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続
縄
文
文
化

第
一
項

採
集
と
農
耕

稲
作
農
耕
の
始
ま
り

縄
文
文
化
の
終
末
期
は
、
稲
作
農
耕
を
特
色
と
す
る
弥
生
文
化
へ
の
転
換
期
で
あ
っ

た
。
近
年
こ
の
時
期
の
様
子
が
か
な
り
詳
し
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

弥
生
式
土
器
が
刷
毛
目
の
あ
る
平
底
の
土
器
と
し
て
、
縄
文
式
土
器
や
古
墳
時
代
の

土
師
器
と
区
別
さ
れ
た
の
は
一
八
九
六
年
頃
で
、
間
も
な
く
稲
作
農
耕
を
し
て
い
る
よ

う
だ
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
う
古
い
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、
当

然
鉄
器
を
使
用
し
て
い
る
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
八
木
一
九
〇
二
）。
と
こ

ろ
が
、
東
京
大
学
の
鳥
居
龍
蔵
が
明
治
末
頃
か
ら
日
本
周
辺
の
、
当
時
の
朝
鮮
、
満
州
、

蒙
古
、
シ
ベ
リ
ア
あ
た
り
の
調
査
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
大
陸
地
域
の
石
器
時

代
の
土
器
が
、
日
本
の
縄
文
土
器
と
は
違
い
弥
生
式
と
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

日
本
で
も
名
古
屋
市
の
弥
生
式
の
遺
跡
で
は
石
器
が
伴
う
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
日
本
の
石
器
時
代
に
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
弥
生
式
土
器
使
用
者
の
い
た
こ

と
と
、
そ
れ
が
日
本
人
の
祖
先
と
考
え
ら
れ
、
ア
イ
ヌ
の
祖
先
の
使
用
し
た
縄
文
土
器

の
文
化
と
同
時
併
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
学
説
を
発
表
し
た
（
鳥
居
一
九

一
六
）。
縄
文
土
器
を
ア
イ
ヌ
式
土
器
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
学
説
に
よ
る
。

こ
の
学
説
が
出
た
頃
ま
で
、
実
は
縄
文
土
器
と
い
う
言
葉
は
一
般
的
で
は
な
く
、
石
器

時
代
土
器
と
か
貝
塚
土
器
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

こ
の
鳥
居
説
に
対
し
て
、
京
都
大
学
の
浜
田
耕
作
は
石
器
時
代
の
土
器
に
二
者
の
区

別
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
土
器
と
人
種
や
民
族
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
命
名

は
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
通
常
の
用
法
で
は
な
か
っ
た
縄
文
土
器
あ
る

い
は
縄
文
式
土
器
と
い
う
名
称
を
弥
生
式
に
対
し
て
公
式
に
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
使

用
民
族
に
つ
い
て
は
結
論
を
急
が
ず
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
立

場
か
ら
論
説
を
発
表
し
た
。
東
北
大
学
の
松
本
彦
七
郎
は
東
日
本
で
は
ア
イ
ヌ
式
、
西

日
本
で
は
弥
生
式
と
い
う
よ
う
な
地
域
を
異
に
し
た
同
時
併
存
で
は
な
く
、
北
海
道
に

も
弥
生
式
に
類
す
る
土
器
が
あ
る
の
で
、
こ
の
両
者
は
前
後
の
関
係
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ

式
が
古
く
弥
生
式
が
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
述
べ
た
。
弥
生
式
の
う
ち
刷

毛
目
の
あ
る
多
く
の
も
の
は
新
し
く
、
弥
生
式
の
古
い
も
の
に
は
縄
文
や
沈
線
文
が
認

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
土
器
の
観
察
を
も
と
に
し
て
い
た
（
松
本
一
九
一

八
）。一

九
一
八
年
の
松
本
説
の
発
表
前
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
富
山
県
氷
見
市
の
大
境
洞

窟
か
ら
人
骨
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
洞
窟
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
最
下

層
に
縄
文
式
が
あ
り
、
そ
の
上
の
層
に
松
本
の
い
う
古
い
時
期
の
弥
生
式
が
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
上
層
か
ら
新
し
い
時
期
の
弥
生
式
、
さ
ら
に
そ
の
上
層
か
ら
古
墳
時
代
の
土

器
が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
の
調
査
に
は
東
北
大
学
の
長
谷
部
言
人
も
か
か
わ
っ
て
い
て
落

盤
で
区
分
さ
れ
た
各
層
の
記
録
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
松
本
説
を
実
証
す
る
も
の

と
受
け
止
め
ら
れ
、
縄
文
式
時
代
と
弥
生
式
時
代
の
前
後
関
係
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。九

州
で
調
査
を
続
け
て
い
た
九
州
大
学
の
中
山
平
次
郎
は
弥
生
式
に
青
銅
器
の
鉾
や

剣
、
漢
代
の
銅
鏡
、
あ
る
い
は
貨
泉
と
い
う
中
国
の
貨
幣
が
伴
い
、
ま
た
米
も
存
在
す

る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
調
査
結
果
を
発
表
し
て
い
た
。
京
大
の
浜
田
耕
作
・
梅
原
末

治
は
朝
鮮
の
金
海
貝
塚
を
一
九
二
〇
年
に
発
掘
し
て
鉄
器
と
貨
泉
と
米
が
弥
生
式
の
よ

う
な
土
器
と
共
に
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
中
山
の
言
う
よ
う
に
弥
生
式
の
時
代
は
金
石

併
用
期
で
稲
作
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
一
九
二
二
・
一
九
二
三
年
に
報

告
し
て
い
る
（
浜
田
他
一
九
二
三
・
梅
原
一
九
二
二
）。
弥
生
式
に
伴
う
石
包
丁
と
い
う
石

器
が
、
穀
類
の
穂
摘
具
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
中
国
で
調
査
し
て
い
た
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
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が
発
表
し
た
の
は
一
九
二
三
年
で
あ
っ
た
。

水
田
に
よ
る
稲
作
農
耕
が
弥
生
文
化
の
特
色
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
調
査
で
ま

す
ま
す
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後
の
大
規
模
な
登
呂
遺
跡
の
発
掘
は
当
時
の

住
居
の
跡
や
矢
板
で
構
築
さ
れ
た
水
田
の
跡
を
生
々
し
く
明
ら
か
に
し
た
。
考
古
学
者

の
日
本
最
大
の
団
体
で
あ
る
日
本
考
古
学
協
会
が
、
こ
の
登
呂
遺
跡
の
調
査
を
契
機
に

結
成
さ
れ
、
組
織
的
に
弥
生
時
代
の
遺
跡
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ

が
、
一
九
五
一
年
か
ら
一
九
五
八
年
ま
で
の
調
査
結
果
が
一
九
六
一
年
に
報
告
さ
れ
た

（
協
会
一
九
六
一
）。
そ
の
板
付
遺
跡
の
項
に
よ
る
と
、
従
来
弥
生
式
の
最
初
頭
と
考
え

ら
れ
て
い
た
遠
賀
川
式
土
器
類
が
層
位
的
に
出
土
し
、
最
下
層
の
弥
生
式
土
器
が
最
末

期
の
夜
臼
式
と
い
う
縄
文
土
器
と
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
夜
臼
式

と
共
存
す
る
弥
生
式
を
板
付
�
式
、
従
来
の
遠
賀
川
式
を
板
付
�
式
と
名
付
け
て
い

る
。
一
九
七
八
年
の
板
付
遺
跡
の
調
査
で
、
板
付
�
式
と
夜
臼
式
共
存
時
期
の
水
田
遺

構
が
上
層
で
確
認
さ
れ
、
中
層
の
夜
臼
式
的
な
土
器
の
層
を
挟
み
、
そ
の
下
層
か
ら
縄

文
晩
期
突
帯
文
土
器
の
時
期
の
水
田
遺
構
と
木
製
農
耕
具
・
石
包
丁
な
ど
が
発
掘
さ
れ

た
（
山
崎
他
一
九
七
九
）。
下
層
の
土
器
を
夜
臼
�
式
そ
の
上
層
の
土
器
を
夜
臼
�
式
と

し
、
そ
の
中
層
か
ら
出
土
し
や
や
古
い
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
�
ａ
式
、
上
層
の
も
の

を
�
ｂ
式
と
名
付
け
て
い
る
（
山
崎
一
九
八
〇
）。

一
九
八
一
年
に
は
夜
臼
式
と
共
存
し
な
い
板
付
�
式
が
今
川
遺
跡
で
報
告
さ
れ
た

（
伊
崎
一
九
八
一
）。
今
日
で
は
、
従
来
の
板
付
�
式
を
�
ａ
式
と
し
、
今
川
遺
跡
の
よ

う
な
土
器
を
板
付
�
ｂ
式
と
し
て
区
別
し
、
こ
の
時
期
か
ら
弥
生
前
期
と
呼
ぶ
こ
と
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
（
家
根
一
九
九
三
）。

一
九
八
二
年
に
は
唐
津
市
菜
畑
遺
跡
で
夜
臼
式
以
前
の
山
の
寺
式
期
の
水
田
遺
構
が

報
告
さ
れ
（
中
島
他
一
九
八
二
）、
今
日
ま
で
最
古
の
水
田
跡
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
弥

生
前
期
に
先
立
つ
水
田
の
あ
る
北
部
九
州
地
域
の
縄
文
晩
期
後
半
の
時
期
に
つ
い
て
、

弥
生
早
期
と
も
称
し
て
い
る
。

続
縄
文
文
化
と
弥
生
文
化

一
方
青
森
県
で
は
、
一
九
八
一
年
に
田
舎
館
村
垂
柳
遺
跡
で
広
大
な
水
田
跡
が
発
見

さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
、
青
森
県
の
こ
の
時
期
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
伊
東
信
雄
を
始
め
と

し
て
長
年
に
亘
る
調
査
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
な
か
な
か
弥
生
式
と
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
伊
東
は
学
生
の
頃
長
谷
部
言
人
か
ら
、
籾
痕
の
付
い
た
桝
形
囲
遺
跡
の
土
器
の
底

部
を
見
せ
ら
れ
、
遺
跡
・
遺
物
に
よ
っ
て
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
考
古
学
の
魅
力
に
と

り
つ
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
仙
台
の
第
二
高
等
学
校
所
蔵
の
青
森
県
田
舎
館
村
出
土

の
壺
を
み
て
、
そ
れ
が
弥
生
式
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
の
が
そ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
（
伊

東
一
九
七
九
・
一
九
八
五
）。
壺
に
は
幾
何
学
的
沈
線
文
が
施
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
縄

文
が
あ
り
、
山
内
を
は
じ
め
誰
も
弥
生
式
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
弥
生
時
代
に
相
当
す

る
時
期
の
土
器
で
、
縄
文
が
あ
り
、
弥
生
式
と
は
言
い
難
い
土
器
を
続
縄
文
式
と
称
し

た
の
は
山
内
で
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
に
室
蘭
市
本
輪
西
貝
塚
の
亀
ヶ
岡
式
の
出
土
層

よ
り
上
の
貝
層
か
ら
発
掘
し
た
土
器
に
田
舎
館
の
土
器
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
田
舎

館
の
土
器
を
続
縄
文
式
の
本
州
で
の
例
と
し
て
い
た
（
山
内
一
九
三
九
）。

伊
東
は
一
九
五
七
年
に
田
舎
館
村
垂
柳
遺
跡
を
発
掘
し
、
田
舎
館
式
土
器
と
共
存
す

る
二
〇
〇
粒
の
焼
米
を
得
て
、
弥
生
式
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
学
会
に
発
表

し
た
が
、
水
田
が
な
い
こ
と
か
ら
米
だ
け
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
な
お

弥
生
式
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
伊
東
は
青
森
に
米
が
伝
わ
る
な
ら
、
北
海
道
に
も

伝
え
ら
れ
、
北
海
道
か
ら
米
が
発
見
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
、
北
海
道
で
発
見
さ
れ

な
い
の
は
青
森
ま
で
稲
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
た
（
伊

東
一
九
七
九
）
が
、
考
古
学
で
は
、
な
い
と
い
う
こ
と
は
積
極
的
な
証
拠
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
伊
東
の
弥
生
文
化
説
と
そ
の
他
の
研
究
者
の
続
縄
文
文
化
説
と

の
長
年
の
対
立
状
態
に
決
着
を
つ
け
た
の
が
、
一
九
八
一
年
の
水
田
の
発
見
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
一
九
八
七
年
に
弘
前
市
砂
沢
遺
跡
で
弥
生
前
期
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ

た
。
こ
の
発
見
は
続
縄
文
文
化
の
範
囲
が
北
海
道
内
に
限
ら
れ
、
縄
文
時
代
晩
期
の
亀
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ヶ
岡
文
化
の
範
囲
が
、
そ
の
ま
ま
弥
生
文
化
へ
移
行
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
。一

九
五
九
年
に
坪
井
清
足
は
「
北
海
道
で
は
縄
文
式
時
代
が
終
了
し
て
も
、
本
州
の

よ
う
に
弥
生
式
文
化
が
直
接
波
及
せ
ず
、
な
が
く
縄
文
式
時
代
の
生
活
様
式
が
た
も
た

れ
て
い
た
た
め
、
本
州
と
は
異
な
り
、
縄
文
式
土
器
の
伝
統
を
保
持
し
た
土
器
型
式
が

つ
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
順
に
い
え
ば
、
縄
文
晩
期
に
つ
ぐ
も
の
は
、
続
縄
文

式
土
器
で
あ
り
、
さ
ら
に
擦
文
土
器
、
そ
れ
か
ら
分
布
圏
を
や
や
異
に
す
る
オ
ホ
ー
ツ

ク
式
土
器
に
三
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。「
続
縄
文
式
土
器
。
前
半
は
南
部
で
恵
山

式
と
よ
ば
れ
、
東
北
地
方
北
部
の
田
舎
館
式
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
壺
や
深
鉢
の

頸
部
に
刻
線
文
や
磨
消
縄
文
ふ
う
の
文
様
が
あ
り
、
胴
部
に
特
色
あ
る
縦
走
の
縄
文
が

マ
マ

み
ら
れ
る
土
器
で
、
室
蘭
市
元
輪
西
貝
塚
上
層
に
よ
っ
て
、
そ
の
編
年
的
位
置
が
決
定

さ
れ
た
。
後
半
は
深
鉢
に
は
細
い
隆
起
線
の
あ
る
土
器
を
特
徴
と
す
る
後
北
式
で
、
全

道
に
分
布
し
、
無
文
の
土
器
も
多
く
、
そ
の
な
か
に
壺
形
土
器
も
み
ら
れ
る
。
東
北
地

方
の
田
舎
館
式
を
弥
生
式
土
器
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
恵
山
式
も
弥
生
式
土
器
で
あ
ろ

う
。
す
く
な
く
と
も
東
北
地
方
の
弥
生
式
文
化
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

う
た
が
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
伊
東
は
一
九
七
八
年
の
講
演
で
「
本
輪
西
貝
塚
上
層
出
土
の
土
器

は
田
舎
館
遺
跡
出
土
の
土
器
の
古
い
方
の
型
式
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
北
海

道
で
恵
山
式
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
仲
間
で
あ
り
ま
す
。
青
森
県
の
田
舎
館
式
と
北

海
道
の
恵
山
式
と
は
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
て
、
同
時
期
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
土
器
を
一
方
で
は
弥
生
式
と
い
い
、
他
方
で

は
続
縄
文
式
と
呼
ぶ
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
田

舎
館
式
に
は
稲
作
を
伴
っ
て
い
る
が
、
恵
山
式
に
は
伴
わ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
魚
形

石
器
、
骨
角
製
の
銛
、
釣
針
な
ど
の
存
在
か
ら
見
て
狩
猟
、
漁
労
を
主
と
す
る
生
活
を

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
稲
作
農
耕
を
し
て
い
た
田
舎
館
式
と
は
生
活
の

基
盤
が
ち
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
田
舎
館
式
は
弥
生
式
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、

恵
山
式
は
続
縄
文
式
と
し
て
こ
れ
と
区
別
す
べ
き
も
の
と
わ
た
し
は
思
う
の
で
あ
り
ま

す
」
と
述
べ
た
（
伊
東
一
九
七
九
）。
こ
の
伊
東
の
考
え
は
、
今
日
で
は
田
舎
館
式
以
前

の
二
枚
橋
式
や
砂
沢
式
に
つ
い
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。

九
州
で
は
縄
文
時
代
晩
期
の
大
洞
Ｃ
２
式
後
半
頃
に
佐
賀
県
松
浦
平
野
に
水
田
農
耕

を
営
む
村
が
出
現
し
た
。
弥
生
早
期
と
称
し
て
い
る
が
、
朝
鮮
半
島
系
の
土
器
な
ど
が

発
見
さ
れ
て
い
て
、
渡
来
人
が
住
ん
だ
村
か
ら
弥
生
文
化
が
は
じ
ま
り
、
や
が
て
福
岡

平
野
に
も
お
よ
び
（
片
岡
二
〇
〇
六
）、
板
付
�
ｂ
式
の
時
期
に
瀬
戸
内
地
域
に
ひ
ろ
ま

り
、
板
付
�
式
の
初
め
に
は
畿
内
か
ら
伊
勢
湾
沿
岸
地
域
に
ま
で
拡
大
し
、
畿
内
第
一

様
式
と
呼
ば
れ
る
土
器
群
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
土
器
群
は
古
中
新
の
三
段
階
に
区
分

さ
れ
て
い
て
、
福
島
県
で
は
中
段
階
、
青
森
県
に
は
新
段
階
相
当
の
土
器
が
認
め
ら
れ

る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
を
弥
生
前
期
と
し
、
そ
の
後
の
畿
内
第
二
様
式
か
ら
第
四

様
式
土
器
の
時
期
を
弥
生
中
期
、
そ
の
後
の
第
五
様
式
の
時
期
を
弥
生
後
期
と
し
て
い

る
（
武
末
・
石
川
編
二
〇
〇
三
）。
青
森
県
で
は
、
砂
沢
式
が
前
期
、
二
枚
橋
式
、
宇
鉄

�
式
と
田
舎
館
式
、
念
仏
間
式
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
、
第
三
、
第
四
様
式
相
当
で
中
期
、

そ
の
後
の
天
王
山
式
系
の
も
の
な
ど
が
後
期
と
考
え
ら
れ
る
。

鉄
器
の
普
及

鉄
器
が
青
銅
器
と
共
に
弥
生
文
化
に
出
現
す
る
の
は
、
前
期
の
末
か
ら
中
期
の
初
め

こ
ろ
で
あ
る
。
北
部
九
州
地
域
の
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
の
村
で
は
金
属
器
の
加
工

も
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
東
北
地
方
で
は
弥
生
中
期
ま
で
は
水
田
稲
作
が
順
調
で

あ
っ
た
か
の
ご
と
く
遺
跡
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
後
期
の
遺
跡
は
あ
ま
り
知
ら

れ
ず
、
水
田
の
遺
構
も
青
森
県
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
気
候
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ

る
ら
し
い
が
、こ
の
弥
生
文
化
の
後
期
に
は
鉄
器
が
広
く
普
及
し
、北
海
道
に
も
伝
わ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
北
地
方
で
は
人
口
が
減
少
し
た
ら
し
く
、
北
海
道
系
の
後
北
式

土
器
な
ど
が
南
下
し
、
青
森
県
や
新
潟
県
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
人
の

２４２
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行
き
来
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
金
属
器
も
北
海
道
へ
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
三
、
四
世
紀
に
も
引
き
続
き
、
北
海
道
系
の
土
器
の
存
在
す

る
地
域
は
青
森
、
岩
手
、
秋
田
、
宮
城
、
山
形
、
福
島
、
新
潟
の
各
県
に
及
ん
で
い
る
。

西
日
本
に
古
墳
文
化
が
出
現
す
る
の
は
三
世
紀
頃
で
あ
り
、
四
世
紀
頃
に
は
東
北
地
方

南
部
に
お
よ
ぶ
。
そ
の
過
程
で
、
東
北
地
域
の
弥
生
系
の
人
々
が
古
墳
文
化
に
同
化
す

る
か
、
北
海
道
へ
逃
れ
る
か
と
い
う
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
古

墳
文
化
が
さ
ら
に
東
北
地
方
北
部
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
の
こ
と

で
あ
り
、
北
海
道
の
続
縄
文
文
化
は
六
世
紀
に
終
末
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

続
縄
文
文
化
の
展
開

続
縄
文
文
化
に
つ
い
て
山
内
は
「
続
縄
文
式
期
」
は
二
期
に
分
か
れ
、
第
一
期
は
内

地
の
弥
生
式
と
並
行
し
、
第
二
期
は
古
墳
時
代
に
相
当
す
る
と
一
九
六
九
年
に
述
べ
て

い
た
（
山
内
一
九
六
九
）。
北
海
道
の
続
縄
文
文
化
の
土
器
は
、
千
島
や
サ
ハ
リ
ン
の
も

の
と
は
少
し
違
っ
て
い
て
、
古
く
か
ら
北
海
道
式
と
い
わ
れ
て
き
た
。
北
海
道
式
は
前

期
と
後
期
の
二
者
に
区
分
さ
れ
、
前
期
北
海
道
式
を
前
北
式
、
後
期
北
海
道
式
を
後
北

式
と
略
称
し
て
い
る
。
一
九
六
一
年
に
新
冠
町
大
狩
部
遺
跡
の
調
査
報
告
が
な
さ
れ
た

際
、前
北
式
の
続
縄
文
文
化
初
頭
頃
の
土
器
に
、大
狩
部
式
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
た
。

そ
の
六
号
と
名
付
け
ら
れ
た
墓
か
ら
、
約
四
〇
〇
個
の
琥
珀
製
の
玉
が
発
見
さ
れ
、
そ

れ
を
一
連
と
す
る
と
、
一
・
六
�
と
な
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
に
伴
う
と
み
な
さ
れ
る
土

器
・
石
器
類
を
特
徴
と
し
て
大
狩
部
文
化
と
も
称
さ
れ
て
い
る
（
藤
本
一
九
六
一
）。

大
狩
部
遺
跡
で
は
砂
沢
式
相
当
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
Ａ
類
に
含
め
て
報
告
さ
れ
、

Ｂ
・
Ｃ
類
の
縄
線
文
と
縄
文
を
施
す
大
狩
部
式
と
の
関
係
は
今
後
の
課
題
と
し
て
保
留

し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
完
形
土
器
第
一
号
は
砂
沢
式
の
時
期
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う

で
あ
り
、
将
来
的
に
は
砂
沢
式
相
当
期
の
大
狩
部
式
古
段
階
と
そ
の
後
の
二
枚
橋
期
相

当
の
大
狩
部
新
段
階
を
設
け
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
大
狩
部
式
は
二
枚
橋

期
相
当
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
砂
沢
式
か
ら
二
枚
橋
期
に
わ
た

る
よ
う
な
土
器
群
で
あ
り
、
類
似
の
土
器
は
道
南
か
ら
道
東
ま
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い

る
。現

在
恵
山
式
と
称
さ
れ
て
い
る
土
器
は
、
本
来
室
蘭
市
本
輪
西
貝
塚
上
層
で
山
内
に

よ
り
注
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
山
内
の
主
催
し
て
い
た
先
史
考
古
学
会
の
会
員
で

あ
っ
た
能
戸
川
隆
・
名
取
武
光
が
調
査
報
告
し
た
恵
山
貝
塚
の
資
料
に
よ
り
、
恵
山
式

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
土
器
の
名
称
は
峰
山
巌
が
一
九
五
二
年
に
名
取
の
教

示
に
よ
り
記
載
し
て
い
る
（
峰
山
一
九
五
二
）。
こ
の
土
器
の
類
は
、
道
央
部
で
は
前
北

式
の
大
狩
部
式
の
後
の
時
期
に
相
当
す
る
も
の
が
多
い
。
後
北
式
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ

〔１～３：砂沢式相当、４～１０：大狩部式相当〕

（出典）１～９：市教委『梅川４遺跡における考古学的調査』２００２
１０：道埋文『美沢川流域の遺跡群��』北埋調報４４ １９８７

図２－１ 続縄文時代の土器�
砂沢式と大狩部式

第２章 北方文化の展開
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式
と
区
分
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
種
々
変
更
さ
れ
、
現
在
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
１
、
Ｃ
２
・
Ｄ
、

北
大
式
の
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
遷
序
列
は
、
一
九
五
一
年
か
ら
発
掘

調
査
さ
れ
た
フ
ゴ
ッ
ペ
洞
窟
の
資
料
に
よ
り
後
北
Ｂ
式
か
ら
北
大
式
ま
で
が
決
定
し

（
名
取
一
九
五
四
）、
一
九
七
八
年
に
調
査
さ
れ
た
江
別
太
遺
跡
の
調
査
に
よ
り
、
そ
れ

以
前
の
序
列
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
（
高
橋
他
一
九
七
九
）。
な
お
砂
沢
式
相
当
期
の
良
好
な

資
料
が
札
幌
市
Ｈ
３７
丘
珠
空
港
地
点
の
調
査
に
よ
り
一
九
九
四
年
に
得
ら
れ
た
（
札
幌

市
教
委
一
九
九
六
）。

千
歳
市
内
の
砂
沢
式
か
ら
二
枚
橋
期
の
大
狩
部
式
に
相
当
す
る
資
料
は
（
図
２－

１
）、
梅
川
４
遺
跡
（
市
教
委
二
〇
〇
二
）
と
キ
ウ
ス
５
遺
跡
（
北
埋
調
報
一
九
九
六
）、

ふ
化
場
１
遺
跡
（
市
教
委
一
九
七
九
）
等
に
認
め
ら
れ
る
。
青
森
県
の
砂
沢
式
に
は
縦

行
縄
文
の
施
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
札
幌
市
Ｈ
３７
遺
跡
で
も
千
歳
市
梅
川
４
遺
跡
に
も

多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
北
海
道
南
西
部
の
太
平
洋
沿
岸
に
は
頚
部
に
無
文
帯
の
あ
る
土

器
で
、
口
縁
部
に
斜
行
縄
文
、
体
部
に
縦
行
縄
文
を
施
す
恵
山
式
に
通
じ
る
施
文
の
認

め
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
原
恵
山
式
の
類
と
考
え
ら
れ
る
。
梅
川
４
遺
跡
に
も
認
め
ら

れ
る
（
図
２－

１－

１
）
が
、
大
狩
部
式
の
中
に
砂
沢
式
の
要
素
が
取
り
込
ま
れ
て
恵

山
式
の
類
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
が
知
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
梅
川
４
遺
跡
の
砂
沢

式
段
階
の
資
料
は
キ
ウ
ス
５
遺
跡
の
例
と
も
近

く
、
札
幌
市
の
例
と
は
少
し
異
な
り
、
太
平
洋
沿

岸
グ
ル
ー
プ
の
大
狩
部
式
的
で
あ
る
。

二
枚
橋
段
階
の
資
料
に
は
縄
線
文
や
帯
状
縄
文

が
出
現
し
、
大
狩
部
式
や
古
段
階
の
恵
山
式
（
図

２－

１－

１０
）
が
道
内
で
広
ま
る
と
考
え
ら
れ

る
。
市
内
の
こ
の
頃
の
資
料
は
美
々
２
遺
跡
（
北

埋
調
報
一
九
八
六
）、
美
々
８
遺
跡
（
北
埋
調
報
一

九
八
九
）、
ふ
化
場
１
遺
跡
、
キ
ウ
ス
５
遺
跡
、

梅
川
４
遺
跡
等
に
認
め
ら
れ
る
。
恵
山
式
は
渡
島
半
島
か
ら
噴
火
湾
沿
岸
地
域
に
主
と

し
て
分
布
す
る
。
道
央
部
に
は
こ
の
時
期
か
ら
、
上
半
部
に
横
走
す
る
縄
文
、
下
半
部

に
縦
行
縄
文
を
施
す
大
狩
部
式
か
ら
そ
の
後
の
東
歌
別
式
の
類
が
定
着
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
過
程
を
示
す
よ
う
な
資
料
が
梅
川
４
遺
跡
に
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
時

期
こ
ろ
か
ら
体
部
に
撚
り
糸
文
を
施
す
も
の
が
伴
う
ら
し
く
、
キ
ウ
ス
５
遺
跡
に
例
が

あ
る
。

こ
の
次
の
時
期
は
軽
川
式
、
東
歌
別
式
古
段
階
の
も
の
で
あ
る
が
、
江
別
市
江
別
太

遺
跡
�
六
層
の
よ
う
な
恵
山
式
前
期
段
階
の
も
の
も
相
当
す
る
（
図
２－

２
）。
こ
の

頃
の
恵
山
式
の
類
は
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｃ
遺
跡
の
Ｂ
Ｈ－

一
・
二
な
ど
で
ま
と
ま
っ
て
出
土

し
て
い
る
（
図
２－

２－

１
・
４
、
市
教
委
一
九
七
九
）。
な
お
梅
川
４
遺
跡
に
も
、
横

走
す
る
縄
文
の
付
け
ら
れ
た
口
縁
部
の
内
面
か
ら
刺
突
し
、
器
面
に
突
瘤
文
を
形
成
す

る
、
東
歌
別
式
の
古
段
階
と
見
な
さ
れ
る
も
の
や
前
期
段
階
の
恵
山
式
が
認
め
ら
れ
る

（
図
２－

２－

７
）。

江
別
太
遺
跡
�
五
層
に
相
当
す
る
時
期
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
梅
川
４
遺

跡
出
土
の
軽
川
式
の
類
が
あ
る
。
青
森
県
の
田
舎
館
式
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
鋸
歯

状
の
沈
線
文
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
縄
線
文
と
刺
突
文
の
あ
る
軽
川
式
の
類
も
認
め

�
�
１～７：恵山式、軽川式、東歌別式相当
８～１：後北Ａ・Ｂ式

�
�

（出典）１～５：市教委『ウサクマイ遺
跡とその周辺の考古学的調査』１９７９、
６・７・１３：市教委『梅川４遺跡におけ
る考古学的調査』２００２、
８・９・１４・１５：道埋文『千歳市オサツ
２遺跡�・オサツ１４遺跡』北埋調報９６
１９９４、
１０～１２：『千歳市ママチ遺跡�』北埋調
報３６ １９８６

図２－２ 続縄文時代の土器�

２４４
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ら
れ
る
。
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｃ
遺
跡
に
は
こ
の
時
期
に
相
当
し
そ
う
な
資
料
も
あ
る
。

後
北
Ａ
式
に
相
当
す
る
も
の
は
、
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｊ
、
オ
サ
ツ
２
遺
跡
等
で
出
土
し
て

い
る
。
江
別
太
遺
跡
で
は
�
四
層
、
�
三
層
、
�
二
層
か
ら
後
北
Ａ
式
が
出
土
し
て
い

て
、
微
妙
な
差
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｊ

と
オ
サ
ツ
２
遺
跡
の
資
料
は
�
四
層
、
オ
サ
ツ
２
遺
跡
Ｐ－

五
の
資
料
は
�
三
層
あ
た

り
に
相
当
す
る
か
と
見
ら
れ
る
。
な
お
梅
川
４
遺
跡
出
土
の
資
料
は
、
�
二
層
の
後
北

Ａ
式
と
Ｂ
式
と
の
間
に
置
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
様
な
資
料
は
、
マ
マ
チ
遺
跡

で
も
出
土
し
て
い
た
（
北
埋
調
報
一
九
八
二
）。
な
お
マ
マ
チ
遺
跡
で
こ
の
種
の
最
末
期

の
後
北
Ａ
式
に
伴
う
か
と
見
ら
れ
る
恵
山
式
系
統
の
資
料
が
あ
る（
図
２－

２－

１０
）。

後
北
Ｂ
式
の
類
は
、
江
別
太
�
二
層
の
も
の
に
相
当
す
る
よ
う
な
最
古
段
階
の
も
の

は
オ
サ
ツ
２
遺
跡
Ｇ
Ｐ－

５
・
６
・
８
（
北
埋
調
報
一
九
九
五
）
に
あ
り
、
似
た
も
の
は

ユ
カ
ン
ボ
シ
Ｃ
１５
遺
跡
に
も
認
め
ら
れ
る
。
一
般
的
な
も
の
は
、
オ
サ
ツ
２
遺
跡
Ｇ
Ｐ

－

１
・
２
・
３
の
も
の
で
あ
る
。
美
々
２
遺
跡
に
は
よ
り
新
し
い
、
文
様
が
弧
線
化
し

た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
（
図
２－

３
）。
続
縄
文
文
化
前
期
の
装
身
具
は
琥
珀
製
の
も

の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
道
南
か
ら
道
央

に
か
け
て
弥
生
中
期
か
ら
後
期
に
相
当
す

る
時
期
に
、
緑
色
の
管
玉
等
の
本
州
製
品

が
渡
来
し
て
い
る
。
江
別
市
元
江
別
遺
跡

で
は
軽
川
・
恵
山
期
の
も
の
が
あ
り
、
千

歳
市
オ
サ
ツ
２
遺
跡
で
は
後
北
Ｂ
式
の
墓

に
管
玉
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
図
２－

４
）。
こ
の
こ
ろ
の
北
海
道
系
の
土
器
が

富
山
県
福
岡
町
下
老
子
笹
川
遺
跡
で
出
土

し
て
い
る
（
富
山
埋
文
二
〇
〇
六
）。
帯
状
縄
文
の
付
け
ら
れ
た
恵
山
式
の
流
れ
を
く
む

も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
本
州
の
日
本
海
側
北
部
で
も
似
た
例
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
こ

の
時
期
に
北
海
道
か
ら
積
極
的
に
本
州
側
へ
人
々
が
渡
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。

後
北
Ｃ
１
式
の
類
は
美
々
２
遺
跡
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
よ
り
新
し
い
段
階

�
�
�
�

１～３：後北Ｂ式、４～５：後北Ｃ１式
６～１２：後北Ｃ２・Ｄ式と本州系、サハリン
系の土器
１３～１５：北大�、１６～２０北大�

�
�
�
	

（出典）１・２：道埋文『オサツ２遺跡、オサツ
１６遺跡』北埋調報９６ １９９５、３・４：道埋文『美々
２・美沢川流域の遺跡群
』１９８５、５：市教委『梅
川４』２００２、６：『末広（下）』１９８２、９・１０：『末
広４』１９９６、７・８・１１：『千歳市キウス７遺跡
�』北埋調報１０５ １９９５、１２～１４：市教委『祝梅
川山田』１９９１、１５：『ウサクマイＣ』１９７９、１６：『孵
化場１』１９７９、１７～２０：道埋文『ウサクマイＮ遺
跡』北埋調報１５６ ２０００

図２－３ 続縄文時代の土器�
図２－４ 後北Ｂ式期の土墳墓と副葬品

（オサツ２遺跡GP－１）

第２章 北方文化の展開
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と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
梅
川
４
遺
跡
に
あ
る
（
図
２－

３
）。
こ
の
時
期
は
本
州
で
は

弥
生
文
化
の
終
末
の
頃
と
な
る
。
新
潟
県
西
山
町
内
越
遺
跡
で
畿
内
第
�
様
式
と
さ
れ

る
時
期
の
住
居
跡
か
ら
後
北
Ｃ
１
式
の
新
し
い
段
階
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
（
新
潟

県
教
委
一
九
八
三
）。
そ
の
後
、
こ
の
時
期
の
資
料
は
同
県
中
条
町
で
も
出
土
し
た
（
中

条
町
教
委
一
九
九
八
）。
道
内
の
こ
の
時
期
の
墓
か
ら
本
州
製
の
ガ
ラ
ス
玉
が
出
土
す

る
。
十
勝
太
若
月
遺
跡
や
国
後
の
遺
跡
に
も
認
め
ら
れ
、
本
州
製
品
の
流
通
網
が
形
成

さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
道
南
か
ら
道
東
、
道
北
、
さ
ら
に
千
島
に
か
け
て
後

北
Ｃ
１
式
の
分
布
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
の
道
南
の
恵
山
式
、
道
東

の
宇
津
内
式
、下
田
ノ
沢
式
等
の
領
域
、あ
る
い
は
人
々
を
統
合
し
た
か
の
感
が
あ
る
。

本
州
製
品
の
価
値
を
高
く
認
め
る
よ
う
な
、
価
値
観
の
転
換
が
生
じ
て
い
た
か
の
よ
う

で
あ
る
。

続
縄
文
文
化
の
縮
小

後
北
Ｃ
２
・
Ｄ
式
は
そ
の
時
期
が
本
州
の
古
墳
時
代
前
期
に
相
当
す
る
も
の
で
、
本

州
で
も
東
北
地
方
に
広
く
出
土
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
半
期
の
も
の
に
は
縦
横
の
基

準
線
を
設
け
弧
状
や
円
形
に
帯
状
縄
文
を
施
し
、
整
っ
た
文
様
を
形
成
す
る
。
こ
の
種

の
も
の
は
市
内
で
は
末
広
遺
跡
を
は
じ
め
多
く
の
遺
跡
に
み
と
め
ら
れ
る
。
後
半
期
に

は
直
線
的
な
帯
状
縄
文
で
鋸
歯
状
の
文
様
を
施
し
、
末
期
の
も
の
で
は
、
口
縁
に
沿
っ

て
円
形
の
刺
突
文
を
巡
ら
せ
、
内
面
に
突
瘤
を
つ
く
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は

キ
ウ
ス
７
遺
跡
や
祝
梅
川
山
田
遺
跡
等
に
認
め
ら
れ
る
。
末
広
遺
跡
や
キ
ウ
ス
５
遺
跡

で
は
前
半
期
の
も
の
に
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
本
州
の
終
末
期
の
弥
生
式
の
系
譜
を
引
く

土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
末
広
遺
跡
に
は
サ
ハ
リ
ン
系
続
縄
文
土
器
の
鈴
谷
式

と
関
連
す
る
と
み
な
さ
れ
る
土
器
が
出
土
し
た
（
図
２－

３－

９
）。

鈴
谷
式
は
樺
太
式
縄
文
土
器
と
も
呼
ば
れ
北
海
道
式
と
は
区
別
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
か
ら
渡
来
し
た
人
々
が
こ
の
地
に
居
住
し
、
在
地
化
し
た
こ
と

を
示
す
の
か
も
知
れ
な
い
。
サ
ハ
リ
ン
の
鈴
谷
貝
塚
か
ら
後
北
式
土
器
も
発
見
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
交
流
が
活
発
に
な
さ
れ
た
の
は
前
半
期
の
ほ
ぼ
三
世
紀
頃
の
こ
と
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
前
半
期
の
土
器
が
秋
田
県
寒
川
２
遺
跡
で
墓
か
ら
出
土
し

て
い
る
（
秋
田
県
教
委
一
九
八
八
）。
そ
こ
に
は
弥
生
式
の
系
譜
を
引
く
土
器
の
入
れ
ら

れ
た
墓
も
あ
り
、
鉄
の
斧
も
認
め
ら
れ
た
。
同
様
な
墓
は
岩
手
県
盛
岡
市
の
永
福
寺
山

遺
跡
で
も
知
ら
れ
、
そ
こ
で
は
弥
生
系
の
土
器
と
西
日
本
の
庄
内
式
土
器
等
も
出
土
し

て
い
る
（
伊
東
一
九
七
四
）。
庄
内
式
は
丸
底
の
土
師
器
で
弥
生
式
の
直
後
、
古
墳
文
化

初
頭
の
土
器
で
あ
る
。
こ
の
後
北
Ｃ
２
・
Ｄ
式
前
半
期
に
は
東
北
地
方
に
北
海
道
系
の

文
化
に
な
じ
む
人
々
が
広
い
範
囲
に
居
住
し
て
い
て
、
西
日
本
か
ら
北
上
し
て
き
た
古

墳
文
化
の
最
前
線
の
人
々
と
接
触
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
鉄
製
品
等
を
入
手
し
北

海
道
へ
搬
送
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
北
海
道
で
は
こ
の
時
期
か
ら

石
器
の
量
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
時
代
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
よ
う
で

あ
る
。
こ
れ
ら
を
主
導
し
た
の
は
東
北
の
弥
生
系
の
人
々
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

後
北
Ｃ
２
・
Ｄ
式
後
半
の
時
期
に
は
、
新
潟
県
巻
町
南
赤
坂
遺
跡
で
後
北
式
と
、
土

師
器
と
、
そ
の
中
間
の
、
形
は
土
師
器
で
あ
る
が
後
北
式
の
縄
文
を
施
す
よ
う
な
土
器

が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
巻
町
教
委
二
〇
〇
二
）。
そ
の
地
に
居
住
し
た
後
北
式
使
用
者
が

古
墳
文
化
に
な
じ
み
、
土
師
器
使
用
者
に
転
換
し
て
い
っ
た
姿
を
示
す
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。
北
海
道
へ
は
鉄
製
品
の
搬
入
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
共
に
漆

塗
り
の
櫛
や
ガ
ラ
ス
玉
等
が
も
た
ら
さ
れ
、
網
走
市
内
の
墓
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る（
畠

山
一
九
六
六
）。
ま
た
東
北
地
方
で
作
ら
れ
た
土
師
器
も
道
南
の
七
飯
町
桜
町
遺
跡
で
出

土
し
て
い
る
（
七
飯
町
教
委
二
〇
〇
〇
）。
こ
の
四
世
頃
に
は
、
宮
城
県
あ
た
り
に
ま
で

古
墳
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
宮
城
県
北
部
の
伊
治
城
跡
で
四
世
頃
の
豪
族
居
館
跡
と
み

な
さ
れ
る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
後
北
Ｃ
２
・
Ｄ
式
末
頃
の
内
面
に
突
瘤
の
あ

る
土
器
な
ど
が
初
期
の
土
師
器
に
混
じ
っ
て
出
土
し
て
い
る（
築
館
町
教
委
一
九
九
二
）。

北
海
道
の
北
部
で
は
、
礼
文
島
の
香
深
井
Ｂ
遺
跡
（
大
場
・
大
井
一
九
八
一
）
や
稚
内
市

の
オ
ン
コ
ロ
マ
ナ
イ
遺
跡
（
東
大
一
九
六
七
）
で
、
サ
ハ
リ
ン
系
の
土
器
を
伴
う
住
居

２４６
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跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
サ
ハ
リ
ン
か
ら
南
下
し
た
人
々
が
、
在
地
化
せ
ず
に
村
を
形

成
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

北
大
�
式
土
器
は
市
内
で
は
ユ
カ
ン
ボ
シ
Ｃ
１５
遺
跡
、
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｃ
・
Ｎ
遺
跡
、

祝
梅
川
山
田
遺
跡
等
に
見
ら
れ
、
古
段
階
の
も
の
も
認
め
ら
れ
る
。
五
世
紀
代
の
も
の

で
あ
る
。
東
北
地
方
で
は
宮
城
県
北
部
、
山
形
県
、
秋
田
県
等
で
も
出
土
し
、
そ
れ
ら

に
は
刷
毛
目
調
整
を
伴
う
土
師
器
化
し
た
も
の
も
あ
り
、
古
墳
文
化
へ
編
入
さ
れ
て
い

く
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
青
森
県
森
が
沢
遺
跡
に
は
こ
の
時
期
の
墓
が
発
見
さ
れ
て

い
て
、
鉄
器
や
ガ
ラ
ス
玉
、
土
師
器
、
須
恵
器
等
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
（
国
立
歴
博

一
九
九
四
）。
同
様
の
土
師
器
や
須
恵
器
は
、
道
南
か
ら
道
央
に
も
及
ん
で
い
て
、
北

海
道
の
南
部
か
ら
は
古
墳
文
化
の
影
響
が
浸
透
し
て
い
た
様
子
が
知
ら
れ
る
。
北
海
道

東
北
部
で
は
常
呂
川
口
遺
跡
で
、
こ
の
こ
ろ
の
サ
ハ
リ
ン
系
の
鈴
谷
式
土
器
が
発
見
さ

れ
て
い
る
（
常
呂
町
教
委
二
〇
〇
二
）。

北
大
�
式
土
器
は
、
磨
消
縄
文
風
の
文
様
の
あ
る
古
段
階
の
も
の
が
ふ
化
場
１
遺
跡

や
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｎ
遺
跡
に
認
め
ら
れ
、
縄
文
地
に
沈
線
を
施
文
す
る
末
期
の
も
の
が
末

広
遺
跡
等
に
あ
る
。
六
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
と
み
な
さ
れ
る
が
、
土
師
器
風
の
土
器
も

あ
り
、
本
州
か
ら
北
海
道
へ
、
特
に
道
南
へ
渡
り
居
住
す
る
人
々
も
い
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
道
北
で
は
礼
文
島
香
深
井
５
遺
跡
や
オ
ン
コ
ロ
マ
ナ
イ
貝
塚
な
ど
、
鈴
谷
式
の

末
期
頃
の
集
落
が
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

北
海
道
の
縄
文
の
あ
る
土
器
は
北
大
�
式
を
最
後
と
し
て
消
滅
す
る
。
続
縄
文
文
化

は
南
と
北
か
ら
の
文
化
の
影
響
に
よ
り
南
北
の
二
つ
の
文
化
に
分
裂
し
て
終
焉
を
迎
え

る
こ
と
と
な
る
。
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