市
早
良
区
藤
崎
遺
跡
目
号
費
棺
墓
の
聾

形
土
器
は
、
上
下
棺
と
も
に
、
鋤
形
口
縁
部
が
外
側

に
傾
き
、
砲
弾
形
の
プ
ロ
ポ
l
シ
ヨ
ン
、
「
底
部
d
手

法
」
で
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
聾
形
土
器
で
、

B
に
分
類
で
き
る
。

〈表4)

B系譜の裂
さ？型式

時間の流れ

Bs Bs B4 Ba B2 B1 

八

（ただし、時間の流れの中では上下どちらが古い時間帯をあらわすかは決定）
できない。また各型式の線の長さは時間の長さをあらわしていない。



以
上
の
小
児
用
費
棺
に
用
い
ら
れ
た
聾
形
土
器
の
組
み
合
せ
関
係
を
示
し
た
の
が
〈
表
3
〉
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
A
系
譜
の
聾

形
土
器
の
型
式
組
列
決
定
を
行
っ
た
よ
う
に
、
縦
軸
に
時
間
の
流
れ
を
と
っ
て
組
み
か
え
た
も
の
が
〈
表
4
〉
で
、
る
。
こ
れ
か
ら
は
、

B
↓
B
↓
（
B
・
B
）
↓
B
あ
る
い
は
B
↓
（
B
・
B
）
↓
B
↓
B
の
い
ず
れ
か
の
型
式
組
列
が
考
え
ら
れ
る
。
遺
構
で
の
切
り
合
い
関

係、

B
が
弥
生
時
代
前
期
と
さ
れ
る
亀
ノ
甲
タ
イ
プ
の
聾
形
土
器
に
最
も
近
い
こ
と
か
ら
、

B
↓
B
↓
（
B
・
B
）
↓
B
と
い
う
型
式
組

列
が
組
み
立
て
ら
れ
る
。

B
に
つ
い
て
は
、
良
好
な
一
括
資
料
が
な
い
が
、
福
岡
市
早
良
区
浄
泉
寺
遺
跡
な
ど
を
は
じ
め
、
袋
状
竪
穴
に

廃
棄
さ
れ
た
資
料
で
は
、

B
と
と
も
に
出
土
す
る
例
が
多
く
あ
る
こ
と
、
形
状
的
に
も
B
と
最
も
近
い
こ
と
か
ら
、

B
に
先
行
す
る
直
前

（

n

V

4

5

 

の
型
式
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

B
と
B
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
存
在
す
る
が
、
数
量
的
に
B
が
B
よ
り
や
や
に
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

次
の
よ

B l う
↓な
B E型
↓ 式
Ba組
↓ 列

B 4 B 5を
↓考
Bsえ

つ
る

C
系
譜
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
（
第

7
図
）
。
ま
ず
、
春
日
市
赤
井
手
遺
跡
辺
号
聾
棺
墓
は
上
下
棺
と
も
に
、
砲
弾
形
の
胴

An｝
 

部
を
も
ち
、
口
縁
部
が
逆
L
字
形
に
屈
曲
す
る
聾
形
土
器
で
、

C
に
分
類
さ
れ
る
（
第

7
図

1
）
。
筑
紫
野
市
道
場
山
遺
跡
第

1
地
点
お
号

蜜
棺
墓
・
春
日
市
原
遺
跡
四
号
聾
棺
墓
で
は
、

C
に
分
類
さ
れ
る
聾
形
土
器
と
、

C
に
分
類
さ
れ
る
「
く
」
字
形
口
縁
部
を
も
ち
胴
部
の

は
っ
た
聾
形
土
器
が
組
み
合
っ
て
い
る
（
第

7
図

2
）
。
次
に
、
筑
紫
野
市
平
原
遺
跡

4
号
聾
棺
墓
・
春
日
市
原
遺
跡
指
号
聾
棺
墓
・
佐
賀

《剖】

県
鳥
柄
市
加
区

1
ト
レ
ン
チ

3
号
費
棺
墓
な
ど
で
は
、

C
に
分
類
さ
れ
る
聾
形
土
器
が
上
下
棺
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
第
7
図

3
）
。
安
永

出
遺
跡
揃
区
2
ト
レ
ン
チ

2
号
聾
棺
墓
・
同

9
号
聾
棺
は
、

C
の
聾
形
土
器
と
、

C
に
分
類
さ
れ
る
胴
部
最
大
径
と
等
し
い
か
あ
る
い
は

う
わ
ま
わ
る
よ
う
な
胴
部
の
は
っ
た
聾
形
土
器
が
組
み
合
っ
て
い
る
（
第
7
図

5
）
。
安
永
田
遺
跡
揃
区
4
ト
レ
ン
チ

3
号
聾
棺
は
、
上
下

桁
と
も
に
、
「
く
」
下
形
日
縁
で
、
胴
部
最
大
径
が
口
径
を
う
わ
ま
わ
り
、
底
裾
が
わ
ず
か
に
内
湾
し
な
が
ら
胴
下
半
部
へ
移
行
す
る
丸
み

を
も
っ

C
の
盤
形
し
し
誌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
第
7
図

4
）
。
こ
う
し
た
小
児
用
聾
棺
の
組
み
合
せ
関
係
と
、

C
の
聾
形
土
器
の
中
に
弥
生

須
玖
式
土
器
の
再
検
討

八
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時
代
後
期
の
凸
レ
ン
ズ
底
へ
の
移
行
が
う
か
が
え
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

A
－

B
系
譜
の
聾
形
土
器
の
型
式
組
列
決
定
と
同
様
に
、

C
系
譜
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
も
C
↓
C
↓
C

（
古
↓
新
を
あ
ら
わ
す
）
の
変
遷
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

D
系
譜
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
は
、

A
I
C系
譜
の
聾
形
土
器
と
く
ら
べ
出
土
例
が
少
な
く
、
こ
の
系
譜
の
み
の
資
料
で
は
型
式
組
列

を
決
定
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

本
節
で
は
、
前
述
し
た
A
i
D系
譜
の
型
式
組
列
聞
の
時
間
的
な
併
行
関
係
を
検
討
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
小
児
用
費
棺
の
資
料

を
基
準
と
す
る
が
、
系
譜
の
異
な
る
聾
形
土
器
が
組
み
合
う
例
は
少
な
い
た
め
、
袋
状
竪
穴
・
竪
穴
式
住
居
跡
出
土
の
資
料
を
援
用
す
る
。

ま
ず
、

B
系
譜
と
C
系
譜
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
は
、
春
日
市
門
田
遺
跡
門
田
地
区
部
号
聾
棺
・
原
遺
跡
日
号
聾
棺
な
ど
で
、

B
に
分
類

さ
れ
る
鋤
形
口
縁
が
や
や
内
傾
し
て
「
底
部
d
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
聾
形
土
器
と
、
逆
L
字
形
に
屈
折
す
る
口
縁
部
を

も
ち
胴
部
が
や
や
張
り
C
の
範
曙
で
考
え
ら
れ
る
聾
形
土
器
が
組
み
合
う
例
が
知
ら
れ
て
い
る
（
第
8
図
1
）
。
筑
紫
野
市
平
原
遺
跡
l
号

貯
蔵
穴
・
福
岡
市
博
多
区
久
保
園
遺
跡
2
号
竪
穴
式
住
居
跡
で
は
、
鋤
形
口
縁
が
外
傾
す
る
B
の
聾
形
土
器
と
、
「
く
」
字
形
口
縁
の
C
・

《鋪
V

C
の
聾
形
土
器
が
出
土
し
て
い
る
（
第
8
図
4
1日
）
。
前
者
の
例
は
、

C
と
B
の
聾
土
器
が
同
時
に
存
在
す
る
時
間
の
切
片
が
示
さ
れ
、

後
者
の
例
で
は
C
・
C
と
B
の
聾
形
土
器
が
同
時
に
存
在
す
る
時
間
の
切
片
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

C
と
B
の
費
形
土
器
と
組
み
合

う
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

B
系
譜
の
聾
形
土
器
を
基
準
と
す
る
C
の
聾
形
土
器
の
上
限
は
、

B
と
共
存
し
な
い
B
の
聾

形
土
器
と
併
行
す
る
時
期
、
下
限
は
B
の
聾
形
土
器
の
み
が
存
在
す
る
時
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

C
の
聾
形
土
器
は
、
後
者
の
例
で

B
と
共
存
す
る
こ
と
、

B
－

B
の
聾
形
土
器
が
組
み
合
う
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
上
限
を
B
の
聾
形
土
器
の
み
が
存
在
す
る
時
期
と
考
え

る。

C
と
B
の
聾
形
土
器
が
組
み
合
う
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、

C
の
上
限
は
B
の
蜜
形
土
器
が
存
在
す
る
時
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考

須
玖
式
土
器
の
再
検
討

一
八
五
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須
玖
式
土
器
の
再
検
討

一1
‘、1
、、

－，，，，
r
 

え
ら
れ
な
い
。

次
に
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
み
る
と
、
北
九
州
市
八
幡
西
区
馬
場
山
遺
跡
第
2
次
調
査
A
｜

4
号
袋
状
竪
穴
出
土
の
聾
形
土

器
に
は
、
胴
部
が
ほ
と
ん
ど
張
ら
ず
口
縁
部
内
面
に
う
す
い
稜
を
も
っ
て
屈
曲
す
る
如
意
形
口
縁
部
破
片
、
や
や
胴
部
の
張
る
「
く
」
字

形
口
縁
部
破
片
と
と
も
に
、

B
系
譜
の
内
傾
ぎ
み
に
粘
土
を
貼
付
し
て
「
コ
」
字
形
の
口
縁
部
に
仕
上
げ
た
小
破
片
が
出
土
し
て
い
る
。

底
部
破
片
は
、
「
底
部

a
手
法
」
あ
る
い
は
「
底
部
b
手
法
」
で
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
厚
め
の
上
げ
底
で
あ
り
、

A
－

A
・
B
の
聾

形
土
器
の
出
土
例
で
あ
る
（
第
9
図
ロ
1
お
）
。
ま
た
、
同
遺
跡
第
1
次
調
査
お
号
遺
構
（
袋
状
竪
穴
）
で
は
A
・
B
－

B
に
分
類
さ
れ
る

【鑓
V

聾
形
土
器
が
出
土
し
、
飯
塚
市
下
ノ
方
遺
跡
剖
号
ピ
ッ
ト
上
層
出
土
の
聾
形
土
器
も
A
・
A
－

B
に
分
類
で
き
る
（
第
9
図
1
1
7
1
こ

れ
ら
の
資
料
は
、
い
ず
れ
も
袋
状
竪
穴
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
「
一
括
資
料
」
と
し
て
は
あ
っ
か
え
な
い
が
、
他
の
型
式
が
含
ま
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、

A
－

A
の
聾
形
土
器
は
B
・
B
の
聾
形
土
器
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
存
在
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ほ
か
、
福
岡
県
粕

屋
郡
古
賀
町
東
町
遺
跡
の
土
器
溜
り
で
は
、

A
－

A
・
C
の
聾
形
土
器
が
、
鳥
栖
市
安
永
田
遺
跡
2
号
祭
杷
遺
構
か
ら
は
C
・
C
・
A
・

（
柄
引
】

7

3

A
の
聾
形
土
器
が
出
土
し
て
い
る
（
第
9
図
m
i剖
）
。
こ
の
う
ち
、

A
と
C
の
聾
形
土
器
に
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
凸
レ
ン
ズ
状
底
へ
の

移
行
を
う
か
が
え
る
不
安
定
な
平
底
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

A
と
C
の
聾
形
土
器
の
時
間
的
な
対
応
関
係
が
考
え
ら
れ
、
前
述

の
東
町
遺
跡
・
安
永
田
遺
跡
例
と
あ
わ
せ
、

A
・
C
の
聾
形
土
器
と
の
併
行
関
係
を
考
え
う
る
。

A
の
聾
形
土
器
は
、
他
の
系
譜
の
聾
形

土
器
と
の
伴
出
関
係
を
知
り
え
な
か
っ
た
が
、

A
i
C
系
譜
内
の
型
式
の
先
後
関
係
か
ら
B
・
B
の
聾
形
土
器
と
ほ
ぼ
時
間
的
に
対
応
す

る
と
考
え
る
。
ま
た
、

A
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
も
、

B
系
譜
の
聾
形
土
器
と
伴
っ
て
出
土
す
る
例
を
知
り
え
た
。
福
岡
市
早
良
区
浄
泉

寺
遺
跡
日
号
ピ
ッ
ト
で
は
、

B
に
分
類
さ
れ
る
聾
形
土
器
と
、
如
意
形
口
縁
部
の
破
片
が
出
土
し
て
い
る
。
底
部
破
片
は
い
ず
れ
も
底
裾

部
が
外
側
に
ふ
ん
ば
る
か
た
ち
の
も
の
で
、
如
意
形
口
縁
部
の
破
片
に
も
、
こ
の
種
の
底
部
が
つ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
、

A
に
分
類
さ
れ

る
聾
形
土
器
に
復
元
で
き
る
（
第
8
図

2
1幻
）
。
し
た
が
っ
て
、

A
と
B
の
聾
形
土
器
併
行
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

D
系
譜
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
は
、
春
日
市
原
遺
跡
判
号
聾
棺
で
は
C
と
D
の
聾
形
土
器
、
鳥
栖
市
安
永
田
遺
跡
加
区
5
ト
レ
ン
チ

4



号
聾
棺
で
は
B
と
D
の
聾
形
土
器
が
組
み
合
っ
て

い
る
（
第
8
図
2
）。

D
系
譜
の
聾
形
土
器
は
、
形

状
的
に

B
系
譜
の
範
轄
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の

を
、
土
器
の
仕
上
げ
・
出
土
遺
構
の
性
格
の
差
か

ら
分
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
両
者
は

形
状
的
に
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
例

と
あ
わ
せ
、
外
傾
す
る
鋤
形
口
縁
部
を
も
っ

B
と

D
の
聾
形
土
器
を
時
間
的
に
併
行
す
る
も
の
と
考

え
て
も
よ
い
。

D
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
も
、
鋤

形
口
縁
部
が
ほ
ぼ
水
平
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、

B
の
聾
形
土
器
と
対
応
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、

D
・
D
の
聾
形
土
器
が
不
安
定
な
平

底
を
も
ち
、
胴
部
が
張
り
口
径
を
胴
部
最
大
径
が

う
わ
ま
わ
る
こ
と
か
ら
、

A
・
C
の
聾
形
土
器
と

の
対
応
を
考
え
う
る
。

D
－

D
の
聾
形
土
器
は

A
・
C
と
の
対
応
を
考
え
う
る
。
以
上
、

A
1
D

系
譜
の
聾
形
土
器
の
時
間
的
な
対
応
関
係
を
、

B

系
譜
の
聾
形
土
器
を
基
準
と
し
て
相
対
的
に
整
理

し
た
の
が
〈
表
5
〉
で
あ
る
。

須
玖
式
土
器
の
再
検
討

A～D系譜の褒形土器の時間的な対応関係表

D1D2DaD4D5Do C1C2Ca B1B2BaB4B5Bo 

〈表5)

At A2fuA4fuAoA1 
型式

八
九



須
玖
式
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器
の
再
検
討

九。

次
に
、
各
系
譜
の
聾
形
土
器
の
分
布
を
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
型
式
群
ご
と
に
み
る
と
、
ま
ず
、

A
と
B
の
聾
形
土
器

は
福
岡
平
野
以
西
と
筑
紫
平
野
に
主
に
分
布
す
る
。
し
か
し
、

A
と
B
の
費
形
土
器
は
、
福
岡
平
野
・
糸
島
平
野
に
代
表
さ
れ
る
玄
界
灘

沿
岸
地
域
と
、
筑
紫
平
野
に
代
表
さ
れ
る
有
明
海
沿
岸
地
域
と
で
出
現
頻
度
が
異
な
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
下
僚
信
行
氏
が
指
摘
し
て
い

る
こ
と
で
、
玄
界
灘
沿
岸
地
域
で
は
、

A
が
聾
形
土
器
の
主
体
を
占
め
、

B
は
全
出
土
土
器
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ

う
し
た
状
況
は
、
唐
津
平
野
さ
ら
に
西
北
九
州
の
沿
岸
・
島
幌
地
域
で
も
同
様
で
あ
り
、
佐
賀
県
唐
津
市
柏
崎
貝
塚
の
貝
層
出
土
資
料
、

（却｝

五
島
列
島
福
江
島
の
岐
宿
貝
塚
出
土
の
資
料
で
も
A
が
聾
形
土
器
の
卯
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
明
海
沿
岸
地

域
で
は
、

B
が
童
形
土
器
の
主
体
で
あ
り
、
福
岡
県
八
女
市
亀
ノ
甲
遺
跡
1
号
竪
穴
出
土
の
聾
形
土
器
の
叩
%
以
上
は
B
で
あ
り
、

A
は

【

mv

《却｝

数
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
筑
紫
平
野
西
部
の
佐
賀
県
大
門
西
遺
跡
、
町
南
遺
跡
、
姫
方
原
遺
跡
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の

2

地
域
の
境
界
域
に
位
置
す
る
甘
木
市
西
原
C
遺
跡
・
小
郡
市
三
沢
蓬
ケ
浦
遺
跡
で
は
、

A
系
譜
の
も
の
が
判
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
、

B
系
譜

の
も
の
が
印
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
と
、
や
や
B
系
譜
の
聾
形
土
器
の
出
土
量
が
多
い
。
こ
う
し
た
玄
界
灘
・
有
明
海
沿
岸
地
域
に
対
し
て
、

遠
賀
川
流
域
以
東
の
地
域
で
は
、

B
－

A
の
聾
形
土
器
は
ほ
と
ん
ど
出
土
せ
ず
、
馬
場
山
遺
跡
A
｜

4
袋
状
竪
穴
・
下
ノ
方
遺
跡
剖
号

ピ
ッ
ト
下
層
で
A
・
A
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
よ
う
な
如
意
形
口
縁
部
を
も
っ
聾
形
土
器
が
、

A
i
A
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
し
て

（担）

分
布
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
第
9
図
2
・
ロ

1
H）
。
こ
の
聾
形
土
器
は
、
桐
部
が
ゆ
る
や
か
に
ふ
く
ら
み
、
上
げ
底
状
の
平
底
あ
る

い
は
平
底
が
つ
く
も
の
で
、
こ
れ
を
A
・
B
の
聾
形
土
器
と
併
行
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
で
、
前
述
の
A
－

A
に
分
類
さ
れ
る
ス
ダ
レ

遺
跡
4
号
聾
棺
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
薄
め
の
平
底
の
聾
形
土
器
の
系
譜
を
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
種
の
聾
形
土
器
を
便
宜
的
に
A
と
呼

び、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
の
型
式
に
追
加
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

A
－

A
・
B
の
聾
形
土
器
は
、
ほ
ぼ
併
行
す
る
時
期
に
各
々
、
遠
賀
川

流
域
以
東
地
域
・
玄
界
灘
沿
岸
地
域
・
有
明
海
沿
岸
地
域
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
。

次
に
、

A
と
A
・
B
と
B
の
聾
形
土
器
の
分
布

a

を
み
る
と
、
北
部
九
州
地
方
で
も
東
部
の
京
都
平
野
・
宇
佐
平
野
で
は
、

A
系
譜
の
も

の
が
全
体
の
叩
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
。
た
と
え
ば
、
行
橋
市
竹
並
遺
跡
の
袋
状
竪
穴
群
出
土
の
資
料
で
は
、
卯
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
A
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須
玖
式
土
器
の
再
検
討

（鈎｝

の
聾
形
土
器
で
、
他
は
B
・
B
あ
る
い
は
東
部
九
州
地
方
に
分
布
す
る
「
下
城
式
土
器
」
の
聾
形
土
器
が
数
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
岡

市
前
田
山
遺
跡
・
筑
上
郡
新
吉
富
村
中
桑
野
遺
跡
で
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
大
分
県
宇
佐
市
ム
口
ノ
原
遺
跡
・
宇
佐
郡
郡
安
心
院
町
宮
ノ

原
遺
跡
で
は
A
系
譜
の
聾
形
土
器
が
主
体
で
あ
る
が
、
豊
前
地
域
で
も
南
半
に
位
置
し
、
東
部
九
州
地
方
と
隣
接
す
る
地
理
的
条
件
か
ら
、

（お｝

「
下
城
式
土
器
」
の
聾
形
土
器
の
占
め
る
比
率
が
高
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遠
賀
川
流
域
で
は
A
系
譜
が
主
体
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
量
の

B
系
譜
の
聾
形
土
器
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
遠
賀
川
下
流
の
福
岡
県
遠
賀
郡
町
城
ノ
越
貝
塚
の
昭
和
泊
年
発
掘
の
資
料
を
み
る
と
、

A
と
B
の
聾
形
土
器
の
比
率
は

6
対

4
な
い
し
、

7
対
3
、
A
と
B
の
場
合
に
は

7
対
3
な
い
し
、

8
対
2
で
あ
る
。
北
九
州
市
八
幡
西

区
馬
場
山
遺
跡
で
も
同
様
に
A
系
譜
の
も
の
が
主
体
で
、

B
系
譜
の
も
の
が
全
体
の

m
i却
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
遠
賀
川
流
域

で
も
上
流
の
飯
塚
市
立
岩
遺
跡
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
袋
状
竪
穴
出
土
の
資
料
で
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
遠
賀
川
流
域
で
も
、
峠

を
は
さ
ん
で
筑
紫
平
野
と
接
す
る
嘉
穂
郡
穂
波
町
ス
ダ
レ
遺
跡
で
は
、

B
系
譜
の
も
の
が
逆
に
主
体
を
占
め
、

A
系
譜
の
も
の
は
羽
パ
ー

セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
遠
賀
川
流
域
以
東
地
域
に
対
し
て
、
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
の
北
部
九
州
地
方
で
も
西
半

部
の
地
域
で
は
、
前
段
階
A
の
聾
形
土
器
が
主
体
で
あ
っ
た
玄
界
灘
沿
岸
で
も
B
系
譜
の
も
の
が
主
体
と
な
り
、
有
明
界
沿
岸
も
含
め
B

系
譜
の
聾
形
土
器
が
即
パ
ー
セ
ン
ト
ち
か
く
を
占
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、

A
－

A
と
B
・
B
の
聾
形
土
器
は
、
遠
賀
川
流
域
を
は
さ
ん
で
、

前
者
が
そ
の
以
東
地
域
、
後
者
が
以
西
地
域
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
。

こ
う
し
た
北
部
九
州
地
方
を
二
分
し
て
A
－

B
系
譜
の
童
形
土
器
が
分
布
す
る
状
況
は
、
こ
れ
以
後
安
定
し
た
も
の
に
な
る
。
前
段
階

B
系
譜
の
聾
形
土
器
が
か
な
り
の
割
合
で
出
土
す
る
遠
賀
川
流
域
の
諸
遺
跡
で
も
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
が
即
パ
ー
セ
ン
ト
に
ち
か
い
比

率
を
占
め
る
。
た
と
え
ば
、
北
九
州
市
八
幡
西
区
辻
田
西
遺
跡
・
馬
責
場
遺
跡
l
号
袋
状
竪
穴
で
は
、

D
あ
る
い
は
D
の
聾
形
土
器
の
破

片
が
数
点
出
土
し
て
い
る
の
み
で
、
他
は
A
－

A
之
い
っ
た
A
系
譜
の
も
の
で
占
め
ら
れ
る
。
鞍
手
郡
若
宮
町
小
原
遺
跡
1
号
貯
蔵
穴
・

同
郡
鞍
手
町
中
屋
敷
遺
跡
第
I
地
点
4
号
袋
状
竪
穴
で
は
A
－

A
の
童
形
土
器
ば
か
り
で
、

B
－

C
系
譜
の
も
の
は
出
土
し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
で
は
、
ほ
ぼ
肌
パ
ー
セ
ン
ト
ち
か
く
が
B
・
C
系
譜
の
聾
形
土
器
で
占
め
ら
れ
る
。

九



こ
の
う
ち
、

B
に
併
行
す
る
C
の
聾
形
土
器
は
、
福
岡
平
野
か
ら
南
、
脊
振
山
塊
の
東
麓
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
。

B
系
譜
の
聾
形
土

器
が
な
く
な
っ
た
後
に
は
、

B
系
譜
に
か
わ
っ
て
C
系
譜
の
も
の
が
、
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
地
域
の
費
形
土
器
の
主
体
と
な

る
。
ま
た
、
こ
の
地
域
に
も
A
系
譜
の
聾
形
土
器
の
出
土
が
若
干
知
ら
れ
て
い
る
。
福
岡
平
野
の
東
に
隣
接
す
る
粕
屋
平
野
地
区
で
は
、

鹿
部
山
東
町
遺
跡
土
器
溜
り
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

A
i
A
の
聾
形
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
む
し
ろ
A
系
譜
が
聾
形
土
器
の
主
流
で

あ
る
。
さ
ら
に
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
は
玄
界
灘
ぞ
い
に
福
岡
平
野
・
糸
島
平
野
・
唐
津
平
野
に
点
々
と
分
布
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
海

沿
い
の
分
布
と
は
別
に
、
峠
を
は
さ
ん
で
遠
賀
川
上
流
域
と
接
す
る
甘
木
・
朝
倉
地
区
さ
ら
に
脊
振
山
地
の
東
南
麓
に
も
A
系
譜
の
聾
形

土
器
が
分
布
す
る
。
し
か
し
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
の
出
現
頻
度
は
、
粕
屋
平
野
地
区
を
の
ぞ
き
、
他
の
地
区
で
は
一
遺
跡
出
土
の
聾
形

土
器
の
中
で
多
く
て
も
数
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
A
i
c系
譜
の
分
布
に
対
し
て
、

D
系
譜
の
聾
形
土
器
は
北

部
九
州
地
方
全
域
に
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、
そ
の
出
土
量
は
少
な
い
。

A
系
譜
の
聾
形
土
器
が
主
体
で
あ
る
遠
賀
川
流
域
以
東
地
域
で

は
一
遺
跡
出
土
の
聾
形
土
器
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
、
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
地
域
で
も
同
様
で
あ
る
。

以
上
、

A
を
除
く
A
系
譜
の
聾
形
土
器
は
、
遠
賀
川
流
域
以
東
の
北
部
九
州
東
半
部
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
一
系
列
の
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
B
・
C
系
譜
の
聾
形
土
器
は
北
部
九
州
西
半

部
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
。
こ
の
う
ち
、

C
の
聾
形
土
器
が
形
状
的
に

B
に
ち
か
く
、
分
布
も
B
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

C
系
譜
の
聾
形

土
器
は
、
閉
じ
「
く
」
字
形
・

L
字
形
に
屈
折
す
る
口
縁
部
を
も
っ
A
系

譜
の
も
の
と
は
別
に
、

B
系
譜
の
聾
形
土
器
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
域
で
は
、
弥
生
時
代
中
期
の
あ
る
時
期
に

B
系
譜
か
ら
C
系
譜
の
内
的
な
系
譜
の
変
換
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
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須
玖
式
土
器
の
再
検
討

に
、
北
部
九
州
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
の
聾
形
土
器
は
、
〈
表
5
〉
を
そ
の

九



須
玖
式
土
器
の
再
検
討

九
四

併
行
・
系
譜
関
係
を
次
の
よ
う
に
概
念
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

前
節
ま
で
北
部
九
州
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
須
玖
式
土
器
の
聾
形
土
器
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
「
須
玖
式
土
器
」
の
も
つ
一
つ
の

代
表
例
と
さ
れ
る
朝
顔
形
に
ひ
ろ
が
る
口
頭
部
を
も
っ
広
口
の
壷
形
土
器
が
あ
る
。
こ
の
種
の
広
口
の
壷
形
土
器
は
、
口
縁
部
に
粘
土
を

貼
付
し
て
鋤
形
口
縁
部
に
つ
く
り
上
げ
た
も
の
と
、
そ
の
ま
ま
ひ
ら
い
た
ま
ま
に
仕
上
げ
た
も
の
が
あ
る
。
両
者
に
は
他
の
部
位
で
は
形

状
的
な
差
違
は
認
め
ら
れ
ず
、
前
者
に
は
大
形
品
が
含
ま
れ
、
成
人
用
大
形
聾
棺
に
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
機
能
の
差
違
が
あ
る
程
度
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
者
の
鋤
形
口
縁
部
に
仕
上
げ
ら
れ
な
い
広
口
の
壷
形
土
器
で
、
主
に
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
の
北
部
九

州
西
半
部
の
も
の
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。

広
口
の
壷
形
土
器
は
、
胴
部
か
ら
頚
部
へ
の
つ
な
が
り
、
胴
部
形
状
、
口
頭
部
の
長
さ
と
ひ
ろ
が
り
な
ど
か
ら
、
第
日
図

1
1
4と
5

1
日
に
大
き
く
分
類
で
き
る
。
前
者
は
球
形
に
近
い
胴
部
ゆ
る
や
か
に
口
頭
部
が
ひ
ら
く
も
の
で
、
後
者
は
や
や
肩
の
張
っ
た
胴
部
に
直

角
に
口
頭
部
が
接
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
者
は
球
形
の
胴
部
を
も
ち
、
ゆ
る
や
か
な
カ
1
ブ
で
頚
部
へ
移
行
す
る
も
の
（
1
）

と
、
扇
球
形
の
胴
部
に
卯
に
近
い
角
度
で
口
頭
部
が
接
合
さ
れ
る
も
の
（
2
1
4）
の

2
グ
ル
ー
プ
に
細
分
で
き
る
。
後
者
も
同
様
に

5

グ
ル
ー
プ
に
細
分
で
き
る
。
ナ
デ
肩
で
口
径
が
胴
部
最
大
径
と
く
ら
べ
小
さ
く
、
口
頭
部
も
そ
れ
ほ
ど
の
び
な
い
も
の
（

5
）
。
や
や
肩
の

は
っ
た
胴
部
に
、
胴
部
最
大
径
に
等
し
く
ひ
ろ
が
る
口
頭
部
を
も
つ
も
の
（
6
1
m）
。
口
径
が
胴
部
最
大
径
を
う
わ
ま
わ
り
、
口
頭
部
の

高
さ
が
器
高
の
半
分
ち
か
い
も
の
（

U
l
m－
口
径
が
胴
部
最
大
形
を
う
わ
ま
わ
り
、
口
頭
部
が
中
央
で
す
ぼ
ま
り
、
頭
部
の
付
け
根
に

段
・
沈
線
・
凸
帯
を
め
ぐ
ら
す
が
、
胴
部
と
の
境
い
が
不
明
瞭
な
も
の
（
日
・
日
）
。
や
や
肩
の
張
る
胴
部
に
口
頭
が
ほ
ぼ
垂
直
に
立
ち
上

が
る
も
の
（
第
日
図
8
・
9
）
で
あ
る
。
次
に
、
便
宜
的
に
、
第
叩
図
1
↓
I
、
2
1
4↓
E
、

5
↓
E
、
6
1叩
↓
W
、

u
i
m↓
V
、



M
－

m↓
羽
、
第
臼
図
8
・
9
↓
mu
と
し
て
、
小
児
用

費
棺
な
ど
の
遺
構
で
前
節
ま
で
に
述
べ
た
聾
形
土
器
と

ど
の
よ
う
に
組
み
合
っ
て
い
る
か
検
討
し
て
み
た
。
ー

は
福
岡
市
早
良
区
浄
泉
寺
遺
跡
日
号
ピ
ッ
ト
で
、

B
に

分
類
で
き
る
聾
形
土
器
と
出
土
し
て
い
る
（
第
日
図

日
・
口
）
。
次
に
、
岡
市
博
多
区
板
付
遺
跡
G
l
h区
白

号
聾
棺
で
は
、
口
頭
部
が
打
欠
か
れ
て
い
る
が
、
胴
部

形
状
か
ら
E
に
分
類
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
壷
形
土
器

が
B
の
聾
形
土
器
と
組
み
合
っ
て
い
る
（
第
日
図
団
）
。

ま
た
、
同
6
号
費
棺
に
は
、
鋤
形
口
縁
に
仕
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
他
の
特
徴
は
W
の
範
鴎
で
把
握
で
き
る
広
口

の
壷
形
土
器
と
、

B
も
し
く
は
B
の
聾
形
土
器
と
が
用

い
ら
れ
て
い
る
（
第
U
図
凶
）
。
同
市
早
良
区
藤
崎
遺
跡

船
号
聾
棺
で
は
W
の
広
口
の
査
形
土
器
と
、
鋤
形
口
縁

部
を
ほ
ぼ
水
平
に
つ
く
る
B
の
聾
形
土
器
が
組
み
合
う

門前】

（
第
日
図
却
）
。
甘
木
市
栗
山
遺
跡
叩
号
聾
棺
で
は
、
鋤

形
口
縁
部
で
あ
る
が
V
の
範
曙
で
考
え
ら
れ
る
査
形
土

器
と
、

B
に
分
類
で
き
る
聾
形
土
器
が
組
み
合
う
（
第

日
図
引
）
。
筑
紫
野
市
永
岡
遺
跡
で
は
、
栗
山
例
と
同
じ

須
玖
式
土
器
の
再
検
討

B•C系譜の賓形土器と広口の壷形土器の併行関係

vn 

広口の童形土器

羽V N m n 

器土形費

〈表6)

一時処叩

（新）

一
九
五



須
玖
式
土
器
の
再
検
討

一
九
六

（犯｝

く
V
の
範
曙
で
と
ら
え
ら
れ
る
壷
形
土
器
と
、

B
の
聾
形
土
器
が
組
み
合
う
（
第
日
図
詑
）
。
そ
の
ほ
か
、
板
付
遺
跡

E
l肋
井
戸
、

G
l

h
区
刊
号
竪
穴
（
井
戸
）
、
久
保
園
遺
跡
3
号
竪
穴
式
住
居
跡
で
は
、
刊
に
分
類
で
き
る
小
形
品
と
、

C
－

C
の
聾
形
土
器
が
出
土
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
遺
構
で
の
組
み
合
せ
関
係
か
ら
、

B
－

C
系
譜
の
聾
形
土
器
を
基
準
と
し
て
、
－
↓
H
↓
W
↓
V
↓
刊
と
い
う
型
式
変
化

E
－

wは
、
形
状
的
に
、
各
々

E
と
W
・
V
と
刊
の
中
間
的
な
も
の
で
あ
り
。
こ
の
種
の
広
口
の
壷
形
土
器
の

I
↓
H
↓
皿
↓
W
↓
V
↓
羽
↓
刊
と
い
う
型
式
組
列
を
組
み
立
て
ら
れ
る
。
ま
た
、

B
・
C
系
譜
の
聾
形
土
器
と
の
時
間
的
な
対
応
関
係

も、

B
・
I
↓
B
－

E
↓
B
・
皿
↓
B
・
B
－

U
↓
B
・
C
－

V
↓
C
・
羽
↓
C
－

W
と
整
理
で
き
る
（
表
6
）。

が
た
ど
れ
る
。
さ
ら
に
、

さ
て
、
こ
の
種
の
広
口
の
壷
形
土
器
は
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
の
分
布
す
る
遠
賀
川
流
域
以
東
の
地
域
に
も
分
布
す
る
（
第
日
図
叩

1

M
）
。
し
か
し
、
前
述
し
た
北
部
九
州
西
半
部
で
は
み
ら
れ
な
い
広
口
の
壷
形
土
器
を
中
心
と
す
る
系
譜
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
北
九
州
市
八
幡
西
区
辻
田
西
遺
跡
A
｜
l
袋
状
竪
穴
出
土
の
小
形
品
は
A
－

A
の
聾
形
土
器
と
と
も
な
う
が
、
胴
部
の

形
状
か
当
り
前
述
の

E
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
口
頭
部
が
短
く
外
反
度
も
弱
い
。
行
橋
市
前
田
山
遺
跡
、
同
下
稗
田
遺
跡
、
築
上
郡

新
吉
富
村
中
桑
野
遺
跡
な
ど
か
ら
、
前
述
の

V
－

wに
対
応
す
る
壷
形
土
器
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
V
・
羽
と
く
ら
べ
て
口
頭

部
は
そ
れ
ほ
ど
ひ
ろ
が
ら
ず
、
肩
の
は
っ
た
胴
部
を
も
ち
、
次
第
に
出
土
量
が
多
く
な
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
（
第
臼
図
日

1
印
）
。
ま

た、

A
i
A
の
聾
形
土
器
に
は
、
形
状
的
に
弥
生
時
代
前
期
の
「
高
槻
式
」
か
ら
の
系
譜
を
ひ
く
と
考
え
ら
れ
る
広
口
の
壷
形
土
器
が
と

も
な
う
（
第
日
図

n
i
m－
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
折
衷
形
の
も
の
も
み
ら
れ
る
（
第
日
図

m－

n）。

こ
の
ほ
か
の
壷
形
土
器
も
、
北
部
九
州
地
方
の
東
西
で
系
譜
の
異
な
る
も
の
が
分
布
す
る
。
「
須
玖
式
土
器
」
の
代
表
例
の
ー
っ
と
さ
れ

る
袋
状
口
縁
を
も
っ
長
頭
の
壷
形
土
器
は
、

B
・
C
－

C
の
聾
形
土
器
に
と
も
な
い
、
一
部
、
遠
賀
川
上
流
域
の
嘉
穂
郡
桂
川
町
土
師
遺

跡
で
出
土
例
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
主
に
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
地
域
に
分
布
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遠
賀
川
以
東
の
地
域

で
は
、

A
1
A
の
聾
形
土
器
に
と
も
な
っ
て
、
直
口
縁
で
口
縁
部
直
下
に
断
面
三
角
形
突
帯
を
め
ぐ
ら
す
長
頚
の
壷
形
土
器
が
分
布
す
る
。

こ
の

2
つ
の
長
頚
の
壷
形
土
器
は
、
外
面
を
丹
塗
り
研
磨
さ
れ
祭
杷
的
性
格
の
濃
い
土
器
で
あ
る
が
、
そ
の
分
布
は
重
複
す
る
こ
と
が
ほ



と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
遠
賀
川
流
域
の
以
東
地
域
で
は
、
扇
球
形
の
胴
部
を
も
ち
、
ゆ
る
や
か
に
ひ
ろ
が
る
頭
部
に
鋤
形
口
縁
が
つ
く
壷

形
土
器
、
球
形
に
ち
か
い
胴
部
に
短
く
外
反
す
る
口
頭
部
が
つ
く
大
形
の
壷
形
土
器
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
北
部
九
州
地
方
の
西
半
部

で
出
土
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
前
者
の
壷
形
土
器
に
形
状
的
に
ち
か
い
壷
形
土
器
が
あ
る
が
、
系
譜
的
に
は
広
口
の
壷
形
土
器

羽
－

W
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
高
杯
形
土
器
は
、
口
縁
部
を
断
面
鋤
形
に
つ
く
る
こ
と
が
北
部
九
州
地
方
全
域
の
特
色
で
あ
る
。
し
か
し
、

A
・
A
・
B
－

B
－

B
・
C
に
と
も
な
う
高
杯
形
土
器
は
、
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
地
域
で
脚
部
が
細
長
く
の
び
る
も
の
が
主
流
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
遠
賀
川
流
域
以
東
の
地
域
で
は
こ
の
種
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
短
い
脚
部
を
も
つ
も
の
が
主
体
で
あ
る
。
器
台
形
土
器
は
北
部

九
州
地
方
内
で
地
域
的
な
差
異
は
み
ら
れ
な
い
が
、

B
i
B
・
C
－

C
に
と
も
な
う
丹
塗
り
磨
研
さ
れ
た
大
形
の
筒
形
器
台
は
、
福
岡
平

野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
地
域
に
主
に
分
布
し
、
遠
賀
川
流
域
以
東
の
地
域
で
は
嘉
穂
郡
桂
川
町
土
師
遺
跡
の
出
土
例
を
の
ぞ
き
、
基
本

的
に
は
分
布
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
弥
生
時
代
中
期
前
後
に
は
、
聾
形
土
器
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
北
部
九
州
地
方
の
東
西
で
土
器
の
系
譜
の
異
な
る
も
の

が
分
布
す
る
。
こ
れ
は
、
土
器
以
外
の
石
器
・
墓
制
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
石
器
に
関
し
て
は
、
下
僚
信
行
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
遠
賀
川
流
域
以
東
の
地
域
で
は
大
形
石
庖
丁
、
石
鎌
、
石
文
な
ど
は
、
福
岡
平
野
お
よ
び
筑
紫
平
野
と
は
異
な
る
型
式
や
出
土

量
の
集
中
性
が
み
ら
れ
る
。
墓
制
に
つ
い
て
は
、

B
・
C
系
譜
が
聾
形
土
器
が
主
体
で
あ
る
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
地
域
は
、

成
人
用
大
形
聾
棺
墓
が
盛
行
し
、
墓
制
の
主
体
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

A
系
譜
が
聾
形
土
器
の
主
体
で
あ
る
遠
賀
川
流
域
以
東
の
地

域
で
は
、
土
壌
墓
が
墓
制
の
主
体
で
あ
る
。
聾
棺
墓
は
小
児
用
の
墓
葬
と
し
て
採
用
さ
れ
、
成
人
用
大
形
聾
棺
墓
は
北
部
九
州
西
半
部
と

峠
を
は
さ
ん
で
接
す
る
遠
賀
川
上
流
域
の
ス
ダ
レ
遺
跡
・
土
師
遺
跡
で
み
ら
れ
る
が
、
墓
制
の
主
体
で
は
な
い
。
ま
た
、
飯
塚
市
立
岩
遺

跡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
成
人
用
大
形
聾
棺
墓
群
は
鏡
・
青
銅
武
器
・
鉄
製
武
器
の
集
中
す
る
特
殊
な
墓
地
を
形
成
す
る
。

一
方
で
は
、
他
の
地
方
と
く
ら
べ
、
北
部
九
州
地
方
と
し
て
の
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
示
す
状
況
も
認
め
ら
れ
る
。
石
器
に
つ

し
か
し
、
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い
て
い
え
ば
、
飯
塚
市
立
岩
遺
跡
周
辺
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
輝
緑
凝
灰
岩
製
の
石
庖
丁
、
福
岡
市
今
山
で
産
す
る
玄
武
岩
製
の
太
形

蛤
刃
頁
斧
、
挟
入
石
斧
、
扇
平
片
刃
石
斧
、
無
重
の
三
角
形
式
磨
製
石
鎖
、
鉄
剣
型
石
剣
な
ど
の
同
種
・
同
型
式
の
も
の
が
北
部
九
州
地

方
全
域
に
分
布
す
る
。
ま
た
、
墓
制
で
は
、
墓
地
は
基
本
的
に
は
叩
基
前
後
の
埋
葬
遺
構
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
墓
地
内
の

祭
把
遺
構
が
営
ま
れ
る
。
聾
棺
葬
自
体
も
、
小
児
用
の
墓
葬
と
し
て
は
他
の
地
方
で
数
量
的
に
多
く
は
な
く
、
北
部
九
州
地
方
の
墓
制
を

代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
集
落
は

5
軒
前
後
の
竪
穴
式
住
居
跡
を
基
本
的
な
単
位
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
、
北
部
九
州
地
方
の
一
般
的
な

姿
で
あ
る
。
土
器
に
関
し
て
も
、
北
部
九
州
地
方
の
東
西
に
共
通
し
て
、

D
系
譜
の
聾
形
土
器
、
広
口
の
査
形
土
器
が
あ
り
、
何
よ
り
も

粘
土
を
口
縁
部
に
貼
付
し
て
鋤
形
口
縁
を
つ
く
る
も
の
が
、
聾
形
土
器
・
壷
形
土
器
・
鉢
形
土
器
・
高
町
内
形
土
器
の
各
器
種
ご
と
に
み
ら

れ
る
こ
と
は
、
北
部
九
州
地
方
の
特
色
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
東
西
地
域
聞
の
聾
形
土
器
・
査
形
土
器
の
一
部
に
差
違
が
あ

る
が
、
そ
れ
の
み
で
全
体
の
器
種
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
両
地
域
に
共
通
す
る
も
の
と
相
互
に
補
完
し
て
北
部
九
州
地
方
の
中
期
土

器
の
器
種
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
北
部
九
州
地
方
全
域
で
弥
生
中
期
土
器
を
「
須
玖
式
土
器
」
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
従
来
「
須
玖
式
土
器
」
を
代
表
す
る
鋤
形
口
縁
の
一
般
化
、
丹
塗
り
磨
研
の
祭
杷
土
器
群
の
盛
行
を
目
や
す
と
し
て
、
前
述

の
A
i
A
－

B
1
B
・
C
・
C
－

D
I
D
－

D
の
聾
形
土
器
と
V
1
羽
の
広
口
の
壷
形
土
器
を
基
準
と
す
る
土
器
群
を
「
須
玖
H
式
土

器
」
、
そ
の
前
段
階
の
も
の
と
し
て
、

A
i
A
－

B
I
B
－

D
の
聾
形
土
器
と
E
・
W
の
広
口
の
童
形
土
器
を
基
準
と
す
る
土
器
群
を
「
須

玖
I
式
土
器
」
と
す
る
。
ま
た
、

A
－

A
・
B
の
聾
形
土
器
、
ー
の
広
口
の
壷
形
土
器
を
基
準
と
す
る
土
器
群
は
、
弥
生
時
代
前
期
土
器

の
範
曙
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

C
・
A
・
D
・
D
の
聾
形
土
器
と
刊
の
広
口
の
壷
形
土
器
に
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
凸
レ
ン
ズ

状
底
へ
の
移
動
を
う
か
が
え
る
不
安
定
な
平
底
が
含
ま
れ
て
お
り
、
後
期
土
器
の
範
鴎
で
と
ら
え
て
お
き
た
い
。
「
須
玖
I
式
土
器
」
と

「
須
玖
E
式
土
器
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
い
く
つ
か
の
小
時
間
帯
に
区
分
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
須
玖
I
式
土
器
」

の
中
で
、

A
－

B
の
聾
形
土
器
と
H
の
広
口
の
壷
形
土
器
を
基
準
と
す
る
土
器
群
を
「
古
段
階
」
、

A
・
B
－

B
・
D
の
費
形
土
器
を
基
準

と
す
る
土
器
群
を
「
中
段
階
」
、
他
を
「
新
段
階
」
と
す
る
。
ま
た
、
「
須
玖
E
式
土
器
」
の
中
で
、

A
－

B
・
C
－

D
の
聾
形
土
器
と
V



の
広
口
の
壷
形
土
器
を
基
準
と
す
る
土
器
群
を
「
古
段
階
」
、

A
－

C
・
D
－

D
の
聾
形
土
器
と
羽
の
広
口
の
壷
形
土
器
を
基
準
と
す
る
土

器
群
を
「
新
段
階
」
と
す
る
。
「
須
玖
I
式
土
器
古
段
階
」
は
従
来
中
期
初
頭
と
さ
れ
る
「
城
ノ
越
式
土
器
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る

（
ロ
・
日
図
）
。
ま
た
、
遺
構
出
土
土
器
に
は
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
新
・
古
2
者
が
混
在
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
当
然

新
し
い
段
階
で
、
そ
の
資
料
の
時
期
比
定
を
行
う
と
い
う
編
年
図
の
読
み
方
を
行
う
。

ま
た
、
分
布
の
面
で
、

A
系
譜
の
聾
形
土
器
に
代
表
さ
れ
遠
賀
川
流
域
の
以
東
地
域
に
分
布
す
る
土
器
の
系
譜
を
「
遠
賀
川
以
東
系
」
、

B
・
C
系
譜
の
聾
形
土
器
に
代
表
さ
れ
福
岡
平
野
以
西
お
よ
び
筑
紫
平
野
地
域
に
分
布
す
る
土
器
の
系
譜
を
「
遠
賀
川
以
西
系
」
と
呼
び

た
い
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、

B
系
譜
の
聾
形
土
器
の
中
に
は
小
平
野
ご
と
に
部
分
要
素
の
若
干
の
差
違
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
「
遠
賀
川
以
西
系
」
の
中
で
の
小
地
域
ご
と
の
変
差
を
「
福
岡
平
野
型
」
な
ど
と
「
O
O型
」
の
言
葉
で
考
え
る
。

お

わ

り

本
稿
は
、
弥
生
時
代
中
期
土
器
か
ら
み
た
地
域
間
交
流
の
検
討
を
目
的
と
し
て
書
き
始
め
た
が
、
時
間
的
制
約
か
ら
、
そ
の
基
礎
作
業

で
あ
る
土
器
編
年
で
お
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
、
北
部
九
州
地
方
の
土
器
の
編
年
的
研
究
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
土
器
様
式
を
組
み

立
て
る
考
え
方
と
、
分
布
の
面
と
も
関
連
す
る
系
譜
関
係
の
整
理
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
整
理
を
行
う
中
で
、
土
器
の
数
量
的
な
処
理
も

可
能
と
な
っ
て
こ
よ
う
し
、
考
古
学
的
な
現
象
面
か
ら
の
地
域
間
交
流
の
あ
り
方
も
具
体
的
な
か
た
ち
で
分
析
が
で
き
、
そ
の
背
後
に
あ

る
文
化
・
社
会
の
復
元
・
解
釈
も
可
能
と
な
ろ
う
。
本
稿
の
中
で
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
「
i
式
」
、
「
i
段
階
」
、
「
1
系
」
、
「
1
型
」
と

い
う
J
d葉
を
用
い
た
。

段
後
に
な
っ
た
が
、
岡
崎
敬
・
横
山
浩
一
・
小
田
富
士
雄
・
西
谷
正
先
生
、
多
く
の
方
々
か
ら
多
く
の
御
指
導
・
教
示
を
た
ま
わ
り
、

資
料
調
奇
の
便
宜
を
は
か
つ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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森
本
六
爾
・
小
材
行
雄
編
『
弥
生
土
器
衆
成
図
録
』
昭
和
凶
年

森
貞
次
郎
「
各
地
域
の
禰
生
式
文
化
｜

l
北
九
州
｜
｜
」
『
日
本
考
古
学
講
座
』

4

1

1」
『
日
本
の
考
古
学
』
国
昭
和
但
年

鏡
山
猛
・
杉
原
荘
介
・
渡
辺
正
気
・
大
塚
初
重
、
「
福
岡
県
域
／
越
遺
跡
」
『
日
本
農
耕
文
化
の
生
成
』

『
弥
生
式
土
器
集
成
』
（
本
編
l
）
昭
和
鈎
年

小
田
富
士
雄
、
「
入
門
講
座
・
弥
生
土
器
｜
｜
九
州
3
｜
｜
」
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
市
昭
和
総
年

片
岡
宏
二
「
弥
生
時
代
中
期
の
土
器
編
年
に
つ
い
て
｜
｜
特
に
三
国
丘
陵
の
資
料
を
忠
に
｜
｜
」
『
大
板
井
E
』
昭
和
田
年
小
郡
市
教
育
委
員

会
、
同
「
板
付
E
式
土
器
の
細
分
と
編
年
に
つ
い
て
｜
｜
特
に
三
国
丘
陵
の
資
料
を
中
心
に
｜
｜
」
『
三
沢
蓬
ケ
浦
遺
跡
』
（
福
岡
県
文
化
財
調
査

報
告
書
第
印
集
昭
和
田
年

橋
口
達
也
「
聾
棺
の
編
年
的
研
究
」
『
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
』
則
昭
和
日
年
福
岡
県
教
育
委
員
会

長
嶺
正
秀
ほ
か
『
下
稗
田
遺
跡
調
査
概
報
』

I

昭
和
郎
年
、
石
井
龍
彦
「
下
稗
回
遺
跡
土
器
編
年
試
案
E
」
『
下
稗
田
遺
跡
調
査
報
企
E
W
（行

橋
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
集
）
昭
和
田
年
、
梅
崎
葱
司
「
第
W
章
ま
と
め
」
『
馬
責
場
遺
跡
』
（
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書

第
お
集
）
昭
和
問
年

愛
形
土
器
に
は
、
他
に
器
高
却
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
小
形
品
、
器
官
同
印
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
大
形
府
が
あ
る
。

長
嶺
正
秀
ほ
か
『
前
田
山
遺
跡
調
査
概
報
』
川
昭
和
田
年
、
行
橋
市
前
田
山
遺
跡
調
査
会
「
福
岡
県
行
橋
市
前
田
山
遺
跡
の
調
査
」
『
考
古
学

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
昭
和
田
年
、
ま
た
、
概
報
掲
載
の
資
料
の
ほ
か
に
、
未
発
表
の
資
料
を
一
部
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

橋
口
達
也
編
『
ス
ダ
レ
遺
跡
』
（
穂
波
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
1
集
）
昭
和
日
年
、
浜
田
信
也
編
『
八
木
山
バ
イ
パ
ス
関
係
埋
蔵
文
化
財

調
査
報
＆
己
昭
和
問
年
福
岡
県
教
宣
委
員
会

酒
井
仁
夫
編
『
日
上
遺
跡
』
（
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
必
集
昭
和
必
年

長
嶺
正
秀
ほ
か
『
下
稗
田
遺
跡
調
査
概
報
I
』
（
行
橋
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
9
集
）
昭
和
町
年
、
同
『
下
稗
田
遺
跡
調
査
概
報
E
』
（
行
橋

市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
叩
集
）
昭
和
問
年
、
同
『
下
稗
田
遺
跡
調
査
概
報
E
』
（
行
橋
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
日
集
）
昭
和
田
年
、
同

『
下
稗
田
遺
跡
調
査
概
報
W
』
（
行
橋
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
日
集
）
昭
和
田
年

小
田
富
士
雄
編
『
馬
場
山
遺
跡
』
昭
和
田
年
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
会
、
栗
山
伸
司
編
『
馬
場
山
遺
跡
』
（
北
九
州
文
化
財
調
査
報
告

昭
和
お
年
、
同
「
弥
生
文
化
の
発
展
と
地
域
性
｜
｜
九
州

昭
和
初
年
、
杉
原
荘
介
「
北
九
州
地
方
」

（

4）
 

（

5）
 

（

6）
 

（

7）
 

（

8）
 

（

9）
 

（叩）
（日）

（臼）
（日）



（

M
）
 

（店）

第
お
集
）
昭
和
田
年

岡
崎
敬
編
、
『
立
岩
遺
蹟
』
昭
和
白
年
福
岡
県
飯
塚
市
立
岩
遺
跡
調
査
委
員
会

梅
崎
恵
司
『
馬
責
場
遺
跡
』
（
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
お
集
）
昭
和
印
年
、
上
野
精
志
編
『
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵

文
化
財
調
査
報
t
E
刷
昭
和
臼
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
・
児
玉
真
一
編
『
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
』
沼
昭
和

臼
年
福
岡
県
教
育
委
県
会

山
口
譲
治
編
『
板
付
周
辺
遺
跡
調
査
報
告
書
』
（
3
）
（
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
お
集
）
昭
和
日
年

山
田
正
編
『
安
永
田
遺
跡
本
調
査
第
1
年
次
概
要
報
告
書
』
（
鳥
栖
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
日
集
）
昭
和
田
年
、
山
田
正
編
『
安
永
田
遺

跡
本
調
査
第
2
次
概
要
報
告
』
（
鳥
栖
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
日
集
）
昭
和
田
年
、
石
橋
新
次
編
『
安
永
田
遺
跡
｜
｜
柚
比
遺
跡
群
範
囲
確

認
調
査
報
告
書
｜
｜
』
（
鳥
栖
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
凶
集
）
昭
和
田
年

丸
山
康
晴
編
『
赤
井
手
遺
跡
』
（
春
日
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
6
集
）
昭
和
白
年

折
尾
学
ほ
か
編
『
西
新
町
遺
跡
』
（
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
内
集
）
昭
和
町
年

佐
々
木
隆
彦
編
『
栗
山
遺
跡
』
（
甘
木
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
ロ
集
）
昭
和
町
年

木
下
修
編
『
山
陽
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
』
第
日
集
、
昭
和
同
年
、
福
岡
県
教
宣
委
員
会

三
島
格
ほ
か
『
浄
泉
寺
遺
跡
』
昭
和

ω年
東
洋
開
発
株
式
会
社

丸
山
康
晴
編
『
赤
井
手
遺
跡
』
（
春
日
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
6
集
）
昭
和
田
年

注
（
口
）
・
（
幻
）
文
献
お
よ
び
、
柳
田
康
雄
編
『
国
道
湖
号
線
バ
イ
パ
ス
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
報
』
（
福
岡
県
文
化
財
4

調
査
報
告
書
第

町
集
）
昭
和
田
年

注
（
剖
）
文
献
お
よ
び
、
力
武
卓
治
ほ
か
『
久
保
園
遺
跡
』
（
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
引
集
）
昭
和
問
年

注
（
臼
）
文
献
お
よ
び
、
嶋
田
光
一
『
下
ノ
方
遺
跡
』
（
飯
塚
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
6
集
）
昭
和
田
年

注
（
汀
）
文
献
お
よ
び
、
高
倉
洋
彰
編
『
鹿
部
山
遺
跡
』
昭
和
必
年
日
本
住
宅
公
団

九
州
大
学
文
学
部
一
考
古
学
研
究
室
所
蔵

九
州
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
所
蔵

多
々
良
友
博
編
『
姫
方
原
遺
跡
｜
F
地
区
l
』
昭
和
問
年
、
中
野
建
設
・
中
野
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
『
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
（
1
）
」
昭
和
田
年

（日）
（口）

（問）
（問）

（却）
（剖）

（泣）
（部）

（剖）
（お）

（お）
（幻）

（お）
（却）

（初）

須
玖
式
土
器
の
再
検
討

。



須
玖
式
土
器
の
再
検
討

（
担
）
中
間
研
志
編
『
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
3
』

遺
跡
』
（
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
邸
集
）
昭
和
印
年

（
担
）
注
（
叩
叫
）
文
献
と
同
じ

（
犯
）
福
岡
県
行
橋
市
竹
並
遺
跡
調
査
会
場
『
竹
並
遺
跡
』
昭
和
制
年

（
担
）
注
（
9
）
文
献
お
よ
び
、
馬
田
弘
稔
編
『
中
桑
野
遺
跡
』
（
新
吉
富
村
文
化
則
調
査
報
告
書
第
3
集
）
昭
和
田
年

（
お
）
後
藤
宗
俊
・
清
水
宗
昭
・
真
野
和
夫
編
『
台
ノ
原
遺
跡
』
（
大
分
県
文
化
財
調
査
報
告
第
泊
絹
）
昭
和
田
年

（
お
）
九
州
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
所
蔵

（
幻
）
浜
石
哲
也
編
『
高
速
鉄
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
報
告
書
第
位
集
）
昭
和
田
年

（
お
）
浜
田
信
也
編
『
福
岡
南
バ
イ
パ
ス
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
』
第
5
集
昭
和
由
年
福
岡
県
教
育
委
員
会

（
鈎
）
山
崎
純
男
編
『
板
付
周
辺
遺
跡
調
査
報
告
書
（
5
）
』
（
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
必
集
）
昭
和
昭
年

文
献

（

ω）
長
谷
川
清
之
編
『
土
師
地
区
遺
跡
群
』

I

（
桂
川
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
1
集
）
昭
和
田
年

（H
U
）
下
僚
信
行
「
九
州
に
お
け
る
大
陸
系
磨
製
石
器
の
生
成
と
展
開
」
「
史
淵
』
第
出
絹
昭
和
田
年

（m
M
）
田
崎
博
之
「
北
部
九
州
の
集
落
」
『
季
刊
考
古
学
』

6

昭
和
田
年

二
O
二

昭
和
問
年

福
岡
県
教
育
委
員
会
、
宮
小
路
賀
宏
編

『
三
沢
蓬
ケ
浦

お
よ
び
、
注
（
凶
）
・
（
笥
）


