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第

一

章

遺
跡
の
実
例
l
補
遺

第
二
専
に
列
挙
し
た
環
溝
及
び
類
似
遺
跡
の
う
ち
と
乙
に
あ
げ
る
二
つ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
史
淵
第
七
一
輯
の
原
稿
執
筆
の
後
、
夫
々
報

告
論
文
を
頂
い
た
。
前
稿
で
は
た
だ
遺
跡
名
と
極
め
て
短
い
説
明
を
加
え
て
お
い
た
が
、
乙
乙
に
調
査
者
及
び
調
査
関
係
者
の
御
好
意
に
よ

っ
て
詳
細
な
資
料
を
与
え
ら
れ
、
且
つ
叉
二
つ
の
遺
跡
が
環
溝
住
居
に
つ
い
て
色
々
な
問
題
を
提
供
す
る
重
要
さ
も
あ
る
の
で
、
前
橋
に
も

予
告
し
た
よ
う
に
説
明
と
考
察
の
一
一
、
三
を
追
補
す
る
乙
と
と
す
る
。

山

口

県

光

市

岡

原

山
口
大
学
小
野
忠
瀬
氏
等
の
調
査
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
山
口
県
岡
原
遺
跡
は
、
同
民
の
私
信
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
左
記

の
レ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て
委
細
を
知
っ
た
。

小
野
忠
蕪

塁
壕
遺
構
を
有
す
る
一
古
代
村
落
祉
の
研
究

山
口
県
光
市
岡
原
遺
跡
発
掘
調
査
研
究
報
告

山
口
大
学
教
育
学
部
記
念
論
文
集

岡
原
遺
跡
は
島
田
川
下
流
右
岸
川
岸
に
近
く
突
出
し
た
正
陵
上
に
あ
る
。
今
光
市
大
字
三
井
字
岡
原
及
ぴ
今
石
の
地
に
あ
る
。
乙
の
報
文
に

は
阻
和
二
九
年
よ
り
＝
二
年
秋
ま
で
小
野
民
以
下
の
調
査
の
結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

環

溝

住

居

陛

小

論

四



環

溝

住

居

陛

小

論

四
四

遺
跡
の
あ
る
正
陵
性
の
台
地
は
、
光
市
北
界
の
山
塊
か
ら
南
に
向
っ
て
低
下
す
る
一
支
脈
の
末
端
に
位
す
る
。
水
田
よ
り
の
比
高
約
三

O
米

前
後
（
標
高
三
六

l
三
九
米
）
、
自
然
正
陵
の
形
は
南
に
向
っ
た
前
方
後
円
墳
に
似
た
形
を
と
っ
て
い
る
。
勿
論
大
き
か
ら
い
っ
て
長
径
五

O

O
米
も
あ
る
か
ら
、
古
墳
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
地
形
の
説
明
上
乙
の
言
葉
を
借
用
す
る
と
、
後
円
部
に
あ
た
る
所
の
上
面
が
平
坦

地
と
な
っ
て
い
る
。
正
陵
地
の
幅
約
二

O
O米
で
平
坦
地
の
幅
六

O
米
で
あ
る
。
前
方
部
に
相
当
す
る
台
地
は
南
に
の
ぴ
て
川
を
は
さ
ん
で
南

側
の
正
陵
地
と
対
峠
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
乙
の
住
居
地
は
前
面
に
正
が
南
に
の
ぴ
て
島
田
川
に
の
ぞ
み
、
東
西
は
水
団
地
帯
と
な
り
、

北
は
山
地
に
連
な
る
。

上
面
の
平
坦
地
に
調
査
の
重
点
を
置
か
れ
た
の
は
、
乙
こ
に
一
条
の
土
堤
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
発
掘
調
査
の
結
果
は
土
堤
を
北

限
と
し
て
、
竪
穴
住
居
其
の
他
の
柱
穴
が
発
見
さ
れ
、
更
に
西
側
の
傾
斜
変
換
面
に
は
南
北
に
一
条
の
溝
が
走
っ
て
い
る
乙
と
が
わ
か
っ
た
。

即
ち
住
居
の
北
方
は
東
西
に
走
る
土
堤
に
よ
っ
て
限
ら
れ
、
東
側
は
溝
に
よ
っ
て
限
ら
れ
る
と
い
う
状
態
が
明
か
に
さ
れ
た
。

現
在
ま
で
調
査
さ
れ
て
い
る
範
囲
は
方
約
一

O
O米
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
域
が
凡
そ
往
時
の
住
居
集
団
の
範
囲
で
あ
ろ

ぅ
。
勿
論
内
域
の
全
面
的
な
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
多
少
広
域
に
拡
が
る
こ
と
も
予
想
出
来
な
い
こ
と
も
な
い
。
以
下
今
日
ま
で
の

調
査
に
よ
っ
て
、
堤
、
溝
・
住
居
肢
に
就
い
て
紹
介
し
よ
う
。

先
づ
第
一
に
ζ

の
遺
跡
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
土
堤
は
正
陵
上
面
平
坦
地
を
東
西
に
約
五
O
米
直
離
に
走
る
土
塁
で
、
高
さ
ニ
・
五
米
（
内

面
地
面
か
ら
）
幅
約
五
米
内
側
（
南
側
）
に
緩
傾
斜
す
る
。
尤
も
東
西
両
端
部
で
は
幅
も
狭
く
な
っ
て
い
る
。

ζ

の
よ
う
な
土
塁
が
弥
生
期
の

も
の
と
す
れ
ば
、
稀
有
の
遺
構
と
し
て
注
目
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
野
氏
は
土
星
の
年
代
に
つ
い
て

ー
、
土
塁
の
北
側
に
は
住
居
祉
そ
の
他
の
遺
構
が
見
当
ら
ず
、
南
側
に
住
居
が
集
団
し
て
い
る
乙
と
は
ζ

の
土
堤
が
住
居
世
と
関
係
が
あ
り

2
、
土
堤
の
一
部
載
切
り
調
査
に
於
て
、
何
等
の
文
佑
造
物
を
発
見
し
得
な
か
っ
た
乙
と
は
、

「
集
落
の
廃
棄
物
が
殆
ん
ど
無
か
っ
た
か
、

少
か
っ
た
集
落
形
成
の
初
め
頃
に
築
造
さ
れ
た
乙
と
巻
示
唆
し
て
い
る
。
」
と
の
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
吾
々
は
奈
良
、
平
安
時
代
の
土



塁
を
寺
院
や
国
府
の
祉
で
稀
に
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
弥
生
期
の
土
堤
を
見
出
す
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
又
あ
っ
て
も
久
し
い
聞

に
自
然
や
人
工
に
よ
っ
て
破
壊
し
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
う
。
然
し
右
の
理
由
に
よ
っ
て
こ
の
土
塁
が
弥
生
期
の
も
の
だ
と
す
る
と
、

そ
れ
が
た
と
え
旧
態
よ
り
も
流
水
等
に
よ
っ
て
低
く
な
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
誠
に
予
期
し
な
い
例
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
乙
の
土
塁

を
古
い
も
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
こ
か
ら
運
ん
だ
土
で
あ
ろ
う
か
、
知
り
度
い
も
の
で
あ
る
。
ご
く
普
通
に
考
え
れ
ば
、

一
条
の
溝
を
掘
っ
て
そ

の
内
側
か
外
側
に
土
塁
を
積
み
上
げ
る
こ
と
が
、
防
塞
と
い
う
点
や
労
力
と
い
う
点
か
ら
最
も
簡
便
に
し
て
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
掘
り
あ

げ
た
土
を
溝
の
何
れ
か
一
方
に
積
み
あ
げ
れ
ば
、
防
塞
の
目
的
は
よ
り
よ
く
達
せ
ら
れ
る
。
最
も
低
地
の
住
居
の
場
合
、
地
面
全
体
を
高
め
る

必
要
の
あ
る
と
き
は
、
手
聞
が
か
か
っ
て
も
広
い
範
囲
に
土
を
盛
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
溝
と
土
堤
は
っ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
吾
々
は

今
日
ま
で
こ
の
よ
う
な
遺
構
を
完
全
に
知
る
こ
と
な
く
し
て
過
ぎ
て
来
た
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
土
堤
が
、
溝
を
伴
わ
ず
、
溝
が
土
堤
を
伴
わ
ぬ

（
乙
の
例
は
多
い
が
）
こ
と
は
よ
ほ
ど
の
条
件
が
な
い
限
り
残
存
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

次
に
溝
の
遺
構
に
つ
い
て
は
上
幅
ニ
・
二
米
、
深
さ
一
・
入
米
、
底
幅
一

O
糎
程
度
の
V
字
形
の
断
面
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
延
長
を
追
求
し

た
結
果
は
住
居
祉
の
東
辺
に
一
三
五
米
に

E
っ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
乙
の
断
面
な
り
包
含
遺
物
は
環
溝
住
居
陛
の
そ
れ
に
似
て
い
る
が
、

溝
の
走
向
は
直
線
で
な
く
、
ゆ
る
や
か
に
蛇
行
し
て
い
る
点
が
特
異
で
あ
る
。
多
少
現
在
の
正
陵
東
側
の
傾
斜
方
向
と
も
関
係
あ
る
か
と
思
う

が
、
必
ず
し
も
現
在
の
地
形
と
一
致
し
た
も
の
で
も
な
い
。
乙
の
溝
の
北
端
は
土
堤
の
東
側
に
接
続
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
土
堤
と
溝
と
の
聞

に
は
約
一
五
米
の
間
隔
が
あ
る
。
更
に
叉
溝
の
延
長
が
南
或
は
西
側
に
連
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
未
だ
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
間

題
を
残
し
て
い
る
。
北
に
土
堤
、
東
に
溝
を
以
て
限
ら
れ
た
平
坦
地
で
は
、
竪
穴
九
ケ
所
、
大
小
柱
さ
汽

δ
余
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
而
も

柱
穴
は
竪
穴
の
床
面
に
も
及
ん
で
、
住
居
祉
が
重
複
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
柱
穴
の
群
集
状
況
は
、
弥
生
後
期
の
遺
跡
で
大
分
県
安
国
寺
遺
跡

や
福
岡
県
遠
賀
郡
立
屋
敷
遺
跡
等
の
例
が
あ
る
。
平
地
又
は
高
床
の
住
居
で
あ
ろ
う
が
、
柱
穴
だ
け
に
な
る
と
夫
々
の
家
屋
の
分
離
が
困
難
に

な
っ
て
く
る
。
乙
の
竪
穴
と
非
竪
穴
（
柱
穴
の
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
平
地
、
叉
は
高
床
住
居
）
と
の
年
代
差
が
問
題
と
な
る
が
、
乙
の
点
明

環

溝

住

居

陛

小

論

四
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確
な
線
を
ひ
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
概
括
的
に
い
え
ば
、
「
竪
穴
住
居
が
古
く
非
竪
穴
住
居
が
後
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
乙

と
が
出
来
る
。
」
が
、

両
地
区
の
土
器
に
様
相
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
所
か
ら
推
し
て
、

二
つ
の
建
築
様
式
が
或
期
間
併
用
し
て
営
ま
れ

た
可
能
性
告
示
唆
し
て
い
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
た
土
器
に
つ
い
て
は
、
総
じ
て
「
弥
生
後
期
か
ら
土
師
前
期
に
移
る
ま
で
の
過
度
期
に
当
る
様
相
を
示
し
」

て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

遺
跡
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
所
は
環
溝
住
居
陛
と
や
や
異
っ
た
趣
も
あ
る
。
即
ち
溝
の
周
廻
が
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
若
し
東
辺
だ
け
で

あ
っ
た
に
し
て
も
自
然
地
形
に
よ
っ
て
台
地
上
面
の
平
坦
地
が
家
屋
群
団
の
居
住
地
と
し
て
抗
ば
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
北
辺
が
土
塁
で
あ
る

こ
と
は
、
溝
と
対
照
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
住
居
地
を
区
劃
す
る
本
来
の
性
格
に
は
大
差
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
異
例
の
住
居

外
劃
の
施
設
で
は
あ
る
が
、
環
溝
の
場
合
と
大
差
が
な
い
こ
と
は
首
肯
出
来
る
。
た
だ
こ
と
で
も
住
居
地
が
高
台
地
状
の
正
陵
上
に
あ
る
乙
と

か
ら
、
塁
溝
が
防
塞
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
ひ
い
て
は
こ
よ
の
う
な
要
害
地
に
住
居
を
構
え
た
政
治
的
、
社
会
的
原
因
に
つ
い

て
論
及
さ
れ
て
い
る
。
と
の
こ
と
は
単
に
乙
の
遺
跡
だ
け
に
止
る
も
の
で
な
い
の
で
、
後
に
ま
と
め
て
触
諭
す
る
ζ

と
と
し
、
乙
ζ

で
は
万
約

一
O
O米
の
地
域
に
包
含
さ
れ
る
共
同
生
活
体
（
住
居
集
団
）
占
地
の
大
さ
に
つ
い
て
注
意
を
し
て
お
こ
う
。

仮
に
万
一
ハ
む
米
を
こ
の
集
団
住
居
地
域
と
す
れ
ば
、
現
在
の
発
掘
調
査
区
域
は
約
そ
の
半
ば
に
過
ぎ
な
い
。
住
居
関
係
の
遺
構
で
は
調
査

さ
れ
た
竪
穴
数
は
九
個
、
外
に
ニ
個
溝
の
一
部
か
と
も
思
わ
れ
る
遺
構
の
外
に
、
二
個
の
窪
み
穴
（

0
・
五
米
×

0
・
五
米
、

四
九
糎
）
、
炉
陛
一
ケ
所
、
柱
穴
ニ

O
O余
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
が
す
す
め
ば
、
更
に
増
加
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

一
米
×
三
八
！

窪
み
穴
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
比
恵
に
も
似
た
例
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
た
が
、
乙
れ
は
性
質
の
異
う
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
乙
こ
で
は
や

や
小
形
で
あ
る
が
円
形
叉
は
惰
円
形
（
不
正
形
）
で
、
底
が
丸
く
（
す
り
鉢
底
状
か
）
微
細
な
土
器
片
、
小
量
の
木
炭
片
を
混
入
す
る
黒
褐
色

土
壌
が
特
に
固
く
充
填
し
て
い
た
。
欧
州
あ
た
り
の
竪
穴
内
の
塵
一
穴
と
も
い
わ
れ
る
も
の
に
似
て
い
る
。
安
国
寺
弥
生
住
居
遺
跡
に
も
似
た
穴



が
あ
っ
た
が
、
用
途
に
つ
い
て
は
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
何
れ
に
せ
よ
、
住
居
関
係
で
は
共
同
使
用
を
示
す
よ
う
な
遺
構
は
今
ま
で
殆
ん
ど
あ

ら
わ
れ
て
い
な
い
。
第
一
一
次
以
降
の
調
査
に
期
待
を
か
け
た
い
。

次
に
住
居
内
の
植
物
性
遺
物
に
つ
い
て
当
時
の
食
用
品
と
思
わ
れ
る
も
の
が
夫
々
検
出
さ
れ
て
い
る
。

第
一
号
米
、
麦
、
稗
、
小
豆
、
樫
ノ
実

第
二
号

米
、
麦
、
樫
（
果
実
）

第
七
号

米
、
麦
、
稗
、
樫

第
入
号

米
、
麦
、

ソ
ラ
マ
メ
（
一
個
）

但
し
こ
れ
等
の
量
は
極
め
て
小
量
で
あ
る
か
ら
、
夫
々
の
竪
穴
が
食
物
貯
蔵
庫
と
い
う
明
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
般
住
居
内
の

貯
蔵
食
料
品
の
一
部
が
残
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
屋
の
構
造
に
つ
い
て
も
、
倉
庫
と
い
う
よ
り
住
居
の
一
般
様
式
と
変
り
な
い
形
態
で
あ
る
。

次
に
竪
穴
に
つ
い
て
気
附
い
た
点
を
附
記
し
て
お
乙
う
。

一
号
竪
穴
が
深
さ
一

O
l
一
五
糎
、
二
号
入
糎
、
三
号
三

l
五
糎
と
い
う
極
め
て
浅
い
も
の
が
あ
る
乙
と
で
、
乙
れ
等
は
周
溝
が
あ
る
の
で

円
形
の
プ
ラ
ン
が
判
明
す
る
程
度
で
あ
る
。
元
来
竪
穴
の
床
面
が
こ
の
深
き
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
異
例
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
と
の
地

表
面
が
か
つ
て
切
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
現
在
柱
穴
の
み
の
場
所
に
も
竪
穴
の
状
態
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
く
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
今
一
つ
の
疑
問
を
述
べ
て
、
将
来
の
検
討
を
御
願
し
よ
う
。

2

千

葉

県

戸

張

前
稿
（
史
淵
第
七
十
一
輯
）
で
遺
跡
の
番
号
四
と
し
た
・
・
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
記
し
た
「
文
京
区
立
柏
学
園
附
近
一
戸
張
遺
跡
調
査
概
報
」
に

よ
っ
て
説
明
を
補
っ
て
お
こ
う
。

環

溶

住

居

陛

小

論

四
七



環

溝

住

居

陛

小

論

四
l¥ 

問
題
の
環
溝
遺
跡
は
東
葛
飾
郡
柏
町
柏
学
圏
構
内
に
発
見
さ
れ
、
城
山
台
遺
跡
と
時
ば
れ
る
。
回
和
二
十
六
年
以
降
の
調
査
に
よ
っ
て
明
か

に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
書
に
よ
る
と
最
初
聾
棺
や
完
形
土
器
な
ど
が
出
土
注
意
さ
れ
、
後
に
整
地
作
業
が
行
わ
れ
方
形
の
環
溝
が
あ
る

乙
と
に
気
が
つ
い
た
。

合
せ
蜜
は
高
き
七
七
糎
踊
経
五

O
橿
の
聾
形
土
器
と
高
さ
一
八
糎
胴
径
二
九
糎
の
壷
形
土
器
の
口
を
合
せ
た
も
の
で
、
傾
斜
約
四
五
度
で
あ

る
か
ら
、
車
棺
と
み
と
差
支
あ
る
ま
い
。
掃
図
写
真
で
見
る
と
、
口
径
が
余
り
大
き
く
な
い
の
で
、
や
は
り
小
児
童
棺
の
類
で
あ
ろ
う
。
関
東

地
方
で
は
弥
生
式
費
棺
の
新
例
も
追
加
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
れ
な
ど
は
早
い
頃
の
報
告
例
で
あ
ろ
う
。
蜜
棺
の
土
器
様
式
年
代

に
つ
い
て
は
、
後
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
斜
位
埋
葬
の
謹
棺
は
溝
の
東
隅
に
近
い
所
に
あ
り
、
と
乙
で
気
に
な
る
の
は
報
告
者
の
説
明
さ
れ

て
い
る
四
個
の
壷
形
土
器
で
あ
る
。
蜜
棺
に
接
し
て
環
溝
の
一
間
に
あ
た
っ
た
所
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
出
土
状
態
に
つ
い
て
は
詳
細
な

記
述
が
な
い
の
で
、
推
測
を
記
し
て
み
る
。

車
棺
よ
り
西
北
ニ
・
五
米
の
地
点
に
於
て
三
五
号
、
三
六
号
、
三
七
号
、
三
人
号
と
四
個
の
土
器
ぞ
発
見
し
、
焼
土
及
ぴ
炭
佑
物
を
小
量
伴

出
し
た
の
み
で
、

ロ
ー
ム
面
に
変
佑
な
く
、
土
器
片
も
出
土
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
斜
め
又
は
直
立
の
姿
に
於
て
出
土
し
た
と
い
わ

れ
る
。
地
層
に
つ
い
て
は
「
深
さ
四
五
糎
乃
至
五

O
糎
の
ロ

l
ム
に
接
す
る
地
点
」
と
あ
る
。
蜜
棺
の
発
見
層
位
は
「
深
さ
六

O
糎
掘
り
下
げ

た
所
に
」
と
あ
る
の
が
、
蜜
棺
の
最
上
辺
で
あ
る
と
す
れ
ば
ロ

l
ム
層
下
に
墳
を
掘
り
下
げ
た
と
と
に
な
る
が
、
周
囲
に
は
何
等
変
っ
た
設
備

遺
物
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
聾
棺
周
辺
の
土
器
が
ロ

l
ム
層
の
上
面
に
あ
れ
ば
、
蜜
棺
と
層
位
を
異
に
す
る
乙
と
と
な
る
が
、

正
確
な
表
現
で
な
い
の
で
比
較
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
土
器
は

第
三
五
号
l
高
さ
三
二
一
糎
、
胴
径
三
ニ
・
入
糎
、
頚
部
凸
帯
、
胴
上
辺
に
櫛
目
波
状
文
及
び
突
刺
文
あ
り
、

第
三
六
号
l
高
き
三
四
・
八
糧
、
胴
径
コ
二
・
四
糎
、
口
縁
部
頚
頭
部
よ
り
四
糎
に
於
て
破
損
、
頚
部
に
縄
目
突
帯
あ
り
、

第
三
七
号
！
高
さ
ニ
四
・
五
橿
、
胴
径
二
四
糎
、
胴
部
上
半
面
に
へ
ラ
が
き
の
幾
何
学
文
様
が
あ
る
。



第
三
八
号
！
こ
れ
は
説
明
が
な
い
が
、
写
真
に
よ
れ
ば
鋼
部
が
球
状
を
し
た
壷
形
の
完
形
土
器
の
よ
う
で
あ
る
。

報
告
者
は
一
応
四
個
の
土
器
に
つ
い
て
は
嚢
棺
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
完
形
土
器
の
出
土
に
特
殊
埋
置
の
疑
を
拭
い
き
れ

な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
と
に
こ
の
点
は
、
こ
れ
等
の
土
穏
群
が
環
溝
の
内
に
発
見
さ
れ
た
遺
物
の
報
告
の
全
部
で
あ
っ
て
、
潜
の
性
質
に
つ
い

て
考
え
る
時
こ
れ
等
の
士
器
を
他
に
し
て
考
え
る
材
料
が
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
溝
に
つ
い
て
は
一
三
・
五
米
と
一
一
米
の
万
形
の
環
溝
が
あ
る
こ
と
が
、
運
動
場
の
整
地
後
に
判
明
し
た
。
地
表
に
露
れ
た
土
質
の
変

ル
仙
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
西
側
の
一
部
を
発
掘
し
て
弥
生
式
土
器
（
久
ケ
原
式
）
完
形
土
器
告
発
見
し
た
。
こ
の
土
擦
は
溝
底

よ
り
一
糎
上
に
発
見
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
溝
の
掘
さ
く
年
代
を
知
る
有
力
な
資
料
で
ゐ
る
ο

環
溝
は
地
表
下
回

O
糎
に
あ
た
る
ロ

l
ム
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
幅
約
一
・
二
五
米
ロ

l
ム
層
よ
り
の
深
さ
七

O
糎
溝
底
は
平
面
で
潜
壁
の

傾
斜
七
五
度
で
あ
る
。
環
溝
の
プ
ラ
シ
は
図
示
さ
れ
た
所
に
よ
る
と
、
北
九
州
の
例
な
ど
と
如
何
に
も
よ
く
似
て
い
る
。
同
時
代
で
あ
れ
ば
、

か
く
も
離
れ
た
土
地
の
土
工
に
こ
の
よ
う
な
一
致
し
た
特
徴
が
現
わ
れ
る
の
か
と
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。
各
辺
は
直
溝
で
な
く
ゆ
る
い
カ

l
ブ
が

み
ら
れ
、
溝
幅
も
前
記
の
一
・
二
五
米
は
発
掘
場
所
で
一
宿
さ
れ
た
数
値
と
思
う
が
、
大
小
広
狭
の
差
は
図
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。

次
に
こ
の
環
溝
の
二
つ
の
長
辺
の
外
側
に
夫
々
平
行
す
る
二
条
の
溝
が
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
た
。
報
告
者
は
こ
れ
を
二
重
の
環
溝
と
さ
れ

て
い
る
。

た
だ
図
示
さ
れ
た
所
で
は
、

北
万
の
溝
が
か
か
れ
て
な
い
た
め
に
環
溝
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、

既
に
運
動
場
に
整
地
さ
れ
て
い

る
か
ら
こ
の
北
辺
も
た
し
か
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
叉
南
辺
は
崖
と
な
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
外
溝
は
幅
二
・
五
米
、
深

さ
地
表
よ
り
四

O
糎
下
の
ロ

l
ム
層
よ
り
八

O
糎
で
あ
る
。
溝
の
断
面
形
は
ほ
ぼ
同
様
逆
梯
形
を
な
す
。
以
上
外
溝
で
は
西
辺
の
嘩
憾
の
一
部
を

試
掘
し
た
結
果
で
あ
る
。
外
溝
の
東
西
間
隔
は
内
側
で
約
二
四
米
で
ゐ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
の
環
溝
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る

か
、
特
異
な
例
だ
け
に
問
題
の
解
決
を
後
に
残
し
て
い
る
。
内
溝
域
内
の
調
査
も
一
関
だ
け
で
全
般
的
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
し
、
内
外

環
溝
潜
聞
の
地
域
も
調
査
さ
れ
て
い
な
い
今
日
断
定
を
さ
し
ひ
か
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
環
溝
の
性
質
に
つ
い
て
一
・
ニ
推
考
し
て
み
よ
う
。

環

溝

住

居

祉

小

論

四
九



環

潜

住

居

陛

小

論

五
a 

外
溝
祉
の
東
側
に
弥
生
式
の
住
居
陛
群
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
竪
穴
や
土
器
の
出
土
が
記
録
さ
れ
て
い
る
所
に
よ
る
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
住
居

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
環
溝
は
内
外
の
住
居
の
区
別
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
。
先
に
疑
問
を
持
っ
た
聾
棺
墓
地
の
た
め
に
と
の
よ
う

な
環
溝
を
し
か
も
二
重
に
め
ぐ
ら
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
若
し
こ
れ
を
他
の
環
溝
住
居
祉
と
同
じ
く
住
居
陛
の
周
辺
に
め
ぐ
ら
し
た
も

こ
の
点
比
恵
や
其
の
他
の
北
九
州
の
諸
遺
跡
の
示
す
所
と
異
る
。
北
九
州
で
は

の
と
す
れ
ば
、
謹
棺
は
溝
内
の
し
か
も
内
溝
の
一
隅
と
な
り
、

議
棺
は
環
溝
外
に
あ
っ
た
。
し
か
し
比
恵
で
は
大
形
聾
棺
が
主
体
で
数
も
多
く
所
調
共
同
墓
地
と
し
て
の
性
格
を
強
く
示
す
も
の
で
あ
る
。

万
戸
張
の
壷
棺
は
小
児
聾
棺
で
あ
り
、
家
屋
の
近
く
溝
内
に
埋
葬
す
る
こ
と
を
あ
や
し
ま
な
か
っ
た
と
了
解
す
る
こ
と
は
他
に
も
例
が
あ
る
。

大
分
県
安
国
寺
遺
跡
で
は
高
床
住
居
祉
の
床
下
に
聾
棺
と
思
わ
れ
る
（
一
部
は
合
せ
口
の
明
証
が
あ
る
）
も
の
が
あ
っ
た
。

揖
惜
の
年
代
は
溝
底
に
殆
ん
ど
接
し
た
所
か
ら
発
見
会
れ
る
久
ケ
原
式
土
器
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
。
す
な
は
ち
こ
の
溝
が
弥
生
中
期
叉
は
そ
れ

以
前
の
掘
さ
く
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
土
層
、
溝
の
掘
り
方
、
外
貌
、
プ
ラ
シ
・
セ
ク
シ
ョ
シ
等
に
よ
っ
て
弥
生
期
の
掘
開

溝
の
特
徴
を
一
示
す
こ
と
も
こ
の
時
代
観
を
う
ら
づ
け
る
。
た
だ
稀
に
み
る
二
重
の
溝
の
内
域
調
査
に
は
、
現
在
の
状
態
で
は
充
分
の
調
査
が
行

わ
れ
難
い
う
ら
み
が
み
る
。
内
溝
の
広
さ
は
比
恵
の
五
号
に
示
し
た
も
の
一
辺
一

O
米
程
度
の
も
の
で
最
も
小
さ
い
ク
ラ
ス
の
住
居
が
あ
っ
た

に
し
て
も
、

一
、
二
棟
分
の
余
地
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
外
側
に
住
居
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
内
外
両
側
の
住
居
間
に
ど
の
よ
う
な

関
係
が
成
立
す
る
か
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
調
査
の
現
状
か
ら
溝
内
住
居
祉
に
関
す
る
資
料
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
何
と
し
て
も
心

残
り
で
あ
る
。

第

二

章

構

の

性

質

（
前
承
）

第

溝

の

性

質

こ
の
論
文
で
用
い
た
環
溝
の
「
溝
L

の
字
か
ら
連
想
さ
れ
る
大
さ
は
、
さ
ま
で
大
規
模
の
・
も
の
で
な
い
。
縄
文
期
或
は
弥
生
期
の
住
居
遺
跡



竪
穴
住
居
に
周
溝
と
い
う
名
称
が
あ
る
が
、

ζ

れ
は
極
め
て
小
さ
い
溝
で
あ
る
。
環
溝
は
前
に
も
あ
げ
た
よ
う
に
、
幅
二
米
前
後
、
深
さ
一
・

五
米
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
住
居
を
め
ぐ
っ
て
あ
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
状
態
を
呈
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
各
遺
跡
に
つ
い
て
若
干
の

差
は
あ
ろ
う
が
、
平
地
に
あ
る
環
溝
例
、
た
と
え
ば
比
恵
の
よ
う
な
地
形
で
は
雨
水
に
よ
っ
て
水
溜
り
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
地
山
が
粘
土

質
で
あ
れ
ば
、
水
は
き
も
悪
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
恩
・
天
が
つ
づ
け
ば
、
乾
燥
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
永
い
聞
の
住
居
で
は
、
家
敷
囲
り
の
潜

は
泥
水
の
滞
溜
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
溝
の
内
側
に
土
堤
が
無
け
れ
ば
、
炊
事
な
ど
の
水
は
こ
の
溝
に
流
れ
こ
む
こ
と
に
な
る
。
五
口
々
は
平

地
叉
は
低
地
の
水
は
き
の
悪
い
屋
敷
囲
り
の
ど
ぷ
潜
を
し
ば
し
ば
み
て
い
る
。
而
も
近
代
の
溝
は
そ
れ
で
も
幾
分
か
は
他
の
流
れ
と
連
っ
て
、

控
え
さ
え
す
れ
ば
叉
清
流
を
遥
ず
る
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
環
溝
の
場
合
会
く
水
の
取
り
口
も
流
し
口
も
な
い
。
従
っ
て
滞
溜
の
水
は
泥
と

腐
敗
物
に
よ
っ
て
満
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
吸
水
性
の
地
盤
で
あ
っ
た
ら
、
溜
水
は
な
く
て
、
永
年
の
聞
に
泥
で
次
第
に
埋
め
ら
れ
る
結
果
に
な

ろ
う
。
そ
の
状
態
は
一
々
の
場
合
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
低
地
、
高
地
、
台
地
（
正
陵
地
）
と
わ
け
で
考
え
れ
ば
、
低
地
（

ω西
蒲
池
の
如

き
）
遺
跡
で
は
溜
水
が
予
想
さ
れ
る
。
比
恵
の
例
で
は
、
第
一
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
第
一
環
溝
住
居
祉
の
第
五
号
竪
穴
で
環
溝
に
通
ず
る

低
い
通
路
が
あ
っ
た
し
、
又
第
二
号
竪
穴
か
ら
も
環
溝
に
通
ず
る
路
が
あ
っ
た
。

こ
の
溝
路
は
竪
穴
の
水
湿
、
或
は
そ
れ
が
竪
穴
の
内
面
の
水

溜
り
で
は
な
い
に
し
て
も
竪
穴
周
辺
の
水
を
外
側
に
誘
導
す
る
道
と
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
第
二
号
竪
穴
で
は
た
し
か
に
床
底
に
近
い
レ

ベ
ル
で
環
潜
に
通
じ
て
い
る
の
で
、
湿
抜
き
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
こ
の
環
溝
が
満
水
す
れ
ば
、
反
っ
て
外
囲
の

水
が
あ
ふ
れ
で
竪
穴
に
浸
水
す
る
心
配
も
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
そ
の
よ
う
な
現
象
が
な
か
っ
た
も
の
か
、
小
溝
は
殆
ん
ど
水
平
に
近
い
も
の

で
あ
っ
た
。

竪
穴
か
ら
環
溝
に
通
ず
る
小
樽
の
存
在
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
溝
の
内
側
に
土
塁
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
材
料
と
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
即
ち
土
塁
を
溝
に
沿
っ
て
築
い
た
と
す
れ
ば
、
描
憾
の
外
側
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

こ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

ζ

の
事
実

は
同
じ
く
比
恵
の
第
一
環
溝
住
居
隊
北
辺
の
蛮
棺
の
現
在
状
態
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
蜜
棺
は
溝
の
す
ぐ
外
縁
に
接
し
て
存
在
し
て

環

溝

住

居

祉

小

論

五



環

溝

住

居

陛

小

論

五

い
る
。
若
し
こ
こ
に
土
塁
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
土
塁
を
破
壊
し
て
埋
め
る
か
、
土
塁
の
な
か
に
周
り
の
地
面
よ
り
高
い
位
置
に
埋
め
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
部
分
の
環
溝
に
接
す
る
謹
棺
の
深
さ
は
近
接
し
た
他
の
平
地
の
謹
棺
と
異
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
等
の

こ
と
を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
溝
の
外
側
に
も
内
側
に
も
こ
の
遺
跡
に
限
っ
て
土
塁
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
体
に
広
い
平
坦
地
で
あ
る

場
合
に
溝
掘
り
の
土
は
住
居
地
に
ま
け
ば
そ
れ
だ
け
高
く
な
っ
て
水
は
き
が
よ
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
万
法
が
と
ら
れ
た

か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
凡
て
の
環
溝
遺
跡
に
通
じ
て
の
論
で
は
な
い
。
た
だ
吾
々
は
溝
と
土
塁
を
併
せ
持
っ
た
遺
跡
に
相
遭
し
て
い

な
い
。
溝
は
遺
構
と
し
て
残
り
易
い
が
、
土
塁
は
削
り
取
ら
れ
た
り
自
然
に
そ
の
盗
を
失
う
場
合
が
多
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。
将
来
こ
の
種
の
遺
構
の
調
査
に
当
り
注
意
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。

溝
の
大
小
は
そ
の
固
ま
れ
る
住
居
陛
の
大
小
に
大
体
比
例
し
て
い
る
。
狭
い
住
居
地
域
で
は
竪
穴
も
少
い
し
溝
の
広
き
も
深
さ
も
小
さ
い
。

現
代
の
屋
敷
囲
り
の
溝
は
悪
水
の
排
水
路
で
あ
る
が
、
古
代
の
そ
れ
は
排
水
口
が
な
い
の
で
、
そ
の
目
的
が
防
塞
に
あ
る
も
の
か
と
も
思
い
、

柵
列
の
存
在
を
注
意
し
て
い
る
が
、
今
日
ま
で
若
干
の
資
料
の
他
立
証
す
る
こ
と
色
出
来
な
い
。
溝
は
一
米
前
後
の
幅
や
深
さ
で
も
、
あ
る
程

度
動
物
や
外
敵
か
ら
守
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
乙
と
に
溝
の
一
側
に
土
塁
が
め
ぐ
っ
て
い
た
り
、
水
が
満
し
で
あ
っ
た
り
、
叉
外
柵
が

あ
っ
た
り
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
効
果
は
倍
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
安
居
の
自
然
の
要
求
で
は
あ
ろ
う
が
、
特
に
意
識
し
て
の
集
団
防
衛
の
施

設
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
大
小
種
々
の
環
溝
で
は
疑
問
で
あ
る
。
弥
生
期
の
住
居
祉
の
凡
て
が
環
溝
を
持
つ
も
の
で
な
い
点
も
、
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
現
在
ま
で
環
溝
の
例
は
吾
々
の
自
の
及
ぶ
所
で
前
述
の
如
き
数
で
あ
る
。
環
溝
を
伴
わ
な
い
住
居
群
の
数
は
全
国
で
幾
つ
あ
る
か

知
れ
な
い
。
将
来
ζ

れ
等
の
集
団
家
屋
群
の
あ
り
万
が
究
明
さ
れ
る
と
き
は
環
溝
例
が
増
加
す
る
よ
り
以
上
に
無
溝
の
住
居
例
は
増
加
す
る
で

あ
ろ
う
。
乙
の
場
合
環
溝
住
居
の
特
殊
性
が
何
に
基
い
て
出
現
し
た
か
を
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
比
恵
遺
跡
で
も
、
環
溝
外
に
全
然
住
居
枇

を
見
な
か
っ
た
の
で
な
く
、
環
溝
と
環
溝
の
聞
に
も
住
居
祉
は
寄
在
し
て
い
た
J

或
地
域
を
限
り
、
或
時
代
を
限
っ
て
両
者
の
対
立
が
あ
る
と

は
考
え
難
い
。
或
集
団
家
屋
群
が
他
の
群
屋
か
ら
実
際
的
な
生
活
面
で
切
り
離
さ
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
溝
の
如
き
遺
溝
が
な
け
れ
ば
、
吾



々
が
そ
れ
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
形
と
し
て
区
切
り
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
溝
に
こ
の
よ
う
な
集
団
群
居
の
隔
離
性
を
認
め
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
集
団
の
大
小
も
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
環
溝
に
一
万
的
な
解
釈
を
下
す
こ
と
は
現
在
の
所
困
難
で
あ
る
コ
永

い
住
居
習
俗
が
教
え
る
所
で
は
内
因
、
外
国
、
直
接
の
動
機
も
あ
れ
ば
慣
習
的
な
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
防
塞
的
な
立
場
か
ら
い
え
ば
、
ひ

し
ろ
住
居
立
地
と
と
も
に
考
察
を
す
す
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
吾
々
は
平
地
住
居
が
農
耕
集
落
の
発
展
に
伴
っ
て
増
加
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を

推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
時
に
低
地
遺
跡

l
水
田
と
変
ら
な
い
比
高
ー
で
あ
り
、
時
に
は
平
地
遺
跡

i
水
田
よ
り
高
水
位
ー
で
あ
る
場
合
も
あ

る
。
弥
生
期
に
も
こ
の
よ
う
な
大
集
蕗
が
出
現
し
て
い
る
。
然
し
吾
々
は
こ
こ
に
独
立
し
た
小
丘
陵
上
に
あ
る
環
溝
住
居
祉
に
つ
い
て
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
。
山
口
県
の
三
つ
の
遺
跡

i
岡
山
、
天
王
、
岡
原
！
に
つ
い
て
地
形
利
用
の
点
や
住
居
集
団
の
大
き
3
に
類
同
性
の
あ
る
も
の
で
あ

る

ス；

王

任
陵
地

ω比
一

川

同

一

住

城

J

一

五

米

一

五

O
米
x
一
O
O米

佐｝ ; 

地

柏

崎

市

帥

U
字
形
に
聞
む
瀞

附

／ 

,1, 后i

一一
一
O
米

ムハ

O
米

x

一O
O米

1附

A
O米

0
0米
x

一0
0米

北
辺
く
び
れ
部
一
条
の
溝

一
北
辺
土
壁
東
面
講

こ
の
一
二
つ
の
遺
跡
で
は
環
溝
の
文
字
が
そ
の
ま
ま
当
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
住
居
占
地
が
平
野
に
の
ぞ
ん
だ
圧
陵
の
頂
に
あ
っ
て

連
る
丘
陵
の
尾
根
を
溝
或
は
土
堤
を
以
て
区
切
る
の
で
あ
り
、
日
つ
一
例
で
は
住
居
地
の
麓
を
か
こ

b
溝
が

U
字
形
に
め
ぐ
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
何
れ
も
完
全
な
環
溝
で
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
の
地
形
を
利
用
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
溝
、
堤
は
部
分
的
な
も
の
で
も
こ
と
足
り
る
か

も
知
れ
な
い
。
元
来
中
園
、
四
国
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
方
で
は
こ
の
よ
う
な
高
地
性
の
弥
生
住
居
の
遺
跡
は
多
い
。
そ
れ
が
か
な
り
高
峻
な
山

塊
の
頂
近
く
に
あ
る
こ
と
さ
え
あ
り
、
比
高
三

O
i四
O
米
の
山
正
上
に
こ
と
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
で
も
山
口
県
の
よ
う
な
溝

の
寄
在
は
将
来
発
見
さ
れ
る
と
思
う
が
、
高
地
居
住
は
当
時
の
一
般
住
居
の
性
向
と
し
て
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
耕

珠

鴻

住

民

舵

小

i
 

治
問

万ー



球

瀞

住

居

陛

小

論

五
四

作
地
か
ら
離
れ
た
高
地
住
居
が
農
耕
に
不
便
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
用
水
に
も
事
欠
く
不
便
さ
を
し
の
ん
で
、

こ
の
よ
う
な
高
台
地

に
居
住
す
る
こ
と
は
何
等
か
の
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
高
地
住
居
の
堤
、
溝
に
つ
い
て
み
て
も
そ
の
規
模
が
大
き
い
こ
と
、
そ
し
て

又
こ
の
こ
と
は
住
居
地
域

l
占
拠
群
団
が
比
較
的
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
関
連
を
持
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
高

地
住
居
の
一
集
団
の
大
き
さ
が
、

一
般
に
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
比
較
対
照
が
望
ま
し
い
。
小
野
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
正
陵

頂
の
住
居
集
団
に
現
わ
れ
て
い
る
溝
堤
は
防
禦
手
段
と
し
て
の
意
味
が
強
く
、

一
般
の
環
溝
と
は
多
少
性
格
の
相
異
が
認
め
ら
れ
る
。
圧
陵
上

に
独
立
占
拠
の
状
態
で
あ
る
住
居
集
団
で
は
、
隣
接
住
居
の
集
団
が
な
い
限
り
各
々
の
占
拠
地
を
区
別
す
る
仕
切
り
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
眺
望
の
よ
い
正
陵
上
の
生
活
は
そ
れ
自
体
に
自
衛
的
な
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
塁
、
溝
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
面
も
あ
る
。

前
記
の
諸
遺
跡
は
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
防
衛
手
段
と
し
て
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
こ
の
よ
う
な
防
衛
手
段
を
と
ら
ぎ
る
を
得
な
か

っ
た
原
因
に
つ
い
て
色
々
の
場
合
が
予
想
さ
れ
る
。
地
域
的
な
政
治
の
混
乱
か
ら
く
る
不
安
な
社
会
状
態
が
住
居
の
多
く
を
山
上
に
追
い
あ
げ

た
と
み
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
弥
生
期
の
数
百
年
に
一
旦
る
長
期
に
周
防

l
讃
岐
に
亘
る
広
域
に
こ
の
よ
う
な
高
地
住
居
が
普
く
み
ら
れ
る
点

を
考
え
れ
ば
、
猶
そ
こ
に
は
習
俗
化
し
た
住
居
占
地
の
様
式
持
続
形
態
と
し
て
の
面
を
把
握
す
る
必
要
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
住
居
形
態

の
地
域
性
を
広
域
に
百
一
っ
て
つ
か
む
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
地
域
の
特
性
か
ら
溝
や
土
堤
の
性
格
を
検
討
す
る

こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

所
で
一
万
天
王
例
と
同
じ
様
な
住
居
区
劃
の
形
態
を
示
す
も
の
に
、
川
篠
隈
や

同
下
高
場
の
例
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
海
で
仕
切
ら
れ
て
い

た
っ
但
し
周
防
の
例
に
比
べ
れ
ば
、
台
地
の
高
さ
は
水
田
面
か
ら
一

γ
i三
米
で
あ
っ
て
防
衛
的
な
性
格
は
よ
ほ
ど
少
い
っ
そ
の
位
置
は
附
近
の

水
田
耕
作
地
を
管
理
す
る
上
に
何
等
の
障
害
に
な
る
こ
と
も
な
い
。
叉
飲
用
水
等
は
台
地
の
裾
を
流
れ
る
小
川
を
利
用
す
れ
ば
よ
い
し
、
周
閤

の
状
況
は
会
く
他
の
平
地
の
環
潟
住
居
祉
の
例
と
異
っ
た
点
を
み
な
い
。

こ
こ
に
現
れ
る
特
徴
は
、

や
は
り
住
居
地
を
耕
地
か
ら
区
劃
す
る
高

台
地
で
あ
り
、
隣
接
住
居
地
か
ら
の
区
劃
、
隔
離
と
考
え
る
万
が
適
当
で
あ
ろ
う
。



第

三

章

住
居
集
団

i
溝
内
共
同
生
活
体
！
の
性
格

第

墳
墓
に
あ
ら
わ
れ
た
集
団
性

環
溝
内
の
住
居
集
団
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
本
稿
の
終
局
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
以
前
に
も
幾
度
か
ふ

れ
た
問
題
で
あ
る
が
、
墳
墓
集
団
と
の
関
係
を
見
て
お
こ
う
。
再
び
こ
こ
で
こ
の
こ
と
に
論
及
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
昨
年
筑
後
で
蜜
棺
遺
跡

を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
新
資
料
を
得
た
か
ら
で
、
前
の
考
え
を
補
っ
て
お
こ
う
。
謹
棺
が
単
独
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、

群
集
し
て
発
見
さ
れ
て
も
、
記
録
に
と
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
集
団
の
状
況
が
充
分
明
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
か
つ
て
京
都
大
学

《控
1

｝

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
筑
前
須
玖
岡
本
の
裏
棺
群
集
墓
も
幾
ら
か
の
グ
ル
ー
プ
を
持
っ
て
い
る
乙
と
を
示
唆
し
た
報
告
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
も

右
の
事
実
を
裏
書
・
き
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
一
応
調
査
の
概
要
を
報
告
し
て
お
こ
う
。

遺
跡
は
福
岡
県
山
門
郡
瀬
高
町
鉾
田
に
あ
る
。
前
に
触
諭
し
た
奈
良
！
平
安
時
代
の
住
居
祉
金
栗
遺
跡
の
東
万
約
一
粁
に
あ
た
っ
て
い
る
。

近
年
乙
の
附
近
の
田
畑
は
煉
工
場
の
土
採
り
で
抽
下
げ
が
行
わ
れ
、
各
所
か
ら
縄
文
、
弥
生
、
土
師
各
種
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
金
栗
の

住
居
祉
の
調
査
後
久
し
く
乙
の
地
を
訪
れ
る
機
会
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
鉾
田
方
面
に
蜜
棺
、
石
棺
の
出
土
を
後
で
聞
い
た
。
岡
和
三
一
年

四
月
地
下
げ
中
裏
棺
が
露
出
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
現
地
を
訪
れ
る
と
三

0
年
度
の
出
土
地
域
と
少
し
離
れ
て
新
に
数
個
が
露
出
し
て
い

た
。
丁
度
事
棺
の
上
面
ま
で
土
採
り
が
行
わ
れ
、
掘
り
取
れ
ば
新
し
い
耕
地
面
に
穴
が
出
来
て
仕
末
が
悪
い
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
水
田
に
は
浅

い
と
い
う
乙
と
で
、
後
仕
末
を
す
る
つ
も
り
で
、
事
棺

l
水
平
に
近
い
合
せ
口

l
が
半
ば
露
出
の
ま
ま
放
置
し
て
あ
っ
た
。
絶
好
の
条
件
で
あ

る
の
で
、
工
場
主
や
地
下
げ
の
地
主
の
方
労
務
関
係
の
人
々
に
希
望
を
聞
き
届
け
て
頂
き
、
そ
の
好
意
に
よ
り
同
年
秋
ま
で
余
暇
を
み
て
は
記

内毘
2
，

録
に
つ
と
め
た
。
第
三
区
の
調
査
が
他
の
仕
事
の
関
係
で
最
後
ま
で
出
来
な
か
っ
た
の
が
遺
憾
で
あ
る
。

鉾
田
遺
跡
は
矢
部
川
下
流
の
沖
積
平
野
の
な
か
に
あ
る
。
附
近
一
帯
は
平
坦
地
で
あ
る
が
一
米
前
後
の
高
低
差
は
み
ら
れ
る
。
近
年
の
土
採

環

湾

住

居

陛

小

論

五
五



環

溝

住

居

陛

小

論

五
六

り
地
下
げ
で
蜜
棺
の
発
見
地
で
も
一
度
な
ら
ず
表
土
が
取
ら
れ
た
所
も
あ
り
、
現
在
工
事
前
の
地
表
は
必
ず
し
も
旧
地
表
面
で
は
な
い
。

昭
和
三

0
年
度
の
地
下
げ
で
、
謹
棺
や
石
棺
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
年
は
調
査
関
係
者
は
立
会
っ
て
お
ら
ず
、
工
事
関
係
者
の
話

を
聞
く
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
郵
棺
の
破
片
は
現
在
も
路
面
に
放
棄
き
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
様
式
年
代
の
一
端
は
う
か
が
わ
れ
る
。
叉
箱
式
棺

の
平
石
を
講
の
縁
に
土
留
と
し
て
使
用
し
て
て
い
る
の
も
幾
つ
か
み
ら
れ
る
。
位
置
、
範
囲
個
数
集
団
状
況
は
工
事
関
係
者
が
地
元
の
人
々
で

あ
る
た
め
か
な
り
よ
く
聞
く
こ
と
が
出
米
た
。
今
回
調
査
の
地
区
か
ら
北
へ
約
四

O
米
の
距
り
が
め
る
の
で
、

こ
れ
を
第
一
区
と
よ
ん
で
区
別

し
て
お
く
。
第
二
区
は
昨
年
（
一
一
二
年
）
四
八
個
の
蜜
棺
を
見
出
し
た
地
区
で
あ
る
。
第
三
区
は
第
二
区
E
群
の
西
方
約
六

O
米
離
れ
た
所
で
、

や
は
り
懇
棺
と
石
棺
訴
が
あ
る
。

第
一
区
で
は
趨
棺
、
石
棺
数
十
が
発
見
さ
れ
た
が
、
凡
て
割
り
取
ら
れ
て
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ο
・
疎
密
の
差
は
あ
る
が
、
集
団
状
況
、
範

囲
等
第
二
区
の
そ
れ
と
似
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
区
か
ら
は
箱
式
棺
は
一
つ
も
発
見
出
来
な
か
っ
た
。
緑
泥
片
岩
の
屑
平

板
石
を
使
用
し
て
い
る
乙
と
は
、
こ
の
附
近
の
箱
式
石
棺
の
通
例
に
異
る
所
は
な
い
し
、
第
三
区
に
も
一
部
残
っ
て
い
る
の
で
、
構
造
は
見
当

が
つ
く
。
箱
式
棺
は
数
個
で
あ
っ
た
が
、
蓋
棺
と
共
に
何
等
の
副
葬
品
も
み
な
か
っ
た
由
で
あ
る
。

第
二
区
の
聾
棺
の
分
布
状
況
は
第
一
図
に
よ
っ
て
明
か
な
よ
う
に
、
疎
密
の
差
が
著
る
し
い
。
密
集
地
区
を
小
区
分
す
れ
ば
、

A
群
i
B群

と
わ
け
ら
れ
る
。
乙
の
わ
け
万
は
便
宜
的
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
比
較
的
密
集
し
て
い
る
部
分
と
疎
散
的
な
所
が
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
密
集
地
域
を
仮
に
左
の
よ
う
に
わ
け
で
み
た
。

一

計

二

群

団

↑

裂

棺

の

号

数

一

計

一

一L
下
＋

3

3

一
3

一
：
手

2

6

一

｝

一j
t

羽付制

g
4
l
t
c
‘

↑

F

t

r

、

羽

H

q

G

1

1

9

“一

E

、

3

埠
l

o

i

l

－

一

単

下

一

一
ZEa

引
制
一

T

4

9

“

一

刻

H

一

一

γ
噌
品
川
一

2
l
i
n
o
－

長

十

一

一
主
A

1

1

’’
1
1
1
9
d

一

羽

白

一12 

D 

T
A
弓

d
l
l噌
i

qoqa－

－

a
q
 

6 

42 

48 
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環

溝

住

居

陛

小

論

以
上
の
群
の
何
れ
に
属
す
る
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
、
或
は
独
立
し
て
群
を
な
す
に
は
数
の
少
い
も
の
に

1
・
釘
・
泊
・
却
・
却
の
各
号
が
み
の

五
八

る
。
密
集
地
域
で
は
掘
調
棺
が
重
な
っ
た
り
、
古
い
聾
が
新
し
い
惑
の
埋
葬
時
に
破
壊
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

A
群
で
は
三
号
の
大
形
合
口
頭
の

上
に
四
号
の
小
形
合
口
蜜
更
に
そ
の
上
に
五
号
の
小
形
合
口
車
棺
と
三
重
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
埋
蔵
順
序
と
し
て
3
1
5
1
4
と
い
う
前

後
関
係
が
成
立
す
る
。
た
だ
し
そ
の
期
聞
が
ど
の
位
経
過
し
て
い
る
か
明
で
な
い
。
様
式
差
に
よ
っ
て
比
較
年
代
を
探
る
た
め
、
後
で
問
題
と

す
る
六
号
を
合
せ
て
四
つ
の
特
長
を
あ
げ
よ
う
。

号

大
形

下
帯

（
両
事
共
）

T
字
口
縁

四
号

形

T
字
口
縁

無
帯

無
帯

五
号

し
山

11νvy

，r一T
T
’

六
号

小
形

上
蓋
上
帯
一

三
角
口
縁

更
に
六
号
に
よ
っ
て
、
四
号
の
端
末
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
四

号
は
六
号
よ
り
古
い
埋
葬
で
あ
る
。
六
号
は
三
角
口
縁
で
あ
る
か
ら
、

T

字
口
縁
或
は
L
字
口
縁
よ
り
新
し
い
事
に
な
る
。
元
来
三
角
口
縁
は
遠
賀

川
系
の
所
謂
如
意
形
の
変
形
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
須
玖

鉾田第二区 E群饗棺

グ42

e43 

5 M 

も 45

第二図
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式
の
口
縁
よ
り
も
新
し
い
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
凸
帯
は
大
嚢
の
場
合
胴
の
中
央
よ
り
や
や
下
っ
た
所
に
断
面
三
角
形
を
呈
す
る
も
の
が

一七
1v

一
八
で
あ
る
。

通
常
一
条
め
ぐ
っ
て
い
る
。
小
形
聾
に
は
時
に
上
帯
一
条
あ
る
外
は
、
無
帯
の
も
の
が
多
い
。
同
様
の
事
例
は
B
群
の
一
一
ー
と

O
、

一
O
号
を
埋
め
る
際
、
下
部
に
あ
っ
た
一
一
号
の
蜜
棺
の
聾
棺
の
上
半
部
を
破
壊
し
て
下
車
の
底
は
一
一
号
の
聾
の
聞
に
突
入

し
た
姿
に
置
か
れ
て
い
る
。

（
第
三
図
）
更
に
一
七
↓
一
入
↓
一
九
は
夫
々
前
後
埋
蔵
関
係
が
わ
か
る
。

即
ち
一
入
号
は
一
七
号
の
上
位
に
あ

る
。
一
九
号
は
一
八
号
の
上
に
あ
っ
て
互
に
侵
す
こ
と
は
な
い
が
、
相
互
に
接
近
し
て
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
上
の
万
の
婆
棺
の
下
に
接
し



態

て
新
に
埋
葬
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
ョ

こ
の
場
合
の
各
聾
の
様
式
は

状務重の棺要第三図

一
七
号
大
形

下
帯
一
条
（
両
事
共
）

三
角
口
縁

第十号費棺が第十一号裂棺を破壊して理寵されてu、る

一
入
号
大
形

T
字
口
縁

一
九
号
小
形

T
字

口

縁

無

帯

こ
こ
で
は
T
字
口
縁
と
い
っ
て
も
、
須
玖
様
式
の
口
縁
部
と
多
少
異
り
三

叉
一
七
号
の
口
縁
断
面
は
カ
マ
ボ
コ
形

角
口
縁
の
変
形
と
も
み
ら
れ
る
。

に
外
に
張
り
出
す
も
の
で
、

こ
こ
に
は
や
は
り
遠
賀
川
様
式
よ
り
の
発
展

と
考
え
ら
れ
る
系
列
が
そ
の
ま
ま
認
容
さ
れ
る
。

そ
こ
で
口
縁
部
の
断
面
e

形
か
ら
す
れ
ば
、

や
は
り
遠
賀
川
系
の
伝
統
を
残
し
て
い
る
と
は
い
え
、

か

な
り
地
方
的
な
特
徴
と
な
っ
て
お
り
、

器
形
の
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
は
中

期
の
様
相
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。

そ
の
な
か
で
口
縁
の
特
徴
に

よ
っ
て
時
代
様
式
の
細
分
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
或
場
合
に
は
逆
の
現
象
と

も
な
り
、
必
ず
し
も
様
式
差
が
時
期
の
差
と
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
今

は
中
期
の
や
や
古
い
も
の
と
新
し
い
！
典
型
的
な
須
玖
様
式
！
の
も
の
ま
で

含
ま
れ
て
い
る
と
云
う
程
度
に
止
め
て
お
こ
う
。

そ
の
各
々
の
時
期
は
、

つ
の
区
及
ぴ
区
内
の
小
群
の
夫
々
が
時
代
的
に
平
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

一
様
式
の
も
の
が
、
他
の
様
式
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
混
在

一
つ
の
場
所
か
ら
次
の
場
所
へ
と
埋
葬
地
域
が
移
さ
れ
た
の
で
な
く
、
同
時
に
併
存
す
る
幾
つ
か
の

墓
域
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
等
の
墓
域
を
持
っ
た
各
々
の
住
居
世
の
実
状
に
つ
い
て
は
、
終
に
知
見
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
地
下
げ
地
域

環

溝

住

居

陛

小

論

五
九



潔
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作

忙

屑

祉

小

論
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ムハ

O

か
ら
発
見
さ
れ
る
も
の
は
、
議
棺
と
奈
良
・
平
安
期
の
住

居
世
で
あ
り
、
弥
生
の
住
居
遺
構
は
終
に
発
見
出
来
な
か

っ
た
。
葱
棺
の
下
底
面
、

て
れ
は
墓
墳
の
底
に
相
当
す
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
レ
ベ
ル
に
遠
賀
川
式
土
器
の
細
片
を

採
集
し
た
。

こ
れ
は
当
時
の
地
面
が
こ
の
よ
う
な
低
位
に

あ
り
、

上
位
の
そ
れ
は
た
と
え
そ
の
場
所
が
局
部
的
で
あ

っ
た
に
せ
よ
其
の
後
の
急
速
な
堆
積
と
み
ら
れ
る
。
既
に

中
期
の
時
代
に
は
一
米
前
後
の
堆
積
を
み
た
も
の
と
思
わ

れ
、
墳
墓
地
域
の
近
く
に
は
住
居
地
色
発
見
さ
れ
る
筈
で

あ
る
が
、
今
日
の
調
査
地
域
よ
り
も
低
位
に
埋
没
し
て
い

最
後
に
第
三
区
の
状
況
で
あ
る
が
、
近
接
区
域
こ
と
に
北
方
が
以
前
の
地
下
げ
で
郵
棺
の
出
土
を
み
て
お
り
昨
年
の
工
事
で
も
相
当
数
の
も

る
の
で
あ
ろ
う
。

の
を
発
見
し
て
い
る
。
記
録
し
得
た
の
は
そ
の
一
部
分
に
止
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

C
号
よ
り
I
号
に
至
る
七
個
の
合
口
墾
棺
は
、
小
形
褒
を

含
ん
で
一
群
の
密
集
状
態
を
示
し
て
い
る
。
万
向
も
ほ
ぼ
同
様
で
、
相
接
す
る
並
列
状
態
に
よ
っ
て
相
互
に
相
接
し
な
が
ら
侵
さ
な
い
状
態
に

の
姿
を
示
し
て
い
た
。

置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
。
こ
の
一
群
は
第
三
区
に
於
け
る
唯
一
の
も
の
で
な
く
、
爾
後
露
出
き
れ
た
聾
棺
の
状
態
も
同
様
群
問

以
上
の
分
布
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
こ
の
鉾
田
墓
域
は
少
く
も
三
つ
の
区
域
に
大
別
さ
れ
（
仮
に
群
区
と
よ
人
で
お
こ
う
）
各
々
の
区
に
は

幾
つ
か
の
聾
棺
集
団
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
集
団
は
一

O
個
以
内
の
こ
と
が
多
い
。

一
群
の
数
は
埋
葬
杭
続
の
時
代
の
長
短
に
も
関
係
の
あ
る
ζ



と
で
も
あ
ろ
う
が
、

」
こ
の
場
合
は
ほ
ぼ
様
式
上
中
期
に

限
ら
れ
る
所
か
ら
、

言
ま
で
長
い
期
間
で
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
勿
論
七

l
八
個
の
聾
棺
に
納
め
ら
れ
た
人
々
相

互
の
関
係
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
大
小
の
群
団

に
よ
っ
て
墓
域
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

一
つ
の
大
き
な
墓
域
を
二
つ
の
段
階
に
分
っ
て
考
え
て
み

こ
の

た。

こ
の
こ
と
は
住
居
に
於
て
環
溝
内
の
生
活
共
同
体

の
構
成
段
階
に
相
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
論
述
は

前
後
す
る
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
な
関
係
が
成
立
す
る
か

ど
う
か
を
問
題
に
し
た
い
。

集

務

l
l環
溝
住
居
1
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On the Ancient Dwelling Sites Surrounded by 
Ditch (Ill) 

By T. Kagamiyama. 

In this article, I take up two examples of the sites which 

I omitted before to explain (in Part I). 

On the nature of the ditch: 

(I) In some of the districts, especially on the shore of the 

Inland Sea of Seto, it may be acceptable to some extent that 

the ditch, in its nature, had a purpose of residential defense. 

In general, l).owever, it served to divide each group of houses. 

(II) As a material to compare the organization of the 

group of houses with that of the group of tombs, I present 

here the findings from a cemetery of urns at Hokota (~EEi) 

in Yamato Gun, FuKuoka Prefecture. 
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