
山
城
に
お
け
る
弥
生
式
文
化
の
成
立

ー
ー
畿
内
第
－
様
式
の
細
劉
と
雲
ノ
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
遺
跡
出
土
土
器
の
占
め
る
位
置
一

佐

原

真

山城における弥生式文化の成立（佐源）

へ
【
要
約
】
京
欝
雲
・
宮
遺
跡
は
、
山
城
で
最
古
の
弥
生
愚
婦
で
あ
る
。
私
は
・
の
遺
跡
の
土
器
に
せ
こ
て
暴
、
畿
内
の
前
期
弥
生
式
毒
を
～

一
　
古
・
中
・
新
の
三
段
階
に
大
別
す
る
考
え
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
雲
ノ
寓
遺
跡
と
そ
の
土
羅
に
つ
い
て
の
べ
た
の
ち
、
現
在
ま
で
に
提
案

…
畿
糠
韓
総
翻
欝
欝
欝
凹
脚
環
縞
譲
襲
纏
鰍
謂
楓
聾
難
覇
灘
韓
晶
轡

　
崩
し
突
帯
篇
と
「
貼
り
付
け
突
帯
」
を
と
ら
え
、
削
り
難
し
妻
帯
出
現
に
先
立
っ
段
階
、
嵐
現
し
た
段
階
、
貼
り
付
け
突
轡
の
嵐
現
し
た
段
階
を
そ
れ
ぞ

　
れ
臼
安
と
し
て
、
第
五
様
式
土
器
を
三
段
階
に
大
別
す
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
雲
ノ
宮
遺
跡
の
土
器
が
第
－
様
式
㈲
に
属
す
る
こ
と
を
み
と
め
て
、
山

　
城
の
弥
生
式
文
化
の
戸
立
時
期
を
決
め
、
そ
の
低
播
径
路
、
隣
接
地
域
と
の
懇
願
な
ど
に
つ
い
て
山
蛭
す
る
。
吏
林
五
〇
巻
吾
す
雪
穴
七
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
七
年
、
束
海
道
新
幹
線
の
敷
設
工
事
の
際
、
中
由
氏
は
、
雲

　
　
　
　
ま
じ
め
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
い
で

　
京
都
府
長
岡
賭
雲
ノ
宮
遺
跡
は
、
昭
和
三
五
年
、
名
神
高
速
道
路

の
建
設
工
事
の
さ
い
に
、
中
山
修
一
氏
が
発
見
し
た
弥
生
式
遺
跡
で

あ
る
。
京
都
府
教
育
委
員
会
は
、
同
年
一
二
月
末
に
調
査
を
実
施
し
、

横
寓
浩
一
・
田
辺
昭
三
揺
が
現
場
を
撮
落
し
た
。

ノ
宮
遺
跡
の
北
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
長
岡
町
の
鶏
冠
井
で
弥
生
式
遺

跡
を
ふ
た
た
び
発
見
し
た
。
京
都
府
教
育
委
員
会
が
調
査
を
実
施
し
、

田
辺
氏
と
佐
原
が
そ
れ
を
担
当
し
た
〔
田
辺
昭
三
．
佐
原
真
一
九
六
五
〕
。

　
こ
の
二
つ
の
遺
跡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
山
城
の
弥
生
式
文
化
が
前

期
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
は
じ
め
て
明
確
と
な
り
、
山
城
の
弥
生
式
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文
化
の
系
譜
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
考
え
を
訂
正
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
私
は
、
雲
ノ
宮
遺
跡
と
鶏
冠
井
遺
跡
の
土
器
の
比
較
か
ら
出

発
し
て
畿
内
の
前
期
弥
生
式
土
器
、
す
な
わ
ち
、
畿
内
第
一
様
式
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ノ

器
を
古
・
中
・
新
の
三
段
階
に
わ
け
る
考
案
を
い
だ
く
よ
う
に
な
つ

　
　
（
　
　
　
（
　
　
　
（

た
〔
田
辺
昭
三
・
佐
原
其
一
九
六
六
〕
。
、

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
雲
ノ
宮
遺
跡
と
そ
の
遺
物
を
紹
介
し
た
の
ち
、

第
－
様
式
土
器
の
細
別
を
論
じ
、
最
後
に
、
山
城
の
弥
生
式
文
化
の

成
立
を
め
ぐ
る
福
建
題
を
考
え
る
。

　
起
稿
に
あ
た
り
資
料
に
つ
い
て
便
宜
を
は
か
っ
て
下
さ
っ
た
有
光

教
一
先
生
、
資
料
の
公
開
を
ゆ
る
さ
れ
た
横
山
・
田
辺
爾
氏
、
多
く

の
教
示
を
い
た
だ
い
た
中
山
氏
、
測
図
・
製
図
に
協
力
ね
が
っ
た
工

楽
善
通
・
石
井
則
孝
・
高
島
忠
平
・
阿
部
義
平
氏
な
ら
び
に
遅
筆
の

私
を
終
始
督
励
さ
れ
た
近
藤
婦
道
氏
に
感
謝
の
音
心
を
表
す
る
。

1
　
嚢
ノ
営
遺
跡

　
A
　
遺
　
　
　
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
た
り

　
雲
ノ
宮
遺
跡
は
、
京
都
府
乙
訓
郡
長
岡
町
神
足
に
あ
り
（
国
土
地

理
院
五
万
分
一
地
図
「
京
都
西
南
部
」
東
北
隅
か
ら
一
九
・
エ
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
東
舗
隅
か
ら
一
一
〇
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
、
標
高
は
約
ニ
畑
鼠
！

ト
ル
で
あ
る
。
こ

の
地
は
、
西
に
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

京
都
盆
地
藷
部
　
　
　
　
　
・
・
．
…
聖
緬

の
の
ど
か
な
水
田
　
　
、
　
．
、
　
　
叢
鴛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

地
帯
の
「
部
を
な

し
て
き
た
が
、
い

ま
や
、
喧
繰
た
る
現
代
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
（
第
一
麟
）
。
神
足

付
近
で
は
三
つ
の
鉄
道
が
、
束
か
ら
菓
海
道
新
幹
線
・
東
海
道
本

線
・
阪
急
電
鉄
の
順
に
、
平
行
し
て
ほ
雲
南
北
に
走
っ
て
い
る
。
そ

し
て
新
幹
線
と
本
線
と
の
問
に
は
、
名
神
高
速
道
路
が
、
や
は
り
そ

れ
ら
と
平
行
に
の
び
て
い
る
。
中
山
修
一
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
土

器
片
が
散
布
し
て
い
る
の
は
、
新
幹
線
と
高
速
道
路
と
に
は
さ
ま
れ

た
、
東
西
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
ま
た
古
市
の
部
落
か
ら
東
に
の
び

て
き
た
道
を
北
の
眼
界
と
し
て
、
難
訓
も
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
範

囲
内
で
あ
る
。
遺
跡
の
東
北
に
は
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
工
場
が
あ
っ

て
、
好
適
な
目
標
物
と
な
っ
て
い
る
。
中
山
氏
が
こ
の
遺
跡
で
採
集
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由娃に訟ける弥生式文化の戒立（佐原）

し
た
遺
物
に
は
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
第
一
様
式
土
器
の
ほ
か
に
、

第
遅
様
式
・
第
三
あ
る
い
は
第
W
様
式
土
器
も
み
ら
れ
、
長
岡
京
時

代
の
土
師
器
・
須
恵
器
、
中
世
の
瓦
な
ど
も
あ
る
。

　
横
ゐ
山
・
田
辺
氏
は
、
方
形
発
掘
区
（
二
×
ニ
メ
ー
ト
ル
）
’
蛋
一
二
ヵ
研

も
う
け
、
第
－
様
式
土
器
の
包
含
層
の
存
在
を
確
認
し
た
。
包
含
層

は
有
機
質
の
色
に
よ
っ
て
暗
褐
色
を
て
い
し
て
お
り
、
耕
土
（
○
～

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
床
土
（
書
色
粘
土
に
酸
化
鉄
の
沈
澱
し
た
も
の
。

一
五
～
三
八
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
）
の
下
に
あ
り
、
こ
れ
を
粘
質
を
お
び

た
上
部
（
三
八
～
五
〇
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
）
と
、
砂
質
を
お
び
た
下
部
（
五

〇
～
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
に
わ
け
て
遺
物
を
採
集
し
た
。
な
お
、

耕
土
中
に
は
土
師
器
と
瓦
器
、
床
土
中
に
は
土
師
器
・
須
恵
器
を
ふ

く
ん
で
い
た
。

　
露
　
遺
　
　
　
物

　
雲
ノ
宮
遺
跡
の
弥
生
式
土
器
は
、
お
よ
そ
五
〇
〇
片
、
ミ
カ
ン
箱

一
杯
て
い
ど
の
少
量
で
あ
る
。
包
含
層
で
出
土
し
た
土
器
の
う
ち
、

口
縁
部
・
顛
部
や
紋
様
な
ど
で
時
代
の
わ
か
る
五
、
六
〇
片
の
破
片

は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
第
玉
様
式
に
ぞ
く
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土

器
の
胎
土
の
中
に
は
爽
雑
物
と
し
て
多
鐙
の
砂
粒
を
混
入
し
て
お
り
、

前
期
の
土
器
と
し
て
の
特
色
を
よ
く
し
め
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
他

の
地
点
で
採
集
し
た
第
H
～
第
W
様
式
の
土
器
で
は
、
砂
粒
混
入
が

多
い
も
の
で
も
第
一
様
式
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
微
量
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
包
含
層
中
出
土
の
土
器
の
大
半
を
し
め
る
、
無

エ1
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紋
の
胴
部
破
片
も
ま
た
多
量
の
砂
粒
を
ま
じ
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
す
べ
て
箏
様
式
と
判
断
し
下
賜
・
土
器
の
色
繕
褐
色
炭

色
の
も
の
が
多
く
、
赤
味
を
お
び
て
い
る
も
の
は
す
く
な
い
。
器
壁

の
深
層
は
暗
灰
色
を
て
い
す
る
も
の
が
多
く
、
焼
成
は
最
上
と
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
な
い
。
こ
の
ほ
か
黒
斑
を
の
こ
す
も
の
、
甕
な
ど
に
は
煤
が
付
着

す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

　
器
種
に
は
壷
・
鉢
・
箋
が
あ
る
。

壼
　
　
部
分
ご
と
に
記
述
す
る
。
9
縁
部
は
あ
ま
り
大
き
く
ひ
ら
か

な
い
。
端
面
は
ま
る
み
を
お
び
、
そ
の
上
に
、
加
飾
は
な
い
。
蓋
に

対
応
し
た
紐
孔
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
他
に
口
縁
部
が
広
く
ひ
ら
く

も
の
が
少
し
あ
る
。
端
薦
は
ほ
9
平
ら
に
面
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
一
例
は
端
面
下
端
に
測
三
紋
を
も
っ
て
い
る
。
包
含
層
上
部
の
出

土
で
あ
っ
て
あ
る
い
は
第
旦
様
式
に
さ
が
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

口
縁
部
の
下
に
は
、
ω
段
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
も
の
（
第
二
図
－
）
、

②
箆
描
き
の
直
線
紋
を
二
条
か
そ
れ
以
上
め
ぐ
ら
し
た
も
の
、
㈹
突

帯
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
突
帯
は
粘
土
紐
を
は
り
つ
け
て
め
ぐ
ら
し
た
も
の
で
は
な
く
、

突
帯
に
す
る
部
分
だ
け
を
の
こ
し
て
そ
の
上
も
下
も
段
状
に
け
ず
り

と
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
削
り
出
し
突
帯
」
の
名
で
よ

び
、
さ
ら
に
こ
れ
に
第
－
種
・
第
頁
種
の
一
一
種
類
を
み
と
め
た
い
。

糊
り
出
し
突
帯
の
第
一
種
は
戸
数
ミ
リ
メ
…
ト
ル
で
、
上
面
に
箆
描

き
直
線
紋
を
く
わ
え
て
い
な
い
も
の
（
第
二
図
2
）
で
あ
っ
て
、
第
H
種

は
幡
ひ
ろ
～
＼
晶
帯
上
面
に
箆
描
き
直
線
紋
を
ひ
い
た
も
の
（
第
二

図
3
・
4
）
で
あ
る
。

　
よ
そ
の
遺
跡
の
実
例
を
も
あ
わ
せ
検
討
す
る
と
、
削
り
要
し
黒
帯

に
は
高
く
突
出
し
た
も
の
（
a
種
）
と
、
低
く
廊
平
な
も
の
（
b
種
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
大
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
第
三
図
で
黒
く
あ
ら
わ
し
た
の
は
掌
り
と
っ
た

蔀
分
）
。

　
a
種
は
深
く
け
ず
り
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
削
る
範
囲

騰臥
第3こ口海llり繊し突

　　帯のa種・b種
　　　　　左a鍾
　　　　　岩b種

な
れ
て
い
る
ほ
ど
し
だ
い
に
あ
さ
く
劇
る
か
ら
、

い
を
例
に
と
る
と
、
け
ず
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
口
縁
部
の
外
反
の

度
合
を
や
や
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
b
種
は
、
浅
く
け
ず
り
だ
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
削
る
範
闘
も
せ
ま
い
。
突
帯
上
面
は
、
そ

も
輻
広
い
。
黒
帯
上
瀟
は
そ

の
上
下
の
面
を
つ
ら
ね
た
面

上
か
ら
外
に
は
ず
れ
て
突
零

し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、

突
帯
に
近
い
ほ
ど
深
く
、
は

　
　
　
　
口
頸
部
間
の
ば
あ
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の
上
下
の
面
を
つ
ら
ね
た
葡
上
に
の
っ
て
い
る
。
潮
り
出
し
突
帯
の

上
面
に
は
、
円
形
竹
蛇
紋
そ
の
他
の
刻
肖
紋
・
刺
突
紋
を
く
わ
え
た

も
の
も
多
い
が
、
本
遺
跡
に
は
そ
の
実
例
が
な
い
。
た
だ
し
、
懸
り

出
し
突
残
響
－
種
の
下
に
木
葉
紋
と
み
ら
れ
る
紋
様
の
一
部
が
み
え

る
破
片
が
あ
る
（
第
左
図
在
）
。

　
つ
ぎ
に
頸
部
か
ら
胴
部
に
か
け
て
み
る
と
、
ω
頸
部
側
に
低
く
胴

部
側
に
高
い
段
が
あ
り
、
段
の
下
に
箆
描
き
蔽
線
紋
を
二
～
四
条
め

ぐ
ら
し
た
も
の
（
第
三
図
5
）
、
②
削
り
出
し
突
帯
第
－
種
あ
る
い
は

第
二
種
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
、
③
箆
描
き
直
線
紋
を
め
ぐ
ら
し
た
も

の
が
あ
る
。
煎
干
瓢
の
数
は
二
、
三
条
を
ふ
つ
う
と
す
る
。
一
例
の

・
み
で
は
、
六
条
の
細
い
晦
線
上
に
短
い
縦
線
を
く
わ
え
て
い
る
（
第

閥
図
中
）
。

鉢
　
　
外
反
す
る
擬
縁
部
を
も
つ
ふ
つ
う
の
鉢
と
、
口
縁
部
が
内
獲
、

ぎ
み
に
た
つ
鉢
（
第
二
図
－
o
）
と
が
あ
る
。
前
者
か
ら
は
が
れ
た
瘤
状

把
手
が
一
つ
あ
る
（
第
二
騨
9
）
。

甕
　
　
頸
部
を
無
紋
と
す
る
も
の
（
第
二
麟
1
1
・
1
2
）
と
、
こ
こ
に
箆
描

き
盗
羅
紋
を
一
～
三
条
め
ぐ
ら
す
も
の
（
第
二
騒
1
3
1
1
5
）
と
が
あ
る
。

こ
の
碕
者
の
お
の
お
の
に
、
口
縁
端
に
刻
書
紋
を
く
わ
え
た
も
の
、

く
わ
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
諸
王
に
3
条
の
直
線
紋
を
も
つ

へ
華
！
一

．
／
購

　
　
　
　
の
べ
の

魏
黙

　
　
．
壊

　
　
　
・
’
、
．
・
、

第4図　雲ノ宮遺跡出土弥生式土器の紋様

部
分
で
土
器
が
わ
れ
る
と
、
粘
土
帯
上
端
は
、

さ
ず
、
平
滑
で
一
見
潤
縁
部
の
よ
う
に
み
え
、

下
端
は
、
下
の
粘
土
帯
の
上
端
の
逆
の
形
状
を
て
い
す
る
こ
と
に
な

る
、
英
国
の
ス
チ
ブ
ソ
ソ
ソ
は
こ
の
よ
う
に
わ
れ
た
粘
土
帯
上
端
を

　
　
　
④

㌶
回
。
，
？
ほ
ヨ
擬
目
縁
と
よ
ん
で
い
る
〔
。
。
詩
爵
器
。
乞
一
九
五
三
〕
。

　
雲
ノ
宮
遺
跡
の
第
－
様
式
土
器
に
は
、
粘
土
帯
の
端
が
な
な
め
に

一
例
で
は
、
下
線
紋
の
間
に
刺
突
紋
を
配

し
て
い
る
（
第
四
図
省
）
。

土
器
成
形
に
つ
い
て
の
哨
所
見
一
i
擬
自
縁

い
つ
ば
ん
に
、
粘
土
帯
を
つ
み
あ
げ
る
方

法
で
土
器
を
成
形
す
る
さ
い
、
粘
土
帯
上

端
に
手
を
く
わ
え
て
、
そ
の
上
に
の
せ
る

粘
土
帯
と
の
接
着
を
強
綱
に
す
る
工
央
が

し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
粘

土
帯
を
つ
み
重
ね
る
土
器
の
成
形
方
法
に

お
い
て
は
、
下
に
な
る
粘
土
帯
は
、
そ
の

上
に
く
る
粘
土
帯
の
重
さ
に
よ
っ
て
変
形

を
こ
う
む
ら
な
い
て
い
ど
に
か
わ
い
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
詠
わ
せ
臼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
な
る
破
算
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
上
に
く
る
粘
土
帯

／le7 （737＞



第5図獣形過程をしめ
　　　　す土器
　上大阪府船橋遺跡
　　　　（縄紋晩期末）

　下　大阪府瓜生堂遺跡
　　　　　（弥生前期）

な
っ
て
は
が
れ

た
も
の
が
い
く

つ
か
あ
る
。
面

が
ほ
ぼ
平
ら
な

の
で
、
別
口
縁

か
そ
の
逆
形
か

の
区
別
は
む
ず
か
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
粘
土
帯
上
端
を

斜
面
に
つ
く
れ
ば
、
ρ
ぎ
の
粘
土
帯
と
の
接
着
面
が
広
く

な
る
理
屈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
斜
面
に
は
、
土
器
の

外
面
側
に
高
く
内
面
側
に
低
い
も
の
（
内
傾
と
よ
ぶ
）
と
、

内
、
面
側
に
高
く
外
面
側
に
低
い
も
の
（
外
回
と
よ
ぶ
）
と
が

あ
り
う
る
が
、
上
下
が
判
別
で
き
な
い
破
片
に
か
ん
し
て

は
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
底
部
に
直
続
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
一
例
で
は
、
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

端
と
も
外
傾
の
斜
面
を
も
っ
て
い
る
（
笙
一
図
6
）
。
雲
ノ
宮

遺
跡
の
、
憎
憎
の
擬
q
縁
は
、
畿
内
第
－
様
式
の
成
形
方
法

と
し
て
特
殊
な
例
で
は
な
く
、
通
有
な
も
の
ら
し
い
。
東

大
阪
市
瓜
生
堂
遣
跡
出
土
の
第
至
様
式
土
雛
の
盗
は
、
や

は
り
外
傾
の
擬
口
縁
を
も
つ
好
例
で
あ
る
ハ
第
筑
図
工
）
。
こ

笏

！

秘
、

、

驚灘隷
’・

　ノ　　へ
許「藻’・、

繍｛・1懸’用

　　融

　り　　㍉

　
　
、
、
　
　
　
　
　
！
　
ゴ
■

　
、
・
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

　
　
　
　
　
　
　
／

ム
馨
5

轟
鍵
蕊
響

ム
例
▽
4

轟
攣

瓢

（
）
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・t．．．

j 　　　10C粗

7　utm＝x＝X第6図雲ノ宮遺跡の贋難縮尺1／2
108　（738＞

　
　
　
　
6

芦
一

審
嬰



山城における弥生式文化の成立（佐原）

の
実
例
で
は
そ
の
斜
面
に
指
頭
で
凹
み
を
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
に
応

じ
て
上
に
く
る
粘
土
帯
下
端
に
は
、
そ
れ
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
う
つ
つ

　
　
⑥

て
い
る
（
第
五
図
下
）
。

鶏
冠
井
遺
跡
の
土
器
と
の
ち
が
い
　
　
雲
ノ
宮
遣
跡
の
第
－
様
式
土
器

は
、
鶏
冠
井
遺
跡
の
そ
れ
と
は
か
な
り
こ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
鶏

冠
井
〔
田
辺
昭
三
・
佐
原
纂
一
九
六
五
〕
の
壷
に
は
雲
ノ
宮
の
壷
に
通
有
な

段
や
、
削
り
幽
し
落
葉
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
反
面
、
壷
の
頸
部
や

胴
部
に
め
ぐ
ら
す
箆
描
き
直
線
紋
の
条
数
は
多
い
。
四
条
以
上
が
ふ

つ
う
で
あ
り
、
　
一
〇
条
に
お
よ
ぶ
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
、
粘
土
紐

を
は
り
つ
け
た
突
帯
紋
が
あ
る
。
「
（
糀
土
帯
）
貼
り
付
け
黒
帯
扁
は
、

粘
土
紐
を
は
り
つ
け
て
こ
れ
を
瞬
転
塗
上
で
横
方
向
に
な
で
つ
け
て

し
あ
げ
た
突
帯
で
あ
る
。
一
条
で
も
ち
い
る
も
の
、
複
数
で
も
ち
い

る
も
の
の
鋼
が
あ
る
。
甕
に
お
い
て
も
頸
部
に
四
、
五
条
、
あ
る
い

は
八
条
の
直
線
紋
を
も
ち
い
た
も
の
が
あ
る
。
両
遺
跡
の
土
器
は
と

も
に
量
的
に
は
と
ぼ
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
対
照
は
き
わ
め
て
い
ち

じ
る
し
い
。
こ
の
差
違
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
で
と
り
あ
げ
る
。

石
器
　
　
包
合
層
中
か
ら
、
第
一
様
式
土
器
に
と
も
な
っ
て
春
型
蛤

刃
石
斧
の
頭
部
破
片
1
個
（
第
六
図
－
）
と
石
鐡
1
個
（
岡
4
）
と
が

娼
遷
し
た
。
　
他
に
付
近
で
太
型
蛤
刃
石
斧
の
腰
部
を
ふ
く
む
破
片

（
同
2
）
、
石
錐
（
同
3
）
、
石
婦
3
個
（
岡
5
－
7
）
、
剥
片
石
器
1
個
を
採

集
し
た
。
打
製
石
器
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
、
石
斧
は
硬
質
砂
岩
製
で
あ

る
っ
石
鐡
4
は
一
グ
ラ
ム
あ
る
。

翌

畿
海
第
－
様
式
の
細
別

　
A
　
今
里
・
杉
原
・
小
林
三
氏
の
考
え

　
畿
内
第
－
様
式
の
細
甥
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
き
た
か
。

今
里
幾
次
氏
の
吉
合
式
・
西
瓜
破
式
　
　
昭
和
一
七
年
、
今
盤
幾
次
氏

は
、
大
阪
府
瓜
破
遺
跡
採
集
の
土
器
に
よ
っ
て
、
畿
内
第
至
様
式
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

細
別
を
こ
こ
ろ
み
た
〔
今
里
幾
次
一
九
四
二
〕
。
今
里
琉
の
西
瓜
破
風
一
類

土
器
の
分
折
は
精
緻
で
あ
る
が
こ
こ
に
そ
の
大
要
を
紹
介
す
る
。

　
壷
形
土
器
の
「
口
縁
部
は
通
常
緩
か
に
外
反
し
、
余
り
長
く
な
い

が
、
中
に
は
や
や
強
く
水
平
近
く
に
ま
で
反
転
し
、
少
し
長
く
発
達

す
る
も
の
が
あ
る
」
。
口
留
端
部
は
無
紋
の
も
の
の
ほ
か
野
縁
紋
・
綾

杉
紋
・
直
線
紋
な
ど
を
く
わ
え
た
も
の
が
あ
る
。
頸
部
は
な
だ
ら
か

に
屈
折
し
、
箆
描
き
の
直
線
紋
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
が
も
っ
と
も
多

く
、
男
帯
直
線
紋
の
使
用
例
が
こ
れ
に
つ
い
で
い
る
。
ま
れ
に
は
、
こ

の
両
老
を
併
用
し
た
も
の
も
あ
る
μ
腹
部
は
張
り
が
つ
よ
い
。
紋
様

IIO9 （739）



は
上
腹
蔀
に
み
ら
れ
、
　
「
大
部
分
は
頸
部
に
近
い
上
位
の
部
分
と
最

大
腹
径
部
に
近
い
下
位
の
部
分
と
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
複
雑
な
も

の
は
頸
部
に
連
接
し
て
上
腹
部
一
面
に
渉
っ
て
み
る
扁
。
や
は
り
箆
描

き
直
線
紋
が
多
く
、
突
帯
置
線
紋
が
こ
れ
に
つ
い
で
お
り
、
両
者
併

用
の
実
例
も
あ
る
。
特
殊
な
紋
様
と
し
て
は
、
胴
上
部
と
中
部
の
突

帯
直
線
紋
の
あ
い
だ
を
縦
の
突
帯
で
区
画
し
、
そ
こ
に
突
帯
重
彩
紋

を
い
れ
た
も
の
が
あ
る
。
ふ
つ
う
の
壷
以
外
に
は
、
無
門
前
で
、
突

帯
と
箆
描
き
直
線
紋
と
を
共
有
し
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
細
頸
壷

と
み
ら
れ
る
も
の
に
箆
描
き
流
水
紋
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
鉢
は
肉
縁
の
外
反
す
る
も
の
が
多
く
、
颪
口
の
も
の
が
こ
れ
に
つ

い
で
い
る
。
瘤
状
把
手
が
つ
く
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
直
口
の
も
の

に
限
っ
て
、
条
数
の
多
い
箆
描
き
薩
線
紋
を
く
わ
え
て
い
る
。

　
甕
の
形
態
に
は
、
胴
の
張
り
が
よ
わ
い
も
の
、
つ
よ
い
も
の
、
獄

縁
部
が
直
角
に
突
出
し
て
内
側
に
稜
を
つ
く
る
も
の
、
ほ
と
ん
ど
止

口
に
近
い
も
の
な
ど
の
変
化
が
あ
る
。
頸
部
に
紋
様
を
も
た
ぬ
饗
が

概
算
で
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を
し
め
る
。
こ
れ
に
は
口
跡
蔀
に
刻

鼠
紋
を
も
つ
も
の
と
も
た
ぬ
も
の
と
が
あ
る
が
、
後
者
は
と
く
に
多

く
甕
全
体
の
二
分
目
一
を
し
め
る
。
の
こ
る
三
分
の
一
が
口
縁
下
に

箆
描
き
測
線
紋
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
条
数
は
一
一
一
一
〇
数

条
に
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
口
縁
部
に
刻
鼻
紋
を
も
つ

が
、
と
き
に
そ
れ
を
欠
く
も
の
も
あ
る
。
特
殊
例
と
し
て
は
、
四
条

の
直
線
紋
下
に
三
角
形
刺
突
紋
列
を
つ
け
た
も
の
、
八
条
の
沈
線
の

中
間
に
円
形
浮
紋
列
を
一
列
付
’
加
し
た
も
の
、
な
ど
が
あ
り
、
ま
た

．
頸
部
に
一
条
の
突
帯
磁
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
今
里
琉
は
詳
細
な
分
類
の
の
ち
、
こ
れ
ら
が
畿
内
第
－
様
式
に
所

属
し
な
が
ら
、
畿
内
第
一
様
式
の
も
つ
総
て
の
特
徴
を
そ
な
え
た
も

の
で
は
な
く
門
従
来
余
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
特
微
を
も
有
す
る
」
こ

と
か
ら
、
　
「
そ
れ
が
ほ
ぼ
単
一
の
遊
蕩
を
保
ち
薫
る
短
い
一
時
期
に
、

一
つ
の
様
式
を
構
成
し
た
」
も
の
と
推
察
し
、
　
「
顯
瓜
破
第
一
類
土

器
は
畿
内
第
一
様
式
の
或
る
部
分
が
様
式
と
し
て
独
立
す
る
も
の
と

も
言
へ
る
」
も
の
と
考
え
た
。
つ
い
で
、
畿
内
第
玉
様
式
の
中
で
、

西
瓜
破
魔
一
類
土
器
に
共
通
し
な
い
部
分
が
一
つ
の
様
式
を
形
成
し

て
存
在
す
る
好
例
と
し
て
兵
庫
県
神
戸
市
垂
水
区
玉
津
阻
吉
田
遺
跡

を
と
り
あ
げ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
両
遺
跡
の
土
器
を
比
較
し
た
。

　
　
先
づ
壷
形
土
器
に
於
て
は
、
播
磨
古
葉
遺
跡
の
土
器
が
概
し
て
沈
直
線

　
文
線
条
の
僅
少
、
そ
れ
以
外
の
罫
描
文
i
木
葉
状
文
・
心
労
文
・
斜
格
文
・

　
斜
線
文
等
の
盛
行
、
戯
三
文
の
稀
少
、
段
の
盛
行
、
口
頻
部
の
短
小
、
口

　
唇
の
無
文
及
び
器
画
の
研
磨
等
の
特
徴
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
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出城における弥生式文化の成立（佐原）

　
こ
れ
と
紺
際
的
に
西
瓜
破
第
一
類
土
器
は
一
般
に
平
行
沈
直
線
文
の
複
雑

　
化
と
薩
線
化
、
土
塁
凸
置
文
の
盛
行
、
段
の
衰
退
、
口
頸
部
の
発
達
、
時

　
に
は
口
唇
の
施
文
、
刷
毛
臼
の
残
存
等
の
諸
特
徴
を
有
し
、
更
に
吉
田
土

　
器
に
晃
出
さ
れ
な
い
無
頸
壷
、
細
頚
壷
（
流
水
文
）
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
両
遺
跡
の
土
器
を
く
ら
べ
た
ば
あ
い
、
壷
類
に
差
が
明

確
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
甕
の
類
で
は
差
違
が
小
さ
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
飾
ら
れ
る
土
器
、
飾
ら
れ
ぬ
土
器
の
性
格
に
帰
し
う
る
も

の
と
説
明
し
た
の
ち
、
西
瓜
破
第
一
類
土
器
と
畿
内
第
旦
様
式
と
の

近
似
性
を
あ
げ
、
い
っ
ぽ
う
吉
田
遺
跡
の
土
器
と
畿
内
第
H
様
式
と

の
嗣
に
は
相
当
の
差
異
が
み
と
め
ら
れ
、
北
九
州
の
最
古
の
遠
賀
川

式
土
器
に
類
似
す
る
こ
と
を
の
べ
、
畿
内
第
－
様
式
を
前
半
と
後
半

と
に
細
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
吉
田
式
・
西
瓜
破
式
と
よ
ぶ
こ
と
を
提

鳴
し
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
今
里
氏
は
畿
内
隣
接
地
方
の
遠
賀
川
式

土
器
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
中
部
瀬
戸
内
で
は
吉
田
式
に
併
行
す
る

土
器
か
ら
み
と
め
ら
れ
る
が
、
伊
勢
湾
沿
岸
で
は
吉
田
式
併
行
の
土

器
は
な
く
、
礪
瓜
破
式
併
行
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
東
の
地
域
が
そ
れ
以
西
よ
り
も
時
期
的
に
お
く
れ
て
弥
生
式
時
代

に
入
っ
た
こ
と
ま
で
論
じ
て
む
す
ん
で
い
る
。
今
里
氏
の
こ
の
す
ぐ

れ
た
分
析
と
解
釈
と
が
そ
の
後
正
当
に
評
価
さ
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
引

用
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
は
不
可
思
議
で
あ
る
。

杉
原
堰
選
書
の
唐
古
式
（
康
古
一
a
式
）
・
瓜
破
式
（
唐
古
I
b
式
）
　
　
昭

和
二
五
年
、
杉
原
荘
介
細
土
は
、
畿
内
前
期
の
土
器
を
唐
古
式
・
瓜

破
式
の
二
様
式
に
よ
び
わ
け
て
い
る
〔
杉
凍
荘
介
一
九
五
〇
〕
。
内
容
に
つ

い
て
は
具
体
的
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
三
〇
年
に
な
っ
て
畿
内
第

－
様
式
が
「
凋
辺
部
の
発
達
し
な
い
木
羅
文
の
盛
行
す
る
壷
と
、
欝

辺
部
が
広
く
外
方
に
拡
が
り
隆
起
文
の
盛
行
す
る
壷
に
分
か
れ
る
し

と
し
て
前
者
を
唐
古
式
、
後
者
を
瓜
破
式
と
し
て
い
る
〔
杉
原
器
具
一

九
五
五
〕
。
昭
禰
三
一
年
に
は
、
瓜
破
式
の
甕
の
説
明
と
し
て
「
口
辺

下
部
の
平
行
早
藤
の
数
が
多
く
な
る
」
と
の
べ
て
い
る
〔
杉
原
荘
介
一

九
璽
0
。
　
し
か
し
杉
原
博
士
の
瓜
破
式
の
内
容
が
明
確
に
さ
れ
た

の
は
、
神
沢
勇
一
氏
と
と
も
に
瓜
破
遺
跡
の
報
借
を
ま
と
め
た
際
で

あ
っ
た
〔
杉
凍
・
神
沢
一
九
六
一
〕
。
同
遺
跡
の
土
器
に
は
壷
・
饗
・
鉢
・

蓋
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
萱
は
二
類
、
甕
は
三
類
に
細
別
さ
れ
た
。
壷

の
第
一
類
は
、
　
「
口
辺
部
が
大
き
く
外
反
し
、
筒
形
の
頸
部
が
徐
々

に
胴
部
へ
移
行
す
る
篇
。
「
一
般
に
頸
部
と
肩
部
に
平
行
沈
線
文
帯
が

め
ぐ
ら
さ
れ
る
。
な
お
文
様
部
分
を
浮
彫
的
に
し
た
も
の
　
（
佐
原
注

段
と
削
り
思
し
突
帯
と
を
さ
す
）
4
℃
多
い
。
　
壷
の
第
二
類
は
、
　
「
口
辺

部
が
極
端
に
外
方
に
広
が
り
、
頸
部
は
円
筒
形
で
短
か
く
、
胴
部
は
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横
に
強
く
張
り
出
す
」
。
「
頸
部
と
胴
部
に
粘
土
紐
を
は
り
つ
け
た
平

行
隆
線
文
帯
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
」
。
甕
は
、
頸
蔀
下
無
紋
め
第
一
類
、

ニ
ー
三
条
の
直
線
紋
を
も
つ
第
二
類
、
そ
れ
が
四
条
以
上
一
〇
条
に

お
よ
ぶ
第
三
類
に
わ
け
ら
れ
た
。
杉
原
・
神
沢
氏
は
、
壷
第
一
類
と

甕
第
一
・
二
類
が
よ
り
古
い
｛
群
、
壷
第
二
類
と
甕
第
三
類
が
よ
り

新
し
い
群
を
な
す
と
考
え
て
い
る
。

小
林
行
雄
氏
の
細
別
案
　
　
畿
内
第
王
様
式
土
器
の
な
か
に
、
よ
り
古

い
様
相
、
よ
り
新
し
い
金
柑
の
あ
る
こ
と
に
は
、
畿
内
に
お
け
る
遠

賀
川
式
土
器
の
検
出
当
初
か
ら
、
小
林
行
雄
博
士
が
み
と
め
て
い
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
兵
庫
県
吉
田
遺
跡
の
報
告
に
は
〔
小

林
行
雄
｛
九
型
ロ
、
そ
の
土
器
が
十
一
B
類
、
す
な
わ
ち
畿
内
の
遠
賀

川
式
土
器
よ
り
古
い
特
微
を
も
つ
こ
と
の
指
摘
が
あ
り
、
　
『
弥
生
式

土
器
聚
成
図
録
』
・
『
大
和
唐
古
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
』
に
お
い
て

は
、
第
一
様
式
の
よ
り
新
し
き
…
様
桐
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
。

さ
ら
に
こ
の
騒
騒
で
は
、
実
測
図
の
配
列
順
序
が
、
様
式
内
で
の
変

遷
の
方
向
を
聯
盟
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小
林
博
士
に
、
第

夏
様
式
の
な
か
に
古
・
新
の
様
相
を
み
と
め
た
が
、
そ
れ
を
あ
く
ま

で
も
一
つ
の
様
式
の
な
か
で
め
変
化
と
み
と
め
た
の
で
あ
る
。

第
工
様
式
細
別
に
つ
い
て
の
基
本
的
態
度
　
　
私
は
畿
内
第
－
様
式
を

一
つ
の
様
式
と
し
て
み
と
め
、
そ
の
な
か
で
の
新
古
を
考
え
る
小
林

博
士
の
立
場
を
支
持
し
、
第
－
様
式
土
器
は
、
第
∬
様
式
・
第
盈
様

式
土
器
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
、
一
つ
の
様
式
に
ま
と
め
て
お
く

　
　
　
　
　
⑧

べ
き
と
考
え
る
。
し
か
も
、
現
状
で
は
畿
内
第
－
様
式
の
細
別
は
、

特
定
の
遺
跡
名
を
冠
し
て
唐
古
式
・
瓜
破
式
な
ど
と
よ
び
わ
け
ら
れ

る
ほ
ど
明
解
な
も
の
と
は
お
も
わ
な
い
。
私
は
、
そ
の
な
か
に
新
古

の
様
相
が
み
と
め
ら
れ
な
が
ら
、
な
お
は
っ
き
り
分
離
で
き
な
い
様

式
に
か
ん
し
て
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
様
式
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た

い
と
お
も
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
こ
窪
か
く
み
る
ば
あ
い
に

は
、
古
い
要
素
、
新
し
い
要
素
、
あ
る
い
は
両
者
の
中
間
的
要
素
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
き
わ
め
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
様
式
を
古
・
新
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
古
・
中
・
新
に
大
別
す
る
便
法
を
仮
り
に
と
る
の
が
適
当
で
あ
る

　
（
　
　
　
（
　
　
　
（

と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
－
様
式
土
器
を
み
な
お
す
と
き
、

む
し
ろ
三
段
階
に
わ
け
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
か
つ
て
坪

井
清
足
氏
か
ら
、
唐
古
第
1
様
式
は
、
愛
知
県
西
志
賀
遺
跡
に
な
い

段
階
、
あ
る
段
階
、
そ
し
て
側
帯
紋
・
箆
描
直
線
紋
が
発
達
し
た
段

階
の
三
段
階
に
わ
け
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
考
え
を
き
い
た
こ

と
が
あ
る
。
私
の
見
解
は
、
は
か
ら
ず
も
坪
井
氏
の
考
え
に
し
た
が

う
結
果
と
な
っ
た
。

112 （742）



蕊1城における弥生式文化の成立（佐原）

　
B
　
畿
内
第
工
様
式
の
E
段
階

板
母
式
土
器
の
壼
の
作
り
方
　
　
畿
内
第
至
様
式
土
器
の
細
別
を
考
え

る
た
め
に
、
ま
ず
、
最
古
の
弥
生
式
土
器
、
す
な
わ
ち
、
北
九
州
の

板
付
式
土
器
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
板
付
式
土
器
の
壷
に
は
、
頸
部
と
胴
上
部
と
に
段
を
も
つ
も
の
が

多
い
。
ま
れ
に
は
胴
中
部
に
段
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
ま
た
底
部
と

胴
部
と
の
区
別
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
段
は
、
土
器
の
作
り
方
と

密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
板
付
式
の
壷
は
、

底
部
・
胴
部
下
半
・
胴
部
上
半
・
頸
部
・
口
縁
部
の
順
に
、
下
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
み
あ
げ
て
作
っ
て
い
る
。
各
部
分
の
重
ね
あ
わ
せ
方
の
う
ち
、
特

に
注
意
を
ひ
く
の
は
、
胴
部
と
頸
部
と
の
接
合
方
法
、
頸
部
と
目
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

部
と
の
接
合
方
法
で
あ
る
。
ま
ず
、
頸
部
と
胴
部
と
の
重
ね
あ
わ
せ

方
は
、
頸
部
の
下
端
が
胴
部
上
端
の
内
側
に
は
い
る
よ
う
に
幅
広
く

重
複
さ
せ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
．
頸
部
と
撮
縁
部
と
の
ば
あ
い
は
、
q

縁
部
下
端
が
、
頸
部
の
上
端
の
外
側
に
で
る
よ
う
に
幅
広
く
重
ね
あ

わ
し
て
い
る
。
仕
上
っ
た
土
器
で
み
る
頸
部
の
幅
は
、
内
面
で
は
上

に
も
下
に
も
も
っ
と
の
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

日
縁
部
・
頸
部
・
胴
部
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ず
れ
の
場
合

も
頸
部
側
の
方
が
一
段
低
い
段
違
い
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
第
七
図
）
。

板
付
式
の
区
分
紋
様
　
　
板
付
式
土
器
の
壷
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て

生
じ
た
口
頸
部
間
・
頸
胴
部
問
の
段
を
そ
の
ま
ま
の
こ
し
た
も
の
が

は
な
は
だ
多
い
。
し
か
し
、
段
を
な
ら
し
て
平
滑
に
し
た
も
の
も
あ

り
、
ま
た
、
段
を
平
面
的
な
表
現
に
お
き
か
え
た
も
の
か
、
こ
の
部

＼

7図　板付式壼の

　　成形漢式図

口
縁
部
と
頸
部
と
を
へ
だ
て
る
部
分
、

部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
お
か
れ
て
お
り
、

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
記
述
で
は
段
を
も
紋
様
の
な
か
に

ふ
く
め
、
口
縁
部
と
頸
部
と
を
区
分
す
る
紋
様
を
、
口
頸
区
分
紋
様
、

頸
部
と
胴
部
と
を
区
分
す
る
紋
様
を
、
頸
胴
区
分
紋
様
と
よ
び
、
そ
の

お
の
お
の
の
部
分
を
口
頸
部
界
・
頸
胴
部
界
、
口
頸
部
界
よ
り
上
を

口
縁
部
、
口
頸
部
界
と
頸
胴
部
界
と
の
問
を
頸
部
、
口
頸
部
界
以
下

を
胴
部
と
よ
び
わ
け
る
。
な
お
、
板
付
式
の
頸
胴
区
分
紋
様
と
し
て

の
段
に
は
、
そ
れ
に
せ
っ
し
て
箆
描
き
薩
線
画
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の

が
あ
る
。
こ
の
部
位
に
は
、
a
段
の
下
す
な
わ
ち
胴
部
上
端
、
b
段

分
に
一
、
二
条
の
箆
描
き
直
線
紋

を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
段
や
直

線
紋
は
、
頸
部
の
紋
様
・
胴
上
部

の
装
飾
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

　
　
頸
部
と
胴
部
と
を
へ
だ
て
る

　
区
分
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
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箆描き直線貼り付け突帯翔り出し突帯段

多
多
条

一
　
条

　
多
条

第
H
種

　
少
条

第
H
種

第
－
種

第
H
種

第
－
種

々　頸胴部界

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘7　　　　　　　　　　1同

　　　　ag　8図　畿内第1様式嚢の口頸部・頸胴部　　上段　口頸部界

の
上
す
な
わ
ち
頸
部
下

端
、
c
段
の
上
下
の
三

老
が
あ
る
。
い
ま
こ
の

三
者
を
ふ
く
め
、
箆
描

き
直
線
紋
を
と
も
な
う

段
を
、
第
二
種
と
よ
ん

で
そ
れ
の
と
も
な
わ
ぬ

段
を
、
第
二
種
と
し
て

区
寓
す
る
。
板
付
式
の

壷
の
箆
描
き
紋
様
に
は
、

直
線
紋
以
外
に
も
綾
杉

紋
・
山
形
紋
・
重
細
紋

そ
の
他
の
紋
様
が
あ
り
、

ま
た
各
種
の
彩
紋
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
を
も
ち

い
る
場
合
に
お
い
て
も
、

口
頸
部
と
頸
胴
部
の
区

分
紋
様
は
・
各
種
の
紋
様

帯
の
境
界
、
あ
る
い
は
、

紋
様
帯
の
な
か
の
界
線
と
し
て
と
り
い
れ
ら
れ
て
お
り
、
紋
様
が
こ

の
境
界
を
の
り
こ
え
る
も
の
は
な
い
ら
し
い
。
い
っ
ぽ
う
、
胴
部
の

紋
様
は
そ
の
下
の
端
に
か
ん
し
て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
き
ま
り
が

な
く
。
下
端
を
線
で
表
現
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
胴
の
も
っ

と
も
は
っ
て
い
る
部
分
に
下
端
を
も
つ
ば
あ
い
、
紋
様
が
さ
ら
に
胴

下
半
の
一
部
に
お
よ
ぶ
ば
あ
い
な
ど
が
あ
る
。
板
付
式
に
み
た
区
分

紋
様
の
ル
ー
ル
は
、
板
付
式
以
後
に
お
い
て
も
厳
然
と
ま
も
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
も
の
は
す
く
な
い
。

板
付
式
の
獲
　
　
板
付
式
の
聾
の
う
ち
、
後
に
関
連
を
も
つ
要
素
の

み
を
あ
げ
て
お
く
。
板
付
式
の
甕
は
そ
の
口
縁
部
に
刻
揖
紋
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
い
る
。
頸
部
に
段
の
あ
る
も
の
（
頸
部
側
が
低
い
）
と
な
い
も
の
と

の
区
鋼
が
あ
る
。
後
者
に
は
胴
部
上
半
に
も
刻
目
紋
を
め
ぐ
ら
し
た

も
の
が
あ
る
。

畿
内
第
工
様
式
壼
の
削
り
出
し
突
帯
・
貼
り
付
け
突
帯
　
　
畿
内
第
至
様

式
の
成
形
方
法
は
未
解
決
で
あ
っ
て
板
付
式
と
同
じ
方
法
が
そ
の
ま

ま
と
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
板
付
式
に
み
た
、

口
縁
部
・
頸
部
・
胴
部
の
確
然
た
る
区
別
は
、
畿
内
第
－
様
式
の
藍

に
お
い
て
も
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
口
頸
部
界
・
頸
胴
部
界
に

は
段
第
一
種
・
遡
源
種
、
箆
描
き
直
線
紋
を
も
ち
い
て
い
る
。
段
第
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1
種
は
ほ
と
ん
ど
a
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
板
付
式
に
な
い
要

素
と
し
て
突
帯
の
使
用
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
突
帯
に
は
、
ま

っ
た
く
性
質
の
こ
と
な
っ
た
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
、
嚢
ノ

宮
遺
跡
の
壷
に
も
特
徴
的
な
、
削
り
出
し
突
帯
で
あ
っ
て
、
他
の
一

つ
は
鶏
冠
井
遺
跡
に
見
ら
れ
、
ま
た
、
瓜
破
遺
跡
の
土
器
に
顕
著
な

貼
り
付
け
突
帯
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
突
帯
の
間
に
は
、
睡
臥
の

方
法
と
い
う
技
術
的
な
違
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
本
質
的
な
差
違

が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
削
り
出
し
突
帯
の
多
く
は
区

分
紋
様
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
貼
り
付
け
無
機

は
、
全
体
が
幅
広
い
帯
状
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
ば
あ
い
は
口
頸
部

と
頸
部
な
ど
を
へ
だ
て
る
紋
様
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
自
体

が
頸
部
に
お
か
れ
た
帯
状
の
紋
様
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
第
八
鴎
）
。

胴
部
上
半
に
お
い
て
は
、
韻
書
か
ら
な
る
貼
り
付
け
突
帯
の
帯
状
紋

を
二
、
三
段
重
ね
も
ち
い
る
こ
と
も
さ
か
ん
で
あ
る
（
第
九
図
上
段
右
）
。

こ
の
よ
う
に
削
…
り
嵐
し
突
帯
・
貼
り
付
け
平
帯
は
、
と
も
に
畿
内
の

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
前
者
は
、
板
付
式
以
来
の
区
分
紋
様
の
性
格

を
も
つ
て
お
り
、
後
者
は
性
格
自
体
も
変
質
し
て
区
分
紋
様
の
意
味

を
う
し
な
い
、
紋
様
帯
に
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
貼
り
付
け
突
帯

は
型
式
学
的
に
漁
り
出
し
革
帯
よ
り
後
出
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
上
面
に
箆
描
き
直
線
紋
を
四
条
以
上
め
ぐ
ら
し
た
削
り
出
し

突
帯
に
限
っ
て
帯
状
紋
様
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
（
第
九
図
上
野
業
か

ら
二
つ
目
）
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
早
り
出
し
突
帯
の
中
で
、
よ
り
後

出
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
右
に
み
た
削
り
出
し
突
帯
か
ら
貼
り
付
け
男
帯
へ
の
変
化
、
区
分

紋
様
か
ら
帯
状
紋
様
へ
の
変
質
に
共
通
す
る
現
象
は
、
箆
描
き
禮
線

紋
の
な
か
に
、
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
畿
内
第

－
様
式
の
箆
描
き
直
線
紋
に
は
、
条
数
が
す
く
な
く
て
、
な
お
、
区

分
紋
様
を
な
し
て
い
る
も
の
の
ほ
か
に
、
条
数
も
多
く
、
幅
広
い
帯

状
紋
様
を
な
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
帯
状
紋
様
は
、
胴
部

上
半
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
ニ
ー
三
段
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
い
ま

や
、
箆
を
櫛
に
も
ち
な
お
せ
ば
櫛
描
き
紋
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
い

ま
、
本
質
的
な
差
を
も
つ
も
の
と
し
た
渕
り
熱
し
突
帯
と
貼
り
付
け

突
帯
、
条
数
の
す
く
な
い
箆
描
き
直
線
紋
と
は
、
じ
っ
さ
い
の
土
器

で
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。

紋
様
の
組
み
合
わ
せ
　
　
表
現
を
簡
便
に
す
る
た
め
、
箆
描
き
鼻
繋
紋

が
一
一
三
条
の
も
の
を
少
条
、
四
条
以
上
の
も
の
を
多
条
と
呼
び
わ

け
、
奈
良
県
唐
金
遺
跡
の
報
告
書
に
よ
っ
て
第
－
様
式
壷
五
七
個
に

つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
各
紋
様
相
互
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
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多
条

箆
描
き
薩
線
紋

貼
り
付
け
突
帯

　
第
H
種
多
条

渕
り
出
し
突
帯

区
分
紋
様
な
し

　
　
　
少
条

箆
描
き
直
線
紋

　
簾
H
纏
主
題

醐
り
出
し
突
帯
．

翔
り

鴇
し第

突1
帯種

段
　
　
第
－
一

口
頸
部
区
分

頸胴部区分

A－B
C

AAA
BBB

A－B

B
鵡
A
A

A
　
A

AAA
AAa
aaaa

Aa

AAa
aBb

AA
aa

Ab

段1

段韮

翔り出し突帯1

糊り出し突惜H（少条）

箆描き直線紋（少条）

C

ccc
ccc

c
c
就
脱

B－C

医分紋様なし

謝り出し突帯H（多条）

削突［（多条）÷貼突

貼り付け突帯

箆描直線（多条）

第1袈　唐齋第1様式壼の紋様の組み合わせ・土器の大ぎさと比率との関係

1
　
段
第
歪
種
。
第
H
種
（
少
条
）
、
削
り
出
し
突
帯
第
至
種
・
第
H

種
（
少
条
）
・
少
条
の
箆
描
き
心
線
紋
、
お
よ
び
区
分
紋
様
を
も
ち
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
ら
同
志
で
そ
れ
ぞ
れ
一
組
み
に
な
る
の
が
つ
ね

で
あ
っ
て
、
貼
り
付
け
突
帯
・
多
条
の
箆
描
き
薩
線
紋
と
は
共
存
し

て
い
な
い
。

2
　
貼
り
付
け
突
帯
・
多
条
の
箆
描
き
直
線
紋
は
、
た
が
い
に
共
存

す
る
ほ
か
、
ま
れ
に
段
第
嚢
種
（
多
条
）
・
削
り
出
し
突
帯
心
H
種
（
多

条
）
と
共
存
す
る
こ
と
が
あ
る
。

と
い
う
結
果
を
凌
る
（
鑓
一
蓑
）
。
　
こ
の
こ
と
は
ひ
と
り
鷹
古
遺
跡
の

み
で
な
く
畿
内
第
i
様
式
全
般
に
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
と
お
も
う
。

土
器
の
大
き
さ
と
比
率
と
の
關
係
　
　
唐
古
遺
跡
の
土
器
は
小
林
博
士

に
よ
っ
て
、
A
　
腹
径
が
器
高
よ
り
も
一
、
一
一
割
小
・
さ
く
、
高
ざ
二
〇

～
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
口
径
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
内
外
の
も

の
。
B
　
腹
径
が
器
高
よ
り
わ
ず
か
に
大
き
く
全
体
が
や
や
平
た
い

感
じ
で
A
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
の
も
の
、
C
　
よ
り
大
型
で
高
さ
・

腹
径
【
が
三
五
～
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
口
径
が
二
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
内
外
で
大
き
く
ひ
ら
い
た
も
の
の
口
巻
に
わ
け
ら
れ
た
。
こ
れ

ら
と
は
別
に
高
さ
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
内
外
の
小
型
の
土
器
が
あ

る
が
こ
れ
も
形
態
は
A
に
ぞ
く
す
る
も
の
が
多
い
。
第
1
表
は
、
こ
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H
H

H
藍

C

Kll

浄H
Kg

D
C

．吋

C 、
　
　
C
C

KI

DI

DI

Kli

C

C

Dff

DI

DI

DI

C

C

C

　　　　　　　第9図　畿内館1様式壷の変遷（左から右へ）

D段　　c箆描きiα線　　K削りL妓し突帯　　H貼り付け突

れ
ら
の
大
き
さ
・
比
率
と
、
さ
き
に
あ

げ
た
紋
様
の
組
み
あ
わ
せ
の
関
係
を
し

め
す
も
の
で
あ
っ
て
、
A
l
B
は
、
A

と
B
と
の
中
間
形
態
、
ま
た
、
a
・
b

は
そ
れ
ぞ
れ
小
型
の
土
器
を
し
め
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
段
・
削
り

出
し
突
帯
第
至
種
・
重
り
出
し
突
帯
第

獲
種
（
少
条
）
・
虫
垂
の
箆
描
き
薩
線
紋

・
区
分
紋
様
の
な
い
も
の
な
ど
が
、
削

り
出
し
突
三
胎
頁
種
多
条
・
多
条
の
箆

描
き
直
線
紋
・
貼
り
付
け
突
帯
な
ど
と

年
代
の
差
違
を
も
つ
こ
と
は
あ
き
ら
か

で
あ
る
。
私
は
、
畿
内
の
第
－
様
式
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

器
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
古
・
中
・
新
の
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
（
　
　
　
（

段
階
に
わ
け
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　

畿
内
第
－
様
式
古
　
　
壷
の
区
分
紋
様
と

　
　
　
　
　
（

し
て
段
の
使
閉
用
が
さ
か
ん
だ
が
、
ま
だ
、

削
り
出
し
突
帯
が
出
現
し
て
い
な
い
段

階
で
あ
る
。
　
兵
庫
県
吉
田
遺
跡
〔
直
良
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壼

吉口頸部津

田頸胴部界

雲口頸部界
ノ

癖馬i獅界

　段
第1種
　働

禽○○

　段

第H種

twgeooo
ooooo

箆描き紅雨紋　肖駒種1し内帯　削聾1義し突帯

　　少条　　　　鑓1種　　　館ll種

○⑲麟○

鱒⑳

醗醗㈱

tw

twtw＠twag
＠

⑳鯉 爾働爾爾㊥

甕　　頸部

　吉　刻iil紋

　　　無　紋

縁　有段
部

　㊥轡働

無紋

麟㈱三更翻
tw＠

働魑囎⑳爾

箆縮き直線紋　箆描き直編授：箆描き1自：線紋

　　1条　　　　2条　　　　3条

。：Xii亥糊紋　　　　　　　趣⑱　　　　　　　　　麟麹　　　⑳亡羊
フ無　紋　　　　　　麗診醗　　　　　　　　　　　　㈱
宮不明…　　　　轡　　囎　　翻麟囎　　駒
　　　　　　　　　第2表　吉困遺跡と雲ノ窯遺跡の壷と磁の比較

　　　　　吉羅遺跡については，〔匿良・小林19323により轡は実上図○は

　　　　　拓本に示されたものである。

い
て
お
り
、
ま
さ
し
く
板
付
式
の
壷
に
お
け
る
区
分
紋
様
の
内
容
と

一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
箆
錨
き
線
は
、
一
－
三
条
の
も
の
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
の
紋
様
に
は
、
板
付
式
に
も
み
ら
れ
る
紋
様

と
し
て
、
山
形
紋
・
唯
弧
紋
が
あ
り
、
板
付
式
に
は
な
い
紋
様
と
し

て
木
葉
紋
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
甕
に
は
、
頸
都
有
段
の
も
の
（
頸
部

側
が
低
い
も
の
と
高
い
も
の
と
両
考
が
あ
る
）
、
　
頸
部
無
紋
の
も
の
が
あ

る
。
、
口
縁
部
に
刻
麟
紋
を
つ
け
た
も
の
が
多
い
。
な
お
頸
部
に
箆
描

き
痘
線
紋
を
一
条
め
ぐ
ぢ
し
た
も
の
が
一
つ
あ
る
。
麓
に
お
い
て
も

板
付
式
土
器
と
の
距
離
は
近
い
。

　
　
　
　
　
　

畿
内
同
工
様
式
中
　
　
区
分
紋
様
と
し
て
段
を
も
ち
い
る
ほ
か
、
潮

　
　
　
　
　
（

り
出
し
突
帯
が
出
現
し
た
段
階
で
あ
る
。
こ
の
蒔
期
に
お
い
て
は
、

ま
だ
土
器
製
作
に
回
転
台
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
箆
描
き
の
線
は

あ
き
ら
か
に
左
か
ら
右
へ
、
ひ
か
れ
て
い
る
。
各
種
の
紋
様
も
さ
か

ん
に
み
ら
れ
る
。
雲
ノ
宮
遺
跡
の
土
器
は
少
蚤
な
が
ら
、
こ
の
段
階

の
単
純
な
資
料
と
お
も
わ
れ
る
。
壷
に
は
、
目
頸
部
界
・
頸
胴
部
界

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
板
付
・
吉
田
両
遺
跡
の
壷
に
は
み
ら
れ
な

僧
央
・
小
林
行
雄
一
九
叢
一
〕
は
こ
の
段
階
初
頭
の
単
純
遺
跡
で
あ
る
つ

吉
田
遺
跡
の
壷
に
（
第
2
表
）
は
口
頸
部
界
に
段
第
－
種
・
箆
描
き
蕊

線
紋
、
頸
胴
部
界
に
一
纏
正
種
・
第
二
種
・
箆
描
き
直
線
紋
を
も
ち
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か
っ
た
あ
ら
た
な
る
区
分
紋
様
、
す
な
わ
ち
削
り
出
し
平
帯
が
み
ら

れ
る
。
し
か
も
、
は
な
は
だ
さ
か
ん
に
も
ち
い
て
い
る
。
麓
に
も
口

頸
部
に
趨
線
紋
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
が
多
い
。
直
線
紋
の
数
は
壷
・

聾
い
ず
れ
に
お
い
て
も
な
お
三
条
を
こ
え
る
こ
と
は
す
く
な
い
。
削

り
出
し
突
帯
上
面
や
、
箆
描
き
直
線
紋
の
問
に
は
刺
突
紋
・
竹
管
紋

・
綾
杉
紋
な
ど
を
く
わ
え
た
も
の
が
あ
る
。
削
り
出
し
強
震
第
－
種

の
う
ち
、
高
く
突
出
し
た
a
種
に
く
ら
べ
て
、
扁
平
な
b
種
は
出
現

が
お
く
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
削
り
出
し
突
帯
第
H
種
の
う

ち
、
繊
条
の
も
の
に
く
ら
べ
て
多
条
の
も
の
は
や
は
り
後
出
で
あ
ろ

う
。
区
画
紋
様
か
ら
帯
状
紋
様
へ
の
変
質
の
き
ざ
し
は
、
終
り
嵩
し

突
帯
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
H
種
多
条
（
舞

九
図
上
段
右
か
ら
二
つ
爲
）
は
ま
さ
し
く
二
、
三
段
に
重
ね
る
貼
り
付

け
同
郷
の
前
身
で
あ
る
。
雲
ノ
宮
遺
跡
の
削
り
出
し
突
帯
第
－
種
に

は
b
種
が
み
ら
れ
ず
、
ま
た
第
豆
種
に
は
多
条
の
も
の
が
な
い
。
さ

ら
に
、
箆
描
き
直
線
紋
も
ま
た
少
量
で
あ
る
。
こ
れ
は
乳
型
土
器
の

箆
描
き
直
線
紋
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

雲
ノ
宮
遺
跡
の
土
器
は
、
削
…
り
嵐
し
突
帯
が
な
お
純
粋
に
区
分
紋
様

と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
時
期
の
も
の
で
あ
っ
て
第
一
様
式

　中
で
も
前
半
を
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
削
り
出
し
突
帯
a

（

種
の
手
法
に
よ
る
と
、
口
頸
部
か
ら
欝
縁
部
に
か
け
て
え
が
く
カ
…

ブ
は
、
突
帯
を
け
ず
り
だ
す
前
に
く
ら
べ
て
、
け
ず
り
終
っ
た
カ
ー

ブ
が
わ
ず
か
に
変
り
、
口
縁
部
外
反
の
て
い
ど
を
助
長
す
る
結
果
と

な
る
。
剛
り
嵐
し
突
帯
の
発
達
は
口
縁
部
の
広
大
化
と
無
関
係
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　

畿
内
第
工
様
式
新
　
　
貼
り
付
け
突
帯
が
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
、
箆
描

　
　
　
　
　
（

き
直
線
紋
が
多
劇
化
し
、
区
分
紋
様
が
帯
状
紋
様
に
変
質
し
た
段
階

で
あ
る
。
畿
内
で
は
、
こ
の
段
階
か
ら
土
器
の
製
作
に
回
転
台
の
利

周
を
は
じ
め
た
。
そ
の
台
は
左
か
ら
右
に
ま
わ
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
こ
の
園
転
を
利
用
し
て
の
箆
描
き
直
線
紋
・
貼
り
付
け
突
帯
紋
の

施
紋
は
右
か
ら
左
へ
と
む
け
ら
れ
た
。
園
転
を
利
用
し
て
ほ
ど
こ
す

の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
上
下
を
つ
ら
ね
る
紋
様
に
姿
を
ひ
そ
め
、
線
の

条
数
は
急
増
し
て
細
い
平
行
線
と
な
っ
た
。
、
突
帯
上
に
は
刻
演
紋
・

布
巻
棒
圧
痕
紋
な
ど
を
く
わ
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
櫛
描
紋
の

成
立
と
発
展
と
に
象
徴
さ
れ
る
畿
内
弥
生
式
文
化
の
創
造
的
展
開
を

こ
の
時
期
に
は
じ
ま
る
と
考
え
た
〔
田
辺
昭
一
工
・
佐
募
真
一
九
六
六
〕
。
鶏

冠
井
遺
跡
の
土
器
は
こ
の
段
階
に
ぞ
く
す
る
。
今
璽
氏
の
函
瓜
破
式

・
杉
原
博
士
の
唐
古
一
b
式
の
大
部
分
が
こ
の
段
階
に
ぞ
く
す
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
に
は
一
部
、
削
り
出
し
突
帯
（
少
条
）
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や
、
少
条
の
箆
描
き
直
線
紋
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
口
縁
部
と
し
て

あ
ま
り
口
の
翻
き
が
大
き
く
な
い
壷
な
ど
が
ま
ざ
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
他
の
貼
り
付
け
突
帯
、
多
条
の
箆
描
き
直
線
紋
と
は
時
期
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

異
に
し
、
第
－
様
式
中
に
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（

杉
原
博
士
の
心
許
王
あ
式
に
お
け
る
疑
問
　
　
杉
原
博
±
・
蕩
蕩
筑
は
、

さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
唐
世
一
b
式
（
瓜
破
式
）
を
い
ち
お
う
一

つ
の
様
式
と
し
て
あ
つ
か
い
な
が
ら
、
箆
描
き
薩
線
紋
を
も
つ
壷
・

頸
部
無
紋
の
甕
・
頸
部
に
少
条
の
箆
描
き
直
線
紋
を
も
つ
甕
を
よ
り

古
き
一
群
、
貼
り
付
け
突
帯
紋
を
も
つ
蛮
・
多
条
の
箆
描
き
直
線
紋

を
も
つ
獲
を
よ
り
新
し
き
一
群
と
し
て
、
と
ら
え
る
可
能
性
を
論
じ

た
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
跡
に
お
け
る
あ
り
方
が
、
絶
筆
的
な
も
の
で

な
か
っ
た
た
め
か
、
あ
え
て
こ
れ
を
強
く
は
主
張
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
は
、
第
一
様
式
新
に
お
い
て
は
、
貼
り
付
け
突
帯
は
剛
り
出
し

突
帯
に
か
わ
っ
た
・
ツ
ぼ
う
・
薯
と
平
行
し
て
藩
蓋
鰻

は
継
続
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
考
え
を
、
す
て
さ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
板
付
式
以
来
の
箆
描
き
直
線
紋
が
、
こ
の
段
階
で
多
条
化
し

て
畿
内
櫛
描
き
紋
の
前
身
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
箆
描
き
直
線
紋
と

貼
り
付
け
突
帯
と
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
器
形
に
は
杉
原
・
神
沢
氏
の
指

摘
ど
お
り
差
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
て
、
頸
、
の
長
い
長
手
の
土

器
に
は
箆
描
き
直
線
紋
を
、
頸
の
短
い
胴
張
り
の
強
い
壷
に
は
突
帯

紋
を
も
ち
い
る
実
例
が
多
い
。
こ
の
う
ち
第
H
様
式
に
つ
た
わ
る
の

は
、
前
者
で
あ
っ
て
、
器
形
の
上
で
も
紋
様
の
上
で
も
両
者
の
密
接

な
関
係
は
否
定
で
き
な
い
、
こ
の
壷
に
お
く
れ
て
、
突
帯
紋
と
い
う
、

第
昼
様
式
に
の
こ
ら
ぬ
紋
様
を
ほ
ど
こ
し
第
丑
様
式
に
の
こ
ら
ぬ
、

横
に
張
っ
た
器
体
の
壷
が
前
期
の
末
に
位
遣
し
た
と
は
到
底
考
え
ら

れ
な
い
。
ま
た
さ
き
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
区
分
紋
様
か
ら
帯
状
紋

様
へ
の
変
質
は
、
貼
り
付
け
突
帯
と
思
描
き
直
線
紋
と
に
共
通
し
て

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
胴
部
上
半
に
帯
状
紋
様
と
し
て
二
、
三
段
に

わ
け
て
表
繊
す
る
こ
と
も
ま
た
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
両
看
が
同
時

に
存
在
し
、
ま
た
頸
部
無
紋
の
甕
が
箆
描
き
紋
を
も
つ
獲
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
ら
れ
る
の
が
第
－
様
式
新
の
実
態
で
あ
ろ
う
。
田
辺
昭
三
氏
と
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

は
、
昭
蒲
三
五
年
大
東
昼
中
肝
内
遺
跡
竪
穴
内
に
、
同
時
に
す
て
ら

れ
た
と
儒
じ
ら
れ
る
状
態
で
こ
の
段
階
の
土
器
を
多
黛
に
え
た
経
験

を
も
つ
て
い
る
〔
田
辺
昭
三
一
九
六
二
〕
。

皿

山
城
の
前
期
弥
生
式
文
化

縄
単
式
時
代
終
末
の
絢
城
　
　
弥
生
式
時
代
が
は
じ
ま
る
直
前
、
す
な

わ
ち
縄
紋
式
時
代
晩
期
末
の
こ
ろ
、
山
城
で
は
ど
の
地
域
で
ど
れ
ほ
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ど
の
人
た
ち
が
、
狩
猟
と
採
集
の
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
か
。
山
城

に
は
縄
紋
時
代
後
期
の
遺
跡
は
、
す
く
な
い
な
が
ら
知
ら
れ
て
い
る

が
、
晩
期
の
遺
跡
と
し
て
明
確
な
も
の
は
皆
無
に
近
い
。
晩
期
末
の

土
器
と
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
深
鉢
形
土
器
が
深
草
谷
q
町
で
五

二
〔
小
娼
敏
夫
一
九
五
八
〕
、
北
白
川
別
当
町
で
一
片
、
そ
し
て
一
乗
寺
向

畑
町
で
一
個
体
分
採
集
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
て
い
ど
の

土
器
の
量
で
は
、
晩
期
末
に
集
落
が
い
と
な
ま
な
て
い
た
と
強
く
主

張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
獲
物
を
追
っ
た
人
々
が
、
こ
の
地
に
も

足
を
ふ
み
い
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
て
い
ど
で
あ
る
。

弥
生
式
文
化
の
伝
播
　
　
現
状
で
判
断
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
山
城
の
弥

生
式
文
化
は
、
こ
の
地
域
の
縄
紋
濫
悪
代
人
が
稲
作
技
術
を
は
じ
め

と
す
る
新
来
の
知
識
を
吸
収
し
て
新
し
い
時
代
に
は
い
っ
た
も
の
と

は
思
わ
れ
な
い
。
無
入
に
ち
か
い
状
況
下
に
あ
っ
た
山
城
に
、
農
耕

技
術
を
身
に
つ
け
た
人
々
が
あ
ら
た
に
や
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て

弥
生
式
文
化
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
雲
ノ
宮
遺
跡
は
第
－
様
式
中
前
半
に
ぞ
く
し
て
い
る
。
淀
川
．
桂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

川
・
木
津
川
の
合
流
点
に
近
く
、
河
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
放
棄
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
た
め
か
、
　
発
掘
資
料
に
よ
れ
ば
、
　
そ
れ
に
す
ぐ

つ
づ
く
時
期
の
土
器
は
み
ら
れ
な
い
。
い
っ
ぽ
う
鶏
冠
井
遺
跡
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
に
つ
づ
く
時
期
、
す
な
わ
ち
第
－
様
式
新
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
畿
内
第
一
様
式
を
三
段
階
に
わ
け
る
方
法
で
、
今
後
、
畿
内
各
地

の
第
－
様
式
に
接
し
な
け
れ
ば
は
っ
き
り
い
え
な
い
が
、
私
は
現
状

で
は
大
和
（
庸
古
遺
跡
）
、
河
内
（
鬼
塚
遣
跡
）
な
ど
で
は
、
弥
生
式
文

　
　
　
　
　
　
　

化
が
第
至
様
式
古
の
時
期
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
（

た
が
っ
て
、
山
城
で
は
そ
れ
よ
り
一
段
階
お
く
れ
て
は
じ
ま
っ
た
こ

と
に
な
る
。

伝
播
の
経
路
　
　
最
近
ま
で
山
城
で
は
、
弥
生
式
遺
跡
の
発
見
が
す

く
な
か
っ
た
し
、
ま
た
銅
鐸
な
ど
も
み
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に

た
い
し
て
、
丹
後
で
は
大
正
以
来
、
函
石
浜
遺
跡
が
貨
泉
2
個
と
馬

素
を
出
土
し
た
遺
跡
と
し
て
名
高
く
、
竹
野
郡
栄
町
黒
部
・
綾
部
市

東
国
神
祉
そ
の
他
の
遺
跡
と
と
も
に
初
期
の
京
都
府
天
然
記
念
物
調

査
報
告
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
福
知
山
市
観
音
寺
繊
鋭
の
磨

製
石
剣
は
、
忠
実
に
細
形
銅
剣
を
模
倣
し
た
形
式
、
す
な
わ
ち
、
有

樋
式
の
代
表
例
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
銅
鐸
の
嵐
土
例
も
古
く
か
ら

知
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
山
城
の
農
耕
文
化

の
系
譜
を
山
陰
か
ら
来
た
と
す
る
説
が
う
ま
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

最
近
で
は
林
屋
辰
三
郎
氏
が
こ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
〔
林
屋
辰
一
一
一
郎

一
九
六
二
〕
。
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弥
生
式
文
化
の
山
城
へ
の
コ
ー
ス
と
し
て
は
も
う
一
つ
の
説
が
あ

っ
た
。
伊
勢
湾
沿
岸
地
方
に
入
っ
た
弥
生
式
文
化
が
、
琵
琶
湖
沿

岸
地
方
を
径
由
し
て
山
城
へ
入
っ
た
と
す
る
坪
井
清
足
氏
の
説
で
あ

る
〔
坪
井
清
足
一
九
五
八
〕
。
近
江
の
弥
生
式
土
器
が
羅
張
・
三
河
の
弥
生

式
土
器
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
る
〔
森
本
六
爾
・
小
林
行
雄
一
九
三
八
〕
。
し
か
し
、
戦
後
、
旧
深
草
練

兵
場
内
で
発
見
さ
れ
た
大
遺
跡
は
、
畿
内
第
H
様
式
に
相
盗
す
る
単

純
遺
跡
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
畿
内
に
は
み
ら
れ
ず
近
江
の
土
器
に

等
し
い
も
の
が
巻
心
に
出
土
し
た
〔
杉
原
荘
介
・
大
塚
初
重
一
九
六
ご
。
中

期
初
頭
の
段
階
で
近
江
と
山
城
と
の
交
渉
が
密
だ
つ
た
こ
と
の
結
果

で
あ
る
。
坪
井
氏
は
こ
う
し
て
深
草
遺
跡
が
大
津
市
南
滋
賀
遺
跡
の

分
村
で
は
な
い
か
と
考
え
、
山
城
の
弥
生
式
文
化
の
系
統
を
近
江
か

ら
来
た
も
の
と
想
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
．
以
上
の
林
屋
説
・
坪
井
説
は
、
雲
ノ
嘗
遺
跡
・
鶏
冠
井
遺
跡
の
第

一
様
式
土
器
の
検
出
に
先
立
つ
考
え
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
妥
当
性

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
弥
生
式
文
化
が
山
城
へ
入
っ

た
径
路
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
常
識
的
に
淀
川
沿
い
で
あ
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
遺
跡
の
立
地
す
る
京
都
盆
地
西
南
部
は
、
乙

訓
丘
陵
と
生
駒
山
系
の
北
端
部
と
に
よ
っ
て
は
さ
ま
れ
て
狭
く
な
っ

た
部
分
で
摂
・
河
・
泉
の
大
平
野
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

高
槻
市
安
満
遺
跡
は
山
城
へ
の
径
路
の
上
に
の
る
前
期
の
大
遺
跡
で

あ
る
。

京
都
盆
地
西
南
部
　
　
現
在
山
城
で
し
ら
れ
て
い
る
弥
生
式
時
代
前

期
の
集
落
遺
跡
は
、
雲
ノ
宮
・
鶏
冠
受
信
遺
跡
に
す
ぎ
な
い
。
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
は
京
都
市
左
京
区
岡
崎
公
園
・
北
白
川
京
大
農
学
部
の
ニ
ヵ
所
で
、

そ
れ
ぞ
れ
一
片
ず
つ
の
第
－
様
式
土
器
破
片
が
採
集
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
南
山
城
の
広
大
な
水
田
地
帯
に
は
、
前
期
の
遺
跡
が
ま

だ
み
つ
か
っ
て
い
な
い
だ
け
で
、
将
来
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
起
き
て
く
る
。
八
賀
暫
氏
は
、
弥

生
式
時
代
以
後
の
遣
跡
の
立
地
が
土
慶
の
性
質
と
き
わ
め
て
密
接
な

関
係
を
も
つ
こ
と
を
発
見
し
て
古
代
の
開
発
に
つ
い
て
重
要
な
説
を

　
　
　
⑬

掲
げ
た
が
、
雲
ノ
宮
・
鶏
冠
井
遺
跡
付
近
で
は
ま
さ
し
く
初
期
水
稲

耕
作
の
対
象
と
し
て
好
適
な
グ
ラ
イ
土
壌
の
分
布
範
囲
に
含
ま
れ
て

い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
南
山
城
の
木
津
川
以
西
田
辺
以
南
の
地
域
に
は
、

グ
ラ
イ
土
壌
が
み
ら
れ
な
い
。
八
賀
氏
は
こ
の
地
域
に
前
期
弥
生
式

遺
跡
が
存
在
す
る
可
能
性
に
否
定
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
状

で
は
山
城
で
最
初
の
水
田
が
作
ら
れ
た
地
域
は
京
都
盆
地
の
西
薄
部

に
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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京
都
盆
地
の
西
南
部
、
そ
こ
に
は
弥
生
式
時
代
に
続
く
古
墳
時
代

の
は
じ
め
か
ら
、
豪
族
が
定
着
し
て
長
岡
丘
陵
に
多
く
の
古
墳
を
残

し
て
お
り
、
こ
こ
は
ま
た
秦
氏
の
本
拠
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ぎ
は
ら

ま
た
、
奈
良
時
代
前
期
に
は
、
樫
原
に
八
角
塔
を
も
つ
寺
院
の
あ
っ

た
こ
と
も
最
近
判
明
し
た
〔
佐
藤
興
治
一
九
六
七
〕
。
そ
し
て
、
平
安
遷
都

に
先
立
つ
十
年
問
、
京
が
お
か
れ
た
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
各
時
代
に
わ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
き
た
こ
の

地
域
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
山
城
で
は
じ
め
て
稲
穂
の
み
の
っ
た
地

域
で
あ
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

隣
接
地
域
と
の
関
係
　
　
弥
生
式
時
代
の
各
蒔
期
に
わ
た
っ
て
琵
琶
湖

沿
岸
地
方
と
伊
勢
湾
沿
岸
地
方
と
の
交
渉
連
絡
が
緊
密
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
最
近
の
研
究
で
ま
す
ま
す
あ
き
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か

し
、
弥
生
式
文
化
の
山
城
へ
の
径
路
が
近
江
を
へ
て
で
な
か
っ
た
こ

と
は
、
雲
ノ
宮
遺
跡
の
発
見
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
。
そ
の
発
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
よ
っ
て
山
城
の
弥
生
式
文
化
が
第
－
様
式
中
に
は
じ
ま
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
き
ら
か
に
な
っ
た
が
、
近
江
に
お
い
て
は
現
在
な
お
簗
－
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

に
さ
か
の
ぼ
る
遺
跡
遺
物
の
発
見
が
な
い
の
で
あ
る
。
近
江
は
そ
れ

以
西
の
地
域
に
お
く
れ
て
弥
生
式
文
化
に
は
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
）

い
っ
ぽ
う
、
伊
勢
湾
沿
岸
へ
の
弥
生
式
文
化
の
混
播
は
第
－
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

の
段
階
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
傍
勢
湾
沿
岸
へ
の
弥
生
式
文
化
の

伝
播
径
路
は
山
城
－
近
江
を
へ
て
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
山
城
と

近
江
と
の
交
渉
が
明
確
に
な
る
の
は
中
期
初
頭
第
H
様
式
の
時
期
で

あ
る
。
深
草
の
土
器
の
一
部
は
た
し
か
に
坪
井
氏
の
考
え
る
よ
う
に

近
江
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
人
が
来
て
作
っ
た
に
梢
違

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
近
江
系
の
土
器
ぽ
、
摂
津
高
槻
市
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

満
遺
跡
に
お
よ
ん
で
お
び
、
、
ま
た
逆
に
播
磨
の
土
器
が
山
城
鶏
冠
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

遺
跡
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
摂
津
桜
が
丘
の
銅
鐸
と
同
町
鐸
が
、

近
江
新
庄
に
運
ば
れ
た
の
も
こ
の
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。

　
奈
良
盆
地
の
北
部
、
南
山
城
で
は
、
ま
だ
、
第
－
様
式
・
第
∬
様

式
の
時
期
の
集
落
遺
跡
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
大
和
・
山
城
の
直

接
の
交
渉
は
中
心
初
め
ま
で
は
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
に

せ
よ
、
し
げ
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
丹
後
半
島
に
は
、
あ
き
ら
か
に
山
陰
系
の
第
一
様
式
土
器
が
存
在

し
て
お
り
、
近
畿
へ
の
弥
生
式
文
化
伝
播
系
譜
の
一
つ
が
、
臼
本
海

ぞ
い
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
う
た
が
え
な
い
。
し
か
し
、
丹
後
の

第
－
様
式
土
器
の
な
か
に
は
、
畿
内
の
第
－
様
式
土
器
と
共
通
す
る

削
り
出
し
男
帯
や
段
が
存
在
す
る
〔
小
江
慶
雄
一
九
五
七
〕
の
で
、
前
期

の
段
階
で
す
で
に
山
城
と
丹
後
と
の
あ
い
だ
の
交
渉
が
あ
っ
た
本
能
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性
は
み
と
め
た
い
と
思
う
。

出
城
弥
生
式
文
化
研
究
の
現
状
　
　
か
つ
て
山
城
で
は
綴
喜
郡
金
右
衛

門
垣
内
遺
跡
が
多
量
の
石
器
の
上
土
に
よ
っ
て
一
都
に
し
ら
れ
て
い

た
て
い
ど
で
あ
っ
て
〔
藤
岡
謙
二
郎
・
岩
根
保
重
一
九
四
圏
〕
、
畿
内
の
一
環

を
に
な
う
地
域
と
し
て
山
城
の
弥
生
式
文
化
は
い
さ
さ
か
精
彩
を
欠

く
か
に
み
え
て
き
た
。
し
か
し
近
来
、
山
城
で
は
弥
生
式
文
化
に
つ

い
て
の
重
要
な
発
見
が
あ
い
つ
い
で
い
る
。
昭
和
四
一
年
、
粟
野
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

氏
の
綴
喜
郡
田
辺
町
平
谷
で
の
発
病
が
あ
り
、
今
年
に
入
っ
て
は
枳

　
　
　
　
　
　
か
ば
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

楽
郡
山
城
町
北
縞
田
で
、
中
期
の
弥
生
式
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
粟
野

氏
と
山
田
良
三
氏
が
綴
喜
郡
田
辺
町
三
山
木
天
神
出
で
後
期
の
住
罵

跡
か
ら
釦
状
青
銅
即
智
・
鉄
刀
子
を
発
掘
す
る
な
ど
　
〔
山
田
婁
一
丁

粟
野
誤
一
九
六
七
〕
、
南
山
城
に
も
弥
生
式
の
遺
跡
が
ふ
え
つ
つ
あ
る
。

ま
た
昭
和
三
七
年
に
は
綴
喜
郡
八
幡
町
志
水
井
で
一
個
〔
宇
佐
皿
且

一
九
六
一
一
〕
、
　
三
九
年
に
は
右
京
区
梅
が
無
向
地
町
で
四
個
の
血
気
が

出
土
し
撚
辺
昭
三
・
佐
原
箕
一
九
六
四
〕
、
銅
鐸
分
布
圏
の
た
だ
な
か
に

の
こ
さ
れ
て
き
た
山
城
の
空
白
が
う
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
発
見
は
、
開
発
の
進
展
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
手
放

し
に
は
喜
べ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
発
見
に
よ
っ
て
、
山
城

の
弥
生
式
文
に
か
ん
し
て
多
く
の
点
が
解
明
さ
れ
つ
鼠
あ
る
こ
と
は

華
実
で
あ
る
。
統
一
国
家
成
立
の
前
段
階
を
し
め
る
弥
生
式
時
代
の

山
城
に
つ
い
て
、
い
ま
や
、
多
く
の
角
度
か
ら
検
討
す
べ
き
段
階
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
単
に
こ
の
地
域
に
お
け
る
弥
生
式
文

化
成
立
の
問
題
に
限
っ
て
扱
い
、
弥
生
式
蒔
代
中
・
後
期
に
関
し
て

は
別
の
機
会
を
も
つ
こ
と
に
し
た
い
。

①
胎
±
中
の
砂
粒
は
、
土
器
の
表
面
を
麟
碑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
ず
め
ら
れ
る

　
た
め
、
保
存
の
よ
い
破
片
で
表
画
が
箆
藤
…
き
さ
れ
て
い
る
も
の
は
隈
立
た
な
い
。

　
し
か
し
、
保
存
不
良
で
表
面
が
一
皮
む
け
た
よ
う
な
状
況
の
も
の
で
は
砂
粒
が
い

　
ち
ぢ
る
し
く
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
と
保
存
の
よ
い
も
の
と
蕪
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
ほ

　
ど
で
あ
る
。
　
壷
・
発
に
よ
っ
て
砂
駐
の
混
入
て
い
ど
の
差
は
と
く
に
な
い
。
し
か

　
し
、
欄
体
に
よ
っ
て
は
多
少
の
差
違
が
あ
る
。

②
弥
生
式
土
器
の
黒
斑
に
つ
い
て
は
、
従
来
騰
成
の
さ
い
の
火
ま
わ
り
の
悪
さ
に

　
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
が
焼
鋼
的
な
の
で
、
刷

　
の
解
釈
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
、
土
器
が
焼
き
あ
が
っ
て
、
木
で
は
さ
ん
で
と
り

　
あ
げ
る
さ
い
に
そ
の
木
が
く
す
ぶ
っ
て
炭
素
が
土
器
に
沈
碧
し
た
も
の
と
考
え
た

　
〔
小
目
杯
・
佐
襟
一
九
｛
ハ
四
…
〕
。
　
た
軽
ん
し
、
土
器
が
み
め
つ
い
・
り
ち
に
と
り
だ
し
、
　
「
つ

　
ぎ
の
土
器
を
火
の
な
か
に
入
れ
た
の
か
も
し
れ
搬
」
と
の
べ
た
こ
と
は
あ
ウ
え
な

　
い
こ
と
と
し
て
訂
蕉
す
る
。

③
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
久
永
春
男
氏
も
愛
知
県
知
井
宮
遺
躰
の
土
器
で
指
摘

　
し
て
い
る
〔
久
永
一
九
六
六
〕
。

④
h
巳
。
・
？
身
冨
と
い
う
語
は
チ
ャ
イ
ル
ド
も
つ
か
っ
て
い
る
〔
O
巨
群
U
濁
一
九
五

　
六
〕
。
擬
口
縁
に
は
、
本
文
中
に
ふ
れ
た
、
内
傾
．
外
傾
の
斜
颪
を
な
す
も
の
の

　
ほ
か
、
円
頭
の
も
の
、
門
頭
内
傾
の
も
の
、
そ
の
他
谷
種
の
形
態
が
あ
る
。
ス
チ

ブ
ソ
ソ
ソ
は
欧
州
の
先
史
土
器
の
実
例
を
あ
げ
て
い
る
。
ス
コ
ッ
ト
は
そ
の
一
郷
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江1城にお砂る弥生式文化の成立（佐原）

を
引
絹
し
て
園
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
語
は
も
ち
い
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
観
察

の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
な
い
〔
ω
O
O
↓
弓
一
九
五
四
〕
。
擬
革
縁
に
は
こ
の
ほ

か
石
庭
や
、
線
刻
、
く
ぼ
み
を
く
わ
え
た
り
、
棒
軸
を
さ
し
こ
む
も
の
な
ど
も
あ

っ
て
、
様
式
の
特
徴
と
し
て
重
要
な
役
舗
を
も
つ
。

　
さ
ら
に
、
古
く
ゲ
ッ
ツ
エ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
〔
O
O
舅
N
瑚
一
九
二
六
〕
、
擬

口
縁
の
観
察
は
、
土
器
を
底
部
郷
か
ら
作
っ
た
か
、
口
縁
部
側
か
ら
作
っ
た
か
の

判
定
の
決
め
手
と
な
る
。
底
の
測
か
ら
作
り
は
じ
め
て
口
に
お
よ
ぶ
の
が
世
界
的

に
一
般
ら
し
く
、
ゲ
ッ
ツ
エ
も
こ
れ
に
ふ
れ
、
ま
た
ス
チ
ブ
ソ
ソ
ソ
は
、
欧
州
の

篤
志
ハ
土
器
の
勿
r
く
の
実
例
を
あ
げ
、
そ
の
逆
が
例
外
的
な
こ
と
、
た
だ
し
ア
フ
リ
カ

で
は
そ
れ
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
土
俗
…
棚
に
は
例
外
も
あ
る
。

ト
ル
ソ
ワ
ル
ト
は
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
土
爆
作
り
が
口
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
つ
い
て

の
マ
ジ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
観
察
を
紹
介
し
て
お
り
〔
弓
鵠
d
切
影
毒
諺
ビ
d
一
九
二
九
〕
、

山
内
清
男
博
土
に
よ
る
と
ク
ラ
ソ
ス
ト
ー
ソ
も
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
〔
O
緊
｝

壌
Q
o
↓
○
属
濁
一
九
六
一
〕
。
わ
が
園
で
は
、
山
内
薄
士
が
擬
隣
縁
を
観
察
し
、
縄

紋
紗
土
器
が
底
部
側
か
ら
作
ら
れ
た
こ
と
の
論
拠
と
し
て
い
る
〔
山
内
清
男
　
九

五
八
〕
。
具
体
的
な
資
料
を
あ
げ
た
正
し
い
指
摘
と
し
て
は
、
芹
沢
長
介
氏
が
神

奈
娼
県
夏
鳥
貝
塚
の
夏
島
式
と
照
戸
下
層
武
の
実
例
と
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の

〔
杉
原
荘
獣
姦
賑
町
長
介
一
九
五
七
〕
、
小
林
達
雄
氏
に
よ
る
、
東
京
都
多
摩
ニ

ュ
ウ
タ
ウ
ソ
窯
9
器
遣
跡
の
井
草
式
の
実
例
な
ど
も
あ
る
が
、
な
お
広
い
関
心

は
も
た
れ
て
い
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、
総
紋
式
土
器
に
つ
い
て
は
、
口
許
蔀
か
ら
作

り
は
じ
め
た
と
す
る
想
像
説
が
八
幡
一
郎
・
江
坂
輝
重
氏
な
ど
に
よ
っ
て
、
な
が

ら
く
主
張
さ
れ
て
ぎ
た
〔
八
幡
一
郎
一
九
六
霊
・
江
坂
輝
弥
　
九
六
七
A
〕
が
、

派
坂
氏
は
最
近
転
向
し
て
八
幡
説
を
批
判
し
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
巻
き
上
げ
が

関
東
の
土
師
器
の
土
製
支
脚
く
ら
い
に
し
か
な
い
と
ま
で
欝
及
し
て
い
る
〔
江
坂

輝
弥
一
九
六
七
B
〕
。
専
門
分
野
以
外
の
、
発
言
に
か
ん
し
て
は
、
よ
り
い
っ
そ

う
慎
璽
で
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
弥
生
式
土
器
に
か
ん
し
て
は
、
ふ
る
く
小
林

行
雄
博
士
が
、
　
「
口
を
下
に
し
て
作
る
土
器
」
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
〔
小
林
行

　
雄
一
九
一
一
西
〕
。
杉
原
荘
介
薄
士
は
、
い
ま
も
っ
て
こ
れ
を
す
て
が
た
い
ら
し
い

　
〔
杉
漂
耳
介
一
九
六
四
〕
が
私
は
否
定
的
で
あ
る
。
　
た
だ
し
西
日
本
の
弥
艦
言
置

　
雛
の
う
ち
、
須
玖
式
甕
棺
の
作
り
方
は
特
殊
で
あ
っ
て
、
二
部
側
か
ら
作
り
は
じ

　
め
な
が
ら
、
口
縁
部
を
ふ
く
む
最
上
段
の
粘
土
謝
謝
は
、
そ
の
下
端
に
擬
口
縁
を
も

　
ち
、
そ
の
下
に
あ
る
粘
土
帯
の
上
町
の
擬
口
絵
と
接
し
て
い
る
。
こ
れ
に
か
ん
し

て
は
東
光
走
塁
が
精
細
な
観
察
と
デ
ー
タ
ー
を
あ
つ
め
て
お
り
。
私
も
須
玖
式
．

　
黒
髪
町
式
に
つ
い
て
観
察
し
て
い
る
。

⑤
　
こ
の
う
ち
、
下
端
の
傾
斜
彊
が
外
傾
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
廠
部
と
し
て
用
意

　
し
た
侃
屈
土
門
板
の
上
面
を
く
ぼ
ま
せ
周
縁
を
一
彫
く
し
て
か
ら
、
そ
の
郷
｝
暇
上
半
に
、

　
こ
の
粘
土
帯
を
接
薫
さ
せ
た
結
果
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

　
畿
内
第
－
様
式
　
の
壷
の
底
部
に
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
側
面
上
憔
，
に
最
初
の
鮎
…
土

　
跨
を
く
っ
つ
け
、
そ
し
て
そ
れ
が
は
が
れ
た
痕
跡
を
し
め
す
も
の
が
あ
る
。
驚
…
二

　
騒
8
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
な
お
、
三
襟
市
船
橋
遣
跡
田
土
の
晩
期
末
の
鉢
は
底

　
を
二
痩
に
わ
け
て
作
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
鞍
土
円
板
の
上
颪
に
指
先
で
凹
凸
を
つ

　
け
て
乾
燥
さ
せ
た
の
ち
、
そ
の
円
板
の
上
、
全
繭
に
あ
ら
た
に
鞍
土
を
く
わ
え
そ

　
の
岡
縁
の
上
面
に
最
初
の
粘
土
帯
を
つ
み
あ
げ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
底

　
は
突
出
す
る
（
第
五
隅
上
）
。
私
は
、
北
九
州
の
晩
期
縄
紋
式
土
器
・
板
付
式
土

　
羅
の
、
い
わ
ゆ
る
円
板
貼
付
状
底
を
も
つ
土
隠
は
、
右
の
船
…
橋
例
の
よ
う
に
二
重

　
構
成
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
や
は
り
、
円
板
の
小
縁
に
粘
土
帯

　
を
つ
み
は
じ
め
て
成
形
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
円
板
貼
付
状
と
い
う
表
現

　
は
、
完
成
し
た
三
体
に
底
を
つ
け
る
よ
う
に
う
け
と
れ
る
の
で
こ
の
ま
し
く
は
な

　
い
。
た
ん
に
円
板
状
の
底
と
よ
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

⑥
　
東
大
阪
市
教
育
委
員
会
に
保
管
中
の
遺
物
で
あ
る
。
便
宜
を
あ
た
え
ら
れ
、
か

　
つ
公
表
を
ゆ
る
さ
れ
た
同
委
員
会
と
藤
井
薩
罵
氏
と
に
感
謝
す
る
。

⑦
今
里
氏
は
西
瓜
破
遺
跡
と
よ
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
現
在
ふ
つ
う
よ
ば
れ
て

　
い
る
よ
う
に
瓜
破
遺
跡
と
よ
ん
だ
。
な
お
、
今
里
氏
の
西
瓜
破
第
二
類
は
第
皿
．

　
第
W
様
武
、
第
三
類
は
第
V
様
式
に
ぞ
く
し
て
い
る
。
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⑧
中
・
四
国
地
方
の
遠
賀
川
式
土
器
が
近
年
、
第
－
様
式
と
第
韮
様
式
と
に
分
断

　
さ
れ
て
し
遣
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
（
金
関
恕
門
山
陰
地
方
1
」
・
患
本
心
「
山
陰

　
地
方
韮
」
・
潮
見
浩
「
山
陽
地
方
1
」
・
野
木
義
昌
「
山
陽
地
方
嚢
」
・
松
岡
文

　
一
「
北
照
圏
地
方
」
『
弥
生
式
土
器
集
成
隔
本
編
一
　
昭
和
三
九
）
。

⑨
私
は
昭
和
三
三
年
、
森
鐸
次
郎
博
士
の
も
と
で
板
付
遺
跡
の
土
器
、
乙
益
重
隆

　
氏
の
も
と
で
斎
藤
劇
遣
跡
の
土
器
を
拝
晃
し
、
か
つ
両
氏
か
ら
多
く
の
章
々
を
う

　
け
た
。
両
氏
の
御
陣
意
に
感
謝
す
る
。

⑩
　
杉
原
荘
介
・
大
塚
初
給
両
博
±
は
、
板
付
式
の
壷
に
つ
い
て
、
　
「
一
見
、
隣
縁

　
部
、
顧
部
、
胴
部
、
底
部
を
義
々
に
つ
く
り
、
あ
と
で
接
合
し
た
感
じ
を
受
け

　
る
」
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
別
鯉
に
製
作
さ
れ
て
後
に
接
合
し
た
こ
と
を
有
力
に

　
物
語
っ
て
い
る
扁
と
の
べ
て
い
る
が
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

⑪
　
こ
の
段
に
つ
い
て
は
、
竹
中
岩
夫
氏
が
、
晩
期
縄
紋
式
土
器
の
深
鉢
の
頸
蔀
と

　
胴
部
と
の
閲
に
お
か
れ
た
突
帯
の
ル
ジ
メ
ン
ト
と
考
え
て
い
る
〔
竹
中
岩
央
一
九

　
六
〇
〕
。

⑫
前
結
は
星
野
猷
二
氏
、
後
者
は
近
藤
喬
一
氏
の
採
集
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑬
　
八
竜
理
論
は
、
近
刊
の
鰻
日
本
史
研
究
臨
に
発
蓑
の
予
定
と
き
く
。
そ
の
内
容

　
の
一
嵩
は
発
表
に
先
立
っ
て
、
　
〔
田
辺
昭
一
エ
・
佐
原
真
一
九
六
六
〕
に
紹
介
の
機

　
会
を
あ
た
え
ら
れ
た
が
、
今
－
岡
も
同
氏
の
教
示
を
え
た
。
論
慰
謝
の
音
心
を
衷
す
る
。

⑭
久
永
春
男
氏
は
、
愛
知
県
二
反
地
遺
跡
の
資
料
に
よ
っ
て
尾
張
地
方
の
前
張
の

　
土
器
を
、
二
反
地
－
式
・
二
反
地
2
式
（
西
志
賀
古
式
）
・
二
反
地
3
式
（
西
志

　
賀
新
式
）
の
三
段
階
に
わ
け
、
二
反
地
1
式
が
、
畿
内
第
－
様
式
の
古
い
段
階
に

　
相
盗
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
〔
久
永
春
男
一
九
六
六
〕
。
　
こ
の
発
解
は
、
畿
内

　
第
－
様
式
を
三
段
階
に
わ
け
、
伊
勢
湾
沿
辮
の
弥
生
式
文
化
が
そ
の
㈲
か
ら
は
じ

　
ま
る
と
す
る
佐
原
の
見
解
と
は
か
ら
ず
も
等
時
に
発
表
さ
れ
、
　
〔
田
辺
昭
三
・
佐

　
原
真
一
九
六
六
〕
こ
こ
に
両
説
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
河
嵐
『
日
本
の
考

　
古
学
』
頂
の
巻
末
の
編
年
表
で
は
久
永
説
に
お
し
き
ら
れ
て
、
親
子
の
よ
う
な
畿

　
内
第
－
様
式
と
二
反
地
1
式
と
が
肩
を
な
ら
べ
て
い
る
。
耕
地
二
番
爆
地
方
の
前

　
期
弥
生
式
土
器
の
編
年
に
は
、
他
に
紅
販
路
氏
の
案
が
あ
る
が
、
貼
り
付
け
突
帯

　
を
も
つ
、
胴
の
は
っ
た
壷
が
、
削
り
出
し
突
撃
を
も
つ
胴
の
は
ら
な
い
蕉
に
先
行

　
す
る
と
の
考
え
は
、
畿
内
に
お
け
る
所
見
と
矛
腐
し
、
し
た
が
え
な
い
〔
紅
村
弘

　
一
九
六
三
〕
。
　
伊
勢
湾
沿
岸
地
方
に
お
い
て
も
削
り
出
し
突
帯
が
古
く
貼
り
付
け

　
突
帯
が
お
く
れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
畿
内
で
は
、
削
り
出
し
突
帯
の
軒
割
に

　
と
も
な
う
木
釣
合
が
、
こ
こ
で
は
貼
り
付
け
繕
事
に
と
も
な
う
な
ど
の
ず
れ
は
み

　
と
め
ら
れ
る
。

⑮
　
原
口
正
一
二
氏
の
発
掘
沓
ハ
料
に
つ
い
て
、
嗣
氏
の
教
示
を
え
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。

⑯
　
〔
田
辺
昭
三
・
佐
原
真
一
九
六
五
〕
写
真
一
三
一
・
8
8
、
驚
二
六
一
図
8
8
。

⑰
　
栗
野
設
氏
の
教
示
に
よ
る
。

⑱
　
工
楽
善
通
氏
の
調
査
に
よ
る
と
畿
内
舗
皿
様
式
に
ぞ
く
す
る
。

今
黒
幾
次

宇
蕪
早
雪

江
坂
輝
弥

江
坂
輝
弥

小
江
慶
雄

文
　
献
　
貝
　
録

一
九
四
二
　
　
　
「
畿
内
遠
賀
慣
川
土
器
の
継
…
別
に
晶
煮
て
…
河
内
西
瓜
破
遺

跡
水
門
西
地
点
調
査
概
報
i
」
（
『
古
代
文
化
臨
館
一
三
巻
第
八
弩
）

一
九
六
二
　
　
「
京
都
二
八
縮
町
出
土
の
銅
鐸
」
（
呪
古
代
文
化
㎞
第
九
巻

　
　
　
　
　
　
鱗
三
号
）

一
九
六
七
A
　
糊
臼
本
山
又
化
の
晶
起
源
臨

一
九
六
七
B
　
「
洞
窟
遺
跡
の
諸
問
題
扁
『
日
本
の
洞
窟
遺
紡
臨

一
九
菰
七
　
　

『
丹
後
古
代
文
化
の
源
流
－
竹
野
川
流
域
の
弥
亜
式
文

化
を
中
心
と
し
て
』
（
『
京
都
学
芸
大
学
学
報
』
鱗
一
一
号
〉

小
川
敏
夫
　
一
九
二
八

小紅
林村
行
雄9」、

九九
ノ＼

「
京
都
市
深
草
出
土
の
晩
期
縄
紋
式
土
器
扁
（
『
古
代
学
研

究
』
第
一
八
暑
）

『
東
海
の
先
史
遺
跡
・
綜
括
恥
骨

「
吉
田
土
器
及
び
遠
賀
川
土
器
と
そ
の
伝
播
」
扁
　
（
獅
、
考
古
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虫城における弥生式文化の成立（佐原）

小
林
行
雄

小
林
行
雄
・
佑
原
真

佐
藤
興
治

杉
陳
荘
介

杉
原
荘
介
　
…
九
五
〇

杉
原
荘
介
　
一
九
五
五

杉
原
荘
介
　
　
　
九
五
六

杉
原
荘
介
・
芹
沢
長
介

杉
原
荘
介
・
大
塚
初
重

杉
原
薩
介
・
神
沢
勇
一

杉
原
小
壮
介
　
　
一
九
六
四

竹
中
岩
夫
　
一
九
六
〇

国
辺
昭
三
　
　
一
九
六
二

鐙
辺
昭
一
瓢
・
佐
原
頁
　
　
一
九
六
暇

田
辺
昭
三
・
佐
原
其

　
　
　
　
　
学
』
第
三
巻
第
五
号
）

一
九
廿
一
四
　
　
　
門
土
器
の
製
作
と
韓
…
櫨
の
問
題
偏
（
『
考
古
学
評
論
』
第
一
巻

　
　
　
　
　
第
　
口
写
）

　
　
　
　
一
九
六
四
　
　
『
紫
雲
出
一
香
川
県
三
豊
郡
詫
聞
町
紫
黒
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
則
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
隔

一
九
六
七
　
　
　
「
㎞
樫
原
廃
出
寸
発
掘
一
調
査
糖
…
要
」
　
（
嚇
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

　
　
　
　
　
概
報
隔
）

一
九
四
九
　
　
「
轡
予
下
方
遺
跡
・
珪
山
遺
跡
調
査
概
報
」
（
『
考
古
学
集

　
　
　
　
　
刊
賄
第
二
翻
）

　
　
　
　
　
　
㎎
古
代
前
期
の
文
化
隔
（
『
新
罠
本
史
講
座
隔
）

　
　
　
　
　
　
門
弥
生
文
化
」
（
磁
縦
本
考
古
学
講
座
脳
4
、
弥
盤
文
化
）

　
　
　
　
　
　
「
弥
生
式
文
化
」
（
『
図
説
日
本
文
化
史
大
系
隔
1
）

　
　
　
　
　
一
九
五
七
　
　
『
神
奈
川
県
夏
島
に
お
け
る
縄
紋
文
化
初
頭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
興
塚
曳
明
治
大
学
文
学
鶴
研
究
報
告
考
古
学
二
）

　
　
　
　
　
～
九
六
一
　
「
京
都
府
深
草
遺
跡
」
（
『
日
本
農
耕
文
化
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
縣
）

　
　
　
　
　
一
九
六
一
　
門
大
阪
癒
瓜
破
遺
跡
」
（
『
日
本
農
耕
文
化
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
戒
』
）

　
　
　
　
　
　
「
遠
賀
掛
式
土
器
偏
（
『
艮
本
原
始
美
術
臨
3
）

　
　
　
　
　
　
「
綴
岡
県
垣
生
臨
土
の
弥
生
式
前
期
獲
馬
型
土
器
の
変
遷
に

　
　
　
　
　
つ
い
て
」
（
『
古
代
学
研
究
』
2
4
）

　
　
　
　
　
　
「
中
垣
内
遺
跡
の
調
査
」
（
『
大
阪
窟
の
文
化
鍬
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
承
都
市
梅
が
畑
繊
土
の
銅
鐸
」
（
『
日
本
考
古
学

　
　
　
　
　
　
　
　
協
会
昭
和
三
九
年
度
大
会
研
究
発
蓑
要
旨
臨
）

　
　
　
　
一
九
六
五
　
「
鶏
冠
弁
遺
跡
」
（
『
東
海
道
新
幹
線
増
設
工
審
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
』
）

田
辺
昭
霊
・
”
佐
原
其
　

一
九
六
六
　
「
弥
生
文
化
の
発
展
と
地
域
性
－
近
畿
」
（
『
田
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
考
古
学
』
盤
弥
生
時
代
）

坪
井
清
足
　
一
九
五
八
　
　
㎎
風
土
記
日
本
』
七
総
括
編

薩
良
信
夫
・
小
林
行
雄
　
一
九
三
二
「
播
磨
岡
吉
田
史
前
遺
跡
の
研
究
」
　
（
『
考
古
学
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簾
三
巻
繁
五
号
）

目
杯
爆
…
辰
．
霊
郎
　
　
一
九
六
二
　
　
『
山
尽
柵
郁
』
　
（
山
石
波
新
勲
“
）

久
永
春
男
　
…
九
六
六
　
　
門
弥
生
文
化
の
発
展
と
地
域
性
一
中
邦
…
東
海
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
の
考
古
学
』
燈
弥
生
時
代
）

藤
岡
謙
二
郎
・
岩
根
保
重
　
一
九
四
四
　
　
『
生
駒
診
脈
1
そ
の
地
理
と
歴
史
を
諮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
』

森
太
丁
山
ハ
酬
繭
・
小
臼
杯
行
雄
　
　
一
九
ゴ
一
八
　
　
噸
弥
生
式
土
器
聚
成
㎜
凶
録
隔

山
田
良
三
・
粟
野
譲
　
一
九
六
七
　
　
「
異
形
銅
器
を
出
土
し
た
京
都
尉
三
肉
木
弥
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
遺
跡
偏
（
『
日
本
考
古
学
協
会
研
究
発
蓑
要
巳
認
）

山
内
済
男
　
一
九
五
八
　
　
「
縄
文
弐
ま
器
の
技
法
偏
（
『
世
界
陶
磁
全
集
脇
第
一
巻
）

八
鱈
二
郎
、
一
九
山
ハ
｛
二
　
　
　
『
繍
一
文
志
ふ
器
十
山
偶
』
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J6ri，　no　relation　can　be　’found．　According　to　the　Hayima　case，　J6ril

seems　to　be　numbered　on　the　basis　ef　the　situation　of　Kokufu，　but　in

this　case　the　partitien　of　land　in　J6ri　was　held　at　first，　while　Kokufu

was　indifferently　established，　and　then　」6ri　seeii｝e　to　be　numbered　on．．

the　basis　of　the　situation　of　Kokufu．

Establishment　of　the　YAYOf弥生Cu1麺re
　　　　　　　　三n　y：AMASHIRO　；⊥1城

　　the　subdivision　of　Early　｝「A　YOI　Period　in　KINKI近畿and

the　position　of　the　pottery　from　KUM（）N（）M　yYA雲ノ寓site

by

Makoto　Sahara

　　In　KII＞：Kl近畿distr呈ct　five　success至ve　types　of　YA　YOi弥生Pottery．．

are　grouped　into　t｝aree　main　perlods；　Early　（Type　1），　Middle　（Type　II－

IV）　and　Late　（Type　V）．

　L　IMAZATO　（1942）　and　S．　SUGiHARA（1950）　have　proposed　．that’

Early　YA　YOI　in　KINKI　is　to　be　subdivided　into　two　phases．　ln　our’

opinion，　however，　on　the　basis　of　teclmological　and　typlogical　study　of

the　pottery，　it　would　ratlaer　be　better　to　subdivide　Early　YA　YOI　into

three　phases．　According　to　our　subdiv宝sion，　KUM（）AIOMIY4雲ノ’菖．

site　belongs　to　the　middle　phase　of　Early　YA　YOI　and　is　the’　oldest

YA　YOI　site　1〈nown　in　YAMASfflRO　（Southern　part　of　Kyoto　Prefec－

ture）．　Thls　paper　covers　also　the　course　of　YA　YOI　culture　to　YAMA－

SHILI？O，　and　the　cultural　relation　of　YAII4ASHILI？O　with　neighbouring．’

regions　in　Early　YA　YOI　Period．
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