
弥
生
時
代
に
お
け
る
地
方
間
交
流
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－
1
・
伊
勢
湾
地
方
弥
生
土
器
の
型
式
変
化
と
移
動
1

伊

藤

山浮

史

【
焉
】
本
稿
で
越
弥
生
華
鰯
の
土
器
皇
・
察
・
材
料
・
用
い
て
伊
運
勢
・
護
勢
闘
の
交
流
・
憲
・
明
ら
か
に
k
・
・
か
ら
弥
煮

文
化
伝
播
後
の
束
西
日
本
双
方
の
社
会
の
動
向
に
接
近
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
ま
ず
、
伊
勢
湾
地
方
で
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
尾
張
地
域
に
お
い
て
主
体

と
な
る
壷
形
土
器
を
、
特
に
そ
の
文
様
施
文
技
術
に
巌
壁
し
て
型
式
学
的
検
討
を
行
い
、
施
文
手
順
の
省
略
・
器
表
面
研
磨
の
退
化
と
い
う
大
き
く
二
つ

の
変
化
の
方
向
性
を
認
め
て
組
列
を
見
い
出
す
と
と
も
に
、
明
確
な
特
徴
を
も
と
に
中
期
1
1
～
中
期
1
5
の
五
段
階
に
区
分
し
て
時
闘
軸
と
し
た
。
次

に
、
こ
の
時
闘
軸
に
も
と
づ
い
て
、
伊
勢
湾
以
東
か
ら
近
畿
地
方
へ
の
土
器
の
搬
入
例
を
前
期
の
土
器
を
も
含
め
て
網
羅
的
に
抽
出
し
検
討
を
加
え
た
と

こ
ろ
、
前
期
ま
で
み
ら
れ
た
近
畿
地
方
全
誠
に
わ
た
る
搬
入
土
器
の
広
が
り
が
、
中
期
に
は
両
地
方
が
境
を
接
す
る
地
域
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
く
傾
向

に
あ
り
、
中
期
一
4
に
翼
る
と
土
器
は
ほ
ん
ど
搬
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
が
判
明
し
た
。
両
地
方
の
土
器
変
化
の
方
向
性
と
こ
の
結
果
と
を
照
合
さ
せ

る
と
、
近
畿
地
方
の
土
揺
が
回
転
台
を
駆
使
し
た
訳
文
技
術
の
発
達
と
い
う
方
向
性
で
理
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
伊
勢
湾
地
方
の
．
そ
れ
は
回
転
台
の
特

性
と
は
全
く
無
縁
で
、
む
し
ろ
そ
れ
を
利
用
し
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り
有
効
な
厳
器
を
試
み
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
両
岩
の
方
向
性
が
対
極
に
あ
る
時

期
が
、
中
期
i
4
（
近
畿
地
方
で
の
研
期
新
～
W
期
）
と
い
う
地
方
闘
の
土
器
移
動
が
途
絶
え
る
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土
器
の
移
動
と

型
式
変
化
の
事
情
と
が
対
応
関
係
に
あ
っ
て
、
伊
勢
湾
地
方
の
土
器
変
化
が
両
地
方
問
の
交
流
関
係
を
如
実
に
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

難
癖
敵
噛
栖
繰
鱒
耀
殻
鰹
鑓
醐
灘
蒲
飛
騨
が
翻
刻
齪
繋
縛
瀦
赫
罐
擁
勲
雅
麓
騰
擁
燧
璽

向
と
も
対
画
す
る
事
象
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
七
巻
四
号
　
一
九
九
四
年
七
月



は
　
じ
　
め
　
に

弥生時代における地方間交流（伊藤）

　
日
本
の
歴
史
や
文
化
は
、
東
日
本
と
西
日
本
と
に
区
別
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
東
繭
の
区
分
は
、
遡
れ
ば
旧
石
器
（
先
土
器
）
時
代
に
も
設
定
し
得
る
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
最
も
そ
れ
に
深
く
関
係
し

て
い
る
事
清
が
弥
生
文
化
の
伝
播
・
纏
縫
で
あ
る
こ
と
も
、
必
ず
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
狩
猟
・
採
集
経
済
の

段
階
か
ら
水
稲
農
耕
を
基
礎
と
し
た
生
産
経
済
の
段
階
へ
転
換
し
た
時
代
の
文
化
し
て
、
弥
生
文
化
が
日
本
史
上
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
最
初
の
伝
播
範
囲
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
遠
賀
川
式
文
化
圏
の
広
が
り
が
、
方
言
そ
の
他
の
多
く
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

化
事
象
の
東
西
の
境
界
線
で
あ
る
伊
勢
湾
地
方
西
岸
付
近
ま
で
で
あ
る
と
い
う
一
致
を
み
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
考
古
学
が
こ
れ
ま
で
寄
せ
て
き
た
関
心
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、
こ
う
し
た
弥
生
文
化
の
伝
播
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
が

h
い
つ
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
日
本
史
上
の
転
換
期
に
か
か
わ
る
課
題
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
多
く
の
関
心
が
払
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

弥
生
中
期
に
お
け
る
各
地
方
の
特
微
あ
る
土
器
の
出
現
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
遠
賀
川
式
文
化
圏
の
そ
の
後
の
展
開
に
鑑
み
る
な
ら

ば
、
伝
播
に
ひ
き
続
い
て
生
じ
て
い
る
考
古
学
的
事
象
の
空
間
的
差
異
の
変
遷
や
地
方
間
交
流
の
実
態
も
ま
た
、
弥
生
文
化
の
受
容
が
引
き
起

こ
し
た
人
間
集
団
の
ま
と
ま
り
や
つ
な
が
り
の
変
動
を
示
す
も
の
と
し
て
、
岡
様
に
解
明
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

「
土
器
研
究
か
ら
こ
う
し
た
課
題
を
追
究
す
る
試
み
は
、
こ
と
近
畿
地
方
内
部
に
関
し
て
み
れ
ば
、
忍
摺
文
様
に
み
ら
れ
る
中
期
弥
生
土
器
の

地
域
色
に
つ
い
て
の
検
討
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
の
地
域
色
は
、
櫛
描
文
様
の
諸
要
素
の
地
域
毎
で
の
使
用
頻
度

の
差
と
し
て
表
現
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
地
域
間
に
は
活
発
な
土
器
移
動
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
地
域
色
が
生
じ

た
背
景
に
つ
い
て
は
、
前
期
に
お
け
る
遠
賀
川
式
土
器
定
着
と
い
う
土
器
製
作
技
術
面
で
の
共
通
の
基
盤
を
も
つ
「
畿
内
」
と
呼
ば
れ
る
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

内
で
、
そ
の
後
に
日
常
的
な
接
触
交
流
が
継
続
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
湾
地
方
に
つ
い
て
み
れ

ぼ
一
前
期
に
お
い
て
西
岸
域
ま
で
遠
賀
川
式
土
器
の
広
が
り
を
み
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
土
器
の
展
開
は
近
畿
地
方
と
億
特
徴
を
異
に
し
て
お
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⑤

り
、
明
ら
か
に
別
種
の
土
器
製
作
技
術
を
も
っ
た
人
間
集
団
の
広
が
る
空
間
と
し
て
、
近
畿
地
方
に
対
置
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
弥
生
中
期

に
は
近
畿
地
方
と
伊
勢
湾
地
方
と
の
問
に
は
土
器
製
作
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
目
常
的
な
接
触
交
流
が
無
か
っ
た
、
と
し
て
こ
の
ふ
た
つ
の
空

間
の
存
在
を
理
由
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
一
地
方
内
に
お
け
る
弥
生
社
会
像
の
み
を
溶
す
る
に
と
ど
ま
る
で

あ
ろ
う
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
近
畿
地
方
に
お
け
る
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
研
究
事
例
を
ふ
ま
え
て
、
よ
り
広
域
に
わ
た
る
社
会
の
動
向
に
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

翻
す
る
試
み
と
し
て
、
上
述
し
た
異
な
る
二
大
地
方
と
し
て
対
置
し
得
る
空
間
、
す
な
わ
ち
伊
勢
湾
地
方
と
近
畿
地
方
と
の
問
に
い
か
な
る
交

流
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
遠
賀
川
式
文
化
圏
の
東
端
に
位
置
す
る
こ

の
両
地
方
間
の
交
流
関
係
に
は
、
東
日
本
・
西
日
本
双
方
の
弥
生
斎
会
の
動
向
が
特
に
鋭
敏
に
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
考
察
の
材
料
に
は
土
器
を
用
い
、
そ
の
時
間
的
変
化
と
移
動
す
る
土
器
と
の
関
連
を
重
点
的
に
検
討
す
る
。
と
り
わ
け
本
稿
で
は
伊
勢
湾
地

方
以
菓
か
ら
近
畿
地
方
へ
移
動
し
て
い
る
土
器
に
注
目
し
て
検
討
を
行
う
が
、
そ
の
際
、
多
く
の
資
料
と
研
究
史
の
蓄
積
が
あ
る
近
畿
地
方
の

弥
生
土
器
の
変
遷
に
つ
い
て
は
既
往
の
研
究
成
果
に
の
っ
と
っ
て
概
観
す
る
に
と
ど
め
、
そ
れ
に
較
べ
て
不
明
な
点
も
多
い
伊
勢
湾
地
方
の
弥

生
土
器
に
つ
い
て
は
、
変
遷
観
に
つ
い
て
も
一
定
の
理
解
を
示
し
、
時
間
軸
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
二
大
地
方
を
対
置
し

て
比
較
検
討
す
る
と
い
う
方
針
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
内
に
お
け
る
地
域
色
の
存
在
に
つ
い
て
は
本
論
に
関
係
し
な
い
限
り
さ
し
あ
た
り
捨

象
し
て
考
え
、
地
方
間
の
関
係
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
る
点
を
了
解
さ
れ
た
い
。

　
よ
り
具
体
的
に
は
、
本
論
稿
は
以
下
の
構
成
を
と
る
。
ま
ず
俳
勢
湾
地
方
の
中
期
弥
生
土
器
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
特
微
を
明
示
す
る
こ

と
か
ら
は
じ
め
、
次
に
そ
れ
ら
が
近
畿
地
方
に
搬
出
さ
れ
て
い
る
状
況
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
よ
り
通
時
的
に
交
流
関
係
の
推
移
を
把

握
し
て
中
期
に
お
け
る
そ
の
特
色
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
べ
く
、
弥
生
前
期
に
お
け
る
搬
出
状
況
も
検
討
対
象
に
含
め
る
と
と
も
に
、
伊
勢
湾

地
方
以
東
か
ら
の
搬
出
土
器
を
も
含
め
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
結
果
と
、
両
地
方
に
お
け
る
土
器
の
型
式
変
化
と
の
関
連
を

検
討
し
、
そ
れ
よ
り
浮
か
び
上
が
る
両
地
方
間
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、
結
論
と
す
る
。

　
①
　
安
蒜
政
雄
「
先
土
器
階
代
の
石
器
と
地
域
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
考
古
学
』
5
　
　
　
　
　
　
文
化
と
地
域
性
、
一
九
八
六
年
）
。
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②
　
西
日
本
弥
生
時
代
前
期
を
特
徴
づ
け
る
遠
賀
川
式
土
車
を
盗
り
使
っ
た
人
々
の

　
村
が
広
が
る
範
囲
を
、
佐
原
翼
の
用
語
に
従
い
こ
う
呼
ぶ
。

　
佐
原
爽
『
大
系
日
本
の
歴
史
』
1
　
日
本
人
の
誕
生
、
一
九
八
七
年
、
二
三
五
項
。

③
　
大
野
晋
『
日
本
語
の
起
源
』
、
一
九
置
七
年
、
岩
波
新
書
、
五
一
一
～
七
八
項
。

④
　
都
町
比
呂
志
『
底
本
農
耕
文
化
の
生
成
』
、
　
一
九
八
九
年
、
二
九
八
～
三
二
〇

　
項
。

⑤
　
中
村
友
博
は
、
本
稿
と
同
様
に
弥
生
時
代
に
お
け
る
近
畿
地
方
と
伊
勢
湾
地
方

　
と
の
関
係
を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い
て
、
弥
生
時
代
前
期
か
ら
中
期
初
頭
に
お

　
け
る
近
畿
地
方
か
ら
の
櫛
描
文
の
伝
播
に
焦
点
を
嶺
て
て
、
特
に
伝
播
に
際
し
て

　
の
技
術
的
後
退
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
村
友
博
「
土
器
様
式
変
化
の

　
一
研
究
－
伊
勢
湾
第
－
様
式
か
ら
伊
勢
湾
第
H
様
式
へ
一
」
（
『
考
古
学
論
叢
』

　
小
林
行
雄
博
士
古
僑
記
念
論
文
集
、
一
九
八
一
一
年
）
。

⑥
あ
く
ま
で
考
察
の
使
宜
上
と
し
て
、
ホ
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
近
畿
地
方
と
は
奈

　
良
・
大
阪
・
京
都
・
和
歌
山
・
滋
賀
の
各
府
県
を
、
伊
勢
湾
地
方
と
は
愛
知
・
岐

　
阜
・
三
三
の
各
県
を
含
む
範
囲
を
指
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
「
地
域
」
と
は
ほ

　
ぼ
旧
誼
単
位
程
度
の
、
「
地
方
」
は
そ
れ
ら
を
複
類
以
上
含
む
よ
り
広
い
範
囲
を

　
示
す
言
葉
と
し
て
爾
い
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
こ
れ
も
考
察
の
便
宜

　
上
、
地
域
名
と
し
て
旧
国
名
（
尾
張
・
伊
勢
・
山
城
・
大
和
な
ど
）
を
用
い
て
い

　
る
。
土
器
の
地
域
色
か
ら
想
定
さ
れ
る
地
域
区
分
と
旧
藩
単
位
の
地
域
の
境
界
と

　
は
一
致
す
る
部
分
は
多
い
。
研
究
の
現
状
と
し
て
そ
れ
ら
の
不
一
致
や
各
地
域
内

　
で
の
細
分
も
一
部
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
の
目
的
と
か
か
わ
ら
な

　
い
隈
り
さ
し
あ
つ
て
捨
象
し
て
進
む
こ
と
に
す
る
。

第
一
章
　
伊
勢
湾
地
方
申
期
弥
生
土
器
の
検
討

（㎜

j
問
題
の
所
在

弥生時代における地方間交流（仔糠）

　
伊
勢
湾
地
方
の
弥
生
土
器
研
究
は
、
土
器
の
内
容
が
大
き
く
異
な
る
ヨ
河
地
域
を
別
に
す
る
と
、
名
古
屋
市
西
志
賀
貝
塚
や
清
洲
町
朝
日
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

跡
な
ど
著
名
な
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
発
掘
調
査
の
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
尾
張
地
域
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
特
に
西
志
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

貝
塚
の
調
査
成
果
を
中
心
と
し
た
「
西
志
賀
式
」
「
員
田
町
式
」
「
高
倉
（
蔵
）
式
」
と
い
う
前
期
～
中
期
に
か
け
て
の
型
式
の
設
定
は
、
出
土
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

位
の
上
下
と
い
う
絶
対
的
な
前
後
関
係
に
裏
付
け
さ
れ
た
編
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
の
土
器
編
年
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

西
志
賀
式
は
酉
日
本
の
遠
賀
川
式
文
化
の
及
ん
だ
も
の
と
し
て
、
貝
田
町
式
は
在
地
的
特
色
の
発
現
し
た
も
の
と
し
て
、
高
蔵
式
は
近
畿
地
方

の
中
期
後
半
の
土
器
様
式
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
の
脈
絡
は
不
問
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
理
解
さ
れ
、

前
後
関
係
を
示
も
の
と
し
て
長
ら
く
定
着
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
土
器
の
型
式
学
的
な
検
討
は
等
閑
に
さ
れ
て
き
た
き
ら
い

が
あ
り
、
型
式
変
化
の
方
向
性
や
そ
の
背
景
を
追
究
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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近
年
で
は
、
清
洲
町
朝
日
遺
跡
を
は
じ
め
と
し
て
尾
張
平
野
の
低
地
部
を
中
心
に
発
掘
資
料
が
増
加
し
、
久
し
く
弥
生
土
羅
に
関
す
る
議
論

が
途
絶
え
て
い
た
伊
勢
湾
地
方
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
発
言
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
土
器
編
年
に
関
す

る
議
論
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
地
方
で
の
複
雑
な
土
器
様
相
を
反
映
し
て
、
多
様
な
土
器
群
の
系
統
や
そ
の
背
景
に
踏
み
込
ん
だ
論
考
も
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
Y
系
統
や
時
期
区
分
に
改
変
が
繰
り
返
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
動
向
を
受
け
つ
つ
も
、
従
来
の
土
器
型
式
の
枠
を
ひ
と
ま
ず
と
り
は
ず
し
て
、
改
め
て
伊
勢
湾
地
方
の
中
期
弥
生
土
・

器
に
型
式
学
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
伊
勢
湾
地
方
の
弥
生
土
器
に
つ
い
て
は
、
中
期
に
限
定
し
て
み
て
も
、
資
料
が
不

足
気
味
の
伊
勢
・
美
濃
地
域
や
土
器
の
実
態
が
大
き
く
異
な
る
三
河
地
域
を
も
含
め
て
複
雑
な
土
器
の
全
容
を
説
き
起
こ
す
こ
と
に
寵
か
な
り

の
序
数
が
必
要
と
な
る
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
な
、
系
統
を
細
分
し
そ
の
相
互
の
関
係
の
動
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
を
と
る

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
作
業
が
必
須
の
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
俳
勢
湾
地
方
の
弥
生
土
器
に
関
し
て
の
励
項
を
用
意
し
て
そ
の
際
に
論
じ
る

こ
と
に
し
、
今
回
は
近
畿
地
方
と
の
交
流
関
係
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
標
を
念
頭
に
お
い
て
、
編
年
や
系
統
の
細
分
よ
り

も
、
研
究
史
上
欠
落
し
て
き
た
型
式
学
的
変
化
の
背
景
に
つ
い
て
の
考
察
を
重
点
的
に
深
め
る
事
と
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
特
に
土
器
製
作
上

の
技
術
的
側
面
、
特
に
文
様
施
文
に
お
け
る
そ
れ
に
留
意
し
て
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
ま
ず
資
料
豊
富
な
毘
張
地
域
を
中
心
に

　
　
　
⑤

検
討
し
、
そ
の
結
果
で
さ
し
あ
た
り
近
畿
地
方
に
対
置
す
る
場
合
の
伊
勢
湾
地
方
の
状
況
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
量
的
に

主
体
を
占
め
、
文
様
を
有
し
て
変
化
の
手
が
か
り
の
追
い
易
い
壷
形
土
器
を
型
式
学
的
検
討
の
中
心
に
据
え
て
、
以
後
の
議
論
を
進
め
て
い
き

た
い
。
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（
二
）
　
尾
張
地
域
壼
形
土
器
の
型
式
学
的
検
討

a
　
胴
部
文
様
モ
チ
ー
フ
の
分
類
と
施
文
技
術

尾
張
地
域
の
弥
生
時
代
中
期
の
壷
形
土
器
は
、

胴
部
下
半
を
除
い
た
外
面
の
す
べ
て
を
文
様
で
飾
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
、



弥生時代における地方間交流（伊藤）

目
縁
～
頸
部
・
頸
胴
部
界
・
胴
部
の
三
つ
の
文
様
帯
が
設
定
で
き
ろ
（
図
1
）
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の
う
ち
で
主
体
と
な
る
胴
部
文
様
帯
の
文

様
モ
チ
ー
フ
を
A
～
E
の
5
類
に
大
別
し
、
各
類
の
内
容
を
誓
文
技
術
の
側
面
を
も
含
め
て
詳
し
く
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
こ
こ
で
扱

う
壷
形
土
器
は
、
従
来
の
朝
日
式
で
は
広
口
壷
と
呼
び
得
る
一
種
類
の
み
で
あ
り
、
貝
田
猛
撃
以
降
に
な
る
と
、
細
頸
壷
・
広
口
壼
・
無
筆
壷

な
ど
の
雲
形
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
胴
部
文
様
帯
の
モ
チ
ー
フ
が
こ
う
し
た
守
手
の
差
異
を
越
え
た
共
通
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
検
討
の
結
果
は
壷
形
土
器
全
体
に
通
じ
る
変
化
の
方
向
性
と
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
胴
部
文
様
帯
以
外
の

要
素
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
よ
っ
て
以
後
の
検
討
は
、
特
に
必
要
な
い
限
り
器
形
毎
に
説
明
を
加
え
る
こ
と
は
し
て
い

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
類
モ
チ
ー
フ
（
図
3
1
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ま
で
朝
日
式
と
呼
ば
れ
て
き
た
壷
形
土
器
を
特
徴
づ
け
る
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ー
フ
で
あ
り
、
佐
原
真
の
用
語
に
従
え
ば
下
帯
構
成
の
千
千
直
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一

a
　
l
D
　
　
　
　
　
C

d

図1　壷形土器の部位別要素

文
と
見
か
け
上
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
施
文
原
体
が
櫛
歯
状

の
工
具
で
は
な
く
肋
条
を
有
す
る
貝
殻
の
腹
縁
で
あ
る
こ
と
は
、
直

線
二
上
に
認
め
ら
れ
る
圧
痕
の
存
在
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

こ
で
は
「
掛
帯
構
成
の
貝
殻
描
直
線
文
」
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ

⑦う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
複
帯
構
成
の
直
線
文
が
複
数
帯
施
さ
れ
る
こ

と
は
極
め
て
稀
で
、
幅
広
の
も
の
1
帯
の
み
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
全
面
丁
寧
に
研
磨
さ
れ
る
。
胴
部
文
様

帯
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
、
複
帯
構
成
の
直
線
文
が
施
文
さ
れ
て
い

る
部
分
だ
け
で
な
く
そ
の
上
下
の
研
磨
部
分
も
含
め
て
考
え
、
そ
れ
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工程5工程4工程1 工程2 工程3

・盟1 購／

1

刷毛目潤整複帯構成貝殻描直線文　施文部以外研磨

、㎜
軸　一一旧

渉

、　　　　　　　　、

1．A類モチーーフ

　（中期一1）

　
　
〉

上下箆描沈線区画　　施文選以外研磨縦位分掌線構毛巨調整　複帯構成櫛描直線文

■ 一

一
一

wwx“，y・

施文部以外研磨縦位分翻線刷毛目調整
　　　　　　N
単帯構成櫛描直線文

施文手順における

工程の省略

㍉、
1

、 、

、

U

研磨線縦位分翻刷毛目鶏整

t

刷毛閉講整　櫛描直線文・波状文

図2　胴部文様モチーフの施文手順と工程内容

を
A
類
モ
チ
ー
フ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

従
っ
て
、
モ
チ
ー
フ
完
成
に
至
る
ま
で
の

手
順
を
復
元
す
る
と
、
器
表
面
の
観
察
よ

り
施
文
理
に
縦
位
方
向
の
刷
毛
目
調
整
を

全
体
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
痕
跡
か
ら
明

か
な
こ
と
か
ら
、
刷
毛
目
調
整
↓
複
帯
構

成
の
貝
殻
描
直
線
文
↓
施
文
部
分
以
外
の

研
砂
、
と
い
う
三
つ
の
工
程
よ
り
成
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
が
わ
か
る
（
図
2
…
1
）
。

　
B
類
モ
チ
ー
フ
（
図
3
1
2
～
4
）

　
こ
れ
ま
で
貝
田
町
式
と
呼
ば
れ
て
き
た

壷
形
土
器
の
代
表
的
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
上
下
を
箆
描
沈
線
で
区
画
し
た

帯
状
の
装
飾
を
特
徴
と
す
る
。
箆
描
沈
線

に
は
さ
ま
れ
た
内
部
は
主
と
し
て
複
帯
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

成
の
櫛
描
直
線
文
で
あ
る
が
、
横
位
の
縄

文
・
擬
縄
文
帯
に
よ
る
も
の
が
少
数
見
ら

れ
る
（
図
3
－
4
）
。
　
こ
の
帯
状
装
飾
自
体

は
一
～
数
帯
施
さ
れ
る
の
が
通
例
だ
が
、
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よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
こ
れ
ら
の
各
装
飾
帯
間
を
非
常
に
丁
寧
に
研
磨
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
帯
状
文
と
の
明
暗
の
対
比
は
非
常
に
鮮
や
か
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
帯
状
装
飾
と
装
飾
帯
間
の
研
磨
を
含
め
て
考
え
、
そ
れ
を
B
類
モ
チ
ー
フ
と
呼
ぶ
。
な
お
こ

の
モ
チ
ー
フ
の
帯
状
装
飾
の
多
く
は
、
研
磨
以
前
に
櫛
描
の
直
線
文
・
波
状
文
・
弧
状
文
な
ど
に
よ
る
縦
位
方
向
の
分
割
線
を
数
カ
所
施
し
て

い
る
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
要
素
同
士
の
切
り
合
い
関
係
か
ら
復
元
さ
れ
る
モ
チ
…
フ
完
成
に
至
る
ま
で
の
手
順
は
、
刷
毛
目
調
整
↓
複
帯
構
成

の
櫛
描
直
線
文
↓
縦
位
の
分
割
線
↓
上
下
端
の
箆
描
沈
線
文
↓
施
文
部
分
以
外
の
研
磨
、
と
い
う
五
つ
の
工
程
で
あ
る
（
図
2
－
2
）
。

　
C
類
モ
チ
ー
フ
（
國
3
－
5
・
6
）

　
こ
れ
も
貝
田
歯
式
の
壷
形
土
器
に
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
帯
状
の
装
飾
で
は
あ
る
が
B
類
と
は
異
な
っ
て
単
帯
構
成
の
櫛

　
　
　
　
　
　
⑯

描
直
線
文
で
あ
り
、
上
下
を
区
画
す
る
箆
描
女
瓦
も
施
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
個
々
の
櫛
描
直
線
文
帯
間
は
そ
の

間
隔
の
広
狭
に
か
か
わ
ら
ず
研
磨
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
連
文
さ
れ
た
部
分
と
の
明
暗
の
対
照
は
B
類
と
同
じ
く
鮮
や
か
で
あ
る
。
こ
う

し
た
櫛
描
直
線
寡
額
は
お
お
む
ね
6
～
7
帯
前
後
を
数
え
る
が
、
幅
の
狭
い
櫛
描
文
と
研
磨
と
が
交
互
に
十
数
帯
密
に
施
さ
れ
た
も
の
も
み
ら

れ
る
（
図
3
－
6
）
。
前
極
を
C
I
類
、
後
者
を
C
丘
類
と
し
て
区
別
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
C
類
モ
チ
ー
フ
の
多
く
は
B
類
と
同
様
な
縦
位

方
向
の
分
割
線
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
C
H
類
の
場
合
は
、
上
か
ら
下
へ
連
続
し
た
ひ
と
続
き
の
縦
位
線
と
な
る
傾
向
が
強
い
。
な
お
、
縦
位

の
分
割
に
は
櫛
描
文
様
だ
け
で
な
く
棒
状
や
円
盤
形
の
粘
土
を
貼
り
付
け
た
浮
文
も
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
完
成
に
至
る
ま
で
の
手

順
は
、
B
類
モ
チ
ー
フ
の
場
合
に
み
ら
れ
た
上
下
端
に
箆
描
沈
魚
文
を
羅
文
す
る
工
程
を
除
い
た
、
四
つ
の
工
程
と
な
る
（
図
2
－
3
）
。

　
D
類
モ
チ
ー
フ
（
図
3
－
7
・
8
）

　
貝
田
町
式
の
壷
に
は
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
特
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
が
存
在
す
る
。
刷
毛
蟹
調
整
の
上
に
あ
る
程
度
の
幅
を
も
っ
た
横
位
方
向
の

研
磨
を
線
状
に
施
す
も
の
で
あ
る
。
以
後
こ
れ
を
「
縮
瞳
線
」
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
た
研
磨
盤
は
、
幅
を
も
っ
た
帯
状
装
飾
と
な
る
も
の
（
図
3
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

7
）
と
、
一
条
の
線
状
に
な
る
も
の
（
同
8
）
と
に
大
別
さ
れ
、
前
者
を
D
I
類
、
後
者
を
D
H
類
と
し
て
区
別
し
て
お
く
。
こ
れ
ら
D
類
モ
チ

ー
フ
も
ま
た
、
縦
位
方
向
の
分
割
線
を
有
す
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
、
上
下
ひ
と
続
き
の
貼
付
突
帯
に
刻
み
目
を
施
し
た
も
の
や
、
箆
や
竹
管
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7　DI類
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8　DH類

11　D類頸部

9　E類

12　D類頸部

13　E類頸部　　　　　　　　　14　B類底部　　　　　　　　　15　D類底部

　　　　図3　壷形土器の胴部（1～9），頸部（10～13），底部（14・15）縮尺不同
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弥生隣代における地方間交流（研藤）

状
工
具
の
先
端
に
よ
る
縦
位
の
刺
突
列
な
ど
、
B
類
・
C
類
に
み
ら
れ
た
も
の
と
趣
を
異
に
す
る
も
の
が
多
い
。
モ
チ
ー
フ
完
成
に
至
る
ま
で

の
手
順
は
、
横
位
方
向
の
研
磨
線
が
縦
位
の
分
割
線
を
切
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
切
り
合
い
関
係
か
ら
、
脳
毛
国
調
整
↓
縦
位
の
分
割
線
↓
横
位

方
向
の
研
磨
線
、
と
い
う
三
つ
の
工
程
で
あ
る
（
図
2
－
4
）
。

　
E
類
モ
チ
ー
フ
（
図
3
－
9
）

　
こ
れ
ま
で
高
蔵
式
と
呼
ば
れ
て
い
た
壷
形
土
器
に
特
微
的
な
モ
チ
：
フ
で
あ
り
、
群
峰
直
線
文
と
波
状
文
と
を
交
互
に
施
す
近
畿
地
方
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

期
弥
生
土
器
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
文
様
は
時
計
回
り
に
一
気
に
施
さ
れ
、
回
転
台
の
使
用
が
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
櫛
玉
文
の
原
体
は

半
季
竹
管
状
の
工
具
を
三
～
四
本
粗
く
束
ね
た
も
の
を
用
い
て
お
り
、
見
た
目
に
は
二
条
単
位
の
直
線
文
と
波
状
文
と
が
三
～
四
帯
ず
つ
交
互

に
施
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
の
要
素
は
こ
れ
ら
の
櫛
描
文
様
の
み
で
あ
り
、
A
～
D
類
と
異
な
り
研
磨
は
全
く
施
さ
れ
な

い
。
従
っ
て
、
櫛
描
文
様
を
施
す
以
前
の
刷
毛
目
調
整
も
胴
部
文
様
帯
全
面
に
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
一
の
櫛
原
体
を
用
い
て
縦
位
方
向

の
分
割
線
を
施
し
て
い
る
も
の
も
若
干
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
D
類
ま
で
と
は
順
序
が
逆
転
し
て
横
位
方
向
の
施
文
後
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
分
割
線
を
持
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
E
類
モ
チ
ー
フ
の
完
成
に
至
る
ま
で
の
手
順
を
考
え
る
と
、
捌
毛
目
調
整
↓
横
位
方
向
の
葉
群
直
線
文

及
び
波
状
文
、
と
い
う
二
つ
の
工
程
の
み
よ
り
成
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
2
－
5
）
。

b
　
型
式
変
化
の
方
向
性

　
そ
れ
で
は
、
以
上
で
個
別
に
説
明
を
加
え
て
き
た
A
～
E
類
の
胴
部
文
様
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
型
式
学
的
な
変
化
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ま
ず
各
モ
チ
1
フ
の
完
成
に
至
る
ま
で
の
施
文
手
順
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
（
図
2
）
。
幅
の
広
い
温
帯
構
成
の
貝
殻
描
直
線
文
以
外
の

部
分
が
全
面
研
磨
さ
れ
る
A
類
モ
チ
ー
フ
は
、
三
つ
の
工
程
よ
り
成
る
。
一
方
、
五
つ
の
工
程
を
重
ね
て
完
成
さ
れ
る
B
類
モ
チ
ー
フ
と
較
べ

て
、
C
類
は
そ
れ
よ
り
も
一
工
程
、
D
類
は
二
工
程
、
E
類
は
三
工
程
、
そ
れ
ぞ
れ
工
程
が
少
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
B
類
↓

C
類
↓
D
類
↓
E
類
の
順
で
工
程
数
が
ひ
と
つ
づ
つ
減
少
し
て
お
り
、
B
類
モ
チ
…
フ
の
壷
形
土
器
か
ら
E
類
モ
チ
ー
フ
の
そ
れ
に
か
け
て
の
、

施
文
手
順
の
省
略
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
た
変
化
を
想
定
で
き
る
。
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次
に
器
表
面
の
研
磨
と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
A
類
モ
チ
ー
フ
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
直
線
文
帯
以
外
の
器
表
面
全
面
を
研

磨
し
て
お
り
、
面
積
的
に
は
か
な
り
の
割
合
で
研
磨
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
B
類
モ
チ
ー
フ
の
場
合
も
施
文
部
分
以
外
を
全
面
研
磨
す
る
と

い
う
点
で
は
A
類
と
同
じ
だ
が
、
ほ
ぼ
一
帯
の
み
に
限
定
さ
れ
る
A
類
の
直
線
文
型
と
較
べ
て
一
～
数
帯
と
多
帯
化
し
て
い
る
B
類
の
場
合
、

胴
部
文
様
差
等
に
占
め
る
研
磨
部
分
の
割
合
は
そ
の
分
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
こ
と
は
C
類
モ
チ
ー
フ
の
場
合
に
も
言
え
、
直
線

文
帯
は
更
に
多
帯
化
し
て
い
る
の
で
当
然
そ
れ
に
つ
れ
て
研
磨
す
る
面
積
も
減
っ
て
い
る
。
D
類
モ
チ
ー
フ
の
場
合
は
櫛
描
の
直
線
文
墨
が
消

失
し
て
研
磨
の
み
が
帯
状
に
残
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
E
類
モ
チ
ー
フ
に
至
っ
て
は
全
く
研
磨
す
る
こ
と
と
は
無
縁
の
モ
チ
ー
フ
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
A
類
か
ら
E
類
に
か
け
て
は
「
研
磨
の
省
略
」
と
い
う
一
貫
し
た
変
化
の
方
向
性
が
存
注
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
そ
う
理
解
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
C
狂
類
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
介
注
さ
せ
る
こ
と
で
C
類
か
ら
D
類
へ
の
変
化
を
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
D
菌
類
モ
チ
ー
フ
を
構
成
す
る
研
磨
線
も
、
そ
れ
以
前
の
B
類
や
C
類
の
モ
チ
ー
フ
で
施
さ
れ
て
い
た
直
線
文
雲

間
の
丁
寧
な
研
磨
が
省
略
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
退
化
し
て
残
存
し
た
痕
跡
と
し
て
、
一
種
の
ル
ヂ
メ
ソ
ト
に
類
す
る
も
の
が
意
匠
化
し
た
も
の

と
理
解
で
き
る
。

　
以
上
よ
り
、
A
類
↓
B
類
↓
C
I
類
↓
C
丑
類
↓
D
I
類
↓
D
豆
類
↓
E
類
と
い
う
各
モ
チ
ー
フ
及
び
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
有
す
る
壷
形
土
器

の
一
連
の
型
式
変
化
を
こ
こ
で
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
順
序
で
改
め
て
胴
部
文
様
を
見
直
す
と
、
①
横
位
方
向
の
直

線
文
帯
の
多
帯
化
、
②
直
線
文
帯
毎
に
断
続
し
て
い
た
縦
位
方
向
の
分
割
線
が
上
下
に
連
続
し
て
ひ
と
つ
づ
き
の
も
の
と
な
る
、
と
い
う
変
化

の
方
向
性
も
あ
わ
せ
て
存
注
し
て
い
る
こ
と
が
、
判
明
す
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
要
素
が
A
類
か
ら
E
類
ま
で
ス
ム
ー
ズ
に
連
続
し
て
捉

え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
断
絶
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
次
に
は
、
胴
部
文
様
帯
以
外
の
属
性
の

変
化
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
型
式
変
化
の
方
向
性
と
ど
の
よ
う
に
対
癒
し
て
い
る
か
を
ま
ず
検
討
し
て
お
こ
う
。

c
　
各
属
性
の
型
式
変
化

　
最
初
に
、
胴
部
文
様
帯
以
外
の
口
縁
～
頸
部
及
び
頸
・
胴
部
界
文
様
帯
に
つ
い
て
変
化
を
追
跡
し
て
み
よ
う
（
図
1
・
3
）
。
な
お
こ
れ
以
後
、
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胴
部
文
様
帯
A
類
モ
チ
ー
フ
の
下
形
土
器
・
B
類
モ
チ
ー
フ
の
壷
形
土
器
を
そ
れ
ぞ
れ
単
に
A
類
・
B
類
、
と
い
う
よ
う
に
省
略
し
て
呼
ぶ
。

　
口
縁
～
頸
部
文
様
帯
（
図
－
－
a
）
に
つ
い
て
は
、
A
類
で
は
、
複
帯
構
成
の
貝
殻
描
直
線
文
墨
が
頸
部
の
も
っ
と
も
く
び
れ
た
部
分
に
一
帯

施
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
薄
縁
端
部
に
近
い
部
分
は
文
様
が
施
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
丁
寧
に
研
磨
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
B
類
に
な

る
と
、
口
縁
部
の
端
付
近
ま
で
の
頸
部
全
面
が
複
帯
構
成
の
櫛
描
直
線
文
で
埋
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（
図
3
－
1
0
）
、
そ
れ
が
C
類
に
な
る
と
、

そ
の
う
ち
の
全
縁
端
部
付
近
の
み
は
波
状
文
に
代
え
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
D
類
と
な
る
と
、
そ
れ
ら
の
波
状
文
の
占
め
る
割

合
が
高
く
な
っ
て
、
口
縁
～
頸
部
の
大
半
を
波
状
文
で
埋
め
て
し
ま
う
も
の
（
同
！
1
）
が
厨
立
つ
と
同
時
に
、
刷
毛
目
調
整
を
施
し
た
ま
ま
で
放

置
し
た
も
の
（
同
1
2
）
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
E
類
に
至
っ
て
そ
の
趣
を
一
変
さ
せ
、
上
か
ら
順
に
、
凹
線
文
↓
板
状
工
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
木
口
の
刺
突
文
↓
櫛
描
直
線
文
、
と
い
う
組
合
せ
を
典
型
的
な
も
の
と
す
る
構
成
に
な
る
（
同
1
3
）
。
す
な
わ
ち
黒
縁
～
頸
部
文
様
帯
に
つ
い

て
は
、
特
に
B
類
か
ら
D
類
に
か
け
て
、
複
玉
構
成
の
櫛
描
直
線
文
が
粗
雑
な
櫛
描
波
状
文
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
り
、
省
略
さ
れ
無
文
化
し

て
い
く
変
化
の
方
向
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
頸
・
胴
部
区
画
文
様
（
図
－
－
b
）
に
つ
い
て
は
、
A
類
に
は
全
く
そ
の
例
を
見
な
い
。
B
類
の
多
く
も
区
爾
文
様
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、

特
に
広
口
壷
を
中
心
に
、
刺
突
文
様
列
や
刻
目
突
帯
な
ど
を
も
つ
も
の
が
一
部
で
は
あ
る
が
見
受
け
ら
れ
る
。
C
類
・
D
類
に
な
る
と
壷
の
ほ

と
ん
ど
が
こ
の
文
様
を
も
っ
て
お
り
、
各
種
の
刺
突
文
様
に
加
え
て
円
形
浮
文
を
列
状
に
施
す
も
の
を
併
用
す
る
（
図
3
－
1
2
）
な
ど
、
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
E
類
に
な
り
口
縁
部
に
凹
線
文
を
施
す
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
は
一
条
の
櫛
描
簾
状
文
に
ほ

ぼ
集
約
さ
れ
て
し
ま
う
（
圖
1
3
）
。
つ
ま
り
頸
胴
部
区
画
文
様
の
場
合
は
、
全
く
そ
れ
を
施
さ
な
い
A
類
は
じ
ま
っ
て
、
一
部
の
個
体
に
頸
部
と

胴
部
を
区
画
す
る
意
識
が
文
様
と
し
て
表
現
さ
れ
は
じ
め
る
B
類
、
そ
し
て
そ
の
意
識
が
よ
り
強
ま
っ
た
C
類
を
経
て
、
ほ
ぼ
全
て
の
個
体
に

及
ん
で
表
現
方
法
も
多
様
化
す
る
D
類
へ
と
至
る
と
い
う
変
化
の
方
向
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
頸
胴
部
の
区
画
を
意
識
し
た
文
様
と
言

う
点
で
は
、
E
類
の
櫛
馬
簾
状
文
も
そ
の
流
れ
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
無
煙
文
そ
の
も
の
は
そ
れ
ま
で
の
流
れ
と
は
全
く
無

関
係
に
出
現
し
た
も
の
と
言
え
、
D
類
と
E
類
の
間
に
は
断
絶
す
る
要
素
も
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
、
文
様
が
施
さ
れ
な
い
胴
部
下
半
（
図
1
1
d
）
の
三
面
調
整
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
A
類
で
は
、
複
帯
構
成

の
貝
殻
描
直
線
文
を
施
し
た
部
分
以
外
は
全
面
を
丁
寧
に
研
磨
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
胴
部
下
半
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
B
類
も
こ
の
傾
向

を
引
き
継
い
で
い
る
け
れ
ど
も
（
図
3
－
1
4
）
、
C
類
か
ら
D
類
に
か
け
て
は
研
磨
の
丁
寧
さ
は
影
を
ひ
そ
め
、
胴
部
下
半
は
捌
毛
目
調
整
が
さ

れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
（
同
1
5
）
。
こ
の
場
合
に
研
磨
さ
れ
る
の
は
、
胴
部
上
半
乏
下
半
の
境
界
と
な
る
屈
曲
部
付
近
の

み
で
あ
る
。
E
類
に
お
い
て
は
研
磨
は
全
く
さ
れ
ず
、
D
類
と
同
じ
く
刷
毛
目
調
整
の
ま
ま
で
あ
る
か
あ
る
い
は
そ
れ
を
な
で
消
し
て
平
滑
に

仕
上
げ
て
い
る
。
以
上
の
変
化
は
、
胴
部
文
様
帯
に
お
い
て
み
ら
れ
た
研
磨
の
省
略
と
い
う
方
向
性
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。

　
最
後
に
、
壷
形
土
器
の
器
形
の
変
化
を
追
跡
し
て
み
よ
う
（
図
4
）
。

　
ま
ず
、
底
部
と
胴
部
の
形
態
変
化
を
み
て
み
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
広
口
・
細
頸
等
の
壺
形
土
器
の
器
形
の
違
い
は
、
頸
部
よ
り
上
の
部
分
の

み
の
違
い
で
あ
っ
て
胴
部
以
下
の
形
態
は
そ
れ
と
無
関
係
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
、
底
部
と
胴
部
の
形
態
変
化
も
文
様
モ
チ
；
フ
と
同
様
壷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

形
土
器
全
般
に
通
じ
る
変
化
の
方
向
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
類
の
底
部
を
み
る
と
、
突
出
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
突
出
に
着
目

し
て
み
る
と
、
B
類
の
場
合
も
か
な
り
突
出
し
た
底
部
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
け
れ
ど
も
（
図
3
－
1
4
・
図
4
－
6
な
ど
）
、
そ
れ

が
℃
類
・
D
類
と
な
る
に
つ
れ
て
次
第
に
突
出
が
弱
く
な
っ
て
扁
平
化
し
て
い
き
（
図
3
－
1
5
・
図
4
－
7
～
1
4
）
、
E
類
に
な
る
と
全
く
突
出
せ

ず
厚
み
に
も
乏
し
い
扁
平
で
平
滑
な
底
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
図
4
－
1
5
・
1
6
）
。
ま
た
胴
部
形
態
も
、
最
大
径
部
が
比
較
的
高
い
位
置

に
あ
っ
た
A
類
（
同
1
）
か
ら
、
次
第
に
そ
れ
を
低
い
位
置
に
移
し
て
い
き
、
か
つ
ま
た
直
線
的
で
あ
っ
た
頸
部
か
ら
胴
部
に
か
け
て
の
ラ
イ
ン

が
徐
女
に
ふ
く
ら
み
を
増
し
（
同
5
～
1
4
）
、
最
終
的
に
は
E
類
に
み
る
よ
う
な
偏
球
形
の
胴
部
形
態
（
同
1
5
・
1
6
）
に
な
っ
て
い
く
一
連
の
変
化
を

看
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
、
胴
部
以
下
の
轡
形
の
変
化
は
A
類
か
ら
E
類
に
か
け
て
ス
ム
ー
ズ
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で

き
る
。
ま
た
、
口
縁
～
頸
部
に
か
け
て
の
器
形
を
み
た
場
合
、
外
見
上
は
器
形
が
細
頸
化
し
て
い
く
様
子
を
漸
質
的
に
追
跡
可
能
で
あ
り
（
同

2
～
4
）
、
こ
れ
ら
を
A
類
と
B
類
の
折
衷
的
な
形
態
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
受
け
口
状
只
事
の
出
現
は
突
然
で
あ
る
と

し
か
言
い
得
ず
、
こ
こ
に
は
断
絶
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
従
来
高
蔵
式
と
呼
ば
れ
て
き
た
壷
形
土
器
に
相
当
す
る
E
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類
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
的
に
は
西
日
本
的
な
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
と
さ
れ
て
き
て
お
り
、
実
際
D
類
と
E
類
の
文
様
モ
チ
ー
フ
は
全
く

異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
モ
チ
ー
フ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
手
形
変
化
や
調
整
・
文
様
施
文
の
手
抜
き
の
方
向
性

な
ど
は
、
D
類
か
ら
E
類
に
か
け
て
ス
ム
ー
ズ
に
流
れ
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
評
価
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

要
素
毎
に
内
容
を
峻
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
胴
部
文
様
帯
に
よ
っ
て
ま
ず
設
定
し
た
A
類
か
ら
E
類
に
い
た
る
型
式
変
化
は
、
壷
形
土
器
の
各
属
性
に
お
け
る

変
化
を
検
討
し
て
み
て
も
、
要
素
に
よ
っ
て
若
干
の
断
絶
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
大
き
な
矛
盾
は
生
じ
て
い
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
胴

部
文
様
に
と
ど
ま
ら
な
い
壷
形
土
器
そ
の
も
の
の
型
式
変
化
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
く
、
こ
こ
に
一
貫
し
た
壷
形
土
器
の
型
式
野
饗
が

設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
図
4
）
。

d
　
出
土
状
況
に
よ
る
検
証
と
中
期
5
段
階
区
分

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
型
式
組
列
は
、
層
位
的
に
確
認
さ
れ
た
前
後
関
係
を
出
発
点
と
し
て
い
る
の
で
、
逆
転
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
型
式
学
的
に
区
別
さ
れ
た
各
類
の
時
満
幅
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
壷
以
外
の
力
種
が
近

畿
地
方
に
搬
出
さ
れ
て
い
る
事
例
は
目
下
少
な
い
け
れ
ど
も
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
前
期
か
ら
申
期
前
半
期
を
中
心
に
条
痕
文
土
器
の
搬

娼
が
多
く
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
伊
勢
湾
地
方
で
の
時
間
的
位
置
づ
け
を
確
定
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
近
年
の

調
査
成
果
か
ら
出
土
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
各
類
の
存
続
す
る
お
お
よ
そ
の
晴
間
幅
を
推
定
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
検
討
に
と
っ
て
関

係
の
深
い
条
無
文
土
器
に
つ
い
て
は
、
確
実
な
共
存
関
係
と
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
で
編
年
的
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て
お
き
、
近
畿
地
方
と

の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
の
前
提
条
件
を
満
た
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
伊
勢
湾
地
方
に
お
い
て
検
討
に
耐
え
得
る
出
土
状
況
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
ま
ず
そ
の
な
か
か
ら
、
A
類
～
E
類
の
文
様
が
い
か
に
出

土
し
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
A
類
に
つ
い
て
は
、
西
志
賀
韮
層
の
下
層
出
土
品
と
し
て
層
位
的
に
弁
励
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
貝
殻
山
貝
塚
第
四
地
点
の
中
期
貝
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弥生時代における地方間交流（伊藤）

⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

層
や
朝
日
遺
跡
一
次
調
査
中
央
地
区
豆
6
A
5
区
ピ
ッ
ト
な
ど
で
ま
と
ま
っ
た
出
土
を
み
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
墨
跡
が
位
置
す
る
尾

張
平
野
低
地
部
に
お
い
て
は
一
定
の
時
間
幅
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
周
辺
に
目
を
転
じ
る
と
、
鈴
鹿
市
東
庄
内
B
遺
跡
ω
囚
α
O

　
　
⑲

出
土
例
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
弥
生
時
代
を
通
じ
て
の
継
続
的
な
集
落
と
困
さ
れ
る
名
古
屋
市
高
蔵
貝
塚
や
津
市
納
所

遺
跡
な
ど
で
は
・
魏
な
出
難
な
く
量
的
に
も
少
な
晦
・
伊
勢
湾
地
方
全
体
と
し
て
み
た
と
き
・
A
類
の
存
続
噛
幅
は
短
く
農
も
・
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
と
対
照
的
に
B
類
は
伊
勢
湾
地
方
全
体
で
多
く
の
一
括
嵐
土
例
が
あ
る
。
愛
知
照
海
部
郡
甚
目
寺
町
阿
弥
陀
寺
遺
跡
で
1
期
と
さ
れ
て

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

い
る
諸
遺
構
を
は
じ
め
と
し
て
、
名
古
屋
城
三
の
丸
下
層
遺
跡
住
居
祉
、
東
庄
内
B
遺
跡
ω
切
罵
刈
、
三
重
県
多
気
郡
多
気
町
花
の
木
遣
跡
ω
囚

⑳
b。

ﾖ
な
ど
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　
C
類
・
D
類
は
、
胴
部
文
様
か
ら
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
B
類
に
較
べ
る
と
出
土
例
は
多
く
な
い
。
阿
弥
陀
寺
遺
跡
ω
し
d

葺
は
C
I
類
の
、
ω
し
弓
お
は
C
H
類
の
比
較
的
単
純
な
出
土
例
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
朝
日
遺
跡
一
次
調
査
中
央
地
区
一
号
墓
や
朝
臼
遺

跡
も
D
O
置
b
。
に
お
け
る
出
土
例
は
、
D
I
類
を
主
体
と
し
た
内
容
を
も
つ
。
こ
う
し
た
事
例
を
除
く
と
C
一
・
C
豆
・
D
I
・
D
鉦
の
各
類
が

単
純
に
爾
土
し
て
い
る
事
例
は
習
い
思
し
難
く
、
そ
れ
ぞ
れ
混
在
し
て
出
土
す
る
傾
向
が
強
い
。
尾
張
以
外
の
地
域
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
出

土
は
確
認
さ
れ
る
が
、
同
様
に
単
純
な
出
土
例
に
は
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
る
と
、
C
一
・
C
I
・
D
I
・
D
H
各
類
の

細
分
は
、
型
式
学
的
な
方
向
性
と
し
て
は
成
立
す
る
も
の
の
、
出
土
状
況
の
現
状
か
ら
は
互
い
の
存
続
期
間
を
確
定
し
難
い
と
言
え
、
今
後
の

出
土
事
例
か
ら
更
に
追
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
£
類
は
、
既
に
高
蔵
式
と
し
て
古
く
に
設
定
さ
れ
学
史
的
に
多
く
の
追
証
を
経
て
き
て
い
る
土
器
群
を
象
徴
す
る
文
様
で
あ
り
、
伊
勢
湾
地

方
全
体
で
み
ら
れ
る
非
常
に
多
く
の
一
括
出
土
例
を
こ
こ
で
改
め
て
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
よ
り
、
あ
く
ま
で
現
段
階
で
の
出
土
状
況
か
ら
で
は
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
事
例
の
多
い
B
類
と
E
類
に
較
べ
て
、
A
類
・

C
類
・
D
類
は
そ
う
し
た
事
例
に
乏
し
い
と
言
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
弥
生
時
代
中
期
に
占
め
る
時
間
幅
が
長
短
ま
ち
ま
ち
の
も
の
で
あ
っ
た
状
況
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が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
配
慮
し
て
、
こ
こ
で
は
、
時
間
的
変
化
で
あ
る
こ
と
が
明
か
な
A
類
～
E
類
の
各
型
式
を
、
弥
生
時
代
中

期
の
時
間
幅
の
中
で
古
～
新
の
様
相
を
示
す
段
階
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
よ
っ
て
、
伊
勢
湾
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
を
五
つ
の
段
階
に

区
分
し
て
今
後
の
考
察
に
供
す
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
A
類
を
指
標
に
し
て
中
期
第
一
段
階
（
以
後
望
診
1
1
と
略
記
す
る
）
を
、
同
様
に

B
類
で
中
期
1
2
、
c
類
で
中
期
一
3
、
D
類
で
中
期
1
4
、
E
類
で
中
期
1
5
を
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
従
来
の
編

年
と
こ
の
各
段
階
を
対
応
さ
せ
る
な
ら
ば
、
中
期
ー
ユ
が
朝
日
式
に
、
中
期
1
2
～
中
期
一
4
が
貝
田
町
鳶
に
、
中
期
1
5
が
高
蔵
式
に
、
お

お
む
ね
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
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（
三
）
　
条
痕
文
土
器
の
時
間
的
位
置
づ
け

　
そ
れ
で
は
次
に
、
条
痕
文
土
器
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
を
加
え
て
お
こ
う
。

　
条
痕
文
土
器
は
、
縄
文
晩
期
末
～
弥
生
時
代
中
期
前
葉
に
か
け
て
の
伊
勢
湾
地
方
を
特
徴
づ
け
る
土
器
群
で
あ
り
、
特
に
弥
生
時
代
以
降
に

つ
い
て
は
美
濃
・
三
河
地
域
を
主
な
分
布
範
囲
と
し
、
前
期
段
階
で
遠
賀
川
式
土
器
が
波
及
し
て
い
る
尾
張
地
域
で
は
客
体
的
な
存
在
で
あ
る
。

お
お
む
ね
前
期
並
行
期
が
水
神
平
式
、
そ
れ
に
後
続
す
る
中
期
前
葉
並
行
期
が
岩
滑
車
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

容
の
異
同
に
つ
い
て
は
研
究
史
上
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
料
的
な
密
約
も
あ
っ
て
明
確
で
な
い
点
も
多
い
。
次
章
で
触

れ
る
よ
う
に
近
畿
地
方
に
搬
鵡
さ
れ
た
例
が
多
く
み
ら
れ
る
た
め
、
前
期
と
中
期
の
違
い
の
大
略
を
明
確
に
把
握
し
、
時
聞
的
位
置
づ
け
を
し

て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
高
蔵
貝
塚
ω
U
O
ω
、
及
び
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
り
資
料
の
み
が
公
表
さ
れ
て
い
る
溝
】
）
b
⊃
は
、
前

期
の
一
括
資
料
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
含
ま
れ
る
条
痕
文
土
器
で
、
前
期
並
行
期
の
内
容
を
代
表
さ
せ
て
お
く
。
中
期
一
1
並
行
期
の
条
痕
文

土
器
の
内
容
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
貝
殻
山
貝
塚
第
四
地
点
中
期
貝
層
中
に
含
ま
れ
て
い
る
資
料
を
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
み
で
は
内
容
に
不
足
が
生
じ
る
の
で
、
尾
張
地
域
以
外
で
あ
り
ま
た
資
料
の
一
括
性
に
も
や
や
欠
け
る
け
れ
ど
も
、
該
当
す
る
資
料
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
多
く
出
土
し
標
式
遺
跡
と
も
な
っ
て
い
る
半
田
市
岩
滑
新
羅
溝
状
遺
構
出
土
資
料
や
、
知
多
郡
美
浜
町
下
高
田
遣
跡
出
土
資
料
な
ど
で
補
う

こ
と
に
し
よ
う
（
図
5
）
。

　
以
上
を
見
較
べ
て
、
前
期
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
資
料
と
中
期
段
階
の
そ
れ
と
の
顕
著
な
違
い
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
壷
に
お
け
る

受
口
状
勢
縁
の
有
無
や
、
肩
部
文
様
の
波
状
文
か
ら
は
ね
上
げ
文
へ
の
変
化
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
内
傾
口
縁
土
器
あ
る
い
は
鼻
口
鉢
と
呼
ば
れ

る
も
の
の
轡
形
の
変
化
、
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
特
に
近
畿
地
方
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
同
地
方
で
の
出

土
事
例
の
多
く
認
め
ら
れ
る
内
傾
結
縁
土
器
・
厚
口
鉢
（
図
5
－
4
～
9
・
1
4
～
1
8
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
型
式
学
的
位
置
づ
け
を
明
瞭
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
前
期
段
階
の
資
料
は
、
器
形
全
体
が
判
明
す
る
資
料
は
無
い
も
の
の
、
胴
部
が
筒
形
で
ロ
縁
が
弱
く
内
罪
す
る
無
頸
壷
と
呼

ぶ
べ
き
特
微
を
も
っ
て
お
り
、
器
壁
は
厚
く
、
内
面
に
粘
土
紐
の
継
ぎ
目
が
明
瞭
に
残
さ
れ
る
。
外
面
は
条
痕
調
整
の
も
の
（
同
4
）
と
、
削
り

や
撫
で
調
整
の
も
の
が
あ
る
（
同
5
・
6
）
。
　
こ
れ
に
対
し
て
中
期
段
階
の
資
料
は
、
口
縁
部
が
水
平
に
近
く
内
帯
す
る
聖
節
形
で
あ
り
、
口
争

端
部
は
著
し
ぐ
肥
厚
し
て
い
る
（
同
1
4
～
1
8
）
。
そ
し
て
こ
の
ほ
か
に
、
下
高
田
遺
跡
出
土
例
の
よ
う
に
、
口
縁
部
は
強
く
内
聞
し
て
い
る
も
の

の
端
部
の
肥
厚
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
形
態
の
も
の
（
同
7
～
9
）
が
あ
る
。
時
期
的
な
帰
属
が
問
題
と
な
る
の
は
こ
う
し
た
中
間
的
形
態
の
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
遠
賀
川
式
土
器
と
は
こ
れ
ま
で
に
明
か
な
共
存
関
係
を
示
し
て
い
な
い
点
に
鑑
み
る
と
、
最
期
に
下
る
時
期
に
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
て
お
く
の
が
妥
当
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
状
で
は
い
ず
れ
も
が
内
傾
重
縁
土
器
あ
る
い
は
厚
口
鉢
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
。
前
期
段
階
の
無
頸
壷
に
近
い
姫
鱒
の

も
の
を
内
需
口
縁
土
器
（
同
4
～
6
）
、
中
期
に
下
る
浅
側
形
の
も
の
の
う
ち
、
下
高
田
例
の
よ
う
な
中
間
的
形
態
を
厚
口
業
A
（
同
7
～
9
）
、
有

縁
端
部
の
肥
厚
が
著
し
い
典
型
的
な
厚
手
鉢
を
厚
口
鉢
B
（
同
1
4
～
1
8
）
と
呼
ん
で
区
澄
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
厚
口
鉢
A
は
厚
畳
鉢
B
に
先
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
形
態
の
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
中
期
一
2
以
降
の
資
料
と
こ
の
厚
口
鉢
は
共
存
し
た
事
例
が
な
く
、
中
期
1
1
の
う
ち
に
急
激
に
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
遂
げ
消
滅
し
た
も
の
と
患
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
次
に
、
以
上
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
近
畿
地
方
と
の
関
係
の
検
討
に
稿
を
進
め
よ
う
。
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弥生時代における地方間交流（伊藤）

①
　
旧
国
名
で
の
尾
張
地
域
に
含
ま
れ
る
知
多
半
島
は
、
弥
生
土
器
で
み
れ
ば
三
河

　
地
域
に
近
い
黒
闇
を
畢
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
以
後
本
稿
で
尾
張
地
域
と
言
う
場

　
合
は
知
多
半
島
を
除
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

②
杉
原
荘
介
「
尾
張
西
志
賀
遺
跡
調
査
概
報
」
（
『
考
吉
誤
爆
刊
』
第
三
簡
、
．
～
九

　
四
九
年
）
。

③
　
杉
原
一
介
に
よ
る
型
式
設
定
以
後
の
編
年
史
を
、
こ
こ
で
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

　
清
洲
町
貝
殻
山
貝
塚
で
は
、
弥
生
時
代
前
期
の
西
志
賀
式
の
包
含
層
よ
り
も
下
層

　
で
そ
れ
よ
り
も
古
川
を
呈
す
る
遠
賀
照
式
土
器
の
存
在
が
確
認
さ
れ
（
澄
田
　
一

　
九
五
五
年
）
、
の
ち
に
前
期
の
古
い
部
分
は
「
貝
殻
単
式
」
と
呼
称
さ
れ
よ
う
に
な

　
つ
た
（
告
田
・
紅
村
　
一
九
五
八
年
）
。
こ
の
西
志
賀
式
と
貝
殻
山
式
は
、
そ
れ
ぞ

　
れ
近
畿
地
方
で
の
第
－
様
式
中
段
階
と
新
段
階
に
対
応
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
＝
カ
、
西
憲
論
式
包
含
層
と
中
期
の
貝
田
町
式
包
含
層
の
間
に
も
、
両
者
と
異
な

　
る
特
徴
を
も
っ
た
土
器
の
包
含
層
が
確
認
さ
れ
、
同
様
な
土
器
の
出
土
を
み
て
い

　
た
朝
β
遺
跡
の
名
称
を
と
っ
て
「
朝
日
式
」
が
設
定
さ
れ
た
（
久
永
　
一
九
五
五

　
年
、
吉
田
・
山
村
　
一
九
五
八
年
）
。
杉
原
荘
介
も
再
度
の
西
志
賀
貝
塚
調
査
で

　
層
位
的
に
確
認
し
て
お
り
、
「
西
志
賀
韮
a
式
」
（
西
志
賀
丑
b
式
が
貝
田
町
式
に

　
あ
た
る
）
と
呼
ん
で
い
る
（
杉
原
・
岡
本
　
一
九
六
一
年
）
。
な
お
、
田
中
稔
ら
が

　
高
蔵
貝
塚
の
調
査
成
果
か
ら
貝
田
町
議
と
高
蔵
式
と
の
間
に
設
定
し
た
「
外
土
居

　
式
」
（
照
中
　
一
九
五
四
年
）
に
つ
い
て
は
、
量
示
さ
れ
た
内
容
が
不
足
し
て
お
り
、

　
そ
の
後
定
着
し
て
い
な
い
。
本
稿
で
も
用
い
な
い
。
ま
た
、
高
蔵
式
か
ら
を
弥
生

　
時
代
後
期
と
す
る
考
え
方
も
か
つ
て
あ
っ
た
け
れ
ど
も
（
吉
田
・
紅
村
　
一
九
五

　
八
年
）
、
そ
れ
が
近
畿
地
方
の
第
W
様
式
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、

　
現
在
一
般
的
な
よ
う
に
高
蔵
式
ま
で
を
申
期
と
し
、
そ
れ
と
は
内
容
的
に
も
大
き

　
く
異
な
っ
て
い
る
後
続
す
る
山
中
式
か
ら
を
後
期
と
す
る
。
山
中
式
以
降
の
土
器

　
の
編
年
は
大
獄
義
一
が
基
本
的
な
枠
組
み
を
作
成
し
て
お
り
（
大
蔵
　
…
九
六
八

　
年
）
、
現
在
で
は
そ
れ
に
先
行
す
る
段
階
と
し
て
の
「
見
晴
台
式
」
も
設
定
さ
れ

　
つ
つ
あ
る
が
（
宮
腰
　
　
一
九
九
一
年
）
、
い
ず
れ
も
本
稿
で
は
対
象
外
で
あ
る
の

　
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
触
れ
な
い
。
弥
生
暁
代
中
期
に
つ
い
て
以
上
を
ま
と
め
る

と
、
総
轄
前
葉
裡
朝
日
式
、
中
期
中
葉
薩
貝
田
町
式
、
中
期
後
葉
1
1
高
蔵
式
と
な

　
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
て
き
た
土
器
群
を
機
雷
と
し
て

　
作
業
を
行
う
。
澄
田
正
一
「
日
本
原
始
農
業
発
生
の
問
題
－
美
濃
・
尾
張
の
先

史
考
古
学
的
研
究
一
」
（
『
史
学
臨
第
4
号
名
古
屋
大
学
文
学
都
研
究
論
集
X

　
I
、
一
九
五
五
年
）
。
田
中
稔
「
高
蔵
貝
塚
群
E
地
点
調
査
概
報
」
（
豊
橋
市
思
郷

遺
跡
調
査
会
『
高
蔵
貝
塚
』
、
一
九
五
四
年
）
。
吉
田
富
失
・
紅
村
弘
『
名
古
屋
帝

　
西
憲
賀
貝
塚
』
（
名
古
屋
窮
文
化
財
叢
書
第
一
九
母
、
一
九
五
八
年
）
。
大
喝
義
　

　
「
弥
生
式
土
器
か
ら
山
師
器
へ
1
東
海
地
方
西
部
の
場
合
…
」
（
『
史
学
』
第

　
一
六
号
　
名
古
遷
大
学
文
学
部
研
究
論
集
X
L
田
、
　
一
九
六
八
年
）
。
久
永
春
男

　
「
東
海
」
（
杉
原
荘
介
編
『
日
本
考
古
学
講
座
』
第
四
巻
弥
生
文
化
、
…
九
五
五

　
年
）
。
杉
原
荘
介
・
岡
本
勇
「
愛
知
県
西
志
賀
遺
跡
」
（
日
本
考
古
学
協
会
編
『
目

　
宏
・
農
耕
文
化
の
生
成
』
本
文
編
　
一
九
六
一
年
）
。

④
　
例
え
ば
、
石
黒
立
人
「
弥
生
時
代
の
遺
構
と
遺
物
」
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ

　
ン
タ
ー
『
阿
弥
陀
寺
遺
跡
』
、
一
九
九
〇
年
）
。
石
黒
立
人
「
弥
生
中
期
土
器
に
み

　
る
複
数
の
〈
系
〉
」
（
『
考
古
学
フ
ォ
…
ラ
ム
』
第
一
号
、
一
九
九
〇
年
）
。

⑤
　
尾
張
地
域
の
中
で
も
、
清
洲
町
朝
B
遺
跡
・
甚
目
寺
町
阿
弥
陀
寺
遺
跡
・
名
古

　
三
布
西
憲
賀
貝
塚
の
出
土
遺
物
を
中
心
と
す
る
。

⑥
　
佐
原
貫
「
畿
内
地
方
」
（
小
林
行
雄
・
杉
原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
本
編

　
2
、
　
一
九
六
八
年
）
。

⑦
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
中
村
友
博
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
朝
日
遣
跡
出
土

　
品
で
観
察
し
得
た
限
り
お
い
て
は
、
多
く
は
貝
追
腹
縁
を
原
体
と
し
て
用
い
て
い

　
る
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
し
近
畿
地
方
と
同
様
な
櫛
描
又
原
体
を
用
い
て
い
る
も

　
の
も
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
し
て
お
り
、
少
数
な
が
ら
こ
れ
ら
も
並
存
し
て
い
た
の

　
か
、
戴
立
的
な
差
異
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
、
現
状
で
は
判
断
で
き
な
い
。
犬
山

　
市
芳
野
遣
直
出
土
品
（
京
都
大
学
又
学
部
博
物
館
蔵
）
は
貝
殻
描
で
あ
る
が
、
長
浜

　
市
塚
町
遺
跡
Q
り
×
O
ト
ニ
・
ω
ヵ
録
出
土
品
は
櫛
描
文
で
あ
り
、
そ
れ
以
西
の
近
江
地
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域
に
は
韮
本
的
に
存
在
し
な
い
。
伊
勢
地
域
で
は
、
津
市
納
所
遺
跡
出
土
の
も
の

　
を
見
る
限
り
奨
殻
を
原
体
に
用
い
て
い
る
と
み
ら
れ
、
尾
張
地
域
と
同
様
な
状
況

　
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
愛
知
県
教
育
委
員
会
『
環
状
2
号
線
関
係
朝
日
遺

　
跡
群
第
一
次
調
査
報
告
』
。
一
九
七
五
年
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
『
朝
建
遺
跡
臨
－

　
本
文
編
一
　
一
九
八
二
年
。
古
川
登
「
近
江
に
お
け
る
弥
生
蒋
代
中
期
前
半
の
土

　
器
に
つ
い
て
一
長
浜
市
塚
町
遺
跡
ω
×
O
N
出
土
の
一
括
遺
物
を
中
心
に
一
」

　
（
『
滋
賀
考
古
』
第
四
号
、
　
一
九
九
〇
年
）
。
三
重
県
教
育
委
員
会
『
納
所
遺
跡

　
－
討
論
と
遺
物
1
』
、
㏄
九
八
○
年
。

⑧
こ
の
場
裏
、
施
文
前
に
も
一
部
に
研
磨
や
な
で
が
施
さ
れ
て
い
る
な
ど
観
察
に

　
よ
っ
て
は
把
握
不
可
能
な
工
程
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は

　
A
～
E
類
す
べ
て
に
つ
い
て
同
様
で
あ
る
。
本
稿
で
は
基
本
的
に
確
認
し
得
る
工

　
程
の
み
に
限
定
し
た
。

⑨
B
類
モ
チ
ー
フ
の
櫛
描
文
は
、
近
畿
地
方
の
櫛
描
文
と
は
越
を
異
に
し
て
非
常

　
に
一
本
マ
不
の
条
線
が
細
い
も
の
で
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
と
使
用
原
体
に
密
接
な
結

　
び
つ
き
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
3
1
2
・
3
参
照
）
。
な
お
、
A
類
モ
チ
ー
フ

　
で
原
体
と
し
て
い
た
貝
殻
腹
縁
は
全
く
用
い
ら
れ
な
く
な
る
。

⑩
C
類
モ
チ
ー
フ
の
櫛
描
文
は
、
条
線
の
細
い
B
類
モ
チ
ー
フ
の
そ
れ
と
は
再
び

　
趣
が
変
わ
り
、
見
か
け
上
は
近
畿
地
方
に
み
ら
れ
る
墨
描
文
と
類
似
す
る
も
の
が

　
ほ
と
ん
ど
と
な
る
。

⑪
　
こ
れ
と
見
か
け
上
類
似
の
も
の
が
、
近
畿
地
方
の
う
ち
大
和
・
河
内
・
和
泉
地

　
域
を
中
心
に
、
弥
生
時
代
中
期
の
壼
形
土
器
に
櫛
描
文
と
組
み
合
わ
せ
て
施
さ
れ

　
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
「
箆
磨
愛
器
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
近
畿
地
方
の

　
例
は
、
そ
れ
の
み
が
単
独
で
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
櫛
描
文
帯
間
の
間
隔
の
広

　
狭
に
か
か
わ
ら
ず
櫛
認
容
と
組
み
合
わ
せ
て
一
条
の
線
を
施
し
て
い
る
。
そ
し
て

　
施
文
は
胴
部
に
限
ら
ず
頸
部
に
及
ぶ
立
食
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
見
上
は
類

　
似
し
て
い
る
も
の
の
使
わ
れ
方
は
全
く
異
な
る
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
伊
勢
湾
地

　
方
の
研
磨
盤
と
は
関
連
の
無
い
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
『
池
上
細
鱗
』
第
二
分
柵
・
土
器
編
、
一
九
七
八
年
、
三
二
・
三
六
項
。

⑫
文
様
の
施
又
方
向
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
観
察
す
る
限
り
に
お
い
て
、

　
お
お
む
ね
A
類
モ
チ
ー
フ
が
時
計
ま
わ
り
、
B
～
D
類
モ
チ
ー
フ
の
場
合
は
反
時

　
計
回
り
で
あ
る
。
佐
原
虞
の
研
究
に
従
え
ば
、
A
類
の
み
は
畿
内
型
櫛
描
文
に
属

　
す
る
と
言
え
る
が
、
一
回
転
で
施
し
た
と
い
う
よ
り
は
断
続
的
に
何
度
も
書
き
継

　
ぎ
を
し
て
お
り
、
回
転
台
の
能
率
的
な
使
用
は
う
か
が
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
E

　
類
に
お
い
て
こ
れ
が
再
び
時
計
ま
わ
り
に
変
化
し
た
際
に
は
、
こ
れ
と
連
動
す
る

　
か
の
よ
う
に
施
文
前
の
胴
部
器
表
面
の
刷
毛
目
調
整
も
、
A
～
D
類
が
右
下
が
り

　
方
向
（
＼
）
を
中
心
と
す
る
の
に
た
い
し
て
、
E
類
は
左
下
が
り
方
向
（
／
）
を
中

　
心
と
し
て
お
り
、
施
文
前
の
段
階
を
も
含
め
た
技
術
的
な
変
革
が
生
じ
て
い
る
と

　
判
断
で
き
る
。
な
お
高
蔵
式
期
轡
形
土
器
の
こ
う
し
た
技
法
的
特
徴
に
つ
い
て
は

　
丹
羽
博
も
言
及
し
て
い
る
。
佐
原
翼
「
弥
生
式
土
器
製
作
技
術
に
関
す
る
二
、
三

　
の
考
察
～
櫛
描
文
と
回
転
台
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
『
私
た
ち
の
考
古
学
』
第
五

　
巻
第
四
響
、
一
九
五
九
年
）
。
丹
羽
博
「
尾
張
地
方
弥
生
式
土
器
の
製
作
技
法
－

　
高
蔵
期
を
中
心
に
一
」
（
『
マ
ー
ジ
ナ
ル
』
第
二
号
、
一
九
八
三
年
）
。

⑬
　
こ
こ
で
は
、
施
文
手
順
の
省
略
・
簡
略
化
に
特
に
焦
点
を
あ
て
て
研
究
を
行
っ

　
た
小
林
達
雄
・
鈴
木
公
雄
ら
の
成
果
を
参
考
と
し
て
い
る
。

　
小
林
達
雄
「
縄
文
早
期
前
半
に
関
す
る
問
題
」
（
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
調
査
会

　
『
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
調
査
報
皆
』
n
、
　
一
九
六
六
年
）
。
鈴
木
公
雄
「
安

行
系
粗
製
土
器
に
お
け
る
文
様
施
文
の
順
位
と
工
程
数
」
（
『
儒
濃
』
笙
二
巻
第

　
四
号
、
一
九
六
九
年
）
。

⑭
E
類
の
場
合
、
該
当
す
る
の
は
細
頸
壷
の
み
で
あ
る
。
広
口
壷
の
場
合
は
、
例

　
え
ぱ
（
図
2
－
1
5
）
の
よ
う
に
口
縁
端
都
に
凹
線
文
を
施
す
以
外
は
無
文
様
で
あ

　
る
。
も
っ
と
も
広
口
壷
そ
の
も
の
は
出
土
例
に
乏
し
い
。

⑮
こ
う
し
た
現
象
が
生
じ
て
い
る
背
景
と
し
て
は
、
広
口
壼
・
細
頸
壷
・
無
頸
壷

　
の
い
ず
れ
も
に
共
通
す
る
ひ
と
つ
の
技
術
的
規
範
の
存
在
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
こ
れ
ら
の
壷
形
土
器
に
は
、
い
ず
れ
も
胴
部
最
大
径
部
と
頸
・
胴
部
境
界
付
近
に
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士
器
成
形
段
階
の
明
確
な
単
費
を
示
す
接
合
痕
や
擬
μ
縁
を
確
認
で
き
、
そ
れ
ら

　
は
頸
部
よ
り
上
の
都
草
が
如
何
な
る
形
態
を
と
ろ
う
と
共
通
し
て
い
る
。
頸
部
ま

　
で
の
成
形
で
中
断
し
た
も
の
が
す
な
わ
ち
無
記
壺
で
あ
り
、
頻
都
よ
り
上
を
太
く

　
す
る
か
し
な
い
か
の
違
い
で
広
口
・
細
頸
の
別
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
言
い
替

　
え
る
な
ら
ば
、
胴
部
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
技
術
的
に
も
全
く
同
～
の
や
り
方

　
で
造
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑯
前
掲
注
③
文
献
（
杉
原
・
岡
本
一
九
六
一
年
）
。

⑰
愛
知
県
教
育
委
員
会
『
員
殻
山
貝
塚
調
査
報
告
』
、
一
九
七
二
年
。

⑱
前
掲
注
⑦
文
献
（
愛
知
娯
教
育
委
員
会
一
九
七
五
年
）
。

⑲
臼
本
道
路
公
団
名
古
屋
支
社
・
三
重
県
教
育
委
員
会
『
東
名
阪
道
路
埋
蔵
文
化

　
財
調
査
報
告
』
、
一
九
七
〇
年
、
四
五
～
八
○
項
。

⑳
高
蔵
只
塚
で
は
A
類
文
様
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
納
所
遺
跡
で
は
、
第

　
2
様
式
土
器
と
さ
れ
て
い
る
壼
が
こ
れ
に
梱
解
す
る
が
、
出
土
は
少
量
で
あ
り
、

　
多
量
の
第
3
様
式
前
半
と
さ
れ
る
土
器
群
と
混
在
し
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
前
掲
注
⑦
文
献
（
三
重
県
教
育
委
員
会
　
～
九
八
○
年
）
、
四
二
項
。

⑳
　
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
阿
弥
陀
寺
遺
跡
』
、
　
一
九
九
…
年
、
　
一
八
～

　
九
二
項
。

⑳
　
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
名
古
屋
城
三
の
丸
遣
跡
』
（
1
）
、
一
九
九
〇

　
年
、
一
〇
項
。

㊧
前
掲
注
⑰
文
献
。

⑳
　
三
重
県
教
育
委
員
会
『
近
畿
自
動
車
道
（
久
居
～
勢
和
）
間
埋
蔵
文
化
財
発
掘

　
調
査
報
告
』
第
一
分
冊
の
一
、
一
九
八
九
年
、
七
五
～
一
一
六
項
。

⑮
前
掲
注
⑦
文
献
（
愛
知
県
教
育
委
員
会
一
九
八
二
年
）
、
二
五
項
。

⑯
　
遠
賀
川
式
土
器
・
条
痕
文
土
器
の
両
系
統
の
土
器
群
の
並
行
進
化
と
そ
れ
を
用

　
い
た
集
団
の
対
立
関
係
を
想
定
す
る
紅
村
弘
の
一
連
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、

　
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
土
器
群
に
か
か
わ
る
問
題
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

　
は
概
略
を
記
す
に
と
ど
め
る
。
な
お
、
「
条
痕
文
土
器
」
と
「
条
痕
文
系
土
器
」

　
の
双
方
の
呼
び
方
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
で
統
一
す
る
。
紅
村
雲
「
愛
知
県

　
に
お
け
る
前
期
弥
生
式
土
器
と
終
末
期
縄
文
式
土
器
と
の
関
係
一
…
土
器
型
式
の

　
分
類
と
そ
の
編
年
1
」
（
『
古
代
学
研
究
』
第
一
三
号
、
一
九
五
六
年
）
。
紅
村
弘

　
・
増
子
康
奨
・
山
口
克
『
東
海
先
史
文
化
の
諸
段
階
』
本
文
編
・
補
足
改
．
訂
版
、

　
一
九
八
一
年
、
七
九
～
一
穴
践
項
。

⑳
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
『
高
蔵
遣
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
一
九
八
七
年
。

⑱
　
愛
知
考
古
学
談
話
会
『
〈
条
痕
文
系
土
器
》
文
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
－
縄
文
か

　
ら
弥
生
1
』
資
料
編
1
、
一
九
八
五
年
、
五
〇
～
五
五
項
。

⑳
　
半
田
市
『
半
田
市
誌
』
資
料
編
一
、
…
九
六
八
年
、
一
二
三
～
＝
一
罵
二
項
。

⑳
美
浜
町
教
育
委
員
会
『
下
高
田
遺
跡
臨
、
一
九
七
七
年
。

⑳
　
貝
殻
山
貝
塚
田
照
地
点
中
期
貝
届
の
出
土
品
（
図
5
1
1
4
・
1
5
）
は
、
（
同
1
6
～

　
1
8
）
の
岩
蓼
遺
跡
・
岡
島
遺
跡
出
土
品
に
較
べ
て
口
番
端
部
の
肥
厚
が
若
干
弱
い

　
と
言
え
、
下
高
田
遺
跡
の
禺
土
品
（
同
7
～
9
）
に
よ
り
近
い
余
罪
を
も
つ
。
地

　
域
差
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
下
高
田
遺
跡
出
土
品
を
中

　
期
に
下
げ
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

⑫
　
例
え
ば
、
愛
知
県
西
尾
市
岡
島
遺
跡
の
よ
う
な
中
期
一
2
並
行
期
以
降
が
中
心

　
で
中
期
1
1
の
遣
構
が
希
少
な
遣
跡
で
厚
口
鉢
B
の
出
土
し
か
み
な
い
（
図
5
－

　
1
8
）
こ
と
は
、
厚
口
鉢
B
が
厚
口
鉢
A
に
後
出
し
よ
り
中
期
一
2
に
近
い
晴
期
の

　
も
の
で
あ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
証
明
と
な
ろ
う
。
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
『
岡
島
遺
跡
』
、
一
九
九
〇
年
。

㊥
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
中
村
友
博
が
す
で
に
触
れ
て
い
る
。
中
村
友
博
「
水
神
平

　
式
土
器
」
（
金
関
恕
・
佐
原
貢
編
『
弥
生
文
化
の
研
究
』
第
四
巻
・
弥
生
土
器
且
、

　
一
九
八
七
年
）
。
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第
二
章
　
近
畿
地
方
と
の
対
応
関
係

（一

j
　
近
畿
地
方
で
の
時
間
軸
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近
畿
地
方
、
な
か
で
も
大
和
・
河
内
・
摂
津
を
中
心
と
す
る
地
域
の
弥
生
土
器
研
究
は
、
第
二
次
大
戦
前
に
第
一
様
式
か
ら
第
五
様
式
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
変
遷
観
が
呈
示
さ
れ
て
以
降
、
戦
後
は
そ
の
時
間
的
・
空
間
的
細
分
の
試
み
が
繰
り
返
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
近
年
の
膨
大
な
発
掘

調
査
資
料
と
複
雑
な
闇
流
点
の
全
て
を
網
羅
す
る
余
裕
は
無
い
の
で
、
中
期
を
中
心
と
し
て
、
特
に
土
器
編
年
を
中
心
に
研
究
の
現
状
を
概
観

し
、
本
稿
で
こ
れ
か
ら
用
い
る
時
間
軸
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　
か
ね
て
よ
り
畿
内
弥
生
土
器
の
変
遷
は
、
特
に
壼
形
土
器
の
文
様
の
変
化
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
箆
描
沈
線
紋
（
前
期
）
↓
墨
描
文
の
出
現
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

盛
用
（
中
期
）
↓
無
文
化
（
後
期
）
と
い
う
特
徴
で
把
握
さ
れ
て
き
た
。
戦
後
は
こ
こ
に
土
器
製
作
技
術
の
変
遷
、
と
り
わ
け
園
転
台
の
使
用
に
よ

る
回
転
運
動
を
利
用
し
た
土
器
製
作
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
、
第
－
様
式
か
ら
第
V
様
式
ま
で
の
編
年
に
、
回
転
台
使
用
開
始
と

箆
描
沈
線
の
多
条
化
（
第
－
様
式
新
段
階
）
↓
團
転
台
使
用
に
よ
る
櫛
描
全
文
の
開
始
（
追
再
様
式
）
↓
回
転
台
を
利
用
し
た
櫛
描
施
文
の
発
達
（
第
紐

様
式
）
↓
回
転
台
を
駆
使
し
た
凹
線
文
の
発
達
と
櫛
描
施
文
の
衰
退
（
第
W
様
式
）
↓
回
転
台
の
放
棄
に
よ
る
無
文
様
化
（
第
V
様
式
）
、
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

感
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
凹
線
文
の
出
現
と
盛
用
は
段
階
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
が
必
ず
し
も
櫛
描
言
文
の
衰
退
と
は

時
期
を
同
じ
く
し
な
い
こ
と
が
現
態
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
第
狙
様
式
と
第
W
様
式
の
弁
別
に
関
し
て
は
定
見
を
み
て
い
な
い
。
ま
た

畿
内
地
方
の
な
か
で
も
、
特
に
弥
生
時
代
中
期
に
関
し
て
は
、
器
形
や
文
様
な
ど
に
地
域
的
な
蓬
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
実
態
も
判
明
し
て
久

　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
地
域
間
の
併
行
関
係
を
厳
密
に
確
定
し
て
い
く
に
は
い
ま
だ
問
題
点
が
多
い
。

　
以
上
の
状
況
に
鑑
み
て
本
稿
で
は
、
小
地
域
単
位
で
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
る
細
別
編
年
を
採
用
す
る
よ
り
も
、
か
つ
て
『
弥
生
式
土
器
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

成
』
で
設
定
さ
れ
た
編
年
観
に
依
拠
す
る
こ
と
が
近
畿
地
方
と
い
う
単
位
で
考
え
る
場
合
に
は
や
は
り
有
効
か
つ
明
解
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ

を
採
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
弥
生
時
代
中
期
に
関
し
て
は
、
第
n
様
式
・
第
皿
様
式
（
古
）
・
第
猛
様
式
（
新
）
・
第
W
様
式
、
と
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
四
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
後
そ
れ
ぞ
れ
1
期
・
皿
期
（
古
）
・
頂
期
（
新
）
・
W
期
、
と
略
記
す
る
。
な
お
、
近
江
地
域
の
土

器
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
近
畿
地
方
の
時
間
軸
に
準
じ
て
理
解
し
て
お
く
。
地
域
固
有
の
特
徴
を
示
す
土
器
群
が
存
注
す
る
と
と

も
に
、
近
畿
地
方
・
伊
勢
湾
地
方
の
双
方
の
土
器
と
も
共
通
点
を
有
す
る
地
域
で
あ
る
が
、
両
地
方
そ
れ
ぞ
れ
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
よ
り

近
畿
地
方
に
近
い
様
相
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
　
伊
勢
湾
地
方
か
ら
の
搬
入
土
器

弥生時代における地方間交流（伊藤）

　
そ
れ
で
は
、
前
章
に
お
い
て
特
徴
を
明
示
し
た
伊
勢
湾
地
方
の
中
期
弥
生
土
器
が
、
近
畿
地
方
に
お
い
て
出
土
し
て
い
る
状
況
を
検
討
し
て

み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
若
干
の
搬
入
土
器
の
出
土
が
み
ら
れ
る
若
狭
湾
沿
岸
や
兵
庫
県
域
な
ど
近
畿
地
方
に
隣
接
す
る
地
域
も
検
討
対
象
に
加

え
る
と
と
も
に
、
条
痕
文
土
器
の
よ
う
に
伊
勢
湾
地
方
で
も
東
岸
域
が
主
体
的
な
分
布
域
で
あ
る
も
の
や
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
東
の
地
方
か
ら

の
搬
入
品
と
思
わ
れ
る
土
器
も
含
め
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
円
窓
付
土
器
に
つ
い
て
は
、
他
の
搬
入
土

器
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
区
別
し
て
表
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
把
握
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
土
遺
跡
の
調
査
報
告
書
な
ど

に
も
と
づ
い
て
お
り
、
未
報
告
の
資
料
は
除
い
て
い
る
。
ま
た
搬
入
土
器
と
報
告
さ
れ
て
い
て
も
明
ら
か
に
誤
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の

は
と
り
あ
げ
て
お
ら
ず
、
逆
に
特
に
雷
及
さ
れ
て
い
な
く
て
も
搬
入
贔
と
筆
者
が
判
断
し
た
も
の
は
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
実
見
し
て

確
認
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
抽
出
し
た
搬
入
土
器
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
た
め
、
資
料
の
性
格
別
に
符
号
化
し
、
（
図
6
－
－
～
4
）
の
よ
う

に
出
土
遺
跡
毎
に
ま
と
め
て
表
示
し
た
。
以
下
、
こ
の
図
に
も
と
づ
い
て
話
を
進
め
よ
う
。
参
考
に
供
し
た
文
献
は
文
末
に
一
括
し
て
掲
げ
て

い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
対
象
と
逆
方
向
の
移
動
、
す
な
わ
ち
近
畿
地
方
か
ら
伊
勢
湾
地
方
へ
と
土
器
が
搬
出
さ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
も
探

索
し
た
が
、
弥
生
中
期
に
関
す
る
限
り
明
確
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

a
　
前
期
～
中
期
一
1
の
土
器
の
広
が
り

　
中
期
i
1
の
伊
勢
湾
地
方
に
お
い
て
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
外
面
を
条
痕
調
整
す
る
特
徴
を
も
っ
た
一
群
の
土
器
も
、
前
期
よ
り
ひ
き
61　（553）



1晩期束～前期並行期の資料 2　中期一ユ並行期の資料

ノ
，
一

k
，
一
、
ノ

r

ノ

k．ハ

ぐ

壌靱
tj’，Gt）S，

　　　竃霧

　　．＿．1・づ
．r
．22×

230」

？4¢

　　　｝　　できα國、
　　　　　　　　・　＼

、鍬　1、
　　　しト　　　　　　　　ア
7　8☆、　S’㌔・ノ

藁憶謡
’●

@42¢　　　の　　　　ヒロ
　，　　仏¢　1

、　　ζ’
　♪　　　～
ロノ　　　　　　　　し

で亀　　　；
レ　　　　　／’

1．へ．ノ

　　～
　　竜　　　　　△潭口鉢A
　　　　　　　　▽潭口鉢8

☆東日本系（浮野文系等）

○条痕文土器（宙期）

▲内傾口縁土器

　　k　　）’　一’／’

41働7’s’

F
・

　　　　　x

　　　　　L，，

βぐ、境瑠
ご　’闘
　　　　　　　　　｝　、　　　　　　　　　　　・　、、
　　　　　　　　　　　〉．一．一y

　　　　　　　　　　　！　　　、

　　　　　　　　　　　！・　　　　　！
　　　　　　　　　　．！　　　　i
　　　　　　　　　　髪　　　　ノ
　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　1　　！〆
　　　　　　　　　　サノコリロ　ロ
　　　　　　　　　　　　（

e条痕文土器（中期）

¢条痕文土器（時期認定不鰐）

　　　　　　　4円窓イ寸ニヒ器

麟
・

’

！

ご
．
、

4．i

enB類

oC類
◇B類一D類のいずれか
煽三河以東の土器（中期一2並そテ）

〇三河以東の土擬（rl：糊一3・4並行）

塑讐’

ノ　｛、

翰豊
　　　ど、

　　　’　　㌧、も

　　1
r■L，ノ

　　　　　　　　　　　　’、一

瞥　　　　，バ
　　　　　匹　　　　　　　　！　　　　　　β

　　　｝＼も，し＼．・、ノ

　　　　　　ム．一．：r

　　　　暫1！．

　　　　　∫　●　、
　　　．＿・一ナ　　　！
　　　　　＼　　　　　｝
　　　　　！「　　　　　　　r
　　　　／　　　　！
　　　　’　　　　　　　1
　　　　、　　　　　　　　　　J
　　　　ロ　　　　　　　ノ
　　　　し・＿イ’

　　　　　　監
　　　　　　、

　　　　　　　　図6

1田原本町唐古・鍵
2天理市窟留
3平城左京八条二坊一坪
下層

4堺市四ツ池
5八尾市美園
6大阪市長原
7茨木粛東奈良
8向H市鶏冠井
9京都帯高倉宮下層
10京都市京大教養部構内
11亀岡市太田

近畿地方における搬入土器の出土状況（円窓付土器を含む）

12新旭町針江中
13新九旦田丁垂十江南

14守1」」市山賀

15倉旨登jllasT今安楽寺

16彦根市福満
17米原1町立才ε
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20長浜市塚町
21神戸帝本山
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23海南市亀川

24南部田」’大目津泊り

25田原本町多
26京都市長刀鉾晦
　（鳥：丸綾小路）

27米原町大乾
28敦賀市吉河
29吉野町宮滝
30桜井市大福
31橿原市四分
32天理市平等坊・岩室
33八尾市恩智
34京都市中臣

35京都市深草
36長岡京市雲宮
37大津市南滋賀
38守山市服部
39近江八幡市浅小井
40長…浜市胆烏E日

41南部町高見
42柏原市平野
43守山市下之郷
44姫路市八代深田
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弥生時代における地方闘交流（伊藤）

つ
づ
い
て
存
注
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
近
畿
地
方
で
出
土
す
る
条
痕
文
土
器
は
、
内
幽
翠
縁
土
器
な
ど
の
よ
づ
に
器
形
に
特
徴
あ
る
も
の
を

除
く
と
、
条
痕
調
整
を
し
て
い
る
と
い
う
根
拠
の
み
で
は
中
期
に
下
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
が
た
い
。
こ
う
し
た
条
件

を
考
慮
し
て
（
図
6
－
1
・
2
）
で
は
、
明
確
に
中
期
1
1
の
時
期
で
あ
る
と
認
定
で
き
る
厚
口
鉢
A
（
△
）
・
同
B
（
▽
）
、
前
期
に
属
す
る
内
傾

重
縁
土
器
（
《
）
、
そ
れ
以
外
の
条
痕
文
土
器
の
う
ち
、
特
徴
か
ら
前
期
段
階
と
認
定
可
能
な
も
の
（
○
）
、
中
期
と
認
定
可
能
な
も
の
（
鐙
）
、
条

痕
文
土
器
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
時
期
を
決
め
難
い
も
の
（
¢
）
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
表
示
し
た
。
ま
た
、
東
下
本
系
の
土
器
（
☆
）
は
、

浮
線
文
土
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
中
心
と
し
て
お
り
、
お
お
む
ね
近
畿
地
方
で
の
縄
文
晩
期
末
～
弥
生
前
期
並
行
期
の
所
産
と
予
想
さ
れ
る
も

の
の
、
時
期
・
搬
手
元
と
も
に
位
置
づ
け
の
未
確
定
な
部
分
も
多
い
た
め
、
一
括
し
て
表
示
し
て
あ
る
。
な
お
、
中
期
1
1
の
基
準
と
し
た
A

類
文
様
の
壷
形
土
器
に
つ
い
て
は
、
唐
古
・
鍵
遺
跡
で
貝
殻
描
の
文
様
を
施
す
壷
形
土
器
片
が
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
が
唯
一
可
能
性
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
、
搬
入
晶
と
明
言
で
き
る
ま
で
は
至
ら
な
い
。
こ
の
種
の
壷
形
土
器
は
近
畿
地
方
の
H
期
の
壷
形
土
器
と
器
形
・
文
様
と
も
類
似
し
て
い
る

た
め
、
報
告
に
際
し
て
見
落
と
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
土
器
の
う
ち
、
遺
構
出
土
の
も
の
は
い
ず
れ
も
近
畿
地
方
に
お
け
る
豆
期
以
前
の
土
器
と
共
存
関
係
に
あ
る
。
特
に
内
子
口
縁
土
器

や
早
口
鉢
A
・
B
に
関
し
て
み
る
と
、
亀
岡
市
太
国
遺
跡
や
千
古
・
鍵
遺
跡
出
土
例
を
は
じ
め
と
し
て
1
期
か
ら
∬
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
土

　
　
　
　
　
　
　
⑨

器
と
共
存
し
て
お
り
、
伊
勢
湾
地
方
に
お
い
て
こ
の
種
の
土
器
が
前
期
か
ら
中
期
1
1
の
う
ち
に
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
両
地
方
の
土

器
編
年
の
並
行
関
係
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
分
布
に
つ
い
て
み
る
と
、
伊
勢
湾
地
方
に
近
い
近
江
地
域
で
多
く
出
土
し
て
い
る
の
は
当
然
と
し

て
も
、
欝
本
海
側
を
除
く
近
畿
地
方
全
域
に
お
い
て
広
く
出
土
が
確
認
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
土
器
の
搬
入
と
い
う
現
象

か
ら
見
る
限
り
で
は
、
西
日
本
か
ら
伊
勢
湾
地
方
へ
の
弥
生
文
化
の
伝
播
期
と
考
え
ら
れ
る
前
期
～
中
期
初
頭
の
頃
に
東
か
ら
西
へ
の
流
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
た
だ
し
、
そ
の
分
布
を
時
期
・
種
類
別
に
よ
り
細
か
く
み
る
と
、
縄
文
晩
期
・
弥
生
前
期
・
同
中
期
…
1
と
時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
、
搬
入

土
器
の
出
土
は
近
畿
地
方
で
も
東
寄
り
の
山
城
北
部
～
近
江
と
い
っ
た
地
域
か
、
大
和
地
域
の
拠
点
的
な
遺
跡
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
傾
向
も
ま
た
、
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指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
縄
文
晩
期
～
弥
生
前
期
の
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
東
日
本
系
の
土
牢
群
は
近
畿
地
方
全
域
に
広
範
な
出
土
が
確

認
さ
れ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
内
玉
垣
縁
土
器
も
比
較
的
広
域
に
わ
た
る
出
土
を
み
て
い
る
の
に
対
し
て
、
時
期
的
に
後
出
す
る
厚
口
慰
A

・
同
B
の
出
土
例
は
激
減
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
で
中
期
段
階
と
認
定
可
能
な
条
痕
文
土
器
も
、
ほ
ぼ
近
江
地
域
を
里
心
と
す
る
地

域
で
の
出
土
に
限
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
期
ま
で
み
ら
れ
た
二
大
地
方
間
の
広
範
な
交
流
が
、
次

第
に
両
地
方
が
互
い
に
接
し
て
い
る
地
域
間
の
み
に
限
定
さ
れ
る
交
流
へ
と
、
内
容
を
変
化
さ
せ
つ
つ
あ
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ

、
つ
。b

　
中
期
一
2
～
中
期
1
4
の
土
器
の
広
が
り

　
中
期
1
2
～
中
期
1
4
の
土
器
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
壷
形
土
器
の
搬
入
品
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
明
確
に
伊
勢
湾
地
方
で
の
時
期
が

確
定
で
き
る
も
の
は
胴
部
文
様
の
破
片
で
あ
り
、
加
え
て
そ
れ
ら
の
大
半
は
中
期
一
2
す
な
わ
ち
B
類
文
様
を
も
つ
胴
部
破
片
で
あ
る
。
そ
れ

以
外
は
、
特
徴
的
な
甲
形
で
あ
る
細
頸
壷
の
口
縁
部
破
片
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
搬
入
品
と
し
て
認
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
口
縁
部
か
ら
頸
部
に
か
け
て
の
文
様
の
変
化
は
漸
移
的
で
あ
る
た
め
B
～
D
類
の
い
ず
れ
の
口
縁
部
か
を
限
定
し
が

た
く
、
こ
れ
ら
の
時
期
比
定
に
つ
い
て
は
推
定
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
以
上
の
条
件
に
鑑
み
て
（
図
6
－
3
）
で
は
、
胴
部
文
様
の
モ
チ

ー
フ
な
ど
が
確
認
可
能
で
明
確
に
B
類
と
認
定
で
き
る
も
の
（
薩
）
、
C
類
と
認
定
で
き
る
も
の
（
□
）
、
い
ず
れ
と
も
決
め
難
い
口
縁
部
破
片
な

ど
（
◇
）
、
と
区
別
し
て
表
示
し
、
出
土
例
は
少
な
い
も
の
の
、
三
河
地
域
以
東
か
ら
の
搬
入
土
器
も
、
中
期
1
2
並
行
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
の
（
愈
）
、
中
期
…
3
・
4
並
行
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
（
企
）
も
あ
わ
せ
て
表
示
し
た
。

　
量
的
に
最
も
多
い
の
は
中
期
一
2
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
B
類
の
土
器
で
あ
り
、
そ
れ
も
近
畿
地
方
で
も
東
寄
り
の
山
城
北
部
・
近
江
と
い
っ

た
地
域
が
中
心
と
な
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
、
近
畿
地
方
の
毒
悪
（
古
）
の
土
器
と
共
存
関
係
に
あ
り
、
時
間
的
並
行
関
係
を
求
め
る
根
拠
と
も
な

⑬る
。
そ
う
し
た
共
存
事
例
の
う
ち
、
例
え
ば
大
津
市
南
滋
賀
遺
跡
出
土
土
器
が
示
よ
う
に
、
近
江
地
域
で
は
、
搬
入
品
以
外
に
明
ら
か
に
伊
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

勢
湾
地
方
の
中
期
1
2
の
細
頸
壷
を
模
倣
し
た
と
考
え
ら
れ
る
壷
形
土
器
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
西
側
の
近
畿
地
方
と
、
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そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
独
自
の
土
器
様
式
を
成
立
さ
せ
て
い
た
東
側
の
伊
勢
湾
地
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
、
土
器
の
搬
入
の
み

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
関
係
か
ら
、
東
側
の
伊
勢
湾
地
方
か
ら
西
側
の
地
域
に
土
器
製
作
に
も
か
か
わ
る
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
関
係
へ
と
性
格
が

大
き
く
変
容
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
強
い
影
響
が
及
ぶ
の
は
ほ
ぼ
近
江
地
域
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
中
期
i
1
ま
で
は
、
条
痕
文
土
器
や

東
日
本
系
の
土
器
な
ど
尾
張
地
域
に
限
ら
な
い
よ
り
遠
方
の
地
域
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
多
く
搬
入
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
江
地

域
に
み
ら
れ
る
搬
入
土
器
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
尾
張
地
域
か
ら
の
も
の
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
近
江
で
の
状
況
と
は
対

照
的
に
大
和
地
域
で
は
、
唐
古
・
鍵
遺
跡
な
ど
拠
点
的
な
遺
跡
に
限
定
さ
れ
て
で
は
あ
る
が
、
中
期
…
1
ま
で
と
同
様
に
三
河
地
域
以
東
の
中

部
・
関
東
地
方
か
ら
の
搬
入
土
器
も
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
単
に
伊
勢
湾
地
方
に
接
し
て
い
る
位
置
的
な
条
件
に
よ
る
も

の
な
の
か
、
そ
れ
を
越
え
た
遣
跡
の
性
格
に
よ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
と
も
現
状
で
は
判
断
し
難
い
。
た
だ
、
近
江
地
域
で
は
、

遺
跡
の
規
模
・
性
格
と
は
と
く
に
か
か
わ
り
な
く
搬
入
土
器
の
出
土
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
大
和
地
域
で
は
従
来
よ
り
拠
点
的
集
落
と

理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
遣
跡
に
限
ら
れ
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
現
象
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
中
期
…
2
に
お
い

て
は
、
東
か
ら
西
へ
影
響
を
与
え
る
関
係
で
は
あ
る
も
の
の
、
前
時
期
に
み
ら
れ
た
傾
向
を
よ
り
強
め
て
、
両
地
方
が
境
を
接
し
て
い
る
空
間

を
中
心
と
す
る
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
交
流
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
後
の
時
期
の
搬
入
土
器
、
す
な
わ
ち
中
期
一
3
・
4
の
土
器
は
、
明
確
に
そ
れ
と
認
定
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
極
端

に
少
な
く
な
る
。
特
に
中
期
1
4
の
土
器
に
つ
い
て
は
、
そ
の
指
標
と
な
る
D
類
文
様
が
一
見
し
て
認
識
可
能
な
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
近
江
地
域
も
含
め
近
畿
地
方
で
の
出
土
は
屠
下
皆
無
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
時
期
に
至
っ
て
、
近
畿
地
方
と
伊
勢
湾
地
方
と

の
関
係
は
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
う
こ
と
も
含
め
て
交
流
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
お
、

c
類
の
土
器
は
わ
ず
か
な
が
ら
も
共
存
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
期
1
3
と
近
畿
地
方
三
期
（
古
）
と
が
時
期
的
に
ほ
ぼ
並
行
す
る
こ
と
が
わ

　
⑮

か
る
。
近
畿
地
方
で
全
く
出
土
を
見
な
い
D
類
の
土
器
は
、
近
畿
地
方
に
接
す
る
伊
賀
・
伊
勢
と
い
っ
た
地
域
で
は
素
線
文
を
も
つ
土
器
と
一
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⑯

部
で
共
存
関
係
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
中
期
1
4
は
近
畿
地
方
で
の
二
期
（
新
）
か
ら
W
期
に
か
け
て
と
並
行
関
係
に
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

c
　
中
期
一
5
の
土
器
及
び
円
窓
付
土
器
の
広
が
り

中
期
1
5
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
伊
勢
湾
地
方
の
土
器
が
近
畿
地
方
の
影
響
を
強
く
受
け
大
き
く
変
化
す
る
時
期
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。

要
素
か
ら
み
て
《
y
期
に
ほ
ぼ
並
行
す
る
と
み
て
良
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
伊
勢
湾
地
方
の
土
器
製
作
に
お
い
て
、
緯
線
文
や
叩
き
技
法
の
採
用

な
ど
明
ら
か
に
西
日
本
か
ら
の
伝
播
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
現
象
が
認
め
ら
れ
、
同
時
に
、
高
著
な
ど
の
器
形
に
み
る
よ
う
に
近
畿
地
方
と
全

く
違
わ
な
い
も
の
が
出
現
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
畿
地
方
の
土
器
が
伊
勢
湾
地
方
に
、
ま
た
逆
に
伊
勢
湾
地
方
の
土
器
が
近
畿
地
方

に
搬
入
ざ
れ
て
い
る
と
羅
に
指
摘
で
き
る
例
は
無
足
そ
し
て
・
重
器
土
器
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
・
そ
れ
以
外
に
・
例
え
ば
ほ
ぼ

並
行
す
る
時
期
の
近
畿
地
方
W
期
に
み
ら
れ
る
器
台
や
水
差
し
は
伊
勢
湾
地
方
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
一
方
で
伊
勢
湾
地
方
で
は
台
付
の

甕
が
目
だ
つ
よ
う
に
な
る
な
ど
、
近
畿
地
方
と
の
違
い
を
明
瞭
化
さ
せ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
文
様
構
成
が
類
似
し
て
い
て
も
甘
藍
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

2

　，饗一｛

1

伽

図7　朝日遺跡出土Fヨ窓付土器（縮尺1112）

の
原
体
は
両
地
方
で
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
な
ど
、
こ
う
し
た
西
側
の
地
方
か
ら
の
影
響
は
全
て
の
面
に

及
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
西
か
ら
の
流
れ
は
選
択
的
に
受
容
さ
れ
、
そ
れ
ま

で
の
伝
統
を
生
か
し
な
が
ら
改
変
さ
れ
て
い
る
状
況
が
看
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
伊
勢
湾
地
方
に
特
徴
的
な
土
器
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
円
窓
付
土
器
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
円
窓
付
±
器
の
出
現
そ
の
も
の
は
中
期
1
4
に
遡
り
、
後
期
以
降

の
例
も
若
干
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
盛
行
す
る
の
は
中
期
一
5
で
あ
る
。
他
の
壷
形
土
器
と
は
異
な

る
そ
れ
固
有
の
馬
形
を
も
ち
、
お
お
む
ね
無
文
様
で
胴
部
上
半
を
焼
成
前
に
大
き
く
円
形
穿
孔
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

あ
る
（
図
7
）
。
傍
勢
湾
地
方
で
の
分
布
は
ほ
ぼ
尾
張
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
近
畿
地
方
各
地
で
は
、
そ
れ
以
外
の
搬
入
品
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
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円
窓
付
土
器
と
同
様
な
特
徴
を
持
つ
土
器
が
出
土
を
み
て
い

る
（
図
8
）
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
実
見
す
る
限
り

に
お
い
て
固
有
の
形
態
と
特
微
を
持
つ
尾
張
地
域
の
円
窓
付

土
器
が
搬
入
さ
れ
た
と
は
認
め
難
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば

姫
路
帯
八
代
深
田
遺
跡
出
土
の
（
図
8
－
2
）
つ
に
い
て
み
れ

ば
、
器
形
や
作
り
方
は
播
磨
地
方
の
在
地
の
壷
形
土
器
と
同

じ
で
あ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
近
畿
地
方
の
出
土
例
は
、
お

お
む
ね
そ
れ
ぞ
れ
嵐
土
遺
跡
の
位
置
す
る
地
域
の
壷
形
土
器

に
、
胴
部
上
半
の
焼
成
前
穿
孔
と
い
う
円
窓
付
土
器
の
最
も

風
だ
っ
特
微
の
み
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
そ
れ
ら
の
う
ち
共
存
遣
物
か
ら
時
期
比
定
可
能
な
も

の
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
近
畿
地
方
の
W
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
近
畿
地
方
に
お
け
る
円
窓
付
土
器
は
、
こ

れ
ま
で
み
て
き
た
搬
入
土
器
と
は
、
性
質
を
全
く
異
に
し
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
中
期
1
5
（
近
畿
地
方
の
w
期
）
と
い

う
限
ら
れ
た
時
期
に
お
け
る
爾
地
方
間
の
特
殊
な
交
流
関
係

の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
円
窓
付
土
器
が
祭
祀
に
用
い
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
土
器
作
り
と
い
う

実
用
的
情
報
よ
り
も
、
祭
祀
と
い
う
非
実
用
的
要
素
の
み
が

8
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選
択
的
に
伝
達
・
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
交
流
関
係
の
内
実
を
探
る
う
え
で
の
手
が
か
り
と
な
る
、
興
味
深
い
現
象
と
い
え
よ
う
。

①
　
森
本
六
爾
・
小
林
行
雄
編
『
弥
生
式
土
器
聚
成
図
録
駈
正
編
、
一
九
三
八
年
、

　
五
〇
～
六
六
項
。

②
　
小
林
行
雄
「
第
五
章
弥
生
式
土
器
細
論
」
（
宋
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙

　
二
郎
『
大
和
唐
古
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
』
京
都
鼠
殺
大
学
考
古
学
研
究
報
古
第
十

　
六
凧
卿
、
　
一
九
四
ゴ
一
年
）
。

③
　
佐
原
翼
「
畿
内
地
方
」
（
小
林
行
雄
・
杉
原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
本
編

　
2
、
一
九
六
八
年
）
。

④
一
九
八
○
年
代
ま
で
の
研
究
上
の
閥
題
点
は
、
井
藤
暁
子
が
ま
と
め
て
い
る
。

　
井
藤
暁
子
「
入
門
講
座
弥
生
土
器
、
近
畿
」
ω
～
㈲
（
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一

　
九
五
・
二
〇
二
・
二
〇
五
二
一
〇
七
・
二
〇
九
、
一
九
八
二
～
　
九
八
三
年
）
。

⑤
　
近
年
各
地
域
単
位
で
の
土
器
編
年
が
発
表
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
相
互
の

　
並
行
関
係
を
把
握
し
た
上
で
の
近
畿
地
方
の
弥
生
土
器
編
年
を
総
魅
す
る
作
業
は

　
未
解
決
の
ま
ま
と
さ
れ
て
い
る
。
寺
沢
薫
・
森
岡
秀
人
編
『
弥
生
士
器
の
様
式
と

　
編
年
』
近
畿
編
1
、
一
九
八
九
年
、
同
H
、
一
九
九
〇
年
。

⑥
前
掲
注
③
文
献
。

⑦
こ
う
し
た
呼
び
換
え
の
便
法
は
佐
原
貫
に
従
っ
た
。
小
田
富
士
雄
・
佐
原
貫

　
「
瀬
戸
内
を
め
ぐ
る
九
州
と
近
畿
の
弥
生
土
器
編
年
の
検
討
」
（
小
野
患
熈
曜
『
高

　
地
性
集
落
跡
の
研
究
』
資
料
編
、
｝
九
七
九
年
）
。

⑧
こ
れ
ら
は
胎
土
・
皇
土
の
点
で
は
伊
勢
湾
地
方
か
ら
の
搬
入
品
と
す
る
の
に
迷

　
う
も
の
で
あ
る
。
貝
殻
を
原
体
と
し
て
罫
描
奏
状
の
文
様
を
つ
け
る
風
習
が
、
わ

　
ず
か
な
が
ら
も
近
畿
地
方
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
田

　
原
本
町
教
育
委
員
会
『
樹
帯
・
鍵
遺
跡
第
三
二
二
三
二
次
発
掘
調
査
概
報
』
、
　
一

　
九
八
九
年
、
第
三
八
図
｛
～
四
。

　
　
こ
の
ほ
か
唐
古
・
鍵
遣
跡
第
…
一
二
次
調
査
ω
図
1
＝
2
か
ら
は
、
頸
部
に
複
帯

　
構
成
の
稚
拙
な
野
荒
直
線
文
を
施
す
壷
形
土
器
の
上
半
都
が
出
土
し
て
お
り
、
朝

　
日
式
土
器
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
例
も
、
貝
殻
腹
縁
に
よ
る
施

　
文
で
な
い
点
や
、
山
城
か
ら
近
江
地
域
に
か
け
て
も
鋼
様
に
稚
拙
な
複
葉
構
成
の

　
櫛
描
文
施
文
が
認
め
ら
れ
る
点
な
ど
か
ら
、
伊
勢
湾
地
方
か
ら
の
確
実
な
搬
入
品

　
と
は
断
言
で
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
田
原
本
町
教
育
委
員
会
『
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
二

　
二
・
一
一
四
・
二
五
次
発
掘
調
査
概
報
』
、
一
九
入
六
年
、
第
…
六
図
一
五
。

⑨
　
共
存
関
係
の
明
瞭
な
事
例
の
お
も
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
内
傾
口
縁
土
器
と
前

　
期
の
土
器
が
共
存
し
た
例
と
し
て
、
京
大
教
養
部
構
内
遺
跡
A
Q
2
3
区
T
P
1
黒

褐
色
土
W
層
、
太
田
遺
跡
。
。
箆
お
・
ω
o
・
。
O
∵
ω
9
ミ
、
厚
総
鉢
A
と
前
期
～

　
第
H
様
式
の
土
器
が
共
淫
し
た
例
と
し
て
、
唐
土
・
鍵
遺
跡
第
ニ
丁
霊
ω
閤
鎗
、

　
厚
口
鉢
B
と
第
H
様
式
の
土
器
が
共
闘
し
た
例
と
し
て
、
唐
古
・
鍵
遣
跡
第
二
三

　
次
o
Q
開
這
ω
、
が
あ
る
。

⑩
　
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
弥
生
時
代
前
期
の
伊
勢
湾
地
方
西
部
や
尾

　
張
地
域
北
都
を
中
心
と
し
て
、
　
「
亜
流
遠
賀
川
式
」
と
呼
ば
れ
る
固
有
の
特
徴
を

　
も
つ
土
器
の
一
群
が
あ
り
、
明
確
に
そ
の
特
徴
を
示
す
壷
形
土
器
が
、
唐
吉
・
鍵

　
遺
跡
第
二
〇
次
調
査
ω
図
昏
。
δ
で
近
畿
地
方
の
遠
賀
川
式
土
器
に
伴
っ
て
の
出
土

　
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
田
原
本
町
教
育
委
員
会
『
鷹
古
・
鍵
遺
跡
第
二
〇
次
発
掘

　
調
査
概
報
』
、
一
九
八
六
年
、
第
二
五
図
－
七
二
。

　
　
な
お
本
稿
…
校
正
中
に
、
大
阪
府
堺
市
小
阪
遺
跡
よ
り
出
土
し
た
浮
線
文
土
器
が

　
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
遺
構
よ
り
の
鵬
土
で
は
な
い
が
、
縄
文
晩
期

　
～
弥
生
前
期
の
土
器
と
出
土
し
て
い
る
。
大
阪
府
教
育
委
員
会
・
（
財
）
大
阪
文
化

　
財
セ
ン
タ
ー
『
小
阪
遺
跡
』
本
文
編
、
一
九
九
二
年
、
瓢
α
q
・
鎗
－
鰹
O
・
黛
O
。

⑪
三
河
地
域
の
瓜
郷
式
、
中
部
地
方
の
阿
島
式
・
嶺
田
式
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
土

　
器
群
で
あ
る
。

⑫
八
尾
市
恩
讐
遺
跡
。
。
O
δ
・
四
悪
土
品
一
点
の
み
が
該
当
す
る
。
知
多
半
島
都

　
で
中
期
後
葉
に
編
年
さ
れ
て
い
る
獅
子
懸
式
、
な
い
し
は
そ
れ
に
類
す
る
三
河
地
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域
の
土
器
の
特
徴
を
も
つ
壷
形
土
器
の
う
ち
、
比
較
的
古
相
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
瓜
生
堂
遣
直
調
査
会
『
恩
智
遺
跡
二
七
・
木
品
編
、
一
九
入
○
年
、
霊
σ
q
・
饒
高
。

⑬
π
期
で
も
新
し
い
段
階
に
比
定
さ
れ
る
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
二
三
次
Q
。
U
δ
ω
か

　
ら
は
（
図
4
－
4
）
の
よ
う
な
出
現
段
階
の
細
頸
壷
が
出
土
し
て
お
り
、
尾
張
地

　
域
で
の
A
類
か
ら
B
類
へ
の
変
化
す
な
わ
ち
中
期
1
1
か
ら
中
期
一
2
へ
の
移
行

　
が
、
近
畿
地
方
の
紅
期
か
ら
狙
期
に
か
け
て
と
時
期
的
に
並
行
し
て
い
る
こ
と
が

　
わ
か
る
。
前
掲
注
⑧
文
献
（
田
原
本
町
教
育
委
員
会
　
…
九
八
九
年
）
第
三
七
図

　
一
一
二
。

⑭
こ
の
よ
う
な
例
は
、
近
江
地
方
も
含
め
た
近
畿
地
方
の
珪
期
の
壷
形
土
器
か
ら

　
は
全
く
系
譜
を
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
伊
勢
湾
地
方
の
細
頸
壷
を
模

　
倣
し
て
成
立
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
、
伊
勢
湾
地
方
の
も

　
の
に
較
べ
る
と
頸
部
径
が
太
い
。
大
津
市
教
育
委
員
会
『
大
津
市
南
滋
賀
遺
跡
調

　
査
尊
報
』
、
一
九
五
八
年
、
図
盟
…
一
九
。

⑮
　
班
期
（
古
）
の
遺
構
で
あ
る
蒼
古
・
鍵
遣
跡
第
～
九
次
ω
肖
回
O
切
中
層
か
ら
C
I

　
類
が
、
y
期
の
遣
構
で
あ
る
第
一
五
次
。
。
σ
O
一
下
層
か
ら
C
H
類
が
出
土
し
て
い

　
る
。
田
原
本
町
教
育
委
員
会
『
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
一
三
・
　
四
・
一
五
次
発
掘
調

　
査
概
報
』
、
　
一
九
八
三
年
、
第
二
五
麟
。
田
原
本
町
教
育
委
員
会
『
唐
庇
・
鍵
遺

　
直
垂
＝
ハ
・
一
八
・
一
九
次
発
掘
調
査
概
報
』
、
一
九
八
四
年
、
第
二
六
図
－
一
。

⑯
三
重
県
阿
山
郡
大
山
田
村
盤
切
遺
跡
B
地
区
ω
×
占
や
一
志
郡
一
志
町
鳥
居
本

　
遺
跡
方
形
親
善
1
な
ど
で
は
、
D
韮
類
の
壷
と
凹
線
文
を
も
つ
土
器
と
が
共
存
関

　
係
に
あ
る
。
た
だ
し
、
同
一
個
体
内
で
動
線
文
と
D
類
文
様
が
共
存
し
て
施
さ
れ

　
る
例
は
無
い
。
三
重
県
教
育
委
員
会
『
昭
和
五
八
年
度
嬰
業
基
盤
整
備
人
業
地
域

　
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
嬉
、
一
九
八
三
年
、
　
一
〇
一
～
一
二
四
項
。
三
重
県

　
教
育
委
員
会
『
近
畿
自
動
車
道
（
久
居
～
勢
和
問
）
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
回
報
』

　
V
、
一
九
八
九
年
、
五
三
項
。

⑰
　
覇
β
遺
跡
o
Q
×
一
①
b
。
嵐
土
の
土
器
群
は
、
中
期
1
5
に
後
続
す
る
後
期
初
頭
頃

　
の
特
徴
を
も
つ
が
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
高
杯
の
う
ち
一
点
は
丈
高
の
柱
状
脚
…
を

　
も
つ
も
の
で
、
近
畿
地
方
で
の
坪
期
～
V
期
に
か
け
て
の
痴
夢
と
特
徴
を
同
じ
く

　
し
て
い
る
。
ま
た
、
松
阪
市
涌
早
崎
遺
跡
ω
隣
昏
。
出
土
の
土
器
群
は
、
中
期
後
葉

　
か
ら
後
期
前
斐
に
か
け
て
の
も
の
を
含
む
が
、
そ
の
中
に
は
V
期
初
頭
頃
の
河
内

　
地
域
の
壷
と
思
わ
れ
る
搬
入
品
が
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、
伊
勢
湾
地
方
で
の
中
期
か

　
ら
後
期
へ
の
移
行
と
近
畿
地
方
で
の
そ
れ
と
が
時
期
的
に
ほ
ぼ
並
行
し
て
い
る
と

　
判
断
で
き
よ
う
。
愛
知
県
教
育
委
員
会
『
朝
厩
遣
跡
』
郵
（
土
器
図
版
編
）
、
一
九

　
八
二
年
、
図
版
二
七
－
四
五
七
。
松
阪
市
教
育
委
員
会
『
涌
早
崎
遺
跡
発
掘
調
査

　
報
告
書
』
、
一
九
九
二
年
、
第
三
〇
図
－
一
一
。

⑱
こ
の
点
は
、
既
に
述
べ
た
E
類
モ
チ
…
フ
の
説
明
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑲
こ
こ
で
は
円
窓
付
土
器
を
、
胴
部
の
上
半
部
分
に
焼
成
前
の
円
形
穿
孔
を
施
す

　
点
を
重
視
し
て
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
各
地
で
墳
墓
の
唱
酬
土
器
な
ど
に
敵
見

　
す
る
こ
と
の
で
き
る
焼
成
後
の
穿
孔
土
器
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
古
く
は
既

　
に
戦
前
か
ら
こ
の
種
の
土
器
は
注
目
さ
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
朝
瞬
遺
跡
の
み
で

　
二
五
〇
点
近
く
も
の
が
出
土
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
下
記
文
献
に
譲
る
が
、

　
弥
生
時
代
中
期
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
目
下
伊
勢
湾
地
方
に
お
け
る
出
土
の
東
限
は

　
愛
知
県
西
尾
市
岡
島
遣
跡
出
土
例
で
あ
る
。
西
限
は
同
海
部
郡
甚
目
寺
町
森
南
遺

　
跡
で
あ
る
。
吉
田
富
夫
「
所
謂
測
窓
付
土
器
及
び
其
の
新
例
に
就
い
て
」
『
考
古

　
学
』
第
九
巻
第
八
号
、
　
一
九
三
八
年
。
愛
知
県
教
育
委
員
会
『
朝
日
遺
跡
』
1

　
（
本
文
編
一
）
、
一
九
八
二
年
、
一
七
八
～
一
八
一
項
。
（
財
）
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財

　
セ
ン
タ
ー
『
隅
島
遺
跡
』
、
一
九
九
〇
年
、
図
版
二
九
－
三
一
二
。
愛
知
県
海
部

　
郡
甚
目
寺
晦
教
育
委
員
会
『
森
南
遺
跡
発
掘
基
盤
報
告
番
』
、
　
一
九
九
〇
年
、
第

　
二
四
図
－
一
二
七
。
俳
藤
淳
史
「
柏
原
市
平
野
遺
跡
出
土
円
窓
付
土
器
」
（
『
泉
北

　
考
古
資
料
館
だ
よ
り
』
晦
四
二
、
一
九
九
〇
年
）
。
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こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
伊
勢
湾
地
方
に
お
け
る
弥
生
中
期
の
土
器
変
化
を
5
段
階
に
区
分
し
、
同
時
に
各
段
階
の
土
器
の
近
畿
地
方

へ
の
搬
入
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
は
移
動
し
た
土
器
の
器
種
に
関
し
て
は
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
若

干
述
べ
る
と
、
前
期
段
階
の
条
痕
文
土
器
に
つ
い
て
は
総
軍
あ
る
い
は
内
砂
口
縁
土
器
・
厚
口
鉢
が
多
数
を
占
め
、
中
期
に
関
し
て
は
壷
に
限

定
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
と
言
え
る
。
搬
入
品
と
し
て
の
認
定
の
容
易
さ
と
い
う
側
面
が
こ
の
結
果
に
は
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な

い
け
れ
ど
も
、
お
お
む
ね
伊
勢
湾
地
方
か
ら
近
畿
地
方
へ
の
土
器
移
動
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
お
き
た
い
。
近
畿
地
方
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
土
器
移
動
の
パ
タ
ー
ン
の
類
型
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
都
出
比
呂
志
の
業
績
に
詳
し
い
が
、
本
稿
で
の
検
討
例
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
。
一
地
方
の
鏡
囲
を
越
え
た
土
器
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
縄
文
時
代
あ
る
い
は
弥
生
時
代
後
期
以
降
に
は
報
告
例
や
そ
れ
に
関
す
る
論

　
　
　
　
　
　
　
②

考
も
認
め
ら
れ
る
が
、
弥
生
時
代
中
期
の
事
例
に
関
し
て
は
、
在
地
の
土
器
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
無
い
非
憧
常
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る

場
合
が
多
く
、
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
判
明
し
た
土
器
の
移
動
例
は
伊
勢
湾
地
方
か
ら
近
畿
地
方
へ
の
一
方
通
行
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
現
象
そ
の
も
の
は
細
論
検
討
に
値
す
る
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
伊
勢
湾
地
方
内
部
で
の
地
域
間
関
係
の
検
討
と
あ

わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。
移
動
の
事
例
の
み
を
と
り
あ
げ
て
両
地
方
間
の
交
流
の
様
相
を
論
じ
る
な
ら

ば
、
や
は
り
こ
れ
ま
で
の
非
恒
常
的
・
偶
発
的
な
移
動
の
結
果
と
す
る
解
釈
を
越
え
得
な
い
と
思
わ
れ
、
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
判
明

し
た
結
果
に
両
地
方
の
変
化
の
共
時
的
な
比
較
と
を
か
み
あ
わ
せ
て
総
合
的
な
考
察
を
行
い
、
結
論
と
し
た
い
。

　
弥
生
時
代
前
期
か
ら
中
期
初
頭
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
近
畿
地
方
で
は
前
期
の
遠
賀
川
式
土
器
か
ら
中
期
の
櫛
調
車
土
器
へ
の
変
化
と
各
小

地
域
毎
の
地
域
色
の
発
生
と
い
う
展
開
が
み
ら
れ
、
伊
勢
湾
地
方
に
お
い
て
も
、
条
痕
文
土
器
と
の
共
存
・
接
触
・
変
容
を
示
し
な
が
ら
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
近
畿
地
方
に
若
干
遅
れ
て
前
期
の
遠
賀
川
式
土
器
と
中
期
の
櫛
（
貝
殻
）
描
文
土
器
の
出
現
を
み
る
。
俳
勢
湾
地
方
の
こ
う
し

た
変
化
が
西
側
の
地
方
の
強
い
影
響
の
も
と
に
起
こ
っ
た
と
い
う
評
価
は
動
か
し
が
た
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
前
期
に
至
る
ま



で
に
は
伊
勢
湾
地
方
に
限
ら
な
い
よ
り
広
範
な
東
側
の
地
方
か
ら
近
畿
地
方
全
域
へ
と
土
器
の
搬
入
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
文
化
の

伝
播
に
桐
前
後
す
る
時
期
に
は
広
域
に
わ
た
る
双
方
向
的
な
人
の
動
き
が
想
定
で
き
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
中
期
に
な
る
に
つ
れ
て
変
容
し
、
近

江
・
大
和
な
ど
伊
勢
湾
地
方
と
の
隣
接
地
域
に
限
ら
れ
て
い
く
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
縄
文
時
代
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
広
域
に

わ
た
る
土
器
の
分
布
・
移
動
と
そ
れ
を
支
え
る
紐
帯
が
存
在
し
て
い
た
社
会
が
、
い
わ
ば
弥
生
時
代
的
な
、
隣
接
地
域
間
の
つ
な
が
り
の
連
鎖

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
社
会
へ
と
構
造
が
変
容
し
て
い
く
様
子
を
示
し
て
い
る
と
も
、
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

弥生時代における地方間交流（伊藤）

　
こ
う
し
た
中
で
、
中
期
1
2
（
置
期
古
）
以
降
の
両
地
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
土
器
製
作
を
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
地
方
間
の
土

器
の
動
き
や
影
響
関
係
も
そ
れ
に
つ
れ
て
変
容
す
る
。

　
伊
勢
湾
地
方
は
明
ら
か
に
近
畿
地
方
の
影
響
か
ら
脱
し
、
独
得
の
形
態
と
文
様
帯
を
有
す
る
細
頸
壷
（
B
類
）
が
出
現
す
る
。
そ
の
文
様
帯
の

中
心
と
な
る
の
は
胴
部
文
様
帯
で
あ
り
、
文
様
モ
チ
ー
フ
は
施
文
部
分
以
外
の
研
磨
を
重
視
し
た
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
既
に
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
以
後
の
変
化
に
は
器
表
面
研
磨
の
省
略
・
施
文
手
順
の
省
略
と
い
う
方
向
性
を
有
す
る
型
式
変
化
を
明
瞭
に
追
跡
で
き
、

つ
い
に
は
櫛
描
文
様
を
も
省
略
し
研
磨
線
の
み
を
文
様
の
主
体
と
す
る
独
得
の
モ
チ
ー
フ
（
D
類
）
へ
と
到
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
土

器
の
動
き
を
み
る
な
ら
ば
、
中
期
1
2
の
B
類
は
西
側
隣
接
地
域
の
み
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
搬
出
さ
れ
、
そ
れ
以
前
か
ら
萌
芽
し
つ
つ
あ
っ
た
移

動
の
傾
向
を
よ
り
い
っ
そ
う
強
め
て
お
り
、
近
江
地
域
で
は
在
地
の
土
器
製
作
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
以
後
C
類
で
は
移
動
は

激
減
し
、
D
類
に
至
っ
て
は
全
く
搬
墨
例
を
み
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
近
畿
地
方
で
は
、
櫛
構
文
土
器
の
成
立
以
降
、
回
転
台
の
使
用
が
推
定
さ
れ
る
文
様
施
文
技
術
に
よ
っ
て
、
流
弊
な
直
線
文

・
波
状
文
・
簾
状
文
を
組
み
合
わ
せ
た
文
様
を
発
達
さ
せ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
伊
勢
湾
地
方
が
独
得
の
研
磨
線
モ
チ
ー
フ
を
誇
っ
て
い
た
ま
さ

に
そ
の
頃
（
中
期
1
4
．
凪
期
薪
～
W
）
、
回
転
運
動
を
利
し
た
凹
線
文
を
出
現
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
変
化
の
方
向
性

は
、
研
究
史
上
か
ね
て
よ
り
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
回
転
台
の
特
性
を
活
用
す
る
施
文
技
法
の
発
達
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
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れ
ら
近
畿
地
方
の
土
器
が
伊
勢
湾
地
方
に
搬
出
さ
れ
て
い
る
例
は
、
明
確
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
両
地
方
で
の
変
化
の
道
の
り
の
比
較
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
伊
勢
湾
地
方
で
の
変
化
の
方
向
性
が
、
近
畿
地
方
で
の
そ

れ
と
は
対
照
的
に
回
転
台
の
特
性
と
は
全
く
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
の
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り
有
効
な
施

文
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
非
回
転
台
利
用
の
施
文
」
と
い
う
技
術
的
伝
統
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
極
限
が
D
類
文
様
の
出
現
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
期
に
至
る
ま
で
は
土
器
で
み
る
限
り
盛

ん
な
交
流
や
影
響
関
係
を
う
か
が
わ
れ
る
両
地
方
は
、
そ
の
後
の
土
器
製
作
に
お
け
る
技
術
的
伝
統
の
相
違
か
ら
、
か
た
や
近
畿
地
方
で
は
点

描
文
様
を
発
達
さ
せ
、
か
た
や
伊
勢
湾
地
方
で
は
置
文
部
分
以
外
の
研
磨
や
縦
位
方
向
の
分
割
線
と
い
う
、
お
よ
そ
回
転
台
の
特
性
に
反
す
る

要
素
が
残
存
し
発
達
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
伊
勢
湾
地
方
に
お
け
る
技
術
的
伝
統
は
、
研
磨
以
外
の
垂
範
文
様
・
刺
突
文

様
な
ど
の
施
文
を
多
様
に
取
捨
選
択
す
る
余
地
を
十
分
に
許
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
畿
地
方
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
斉
一
的
な
文
様
要
素
の
広

が
り
と
は
異
な
っ
て
、
例
え
ば
条
痕
文
土
器
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
規
範
の
全
く
異
な
る
土
器
群
が
伊
勢
湾
地
方
に
並
存
し
て
い
く
こ
と
も
納

得
で
き
る
。
第
一
次
的
な
弥
生
文
化
の
広
が
り
す
な
わ
ち
遠
賀
川
式
文
化
圏
の
西
端
に
位
置
す
る
伊
勢
湾
地
方
は
、
結
果
と
し
て
近
畿
地
方
の

回
転
台
を
利
用
す
る
土
器
製
作
ま
で
は
定
着
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は
中
期
1
5
で
あ
り
、
伊
勢
湾
地
方
に
も
明
ら
か
に
回
転
台
を
用
い
た
土
器
製
作
技
術
が
導
入
さ
れ
、

斉
一
的
な
近
畿
地
方
に
類
似
す
る
器
群
が
広
が
り
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
研
究
史
上
評
価
さ
れ

て
き
た
よ
う
な
全
面
的
な
西
日
本
化
と
は
言
え
な
い
点
で
あ
り
、
型
式
学
的
に
は
連
続
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
要
素
も
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
も
、

記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
お
よ
そ
型
式
変
化
に
は
主
と
し
て
「
内
的
要
因
」
と
「
外
的
要
因
」
の
二
つ
の
動
機
が
考
え
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
複
雑
に

絡
み
合
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
双
方
の
要
因
の
ど
ち
ら
が
主
で
あ
り
ま
た
従
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
変
化
に
魁
す
る
正
当
な
評
価
の
為



弥生時代における地方間交流（9襟）

　
　
　
　
　
　
③

に
は
必
要
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
各
要
素
に
お
け
る
型
式
変
化
の
連
続
や
断
絶
と
そ
の
背
景
を
整
理
し
て
み
よ

、
つ
。

　
伊
勢
湾
地
方
に
お
け
る
研
磨
の
退
化
・
意
匠
化
や
施
文
手
順
の
省
略
と
い
う
壷
に
み
ら
れ
る
変
化
の
方
向
性
は
、
「
手
抜
き
の
方
向
性
」
と

も
呼
ぶ
べ
き
内
的
要
因
に
基
づ
い
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
顕
著
な
断
絶
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
中
期
を
通
じ
て
連
続
的
変
化

が
追
跡
可
能
な
要
素
を
中
心
と
す
る
と
み
て
よ
い
。
一
方
、
中
期
一
1
か
ら
中
期
…
2
に
か
け
て
の
壷
の
国
形
の
急
激
な
細
頸
化
や
受
け
口
状

口
縁
の
出
現
そ
し
て
全
文
手
順
の
増
加
、
あ
る
い
は
中
期
1
4
か
ら
中
期
1
5
に
か
け
て
の
凹
線
文
や
近
畿
地
方
的
な
文
様
モ
チ
ー
フ
（
E
類
）

の
出
現
な
ど
は
、
全
く
突
然
で
型
式
学
的
に
も
断
絶
し
て
お
り
、
そ
こ
に
内
的
要
因
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
外
的

要
因
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
湾
以
東
の
各
地
で
細
頸
壷
を
顕
著
な
特
微
と
す
る
土
器
群
が
出
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
現
象
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
汎
東
日
本
的
な
変
動
の
～
環
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
凹
線
文

を
特
徴
と
す
る
土
器
群
の
成
立
と
し
て
、
近
畿
地
方
以
酉
の
山
陽
地
方
を
も
含
め
て
要
素
の
共
通
性
が
み
ら
れ
る
汎
西
日
本
的
な
変
化
の
一
環

と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
理
解
を
ふ
ま
え
て
、
土
器
の
移
動
状
況
か
ら
み
た
両
地
方
間
の
交
流
の
実
態
と
型
式
変
化
の
相
関
と
を
み
る
な
ら
ば
、
中
期
以
降
に
、

そ
れ
ま
で
近
畿
地
方
で
確
認
さ
れ
て
き
た
伊
勢
湾
地
方
か
ら
の
搬
入
土
器
の
広
域
に
わ
た
る
出
土
が
、
量
的
に
も
空
間
的
に
も
限
定
さ
れ
て
い

く
傾
向
を
強
め
て
い
く
こ
と
は
、
伊
勢
湾
地
方
の
弥
生
土
器
の
変
化
の
方
向
性
と
近
畿
地
方
に
お
け
る
そ
れ
と
の
対
照
が
明
瞭
化
し
て
い
く
状

況
に
、
時
期
的
に
み
て
も
対
応
し
て
い
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は
近
畿
地
方
の
東
端
で
あ
る
近
江
地
域
に
一
時
的
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
の
、

や
が
て
中
期
…
4
（
理
期
薪
）
に
至
る
と
、
伊
勢
湾
地
方
と
近
畿
地
方
と
の
間
で
の
土
器
の
移
動
や
影
響
関
係
が
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
は
、
そ
の
時
期
の
指
標
と
な
る
D
類
文
様
が
き
わ
め
て
伊
勢
湾
地
方
内
的
な
変
化
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
両
地
方
に
お
け
る

土
器
の
変
化
の
方
向
性
が
互
い
に
対
照
の
極
に
達
す
る
事
情
と
対
応
し
て
い
よ
う
。

　
一
方
中
期
一
5
（
W
期
）
に
は
、
非
常
に
特
異
な
円
窓
付
土
器
の
模
倣
品
が
近
畿
地
方
一
円
に
分
布
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
こ
れ
は
傍
勢
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湾
地
方
の
土
器
が
再
び
近
畿
地
方
の
強
い
影
響
を
う
け
る
時
期
と
対
応
し
て
お
か
、
単
な
る
土
器
の
移
動
の
み
が
生
じ
る
交
流
関
係
と
は
異
な

る
、
思
考
・
風
習
の
レ
ベ
ル
に
か
か
わ
る
特
殊
な
結
び
つ
き
の
発
生
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
時
伊
勢
湾
地
方
で
は
、
前
段

階
ま
で
か
ら
の
連
続
的
に
変
化
し
て
き
た
要
素
を
一
部
継
続
し
て
残
存
さ
せ
な
が
ら
も
、
か
な
り
の
断
絶
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
弥
生
時
代
中
期
の
伊
勢
湾
地
方
の
土
器
の
変
化
は
、
近
畿
地
方
と
の
交
流
の
強
弱
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
土
器
の
搬
出
・
搬
入
関
係
の
実
態
と
型
式
変
化
の
事
情
と
が
時
期
的
に
対
応
関
係
に

あ
る
と
い
う
事
実
に
、
明
確
に
表
さ
れ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
主
と
し
て
内
的
要
因
の
み
の
作
用
す
る
変
化
が
想
定
さ
れ
る
時
期
に
は
、
土

器
の
移
動
に
示
さ
れ
る
地
方
間
の
交
流
が
途
絶
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
外
的
要
因
の
作
用
し
た
変
化
が
想
定
さ
れ
る
時
期
に
は
、
再
び
交
流

が
活
発
化
し
て
い
る
兆
候
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
両
地
方
間
の
土
器
の
移
動
が
途
絶
し
没
交
渉
化
し
て
い
く
こ
と
と
、
双
方
の
地
方
で
の

土
器
変
化
の
方
向
性
が
鰐
極
を
向
い
て
い
く
こ
と
と
の
因
果
関
係
は
決
め
難
い
け
れ
ど
も
、
中
期
に
至
っ
て
確
認
さ
れ
る
そ
う
し
た
現
象
か
ら

は
、
弥
生
文
化
の
伝
播
・
定
着
後
に
安
定
し
た
地
域
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
く
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
そ
の
両
地
方
間
の
交
流
が
、
周
辺
の
東
西
日
本
の
広
域
に
わ
た
る
動
向
と
も
明
ら
か
に
軌
を
一
に
し
て
変
動
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら

か
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
相
関
を
追
究
す
る
こ
と
か
ら
、
東
西
両
日
本
に
お
け
る
広
域
に
わ
た
る
変
動
の
実
態
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き

た
と
言
え
よ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
弥
生
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
弥
生
文
化
の
伝
播
以
来
の
汎
西
日
本
的
な
変
動
の
範
囲
内
に
あ

っ
た
伊
勢
湾
地
方
が
、
そ
の
後
の
汎
東
日
本
的
な
変
動
に
関
係
す
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
近
畿
地
方
と
の
交
流
を
途
絶
さ
せ
て
い
っ
た
状
況
と
、

そ
の
結
果
と
し
て
独
自
の
変
化
を
遂
げ
て
い
た
伊
勢
湾
地
方
が
、
中
期
後
半
に
お
い
て
凹
線
文
の
採
用
に
象
徴
さ
れ
る
汎
西
日
本
的
変
化
に
再

び
と
り
こ
ま
れ
て
交
流
を
復
活
さ
せ
る
状
況
を
、
本
稿
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
、
無
勢
湾
地
方
が
完
全
に
汎
西
日
本
的
な
変
化

に
と
り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
の
時
期
に
内
的
要
因
の
作
用
す
る
変
化
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
よ
り
明
ら
か
な
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
、
単
純
な
土
雅
移
動
の
再
活
発
化
と
は
異
な
る
特
殊
な
地
方
間
交
流
を
創
識
す
る
原
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

十
分
に
想
定
で
き
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
弥
生
時
代
の
伊
勢
湾
地
方
は
、
地
方
間
の
交
流
関
係
の
性
格
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
も
、
西
日
本
の
爽
端
か
ら
東
日
本
の
西

競
へ
、
そ
し
て
再
び
西
臼
本
の
東
端
へ
と
、
め
ま
ぐ
る
し
く
そ
の
位
置
を
変
動
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

弥生時代における地方間交流（伊藤）

①
　
都
出
比
呂
志
『
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』
、
　
一
九
八
九
年
、
　
二
九
八
～
三

　
二
〇
項
。

②
　
縄
文
時
代
に
関
し
て
は
、
東
北
地
方
晩
期
の
亀
ケ
岡
式
土
器
の
遠
隔
地
で
の
出

　
土
事
例
か
ら
、
胎
土
分
析
の
結
果
を
も
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
文
化
圏
の
広
が
り
や

　
交
易
ル
ー
ト
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
挑
謙
作
の
業
績
を
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
弥
生
時
代
後
期
以
降
に
関
し
て
は
多
く
の
事
例
が
あ
る
が
、

　
東
海
地
方
の
特
徴
を
も
つ
土
器
群
の
遠
隔
地
で
の
嵐
土
事
例
に
焦
点
を
当
て
た
検

　
討
事
例
を
、
簸
近
の
傾
向
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
林
謙
作
「
亀
ケ
岡
文

　
化
論
」
（
『
菓
北
考
古
学
の
諸
問
題
』
、
一
九
七
六
年
）
。
東
海
埋
蔵
文
化
財
研
究
会

　
編
『
東
海
系
士
器
の
移
動
か
ら
見
た
東
日
本
の
後
期
弥
生
土
器
』
1
・
H
・
皿

　
（
第
8
回
東
海
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
要
旨
・
資
料
、
　
九
九
一
年
）
。

③
「
内
的
留
口
」
「
外
的
要
因
」
の
隠
語
と
概
念
に
つ
い
て
は
小
林
達
雄
に
依
る
。

　
小
林
達
雄
「
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
」
（
麻
生
優
・
加
藤
晋
平
・
藤
本
強
編
『
日
本
の
旧
石

　
器
文
化
』
第
一
巻
・
総
論
続
、
一
九
八
三
年
）
。

④
　
そ
の
同
時
性
を
示
す
出
土
例
と
し
て
は
、
弼
え
ば
阿
弥
陀
寺
遺
跡
に
お
い
て
B

　
類
文
様
の
壷
と
阿
島
式
或
は
嶺
田
式
等
と
呼
ば
れ
て
い
る
中
部
地
方
東
半
に
特
徴

　
的
な
細
頸
壷
と
の
共
存
関
係
が
あ
る
。
（
財
）
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
…
『
阿

　
弥
陀
寺
遺
跡
』
、
一
九
九
〇
年
、
第
六
七
図
。

⑤
伊
勢
湾
地
方
に
お
け
る
細
類
壷
と
他
の
東
日
本
諸
地
域
に
み
ら
れ
る
細
頸
壷
と

　
の
い
ず
れ
が
三
間
的
に
早
く
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
土
器
編
年
の
並
行
関

　
係
の
現
状
か
ら
は
明
確
に
は
決
定
で
き
な
い
。
現
段
階
で
筆
者
は
、
あ
る
地
域
の

　
も
の
が
一
元
的
に
広
域
に
波
及
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
東
日
本
全
域
で
ほ
ぼ
聴
を

　
同
じ
く
し
て
生
じ
た
状
況
を
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
背
景
の
遽
究
は
他
日

を
期
し
た
い
。
な
お
、
B
類
の
細
頸
壷
は
、
粟
は
千
葉
県
ま
で
報
告
例
が
あ
り
、

研
勢
湾
地
方
よ
り
東
側
へ
は
か
な
り
広
範
に
搬
出
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
門
謝
辞
】
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
小
野
山
節
、
山
中
～
郎
両
先
生
に
ご
指

導
頂
い
た
。
ほ
か
、
高
橋
克
講
、
森
下
章
司
、
藤
沢
彰
子
各
氏
を
は
じ
め
、
京
都

大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
寮
、
京
都
大
学
埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー
、
京
都
弥

生
文
化
談
話
会
の
諸
兄
か
ら
も
、
日
頃
よ
り
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

ま
た
、
資
料
調
査
に
あ
た
っ
て
は
非
常
に
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
ウ
全
て
を

挙
げ
得
な
い
た
め
、
左
記
に
と
り
わ
け
関
係
の
深
い
一
部
の
諸
氏
・
諸
機
関
を
記

し
て
お
く
こ
と
で
御
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
末
筆
な
が
ら
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
る
。
な
お
太
「
稿
は
、
平
成
五
細
ヰ
度
文
部
省
科
学
研
…
究
費
繍
…
助
　
金
（
奨
励
A
・
課

題
番
号
〇
五
七
一
〇
エ
三
五
）
の
成
果
の
一
部
を
含
ん
で
い
る
。

石
黒
立
人
・
犬
塚
康
博
・
岡
村
秀
典
・
加
藤
安
信
・
桑
原
久
男
・
小
林
義
孝
・

斉
藤
孝
正
・
鈴
木
克
彦
・
高
橋
信
明
・
竹
内
英
昭
・
中
井
貞
夫
・
野
口
哲
也
・

道
連
誓
郎
・
深
沢
芳
樹
・
藤
田
三
郎
・
浜
崎
悟
司
・
皿
谷
和
之
・
宮
腰
健
二
・

山
田
邦
和
・
山
塞
輝
夫
・
山
本
薄
利
・
吉
水
奨
彦
・
渡
辺
　
誠
・
愛
知
県
清
洲

貝
殻
由
貝
塚
資
料
館
・
（
財
）
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
t
・
大
阪
府
立
泉
北

考
省
資
料
館
・
（
財
）
古
代
学
協
会
・
（
財
）
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
・
田
原
本

町
教
育
委
員
会
・
（
財
）
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
名
古
屋
市
博
物
館
・

名
古
屋
大
学
考
古
学
研
究
室
．
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
．
　
働

姫
路
市
教
育
委
員
会
・
守
山
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5



　
（
挿
図
出
典
）

愛
知
県
教
育
委
員
会
『
朝
日
遣
跡
』
W
・
土
器
図
版
編
、
　
九
八
二
年
（
図
4
－
1

　
～
3
・
6
・
7
・
1
2
・
1
4
・
1
6
、
図
7
－
1
・
2
）

愛
知
県
教
育
委
員
会
『
環
状
二
号
線
関
係
朝
日
遺
跡
群
第
一
次
調
査
報
告
』
、
一
九

　
七
五
年
（
國
4
1
4
・
5
）

（
財
）
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
阿
弥
陀
寺
遺
跡
』
、
　
一
九
九
〇
年
（
図
4
－

　
1
0
・
1
3
）

小
林
行
雄
・
杉
原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
本
編
2
、
一
九
六
八
年
（
國
4
1

　
8
・
9
・
1
1
・
1
5
）

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
『
高
蔵
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
　
一
九
八
七
年
（
図
5
i

　
1
・
3
・
5
・
6
）

愛
知
考
古
学
談
話
会
『
〈
条
痕
紋
系
土
器
》
文
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
－
縄
文
か
ら
弥

　
生
1
』
資
料
編
1
、
一
九
八
五
年
（
図
5
－
2
・
4
）

美
浜
町
教
育
委
員
会
『
下
高
田
遺
跡
』
、
一
九
七
七
年
（
図
5
－
7
～
9
）

『
半
田
帯
誌
』
資
料
編
～
、
　
一
九
六
八
年
（
図
5
－
1
0
．
1
1
．
1
6
．
1
7
）

愛
知
県
教
育
委
員
会
『
貝
殻
山
貝
塚
調
査
報
告
』
、
一
九
七
二
年
（
図
5
－
1
2
・
1
4

　
・
1
5
）

（
財
）
愛
知
梨
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
…
『
岡
島
遺
跡
山
、
｝
九
九
〇
年
（
図
5
－
1
3
・
1
8
）

姫
路
市
文
化
財
保
護
協
会
『
八
代
深
田
遺
跡
』
、
一
九
七
七
年
（
図
8
1
1
・
2
）

宋
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙
二
郎
『
大
和
唐
古
弥
生
式
遣
跡
の
研
究
』
京
都
帝

　
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
一
六
冊
、
一
九
四
三
年
（
図
8
－
4
・
5
）

（
財
）
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
長
岡
京
布
文
化
財
報
告
書
』
第
一
闘
冊
、

　
一
九
八
五
年
遅
図
8
－
6
）

（
財
）
古
代
学
協
会
『
平
安
京
左
京
四
条
十
三
町
－
長
刀
鉾
町
遺
跡
1
』
、
一
九
八
西
年

　
（
図
8
－
7
）

滋
賀
県
教
育
委
員
会
・
守
山
市
教
育
委
員
会
・
（
財
）
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
『
服

　
部
遺
跡
発
掘
調
査
報
欝
書
』
頂
、
　
一
九
八
六
年
（
図
8
…
8
・
1
0
）

守
山
布
教
育
委
員
会
『
守
山
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
〇
冊
、
…
九
八
六
年

　
（
図
8
1
9
）

伊
藤
淳
史
「
柏
原
市
平
野
遺
跡
出
土
円
窓
付
土
器
」
大
阪
府
立
泉
北
考
古
資
料
館

　
『
泉
北
考
古
資
料
館
だ
よ
り
』
翫
四
二
、
一
九
九
〇
年
（
図
8
1
3
）

　
な
お
、
図
8
1
1
1
は
守
山
市
教
育
委
員
ム
四
山
崎
秀
一
∵
伴
野
幸
　
氏
の
御
厚
意
に

よ
り
図
化
さ
せ
て
頂
い
た
。
ま
た
、
図
3
の
う
ち
一
～
5
・
9
～
1
5
は
愛
知
県
清
洲

貝
殻
山
貝
塚
資
料
館
蔵
の
朝
日
遺
跳
出
土
土
器
を
、
6
は
名
古
屋
大
学
考
古
学
研
究

室
蔵
、
7
は
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
、
8
は
京
都
大
学
文
学
都
博
物
館
蔵
の
そ
れ
ぞ
れ

西
志
賀
貝
塚
出
土
土
器
を
、
各
機
闘
の
御
厚
意
に
よ
り
撮
影
さ
せ
て
頂
い
た
。
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〈遺跡別参考文献〉　＊遣跡名の前の番号は，pa　6と対応する

府県名i

奈　良i1唐古

遣跡・遺構

1唐古・鍵15次SDO1下層

　　　　19次SK105中層

　　　　　　SD203中層

　　　　　　SD203上層

　　　　　　S　D2e4

　　　　20次SK215
　　　　22～欠SK：51　ほカ、

　　　　23次SI（123

　　　　　　S　DIO3

　　　　　　SD106ほか
　　　　26次SK2202ほヵ■

　　　　33次SD204ほか
2布留

i　　　　　　　　　文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　献

i『凸凹古弥生式遺跡の研究』（即時1帝国大学文学部考古学研究報告鋤6冊），1943，第35図一443・444，Pt1版

i　43－4，　53－1

i田原本　肥育委員会塘古畷1鋤第13・14・15次翻1調査概幸侵』，1983，第25図

i田原本町教育委員会『；：1沽・鍵遺跡第16・18・19次発掘調査概報』，1984，第26図
i同上，第38図＿1

i問上，第38図一3

同上，第38図一2，4

i田原本町教育委員会r唐古・鍵遺跡第20次発掘調査概報』，1986，第24図一67ほか

i田原本田幡育委員会脚半鍵遺跡第22・24・25次発掘調査概報』，1986，鋳箏32園，図版18

i田原本町教育委員会r唐古・鍵遺跡第21・23次発掘調益概報』，1986，第33図
i同上，第37図一12

i同上，第4咽

i田原本町教育委員会『唐古・鍵遺跡第26次発掘調査概報』，1987，第18図

；田原本町教育委員会『唐古・鍵遺跡第33次発掘調査概報』，1989，第38図，図版35

i埋蔵文化財天理教調査団r奈良県天理市布留遺跡・三島（木寺）地区・豊田（三反田）地区発掘調査報告』（中

i聞報告16），図34－6

　　　i3平城京左京八条二坊一坪下層i奈良市教育委員会『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書』昭和62年度，1988，　pp．13～17

　　　i25多　　　　　　　　　　　　　i関川労功「田原本町田遺跡発掘調査報告」

　　　i　　　　　　　i奈良県立樫原考古学研究所際良県遺跡調査概報』（1983年度・第二分冊），1984，図11－152，13－170

　　　i29宮滝8次　　　i奈朗蜷騰古学耽所r奈蘇遺翻藪報』（1982鞭・erS一分冊），1983，　P・・222

　　　i30大福土坑12　　　　　　　　i奈良県立橿原考吉学研究所r大和考宵賀料目録』（第10集　大福遺跡），1982，写真896

　　　i　　　土坑16　　　　　　　　i奈良県立橿原考古学研究所『大福遺跡』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第36冊），1978，第34図一一19

　　　　31四分SD630　　　　　　　i奈良国立文化財研究所『飛鳥・藤原宮発掘調査報告』皿，1980，　Fig・40－10

　　　i　　　SK690　　　　　　　　i同」二，　Fig．40－16

　　　i32平等坊・岩竃4次SDO2上繭i天理市教育委員会・奈良県立橿原考古学研究所『岩室池古墳・平等坊岩室遣跡』，1985，図58－22

　　　i　　　　　　8次大溝　　　i岩崎しのぶ「天理市平等坊・岩堅遺跡出土の東海系土器」『みず1灘（大和弥生文化の会会報）第6号，第6図

大阪i4四ツ池　　　　　i向日市教育委員会丁向日市埋蔵文化財調査報告書』第10集，1983，　p．222（注22）

（
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の
）
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京

滋

　；5美園　　　　　　　　　　i（財）大阪文化財センター『河内平野遺跡群の動態』i，1991，図版172－1427
’i6長原　　　　　　　　　　　i（財）大阪市文化財協会『大阪市平野区長原遺跡発掘調査報告』顕，1983，1図版90－88

　｝7東奈良韮一A区溝28　　　　i茨城市教育委員会『東奈良一発掘調査概要』丑

　i33恩智sD10・12　　　　　　瓜生堂遺跡調査会『愚智遺跡』1・本文編，1980，　Fig，55－1

　　42平野　　　　　　　　　　　；伊藤淳史「柏原市平野遺跡出土円窓付土器」大阪麿立泉北考古資料館r泉北考古資料館だより』No・42．1990

都i8鶏冠井　　　　　　　　　　向目甫教育委員会『向日市埋蔵文化財調査報告書』第10集，1983，　pp．127～24e，第9G図一42

　i9高倉宮下藺　　　　　　　　i（財）京都文化財団『平安京左京三条四坊四町』，1988，第97図

　i10京大構内AP23区TP1第10　宇野隆夫・岡田保良「京都大学吉田キャンパスの試掘調査」r京都大学構内遺跡調査研究年報』（昭和53年度），

　　　層　　　　　　　　　　　　　 i　1979，舞；43図一V4・V5

　　1王太田SK149・SD201・SDi（財’）京都府埋蔵文化財調査研究センターr京都府遺跡調査報告書』第6冊・太田遺跡，1986，第36図一68・40
　　　207　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　図一4・48國一99

　i26長刀鉾町溝3ほか　　　　　　（財）古代学協会『平安京左京四条十霊町一長刀鉾町遺跡一』，1984，第55図一125，61図一20王，69図一30

　i26烏丸綾小路SDl　　　　　i（財）京都市埋蔵文化財研究所r昭瀦59年度京都市埋蔵文化財調査到要』，1987，　pp。14～19，図4－16

　i34中臣　　　　　　　　　　　i（財）京都市埋蔵文化財研究所r平安京跡発掘資料選離⇔，1986，参考図版2－3

　i35深草溝状遺構　　　　　　　林飛】広「深草遺跡出土の弥生式土器」京都府教育委員会『埋蔵文化財調査概報』，1974，第61閣一41

　i36鷺宮（長岡京左京第35次）　i（財）長岡京市埋蔵文化財センター『長周京市文化財報告書』第14冊，1985，第99図一15

　i　　　（長岡京左京第216次）　　（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター『京都府遺跡調査概要』第40冊，第63閣一7

賀i12雛中　　　　、砒・第1脳一52
　i13針江南B区SX1ほか　　　　i滋賀県教育委員会・（財）滋賀県文化財保護協会r一般国道161号（高島バイパス）建設に伴う新旭町内遺跡発掘

　：　　　　　　　　　　　　　　　調査報告書姐～一針江中遺跡針江南遺跡一』1991，第19図一201，22図一243，27図一328図一331，30図一

　i　　　　　　　382，32図一555・556，39図一496
　　14山賀　　　　　　　　　　　　滋資県教育委員会・（財）滋賀県文化財保護協会r新守1⊥1廻改修工事関連遺跡発掘調査概要一懸守山橋梁工事

　i　　　　　　　　　　　　　　に伴う山賀遺跡の調査一』，1986，第16図

　i15今安楽寺SKO6ほか　　　　i能登川町教育委員会『今安楽寺遺跡、9（能登川Hl∫壕蔵文化財調査報告書第17集），1991，1244・1299

　　16福満　　　　　　　　　　　　彦根市教育委員会『禰満塁跡一一発掘調査概要報告；1｝一』，1982，第5隊ト21

　　17立花S　DOI　　　　　　　　米原町教育委員会『立花遺跡発掘調査報f続1！｝一婁iキ営ほ場整備かんがい排水賂に伴う発掘調査一』，1988，

　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞ジ6聾ζ1－14
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i同上，第8図一54，第9図一101，第14図一129・135・139・142・143，第17図一179，第22図一278～286

i米原町教育委員会『一般国道8号（米原バイパス）関連遺跡試掘調査i報告書』，1989，第王1図一70・71

i同上，第7図一23

i滋賀県教育委員会『園道8号線長浜バイパス関連遺跡報告書』1，1971，挿國13

i古川登「近Zlllこおける弥生中期前註ゆ土器について一長浜布塚町遺跡SXO咄土の一括遺物について一！

　『滋賀考古』　第4号，　1990，　第12隠130～35

i岡上，第13図9・10

i大津市教育委員会『大津市南滋賀遺跡調査概報』，1958，顕一16

磁賀鰍育芸備・守山轍育委員会・（財）滋賀県文化財保護協会r服ua≦遺跡発掘調査報告魏豆，1985，図

i版235－E162・図版240－E213

滋賀県教育委員会・守山市教育委員会・（財鷺流県文化財保護協会r服部遺跡発掘調査報告謝m，1986，図

i版191－D148

滋賀県教育委員会・（財）滋賀県文化財保護協会r県営干拓地等農地整備事業関係発掘調査報告書皿一浅小井

i　（高木）遺跡一i，1986，第11図一14

i長浜市教育委員会『十里町遺跡・鴨田遺跡調査』，1988，第60図一129

i守山市教育委員会r守山市文化財調査報淫書』第20躍｝，1986，PP・32～45，第25図一15

i滋賀県教育委員会・守由市教育委員会・（財）滋賀県文化財保護協会『服部遺跡発掘調査報告書』頂，1986，第

i52図
i（財）古代学協会r本山遺跡発欄査報告書』，王984，第1四一14

｝姫路市教育委員会『八代深田遺跡』，1977，第17八一98，第26図一249

和歌山県教育委員会『和歌山県文化学術調査報告書』第三冊，1968，pp。17～68，第17図

海南市文化財調査会・海南市教育委員会r亀∫ll遺跡』V，1985，第22図一110

i愛知考講談識r〈嬢嫌土器〉文化をめぐる二二一門から弥生一』資三編L1985P．4・聯咽

『和歌山県史』考古編，1983，図473

i福井県漏話埋蔵文化財調査センターr吉河遺跡発掘調査概鞠，1986，第24図一2・5・11，購17－22
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athliation　with　‘Chu－long’　and　might　have　evolved　out　of　the　latter　in

the　current　of　cultural　unification　of　China　throughout　the　Spring－Autumn

period　and　the　Warring－States　period．　‘Chu－rong’　plays　almost　the　same

role　as　‘Chu－long’　does　and　is　closely　linlced　with　Sun－belief　although　his

appearance　has　changed　to　become　more　humaB　and　less　beastly．　Because

‘Chu－long　and　Sun－belief　were　indivisible　in　origin，　it　is　natural　to　see

that‘Chu－rong’apPears　with　the‘Sprite　tree（扶桑）’on　the　T－shaped

painting　Siiks　of　the　Mawangtui　Tornbs　o£　the　Han　dynasty　in　Changsha，

Hunan　Province．　This　unification　incontroveitibly　illustrates　how　this

essential　element　of　the　Sanxingdui　belief　was　inherited　in　China　several

centuries　later．

　　To　conclude，　the　Sanxingdui　discovery　will　not　only　be　verified　as　an

independent　civilization，　but　will　also　most　likely　lead　us　to　the　conclusion

that　the　basic　part　of　the　myth　recerded　in　“　Shanhaiqing　”　was　originally

the　belief　of　the　ancient　Shu　and　was　gradually　absorbed　into　the

beiief－system　of　the　Yangtez　valley　after　the　fali　of　that　civilization．

Eventually　this　belief　was　accepted　by　the　rest　of　China．

Rigional　interaction　during　the・Yayoi　Period

　　　　　　Typological　change’s　in，　and　movement　of，

　　　　　　　　　　Yayoi　Pottery　in　the　lsewan　Region

by

ITo　Atsushi

　　This　paper，　based　on　an　investigation　of　pottery　during　the　Early　and

Middle　Yayoi　Periods　for　the　purposes　of　understanding　social　trends　in

East　and　West　Japan　following　the　spread　of　Yayoi　culture，　contributes

to　the　clarification　of　the　nature　of　the　interaction　between　the　lsewan

and　Kinki　regions　during　that　period．

　　From　a　typological　investigation　of　the　design　techniques　apparent　in

pot－shaped　pottery　found　in　the　Owari　PlaiR，　it　is　seen　that　with　the

passage　of　time　the　process　of　during　designs　tended　to　be　omitted　and

burnishing　techniques　gradually　degenerated．　Having　established　the

chronological　sequence　of　these　changes，　together　with　their　partlcuiar．
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characteristics　the　Middle　Yayoi　Period　in　the　lsewan　region　is　divided

into　five　stages．

　　From　a　collection　and　examination　of　pottery　from　throughout　the

Kinki　and　lsewan　regions　and　from　east　of　the　lsewan　region，　it　is　seen

that　whilst　in　the　Early　Yayoi　Period　imported　pottery・　is　found　throur．

ghout　the　whole　region，　in　later　periods　its　distribution　is　restricted　to

areas　ciosest　to　lsewan，　no　imported　pottery　being　found　outside　of　lsewan

by　the　Middle　Period－4．

　　Changes　in　Yayoi　pottery　in　the　Kinki　region　are　conventiona11y

understood　to　be　1inked　to　developments　in　design　technique　made

possible　by　effective　ilse　of　the　potter’s　wheel．　From　this　investigation

it　can　be　seen　that　in　the　lsewan　region　such　changes　were　not　related

to　the　use　of　the　potter’s　wheel　but　were　the　result　of　attempts　to　achieve

the　most　ethcient　design　techniques　possible　without　use　of　the　wheel．

The　Middle　Period－4　in　lsewan，　which　corresponds　to　the　Later　Period

3－4　in　Kinki，　can　be　seen　as　a　period　when　the　directions　of　change　in

pottery　design　in　the　two　regions　were　opposed　and　movement　of　pottery

between　the　regions　was　coming　to　an　end．　ln　other　words，　changes

in　pottery　in　the　lsewan　region　are　cieariy　reflected　in　its　interactlon

with　the　Kinki　regien，　and　furthermore，　from　a　comparison　with　the

surrounding　areas，　are　seen　to　correspond　closely　with　changlng　social

trends　throughout　East　and　West　Japan　at　that　time．

　　　　　　　The　Folklore　Studies　of　Yanagita　Kunio　and

Todai　Shinjinkai：　With　special　reference　to　Omachi　Tokuzo

by

TsuRuMi　Taro

　　In　the　1930’s　Yanagita　Kunio柳田國男developed　his　own　style　of　folk

research　and　in　1935　established　the　Fo玉k　Seciety民間伝承の会，　which

many　leftists　joined　as　a　result　of　the　thought　control　activities　of　tlie

government．　Some　of　these，　who　had　been　members　of　Todai　Shinjinkai

東京帝大新人会，and　who　had　been　leaders　in　the　students’socia正move－

ment　of　the　1920’s　devoted　themselves　to　Yanag圭ta，s　folk正ore　studies．　It
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