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弥
生
時
代
中
期
後
半
の
宮
ノ
台
式
土
器
は
、
そ
の
分
布
域
内
に
い

く
つ
も
の
地
域
的
な
特
色
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
筆

者
も
か
つ
て
東
京
湾
東
岸
地
域
を
と
り
あ
げ
て
宮
ノ
台
式
土
器
の
変

（
１
）

遷
過
稗
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
」
の
土
器
が
器
形

や
文
様
要
素
の
上
で
共
通
し
た
特
徴
を
も
ち
つ
つ
も
南
関
東
全
体
で

一
様
な
展
開
を
見
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え

で
、
千
葉
県
域
の
東
京
湾
側
を
対
象
範
囲
と
し
て
そ
の
時
系
列
的
な

諸
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は

壷
形
土
器
に
み
ら
れ
る
縄
文
帯
を
中
心
と
し
た
文
様
の
展
開
と
調
整

技
法
の
変
遷
に
一
定
の
方
向
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
房
総
半
島
を
対
象

（
２
）

と
し
た
先
行
研
究
と
の
間
に
相
違
を
み
せ
る
と
と
も
に
、
神
奈
川
県

宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
櫛
描
文
の
地
域
的
変
遷
（
小
倉
）

宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
櫛
描
文
の
地
域
的
変
遷

ｌ
印
旛
沼
周
辺
地
域
の
概
要
理
解
の
た
め
に
Ｉ

は
じ
め
に

（
３
）

域
に
お
け
る
成
果
と
多
／
、
の
面
で
整
〈
、
性
の
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
宮
ノ
台
式
土
器
の
本
質
的
な
特
色
の
ひ
と
つ
と

さ
れ
る
櫛
描
文
に
つ
い
て
は
深
く
言
及
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

文
様
要
素
の
分
析
が
縄
文
に
偏
っ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
た
こ
と

（
４
）

ｊ
ｂ
事
実
で
あ
る
。
筆
者
の
対
象
と
し
た
地
域
に
お
い
て
は
縄
文
系
統

の
文
様
要
素
が
き
わ
め
て
特
徴
的
に
顕
在
化
し
て
い
た
た
め
、
わ
か

り
や
す
い
要
素
か
ら
時
間
差
を
抽
出
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が
本
意

で
あ
っ
た
が
、
他
の
要
素
に
つ
い
て
は
そ
の
後
ま
と
ま
っ
た
論
考
を

（
５
）

出
せ
ず
に
い
た
。

二
○
○
一
一
一
年
に
な
っ
て
か
ら
、
地
域
的
に
出
現
す
る
特
徴
的
な
文

（
６
）

様
要
素
と
－
し
て
回
転
結
節
文
を
対
象
と
し
た
分
析
を
行
っ
た
際
、
そ

ろ
そ
ろ
宮
ノ
台
式
土
器
に
と
っ
て
地
域
的
偏
差
の
大
き
い
要
素
か
ら

小

倉
淳

五
五
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さ
て
、
印
旛
沼
周
辺
地
域
で
は
、
宮
ノ
台
式
士
器
に
伴
う
櫛
描
文

施
文
士
器
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

通
有
な
要
素
の
展
開
に
論
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
に

至
っ
た
。
広
域
的
な
手
が
か
り
を
地
域
的
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
ご

く
狭
い
範
囲
に
の
み
有
効
で
あ
る
時
系
列
関
係
を
宮
ノ
台
式
土
器
全

体
の
中
に
よ
り
確
実
に
位
置
づ
け
直
す
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。

当
初
構
想
し
た
枠
組
み
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、

当
該
地
域
に
お
け
る
櫛
描
文
の
展
開
過
程
と
特
色
を
よ
り
明
瞭
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
論
で
は
与
え
ら
れ
た
紙
幅
の
都
合
も
あ

り
、
東
京
湾
東
岸
地
域
の
う
ち
印
旛
沼
周
辺
地
域
を
主
た
る
対
象
と

し
、
そ
の
目
的
も
櫛
描
文
を
施
文
す
る
壷
形
土
器
の
変
遷
の
概
略
を

提
示
す
る
こ
と
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
宮
ノ
台
式
士
器
の
理

解
を
進
め
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
扱
っ
た
資
料
の
実
見
に
つ
い
て
は
、
佐
倉
市
教
育

委
員
会
の
猪
股
佳
二
氏
、
白
井
市
教
育
委
員
会
の
高
花
宏
行
氏
、
印

旛
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
酒
井
弘
志
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま

た
、
鈴
木
正
博
氏
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
会
「
弥
生
道
場
」
の
諸
氏

に
も
検
討
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
種
々
ご
教
示
い
た

だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

法
政
史
学
第
六
十
一
号

印
旛
沼
周
辺
地
域
に
お
け
る
櫛
描
文
施
文
土
器
の
姿

１
Ｈ
１
期

東
京
湾
東
岸
地
域
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
と
櫛
描
文
の
出
現
期

と
考
え
ら
れ
る
。
胸
部
か
ら
頚
部
・
口
縁
部
に
か
け
て
の
幅
広
い
範

囲
に
斜
縄
文
・
沈
線
文
・
櫛
描
文
・
刺
突
文
な
ど
を
用
い
た
文
様
を

施
す
の
が
特
徴
と
な
る
時
期
で
あ
る
。
前
代
の
特
徴
で
あ
る
区
画
充

填
の
要
素
か
ら
脱
し
き
っ
て
お
ら
ず
、
宮
ノ
台
式
に
通
有
の
施
文
帯

の
横
帯
化
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
区
画
内
刺
突
等
が
伴
う
も

の
が
あ
る
。

櫛
描
文
の
登
場
は
、
こ
の
１
期
前
半
の
基
準
資
料
と
し
た
千
葉
県

（
８
）

安
房
郡
一
二
芳
村
仮
家
塚
遺
跡
の
方
形
周
溝
墓
出
士
土
器
（
第
１
図

１
）
の
時
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
で
対
象
と
す

る
地
域
の
資
料
で
は
な
い
が
、
東
京
湾
東
岸
地
域
全
体
の
宮
ノ
台
式

土
器
の
出
現
や
時
期
区
分
に
関
わ
る
事
例
で
あ
る
の
で
、
敢
え
て
触

れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
該
当
資
料
は
胴
上
部
に
施
さ
れ
た
斜
縄
文

に
よ
る
舌
状
文
帯
の
下
端
を
横
位
の
櫛
描
文
に
よ
っ
て
区
画
し
、
囲

ま
れ
た
空
間
内
に
刺
突
文
を
施
す
も
の
で
あ
る
。
東
京
湾
東
岸
地
域

う
か
。
筆
者
は
以
前
当
該
期
を
Ⅲ
Ｉ
期
か
ら
Ⅲ
期
の
一
一
一
期
に
大
別
し

（
７
）

て
お
り
、
そ
の
う
ち
Ⅱ
期
を
ａ
。
ｂ
に
細
別
し
て
い
る
。
本
章
で
は

そ
の
成
果
に
従
っ
て
士
器
に
施
文
さ
れ
た
櫛
描
文
の
姿
を
概
観
し
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
六
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宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
櫛
拙
文
の
地
域
的
変
遷
（
小
倉
）

１
ｗ２

､冠,、

弩ｉｌ藝驫藝譽|鱸|鍵鏑 ●５

第１図ＥＴエ期に関連する主要な櫛拙文施文土器（縮尺６分の１）

1：仮家塚遺跡ＳＺＯ４（方形周瀧墓）２．３；大IMF台遺跡第177号住居趾４．５：同第169号住居趾

に
お
い
て
は
宮
ノ
台
式
土
器
の
出
現
の
当
初
か
ら
文
様
構
成
要
素
に

櫛
拙
文
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
他
地
域
と
の
並
行

関
係
が
注
目
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
。

今
の
と
こ
ろ
印
旛
沼
周
辺
地
域
で
は
仮
家
塚
遺
跡
例
に
並
行
す
る

（
９
）

土
器
の
発
見
例
は
な
い
。
し
か
し
佐
倉
市
大
崎
（
口
遺
跡
で
は
第
一
六

九
号
・
第
一
七
七
号
住
居
阯
か
ら
出
土
し
た
土
器
が
仮
家
塚
遺
跡
に

続
く
時
期
の
資
料
と
想
定
で
き
る
。
櫛
拙
文
を
施
す
完
形
の
壺
形
土

器
と
し
て
復
元
さ
れ
た
も
の
は
共
伴
資
料
群
中
に
は
み
ら
れ
な
い
も

の
の
、
第
一
六
九
号
住
居
虹
で
は
南
側
に
集
中
的
に
形
成
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
土
器
ブ
ロ
ッ
ク
内
を
中
心
に
、
第
一
七
七
号
住
居
趾
で
は

炉
跡
付
近
を
中
心
に
櫛
拙
文
土
器
の
破
片
が
出
土
し
て
お
り
、
関
連

を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
１
図
２
～
５
）
。
櫛
描
文
系
統
の

文
様
は
擬
流
水
文
、
胴
部
を
め
ぐ
る
山
形
文
な
ど
の
ほ
か
に
、
山
形

文
・
直
線
文
・
連
弧
文
の
三
者
が
組
み
合
う
も
の
も
み
ら
れ
、
種
類

は
比
較
的
豊
富
で
あ
る
。
図
示
し
て
い
な
い
が
、
第
一
六
九
号
住
居

趾
で
は
、
胴
上
部
か
ら
頚
部
に
か
け
て
の
広
い
範
囲
に
文
様
を
施

し
、
な
お
か
つ
沈
線
に
よ
る
重
四
角
文
を
加
え
た
り
、
舌
状
文
の
外

側
に
縄
文
を
施
す
壺
形
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
は
後
続
す
る

土
器
群
に
は
認
め
に
く
い
特
徴
で
あ
る
。
な
お
、
第
一
七
七
号
住
居

吐
出
土
の
甕
形
土
器
に
は
櫛
描
文
手
法
に
よ
る
比
較
的
整
っ
た
横
走

羽
状
文
が
施
さ
れ
る
例
が
認
め
ら
れ
る
。

五
七
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２
Ⅲ
Ⅱ
ａ
期

本
地
域
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の
本
格
的
な
展
開
期
と
考
え
ら

れ
る
。
壺
形
土
器
の
構
成
は
、
単
純
な
斜
縄
文
帯
を
胴
上
部
に
広
く

重
ね
る
も
の
を
中
心
と
し
、
器
面
調
整
は
刷
毛
目
調
整
痕
を
残
す
も

の
が
多
応
。
櫛
描
文
を
施
す
壷
形
土
器
は
比
較
的
少
な
い
。

町
Ⅱ
ａ
期
の
基
準
資
料
と
し
た
大
崎
台
遺
跡
第
四
一
一
一
五
号
・
第
一
一
一

四
○
号
住
居
趾
に
お
い
て
は
、
共
伴
資
料
の
中
に
櫛
描
文
を
施
文
す

る
土
器
の
存
在
は
顕
著
で
は
な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
の
基
準
資
料
で
あ

る
第
二
八
八
号
住
居
趾
か
ら
は
貯
蔵
穴
内
か
ら
櫛
描
文
を
有
す
る
士

器
が
大
型
の
破
片
と
し
て
出
土
し
て
い
る
（
第
２
図
１
）
。
こ
れ
を

関
連
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
大
崎
台
遺
跡
で
は
こ
の
時

期
の
数
少
な
い
櫛
描
文
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
胴
上
部
に
横
位

の
櫛
描
文
を
参
一
段
に
わ
た
っ
て
施
文
し
、
最
下
端
に
同
一
工
具
に
よ

る
波
状
文
を
め
ぐ
ら
せ
る
。
こ
の
幅
広
の
櫛
描
文
帯
に
縦
方
向
の
沈

（
、
）

線
を
加
轌
え
、
器
面
を
分
割
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
一
八
八
号
住
居
趾

か
ら
は
広
口
壷
形
土
器
で
は
あ
る
が
、
二
本
一
単
位
の
櫛
拙
文
に
よ

る
擬
流
水
文
が
六
段
に
わ
た
っ
て
施
さ
れ
る
赤
彩
の
資
料
が
出
土
し

て
い
る
（
第
２
図
２
）
。

大
崎
台
遺
跡
で
は
こ
れ
に
関
連
す
る
個
別
の
資
料
が
い
く
つ
か
存

在
す
る
。
第
二
七
一
一
一
号
住
居
趾
の
土
器
（
第
２
図
３
）
は
刷
毛
目
調

整
を
主
体
と
す
る
が
、
頚
部
に
六
本
一
単
位
の
櫛
描
文
が
一
条
め
ぐ

法
政
史
学
第
六
十
一
号

る
も
の
で
あ
る
。
第
一
号
方
形
周
溝
墓
出
土
土
器
（
第
２
図
４
）
は

頚
部
に
刻
目
を
も
つ
突
帯
を
付
し
、
刷
毛
Ⅱ
調
整
主
体
で
胴
上
部
か

ら
頚
部
に
か
け
て
広
く
櫛
描
文
が
展
開
す
る
。
頚
部
上
半
を
欠
い
て

い
る
た
め
突
帯
直
上
の
文
様
は
横
位
の
櫛
描
文
以
外
は
不
明
で
あ
る

が
、
胴
上
部
に
は
二
条
な
い
し
一
一
一
条
の
櫛
描
文
を
間
隔
を
あ
け
て
一
一

段
に
わ
た
っ
て
施
文
し
、
縦
位
の
櫛
描
文
で
器
面
を
分
割
す
る
。
こ

れ
ら
の
文
様
の
下
端
に
櫛
描
波
状
文
を
め
ぐ
ら
せ
る
。

こ
れ
ら
Ⅲ
Ⅱ
ａ
期
に
相
当
す
る
資
料
と
し
て
佐
倉
市
太
田
用
替

（
、
）

遺
跡
七
号
住
居
吐
出
士
資
料
が
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
大
崎
台
遺
跡
か

（
皿
）

ら
西
に
谷
を
挟
ん
だ
寺
崎
向
原
遺
跡
の
乗
る
舌
状
台
地
基
部
に
所
在

し
て
お
り
、
近
年
発
掘
調
査
さ
れ
た
資
料
の
中
で
き
わ
め
て
一
括
性

の
高
い
も
の
で
あ
る
。
横
方
向
に
展
開
す
る
斜
縄
文
帯
、
結
紐
文

帯
、
山
形
文
帯
、
舌
状
文
帯
な
ど
の
縄
文
系
の
文
様
が
器
面
に
広
く

展
開
す
る
壺
形
土
器
を
主
体
と
し
て
お
り
、
ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
調
整
を
加

え
る
も
の
も
一
定
量
見
ら
れ
る
も
の
の
、
刷
毛
目
調
整
を
よ
く
残
す

土
器
が
多
数
を
占
め
、
総
体
と
し
て
は
町
Ⅱ
ａ
期
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
と
考
え
て
い
る
。

第
２
図
６
は
櫛
描
波
状
文
帯
の
上
下
を
横
位
の
櫛
描
文
帯
で
区
画

し
て
い
る
。
頚
部
に
は
刷
毛
目
調
整
痕
が
よ
く
残
る
。
同
図
７
は
二

本
一
単
位
の
櫛
歯
状
工
具
で
頚
部
下
端
に
一
帯
の
沈
線
を
施
文
し
、

同
じ
工
具
で
直
下
に
山
形
文
帯
を
施
文
す
る
。
櫛
描
文
で
囲
ま
れ
た

五
八
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宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
櫛
拙
文
の
地
域
的
変
遷
（
小
倉
）
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第２図ＥＴⅡａ期に関連する主要な櫛拙文施文土器（縮尺６分の１）
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３
Ⅷ
Ⅱ
ｂ
期

こ
の
時
期
の
壷
形
土
器
は
文
様
構
成
の
上
で
は
Ⅱ
ａ
期
に
準
じ
る

も
の
の
、
器
面
調
整
に
お
い
て
刷
毛
目
調
整
痕
を
ヘ
ラ
ナ
デ
や
へ
ラ

ミ
ガ
キ
と
い
っ
た
調
整
技
法
で
消
去
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
特
徴

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
回
転
結
節
文
が
一
般
化
し
、
後
半
に

は
羽
状
縄
文
の
導
入
も
図
ら
れ
る
。

部
分
は
赤
彩
し
て
い
る
。
口
縁
部
か
ら
頚
部
に
か
け
て
は
縦
方
向
の

刷
毛
目
調
整
と
ナ
デ
調
整
、
胴
部
は
刷
毛
日
調
整
が
顕
著
で
、
一
部

に
Ｌ
Ｒ
縄
文
と
み
ら
れ
る
圧
痕
が
み
ら
れ
る
が
、
施
文
帯
と
な
る
も

の
で
は
な
い
。
籠
目
の
残
る
土
器
で
あ
る
。
同
図
８
は
二
段
の
縄
文

帯
を
三
条
の
櫛
描
文
で
区
画
し
、
下
に
櫛
描
波
状
文
を
沿
わ
せ
る
。

さ
ら
に
下
に
横
走
す
る
縄
文
帯
と
連
弧
状
の
縄
文
が
付
加
さ
れ
る
。

胴
部
は
刷
毛
目
調
整
と
へ
ラ
ミ
ガ
キ
調
整
を
併
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
佐
倉
市
六
崎
に
所
在
し
、
大
崎
台
遺
跡
に
ほ
ど
近
い
六
崎

（
皿
）

貴
舟
〈
口
遺
跡
か
ら
も
関
連
資
料
が
出
土
し
て
い
る
（
第
２
図
５
）
。

○
○
四
方
形
周
溝
墓
出
土
の
も
の
で
、
川
上
部
に
広
く
施
文
さ
れ
る

斜
縄
文
帯
の
区
阿
文
と
し
て
三
条
一
単
位
の
櫛
描
文
が
四
条
加
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
四
条
の
う
ち
中
の
二
条
は
か
な
り
不
鮮
明
に

な
っ
て
い
る
。
器
面
に
は
刷
毛
目
調
整
痕
が
残
さ
れ
て
お
り
、
町
Ⅱ

ａ
期
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

法
政
史
学
第
六
十
一
号

Ⅲ
Ⅱ
ｂ
期
は
大
崎
台
遺
跡
第
一
四
四
号
住
居
趾
・
第
一
一
七
○
号
住

居
趾
出
土
資
料
を
基
準
資
料
と
し
て
い
る
。
第
一
四
四
号
住
居
趾
か

ら
は
四
本
一
単
位
の
工
具
に
よ
る
櫛
描
文
を
三
段
に
重
ね
て
連
弧
文

を
描
く
（
第
３
図
１
）
。
こ
の
文
様
は
胴
部
に
三
段
に
わ
た
っ
て
施

さ
れ
た
刺
突
列
を
伴
う
斜
縄
文
帯
の
下
端
に
付
加
さ
れ
、
縄
文
帯
と

の
接
点
に
は
円
形
浮
文
を
加
え
る
。
同
住
居
趾
か
ら
は
、
ほ
ぼ
同
一

の
構
成
を
取
る
壷
形
士
器
が
も
う
一
個
体
出
土
し
て
お
り
、
櫛
描
横

走
羽
状
文
を
も
つ
甕
形
士
器
も
多
数
み
ら
れ
る
。

第
二
七
○
号
住
居
趾
か
ら
も
櫛
描
文
を
も
つ
壷
形
土
器
が
出
土
し

て
い
る
（
第
３
図
６
）
。
頚
部
に
形
成
さ
れ
た
段
部
の
上
下
に
三
本

一
単
位
の
櫛
描
波
状
文
を
加
え
る
が
、
ナ
デ
調
整
に
よ
っ
て
か
な
り

消
去
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
完
形
土
器
類
に
は
櫛
描
文
は
施
さ

れ
な
い
。

大
崎
台
遺
跡
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
関
連
資
料
と
し
て
は
、
ま
ず

第
一
六
二
号
住
居
趾
出
土
資
料
（
第
３
図
２
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ヘ

ラ
ミ
ガ
キ
調
整
を
主
体
と
す
る
赤
彩
土
器
で
、
頚
部
か
ら
胴
上
部
に

か
け
て
斜
縄
文
帯
を
め
ぐ
ら
せ
、
円
形
浮
文
を
末
端
に
付
加
す
る
結

紐
文
を
加
え
る
。
以
下
に
や
や
間
隔
を
開
け
て
六
本
一
単
位
の
櫛
描

波
状
文
を
二
段
に
わ
た
っ
て
施
文
し
て
い
る
。
共
伴
資
料
に
は
斜
縄

文
構
成
で
へ
ラ
ミ
ガ
キ
調
整
を
全
面
に
施
す
壷
形
土
器
も
あ
り
、
町

Ⅱ
ｂ
期
の
良
好
な
資
料
で
あ
る
。

六
○
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宮
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台
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環
濠
内
の
廃
棄
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
も
こ
の
時
期
の
資
料
が
出
土
し
て

い
る
（
第
３
図
４
）
。
Ｌ
ブ
ロ
ッ
ク
と
さ
れ
る
集
中
地
点
か
ら
出
土

し
た
も
の
で
、
本
来
多
段
に
施
さ
れ
る
擬
流
水
文
の
区
画
を
失
っ
た

形
で
櫛
描
文
だ
け
が
施
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
下
端
に
は
結
紐
文
と
も

山
形
文
と
も
見
え
る
櫛
描
文
が
め
ぐ
る
が
、
こ
れ
は
縄
文
系
の
文
様

に
お
い
て
最
下
段
の
横
帯
文
と
と
も
に
縄
文
帯
に
よ
る
結
紐
文
な
い

し
山
形
文
の
構
成
を
と
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
縄
文
が
す
べ
て
櫛
描
文
へ
転
写
さ
れ
た
姿
と
み
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
た
だ
し
、
櫛
描
結
紐
文
が
最
下
段
に
め
ぐ
る
ｔ
器
は
相
模
地

（
川
）

域
に
も
存
在
す
る
の
で
、
即
断
は
で
き
な
い
。
調
整
は
刷
毛
目
調
整

の
の
ち
へ
ラ
ミ
ガ
キ
調
整
で
、
Ⅲ
Ⅱ
ｂ
期
以
降
の
特
徴
を
よ
く
備
え

て
い
る
。
類
似
し
た
文
様
構
成
を
も
つ
壺
形
土
器
は
第
七
号
方
形
周

溝
墓
Ｓ
溝
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
（
第
３
図
３
）
。
口
縁
部
か
ら
頚

部
に
か
け
て
は
刷
毛
目
調
整
を
よ
く
残
し
、
胴
央
部
に
は
粗
い
刷
毛

日
調
整
の
の
ち
丁
寧
に
ナ
デ
調
整
を
加
え
て
い
る
。
調
整
の
程
度
で

は
Ⅲ
Ⅱ
ａ
期
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
胴
部
下
半
が
残
存

し
て
い
な
い
た
め
、
文
様
部
分
を
除
い
た
調
整
の
状
態
が
明
瞭
で
は

な
い
。
胴
上
部
に
細
い
櫛
描
波
状
文
を
二
段
に
わ
た
っ
て
施
し
て
い

る
ほ
か
、
櫛
描
文
系
の
文
様
で
は
頚
部
直
下
と
胴
央
部
に
横
位
の
櫛

描
文
を
施
文
し
て
い
る
。
こ
れ
も
擬
流
水
文
の
配
置
そ
の
ま
ま
に
置

か
れ
て
い
る
も
の
の
、
文
様
単
位
の
端
部
区
両
を
省
略
し
た
も
の
で

法
政
史
学
第
六
十
一
号

４
Ⅵ
Ⅲ
期

酊
Ⅲ
期
は
縄
文
帯
が
斜
縄
文
か
ら
羽
状
縄
文
へ
と
大
き
く
変
化

し
、
か
つ
Ⅱ
ｂ
期
と
同
様
に
刷
毛
目
調
整
を
ヘ
ラ
ナ
デ
あ
る
い
は
へ

ラ
ミ
ガ
キ
調
整
で
消
去
す
る
も
の
が
一
般
的
な
時
期
で
あ
り
、
こ
の

時
期
を
も
っ
て
宮
ノ
台
式
士
器
の
時
期
は
終
わ
る
。

こ
の
時
期
の
基
準
資
料
と
し
た
大
崎
台
遺
跡
第
囚
三
一
号
住
居
趾

の
共
伴
資
料
中
に
は
、
櫛
描
文
を
構
成
要
素
と
す
る
壺
形
土
器
は
存

在
し
て
お
ら
ず
、
当
該
期
の
壺
形
土
器
に
施
さ
れ
る
櫛
描
文
士
器
が

Ⅱ
期
よ
り
更
に
少
な
く
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

あ
る
。
両
者
と
も
に
擬
流
水
文
が
か
な
り
退
化
し
た
例
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

ま
た
、
大
崎
台
遺
跡
第
三
七
八
号
住
居
比
出
土
資
料
（
第
３
図

５
）
も
Ⅲ
Ⅱ
ｂ
期
以
降
の
資
料
と
み
ら
れ
る
。
密
に
施
さ
れ
ろ
へ
ラ

ミ
ガ
キ
調
整
が
特
徴
的
で
あ
る
。
口
縁
部
が
Ｌ
Ｒ
単
節
斜
縄
文
で
羽

状
構
成
を
と
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
Ⅲ
期
の
も
の
に
も
多
く
認
め
ら
れ

る
。
胴
上
部
に
四
本
一
単
位
の
櫛
描
文
を
三
段
に
重
ね
て
山
形
文
を

施
文
し
て
い
る
。
大
崎
台
第
四
○
八
号
住
居
吐
出
士
資
料
（
第
３
図

７
）
も
刷
毛
Ⅱ
調
整
後
に
ヘ
ラ
ナ
デ
調
整
を
加
え
、
胴
上
部
に
四
本

一
単
位
の
工
具
に
よ
る
横
位
櫛
描
文
帯
と
波
状
櫛
描
文
帯
を
施
文
し

て
お
り
、
こ
の
時
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

一
ハ
ー
ー
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こ
の
時
期
に
関
連
す
る
大
崎
台
遺
跡
の
資
料
は
、
第
二
○
九
号
住

居
吐
出
士
土
器
（
第
３
図
８
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
器
高
五
一
・
六
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測
る
大
型
壺
形
土
器
で
あ
り
、
刷
毛
目
調
整
の
の

ち
丁
寧
な
ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。
有
段
状
の
口
縁
部

に
は
Ｌ
Ｒ
縄
文
が
施
さ
れ
、
下
端
を
刻
む
。
胴
上
部
に
六
本
一
単
位

の
工
具
に
よ
っ
て
六
段
の
横
位
櫛
描
文
を
重
ね
、
そ
の
下
に
同
一
の

工
具
に
よ
る
五
段
重
ね
の
連
弧
文
を
施
す
。
連
弧
文
の
連
接
部
に
は

上
下
に
円
形
浮
文
を
貼
付
し
て
い
る
。
こ
の
住
居
趾
か
ら
は
羽
状
縄

文
帯
を
有
す
る
完
形
の
小
型
壺
形
土
器
や
、
胴
上
部
に
複
数
の
羽
状

縄
文
帯
を
有
す
る
大
型
壷
形
士
器
の
大
型
破
片
な
ど
が
共
伴
出
土
し

て
お
り
、
櫛
描
文
に
よ
る
横
走
羽
縄
文
構
成
の
甕
形
土
器
も
み
ら
れ

る
。印
旛
沼
周
辺
地
域
に
み
る
櫛
描
文
を
施
す
壺
形
土
器
の
特
徴
は
以

下
の
三
点
程
度
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
櫛
描
文
を
施
文
す
る
土
器
の
数
は
総
体
と
し
て
少
な
い

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
崎
台
遺
跡
で
は
一
五
○
軒
以
上
の
竪
穴
住

居
趾
と
環
濠
が
検
出
さ
れ
、
き
わ
め
て
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
完
形
土
器
と
し
て
図
示
で
き
る
資
料
は
非
常

に
少
な
い
。
近
隣
に
所
在
し
、
本
稿
で
Ⅲ
Ⅱ
ａ
期
に
位
置
づ
け
た
太

宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
櫛
描
文
の
地
域
的
変
遷
（
小
倉
）

ニ
印
旛
沼
周
辺
地
域
に
お
け
る
櫛
描
文
施
文
土
器
の
特
徴

｛
巧
）

田
用
替
遺
跡
七
口
万
住
居
趾
か
ら
ｊ
ｂ
同
様
に
、
全
体
で
一
八
な
い
し
一

九
点
の
壺
形
土
器
が
ま
と
ま
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
櫛
描
文
を
施
文
す
る
士
器
は
わ
ず
か
三
点
の
み
の
出
土
で
、
残

り
の
う
ち
九
点
は
縄
文
を
施
文
し
、
そ
の
う
ち
一
点
は
櫛
描
文
・
縄

文
を
併
用
す
る
も
の
、
そ
の
他
は
無
文
の
も
の
で
あ
る
。
大
崎
台
遺

跡
の
傾
向
と
合
わ
せ
て
理
解
し
て
も
、
や
は
り
印
旛
沼
周
辺
地
域
に

お
い
て
は
櫛
描
文
を
施
文
す
る
土
器
の
例
数
は
か
な
り
少
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。

第
二
に
、
櫛
描
文
を
施
す
土
器
に
は
東
京
湾
東
岸
地
域
に
特
徴
的

な
文
様
要
素
や
手
法
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、

伝
統
的
に
施
文
幅
を
広
く
と
る
傾
向
が
強
く
、
宮
ノ
台
式
土
器
に
関

し
て
も
、
す
べ
て
の
時
期
を
通
じ
て
頚
部
か
ら
胴
上
部
に
か
け
て
の

（
逓
）

広
い
範
囲
に
密
度
の
高
い
文
様
が
施
父
こ
れ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
時
期
が
降
る
に
従
っ
て
壺
形
土
器
の
文
様
が
頚
部
に
縮
約

（
Ⅳ
）

し
て
ゆ
／
、
傾
向
の
あ
る
神
奈
川
県
域
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
文
様
自
体
は
複
雑
な
構
成
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
次
第
に
単
純
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
文

様
単
位
を
重
ね
て
幅
広
の
施
文
帯
を
構
成
す
る
手
法
が
一
般
化
し
て

ゆ
く
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
縄
文
帯
や
回
転
結
節
文
帯
が
た
ど
る
方

向
性
で
あ
る
。
櫛
描
文
も
そ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
て
、
横
方
向
に
施

さ
れ
る
単
一
の
横
帯
を
幅
広
く
重
ね
て
ゆ
き
、
単
純
な
文
様
構
成
を

一ハ一一一
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指
向
す
る
よ
う
に
な
る
。
幅
広
い
施
文
範
囲
が
維
持
さ
れ
る
一
方

で
、
構
成
の
複
雑
さ
自
体
は
退
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

〈
旧
）

連
弧
文
な
ど
も
極
端
に
幅
の
広
い
も
の
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
東
京
湾
東
岸
地
域
に
お
い
て
は
、
回
転
結
節
文
の
文
様
構

成
と
櫛
描
文
の
そ
れ
と
の
間
に
一
定
の
関
連
が
あ
る
。
両
者
と
も
連

弧
文
な
ど
の
文
様
を
か
た
ち
づ
く
る
場
合
、
そ
れ
が
円
形
浮
文
と
結

び
つ
く
傾
向
が
強
い
。
た
だ
し
、
回
転
結
節
文
が
幅
広
の
施
文
帯
を

構
成
す
る
ほ
か
に
羽
状
縄
文
帯
の
区
画
文
と
し
て
も
特
徴
的
に
用
い

ら
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
町
Ⅱ
ｂ
期
以
降
の
櫛
描
文
に
は
そ
の
傾

向
が
弱
い
。
櫛
描
文
は
当
初
か
ら
区
画
文
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て

い
た
が
、
時
期
が
降
る
に
従
っ
て
縄
文
と
同
様
の
使
わ
れ
方
を
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
区
画
文
的
な
性
格
を
減
じ
て
ゆ
く
も
の
と
み
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
羽
状
縄
文
帯
の
区
画
文
を
検
討
し
て
み
れ
ば
明

く
四
）

ら
か
で
あ
り
、
一
九
九
六
年
に
調
査
し
た
際
に
は
東
京
湾
東
岸
地
域

全
体
で
も
、
Ⅲ
Ⅲ
期
に
特
徴
的
な
羽
状
縄
文
の
区
画
文
と
し
て
櫛
描

文
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
八
四
例
中
一
一
一
例
の
み
で
、
全
体
と
し
て

著
し
く
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
大
崎
台
遺
跡
に
お
い
て
、
羽
状
縄

文
を
二
本
一
単
位
の
工
具
で
区
画
す
る
例
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
多
い

と
は
言
え
な
い
。
区
間
文
の
役
割
は
主
と
し
て
沈
線
文
や
回
転
結
節

文
が
特
徴
的
に
担
う
よ
う
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
第
三
に
、
櫛
描
文
自
体
が
宮
ノ
台
式
土
器
の
終
末
ま
で
存

法
政
史
学
第
六
十
一
号

上
記
の
動
向
や
特
質
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
櫛
描
文
か
ら
み
た
印

旛
沼
周
辺
地
域
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の
姿
を
、
東
京
湾
東
岸
地

域
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ｉ
期
縄
文
帯
や
刺
突
充
填
文
の
区
画
要
素
と
し
て
、
櫛
描
文
が
壺

形
土
器
の
文
様
構
成
に
参
画
し
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
や
や
遅
れ

て
、
大
崎
台
遺
跡
の
初
期
と
な
る
時
期
に
は
、
櫛
描
文
の
み
の
文
様

構
成
を
と
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
山
形
文
、
擬
流
水
文
、
重
三
角

文
、
連
弧
文
な
ど
の
意
匠
文
の
ほ
か
、
区
画
文
と
し
て
も
用
い
ら
れ

る
。
櫛
描
文
の
当
初
か
ら
の
特
性
と
し
て
、
横
帯
化
の
傾
向
が
強
く

続
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
宮
ノ
台
式
期
最
終
末
の
下
末
吉
台
地

に
お
い
て
は
．
部
に
櫛
描
文
が
残
存
す
る
が
（
中
略
）
例
外
的
な

（
ｍ
）

存
在
と
考
麿
え
て
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
で
は

文
様
単
位
を
重
ね
て
幅
広
の
施
文
帯
を
構
成
す
る
手
法
が
一
般
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
櫛
描
文
は
羽
状
縄
文
帯
や
回
転
結
節
文
帯
と
と

も
に
Ⅵ
Ⅲ
期
ま
で
残
存
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
今
回
は
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
が
、
甕
形
土
器
に
つ
い
て

も
横
走
羽
状
文
が
形
を
崩
し
な
が
ら
Ⅶ
Ⅲ
期
ま
で
存
続
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
も
櫛
描
文
が
文
様
要
素
と
し
て
最
終
期
に
残

る
こ
と
を
補
強
す
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

三
櫛
描
文
施
文
土
器
の
展
開
過
程

六

四
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み
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
斜
縄
文
系
統
の
文
様
も
そ
の
影

響
を
強
く
受
け
は
じ
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

Ⅱ
ａ
期
横
帯
化
し
た
施
文
帯
の
構
成
要
素
と
し
て
、
櫛
描
文
が
他

の
文
様
要
素
と
結
び
つ
き
な
が
ら
器
面
を
飾
る
時
期
で
あ
る
。
山
形

文
、
擬
流
水
文
、
波
状
文
な
ど
、
櫛
描
文
の
一
般
的
な
要
素
が
明
確

に
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
頚
部
に
一
条
の
横
帯
を
単
純
に
施
す
だ
け
の

も
の
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
櫛
描
横
帯
を
多
段
に
密
に
重
ね
た
太
い

施
文
帯
を
形
成
し
、
そ
れ
を
縦
位
の
沈
線
や
櫛
描
沈
線
で
分
割
す
る

も
の
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
東
海
地
方
の
白
岩
式
等
と
の
関
連
が
想

起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
斜
縄
文
帯
と
櫛
描
文
と
の
関
係
も
親
密

で
、
斜
縄
文
帯
の
区
画
要
素
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。

Ⅱ
ｂ
期
前
代
の
も
の
に
比
べ
て
文
様
の
退
化
傾
向
が
強
ま
り
、
単

純
な
構
成
を
と
る
も
の
が
増
え
る
。
ま
た
、
櫛
描
沈
線
を
多
段
に
密

に
重
ね
た
太
い
施
文
帯
が
増
加
す
る
。
Ⅱ
ａ
期
に
は
櫛
描
横
帯
の
み

の
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
波
状
文
、
連
弧
文
、
山
形

文
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
を
と
る
も
の
も
増
加
す
る
。
一
方
、
擬
流
水
文

は
区
画
沈
線
が
省
略
さ
れ
、
切
れ
切
れ
の
櫛
描
沈
線
が
当
初
の
構
成

を
保
っ
た
ま
ま
器
面
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
斜
縄
文

帯
の
区
画
要
素
と
な
る
例
は
減
少
す
る
よ
う
で
あ
る
。

Ⅲ
期
櫛
描
沈
線
を
多
段
に
密
に
重
ね
た
太
い
施
文
帯
が
残
り
、
壷

宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
櫛
描
文
の
地
域
的
変
遷
（
小
倉
）

以
上
、
雑
駁
で
は
あ
る
が
、
印
旛
沼
周
辺
地
域
の
宮
ノ
台
式
土
器

に
み
ら
れ
る
櫛
描
文
の
動
向
を
追
っ
て
み
た
。
宮
ノ
台
式
土
器
独
自

の
文
様
と
さ
れ
る
縄
文
を
用
い
た
資
料
に
比
べ
て
、
当
該
地
域
に
お

い
て
櫛
描
文
を
施
す
壺
形
土
器
の
発
見
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

し
か
し
櫛
描
文
も
ま
た
羽
状
縄
文
帯
や
回
転
結
節
文
帯
の
動
向
と
連

動
し
な
が
ら
変
化
し
て
ゆ
く
状
況
は
あ
る
程
度
迫
っ
て
ゆ
く
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
、
擬
流
水
文
の
退
化
現
象
や
施
文
帯
と
し
て
の
使
わ

れ
方
の
変
化
な
ど
も
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
東
京
湾

東
岸
域
に
お
け
る
、
ざ
ら
に
狭
い
範
囲
で
の
変
遷
の
一
端
を
明
ら
か

に
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
宮
ノ
台
式
土
器
の
分
布
範
囲
で
こ
う
し
た

形
士
器
の
器
面
を
広
く
飾
る
も
の
が
あ
る
。
羽
状
縄
文
帯
や
回
転
結

節
文
帯
の
動
向
に
連
動
す
る
と
考
え
ら
れ
、
円
形
浮
文
が
付
加
さ
れ

る
例
も
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
他
の
文
様
で
区
画
す
る
例
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
ま
た
、
回
転
結
節
文
帯
の
動
向
と
は
異
な
り
、
羽
状
縄

文
帯
の
区
画
文
と
し
て
櫛
描
文
が
用
い
ら
れ
る
例
は
少
な
い
。
こ
の

時
期
を
も
っ
て
宮
ノ
台
式
土
器
は
終
焉
を
迎
え
る
が
、
数
量
的
に
は

少
な
い
な
が
ら
も
櫛
描
文
は
最
後
ま
で
残
存
し
、
甕
形
土
器
の
櫛
描

横
走
羽
状
文
と
し
て
も
残
さ
れ
て
い
る
。
印
旛
沼
周
辺
地
域
の
特
徴

と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

六
五
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変
化
が
共
通
し
て
現
れ
る
か
否
か
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
簡
単
な
分
析
を
行
っ
た
だ
け
で
あ

り
、
残
さ
れ
た
課
題
は
非
常
に
多
い
。
第
一
に
、
大
崎
台
遺
跡
第
二

八
八
号
住
居
趾
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
（
第
２
図
１
）
、
他
地
域
特
に

東
海
地
方
東
部
と
の
深
い
関
係
を
示
す
可
能
性
の
あ
る
土
器
の
存
在

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
細
な
分
析
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
印
旛
沼
周
辺
地
域
を
広
域
的
な
関
係
の
中
に
位
置

づ
け
て
ゆ
く
た
め
に
も
必
要
な
作
業
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
第

二
に
、
筆
者
の
Ⅵ
Ｉ
期
と
し
た
資
料
の
年
代
観
が
、
他
の
検
討
事
例

（
皿
）

と
一
致
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
安
藤
広
道
の
見
解
と
の

相
違
は
、
大
崎
台
遺
跡
の
開
始
年
代
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
南

関
東
地
方
に
お
け
る
環
濠
集
落
の
出
現
時
期
に
関
す
る
認
識
の
差
を

も
た
ら
す
。
筆
者
も
大
崎
台
だ
け
が
古
い
時
期
か
ら
営
ま
れ
る
と
は

到
底
思
え
な
い
が
、
は
た
し
て
宮
ノ
台
式
期
の
環
濠
を
も
つ
集
落
は

南
関
東
地
方
一
円
で
一
斉
に
始
ま
る
の
か
ど
う
か
、
い
ま
少
し
検
討

し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
東
関
東
系
統
の
土

器
、
東
北
地
方
の
土
器
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
筆
者
の
力
量
不
足
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

利
根
川
周
辺
域
を
中
心
と
す
る
資
料
の
蓄
積
と
検
討
に
よ
っ
て
い
ず

れ
は
克
服
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

法
政
史
学
第
六
十
一
号

註（
１
）
小
倉
淳
一
「
東
京
湾
東
岸
地
域
の
宮
ノ
台
式
土
器
」
Ｓ
史
館
」
第

〃
号
史
館
同
人
）
一
九
九
六
年

（
２
）
斎
木
勝
「
第
Ⅳ
章
東
京
湾
東
岸
に
お
け
る
中
期
弥
生
遺
跡
の

集
落
構
成
と
出
土
土
器
」
Ｓ
研
究
紀
要
３
１
考
古
学
か
ら
み
た
房
総

文
化
Ｉ
３
弥
生
時
代
」
財
団
法
人
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

一
九
七
八
年
、
柿
沼
修
平
「
大
崎
台
遺
跡
の
弥
生
式
土
器
ｌ
と
く
に

中
期
後
半
か
ら
後
期
初
頭
に
か
け
て
の
弥
生
式
土
器
に
つ
い
て
ｌ
」

（
「
奈
和
咀
周
年
記
念
論
文
集
」
奈
和
同
人
会
）
一
九
八
四
年
、

斎
木
勝
「
１
・
宮
ノ
台
式
土
器
」
Ｓ
弥
生
文
化
の
研
究
」
４
雄

山
閣
出
版
）
一
九
八
七
年
、
柿
沼
修
平
「
〃
大
崎
台
遺
跡
の
研
究
Ⅱ
〃

「
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
集
落
」
川
」
Ｓ
奈
和
」
第
記
号
奈
和
同

人
会
）
一
九
九
一
年

（
３
）
石
井
寛
「
調
査
の
成
果
と
課
題
」
Ｓ
折
本
西
原
遺
跡
」
横
浜

市
埋
蔵
文
化
財
調
査
委
員
会
）
一
九
八
○
年
、
安
藤
広
道
「
神
奈
川

県
下
末
吉
台
地
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の
細
分
（
上
）
（
下
と

Ｓ
古
代
文
化
」
第
蛆
巻
第
６
号
・
第
７
号
古
代
學
協
會
）
一
九
九

○
年

（
４
）
黒
沢
浩
「
房
総
宮
ノ
台
式
士
器
考
ｌ
房
総
に
お
け
る
宮
ノ
台
式

土
器
の
枠
組
み
ｌ
」
Ｓ
史
館
」
第
狙
号
史
館
同
人
）
’
九
九
七
年

（
５
）
筆
者
の
論
考
（
前
掲
註
１
）
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
安
藤
広
道
は

南
関
東
地
方
に
お
け
る
中
期
後
半
の
弥
生
土
器
編
年
の
大
枠
を
論
じ

て
お
り
、
筆
者
が
東
京
湾
東
岸
地
域
と
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
市
原

台
地
（
と
地
域
、
印
旛
沼
周
辺
（
ｈ
）
地
域
の
宮
ノ
台
式
土
器
変

一
ハ
ー
ハ
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遷
案
を
提
示
し
て
い
る
。
わ
ず
か
二
頁
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
下
末

吉
台
地
周
辺
と
の
並
行
関
係
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ

る
。
し
か
し
、
筆
者
の
並
行
関
係
試
案
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。
今

後
東
京
湾
東
岸
地
域
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の
文
様
の
諸
要
素
を

よ
り
深
く
か
つ
総
合
的
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の
開
始
の
問
題
に
つ
い
て

も
南
関
東
地
方
に
お
け
る
諸
関
係
か
ら
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
ｏ安
藤
広
道
「
南
関
東
地
方
（
中
期
後
半
・
後
期
）
」
Ｓ
Ｙ
Ａ
Ｙ
１

弥
生
土
器
を
語
る
会
加
同
到
達
記
念
論
文
集
」
弥
生
土
器
を
語
る

会
）
一
九
九
六
年

（
６
）
小
倉
淳
一
「
宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
回
転
結
節
文
の
分
布
と
変

遷
」
（
「
法
政
考
古
学
」
第
刈
集
記
念
論
文
集
法
政
考
古
学
会
）
二

○
○
三
年

（
７
）
小
倉
淳
一
「
東
京
湾
東
岸
地
域
の
宮
ノ
台
式
土
器
」
（
前
掲
註
１
）

（
８
）
大
渕
淳
志
・
小
川
和
博
「
安
房
仮
家
塚
Ｉ
房
総
半
島
最
南
端
弥
生

時
代
中
期
の
方
形
周
溝
墓
の
調
査
ｌ
」
三
芳
村
教
育
委
員
会
一

九
九
四
年

（
９
）
柿
沼
修
平
ほ
か
「
大
崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
Ｉ
佐
倉
市

大
崎
台
Ｂ
地
区
遺
跡
調
査
会
一
九
八
五
年
、
柿
沼
修
平
ほ
か
「
大

崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
Ⅱ
佐
倉
市
大
崎
台
Ｂ
地
区
遺
跡
調

査
会
一
九
八
六
年
、
柿
沼
修
平
ほ
か
「
大
崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報

告
書
」
Ⅲ
佐
倉
市
大
崎
台
Ｂ
地
区
遺
跡
調
査
会
一
九
八
七
年
、

柿
沼
修
平
・
高
橋
誠
「
大
崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
Ⅳ
佐

宮
ノ
台
式
土
器
に
み
る
櫛
描
文
の
地
域
的
変
遷
（
小
倉
）

倉
市
教
育
委
員
会
一
九
九
七
年

（
、
）
こ
う
し
た
文
様
構
成
を
も
つ
土
器
は
東
海
地
方
東
部
に
分
布
す
る

白
岩
式
土
器
の
影
響
下
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
興
味
深
い
。

佐
藤
由
紀
男
・
篠
原
和
大
・
萩
野
谷
正
宏
「
東
遠
江
地
域
」
ｓ
弥

生
土
器
の
様
式
と
編
年
」
木
耳
社
）
二
○
○
二
年
、
萩
野
谷
正
宏

「
「
白
岩
式
土
器
」
の
再
検
討
」
（
「
転
機
」
第
七
号
）
二
○
○
○
年

（
、
）
大
槻
恵
理
香
・
宮
文
子
「
佐
倉
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告

書
平
成
９
年
度
太
田
用
替
遺
跡
」
佐
倉
市
教
育
委
員
会
一
九

九
九
年

（
、
）
渋
谷
興
平
ほ
か
「
寺
崎
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
書
」
佐
倉
市
寺
崎

遺
跡
群
調
査
会
・
佐
倉
市
教
育
委
員
会
一
九
八
七
年

（
田
）
大
澤
孝
編
「
千
葉
県
佐
倉
市
六
崎
貴
舟
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

書
六
崎
貴
舟
地
区
宅
地
造
成
予
定
地
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
財
団

法
人
印
旛
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
発
掘
調
査
報
告
書
第
肥
集
」
財
団

法
人
印
旛
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
’
九
九
一
年

（
ｕ
）
谷
津
遺
跡
（
小
田
原
遺
跡
）
出
土
土
器
の
中
に
櫛
描
横
帯
文
を
五

段
に
重
ね
、
最
下
段
を
櫛
描
結
紐
文
帯
と
す
る
例
が
あ
る
。
櫛
描
文

が
結
紐
文
帯
の
モ
チ
ー
フ
の
影
響
を
受
け
た
例
と
し
て
よ
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
構
成
が
擬
流
水
文
帯
を
も
つ
壺
形
土
器
と

の
関
係
に
も
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
な

お
、
大
島
慎
一
は
当
該
士
器
を
相
模
Ⅳ
１
２
様
式
に
位
置
づ
け
て
い

る
。小
林
行
雄
・
杉
原
荘
介
編
「
弥
生
式
土
器
集
成
本
編
」
’
九
六
四

年
、
伊
丹
微
・
大
島
慎
一
・
立
花
実
「
６
相
模
地
域
」
ｓ
弥

六
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（
付
記
）
伊
藤
玄
三
先
生
に
は
十
一
一
一
年
間
の
学
生
時
代
を
通
じ
て
ご
指
導

い
た
だ
い
た
。
先
生
は
日
頃
、
頭
ご
な
し
に
「
こ
う
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
「
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
「
こ
う
し
た
い
」
「
か
く
あ
り
た
い
」
と
い
う
意

思
は
常
に
学
生
達
に
示
し
て
お
ら
れ
た
。
だ
か
ら
私
達
は
先
生
の
お

気
持
ち
を
自
分
達
の
希
望
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
故

小
高
春
雄
ほ
か
「
滝
ノ
ロ
向
台
遺
跡
・
大
作
古
墳
群
千
葉
県
文
化

財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
第
川
集
」

西
）
小
倉
淳
一
「
東
京
湾
東
岸
地
域
の
宮
ノ
台
式
土
器
」
（
前
掲
註
１
）

（
型
安
藤
広
道
「
神
奈
川
県
下
末
吉
台
地
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の

細
分
（
上
）
（
下
と
（
前
掲
註
３
）

（
型
安
藤
広
道
「
南
関
東
地
方
（
中
期
後
半
・
後
期
）
」
（
前
掲
註
５
）

生
土
器
の
様
式
と
編
年
』
東
海
編
木
耳
社
）
二
○
○
二
年

（
巧
）
大
槻
恵
理
香
・
宮
文
子
『
佐
倉
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告

書
平
成
９
年
度
太
田
用
替
遺
跡
」
（
前
掲
註
、
）

（
肥
）
小
倉
淳
一
「
東
京
湾
東
岸
地
域
の
宮
ノ
台
式
土
器
」
（
前
掲
註
１
）

（
Ⅳ
）
安
藤
広
道
「
神
奈
川
県
下
末
吉
台
地
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の

細
分
（
上
）
（
下
）
」
（
前
掲
註
３
）

（
旧
）
こ
の
傾
向
は
東
京
湾
東
岸
地
域
全
体
に
視
点
を
拡
大
し
て
も
、
他

の
遺
跡
で
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
袖
ヶ
浦
市
滝
ノ
ロ
向
台
遺
跡
Ⅲ

遺
構
北
側
床
面
一
括
出
土
土
器
に
は
櫛
描
文
を
七
段
程
度
重
ね
、
円

形
浮
文
を
加
え
た
連
弧
文
帯
と
も
波
状
文
帯
と
も
み
え
る
文
様
を
も

法
政
史
学
第
六
十
一
号

つ
壼
形
士
器
が
出
土
し
て
い
る
。

に
自
分
の
力
で
考
え
る
こ
と
も
大
切
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
第
一
校
舎
四
階
の
研
究
室
で
、
先
生
の
ご
指
導
の
下
に
資
料
整

理
を
続
け
た
頃
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
先
生
の

益
々
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
祈
念
す
る
次
第
で
あ
る
。
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