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マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

七
月
か
ら
進
め
て
い
る
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
（
小
松
所
在
）
の
発
掘
調
査
で
は
、
土
器
棺
墓

や
配
石
遺
構
な
ど
の
貴
重
な
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
は
十
月
に
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

去
る
十
月
二
十
八
日
（
土
）
の
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
地
元
説
明
会
は
、
あ
い
に
く
の
雨
で
見
学

会
そ
の
も
の
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
来
跡
さ
れ
た
二
十
名
の
方
々
に
は
遺

跡
の
説
明
を
聞
き
、
遺
物
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
日
の
午
後
に
は
、「
レ
ッ
ツ
！
発
掘
体
験
と
温
泉
」
と
い
う
企
画
が
行
わ
れ
、

県
内
各
地
か
ら
十
一
家
族
、
三
十
七
名
の
方
々
が
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
企
画
は
、
愛
知
県

旭
高
原
少
年
自
然
の
家
と
愛
知
県
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
が
共
同
で
企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
で

す
。
発
掘
体
験
は
雨
天
の
た
め
に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、出
土
し
た
遺
物
を
洗
浄
し
た
り
、

土
器
の
表
面
の
文
様
を
拓
本
と
い
う
技
法
で
写
し
取
っ
た
り
し
ま
し
た
。
家
族
で
歴
史
を
学

ぶ
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
他
に
、
十
月
十
日
（
火
）
に
は
、
田
口
小
学
校
の
六
年
生
（
九
名
）
が
遺
跡
を
見

学
し
発
掘
調
査
を
体
験
学
習
し
ま
し
た
。
ま
た
、
十
月
三
十
日
（
月
）
に
は
、
名
倉
小
学
校

の
六
年
生
（
六
名
）
が
発
掘
調
査
を
体
験
学
習
し
ま
し
た
。
両
校
と
も
、
児
童
の
み
な
さ
ん

は
、
実
際
に
地
面
を
掘
っ
て
土
器
や
石
器
な
ど
が
出
土
す
る
場
面
を
目
の
当
た
り
に
し
、
こ

の
設
楽
町
で
も
古
く
か
ら
人
々
が
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
企
画
は
、
今
年
度
は
こ
れ
で
終
了
い
た
し
ま
す
が
、
来
年
度
以
降
も
見
学
会

や
体
験
発
掘
な
ど
の
企
画
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     (

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

鈴す
ず
き木 

正ま
さ
た
か貴)

チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
石
（
石
を
専
門
的
に
は
礫
（
れ
き
）
と
い
い
ま
す
）
か
ら
な
る
地
層

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
石
の
角
は
丸
み
を
帯
び
て
い
ま
す
。
長
い
距
離
を
運
ば
れ

て
角
が
と
れ
、
磨
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
石
の
上
面
は
一
定
の
標
高
に
な
ら

び
、大
き
く
へ
こ
ん
だ
り
、出
っ
張
っ
た
り
せ
ず
お
お
よ
そ
水
平
に
な
ら
び
ま
す
（
写
真
２
）。

調
査
区
の
横
に
は
現
在
、
境
川
が
流
れ
ま
す
が
、
こ
の
石
の
地
層
を
川
側
へ
さ
ら
に
重
機
を

使
っ
て
深
く
掘
り
進
め
た
と
こ
ろ
、
現
在
の
河
川
流
路
の
方
向
へ
傾
斜
し
た
石
の
地
層
を
観

察
で
き
ま
し
た
。
水
平
な
平
坦
面
と
急
勾
配
の
崖
か
ら
な
る
組
み
合
わ
せ
。
地
面
に
埋
も
れ

て
い
た
か
つ
て
の
河
岸
段
丘
が
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
目
の
前
に
現
わ
れ
た
瞬
間
で
し
た
。
世

界
的
に
み
て
も
河
岸
段
丘
は
ヒ
ト
の
生
活
場
所
と
し
て
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
よ
う

で
、
段
丘
の
上
で
は
考
古
遺
跡
が
よ
く
見
つ
か
り
ま
す
。
川
向
東
貝
津
遺
跡
で
も
石
の
地
層

を
覆
う
砂
層
か
ら
後こ
う
き
き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

期
旧
石
器
時
代
と
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い
そ
う
そ
う
き

文
時
代
草
創
期
の
石
器
群
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

設
楽
町
で
も
す
で
に
そ
の
頃
か
ら
河
岸
段
丘
が
利
用
さ
れ
て
い
た
証
拠
と
な
り
ま
し
た
。
河

岸
段
丘
が
つ
く
ら
れ
る
成
因
に
は
地
面
の
隆
起
・
沈
降
、
気
候
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
海
水

準
の
上
昇
・
下
降
、
周
辺
の
火
山
活
動
や
局
所
的
・
突
発
的
な
現
象
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
は
そ
れ
ら
が
い
く
つ
か
組
み
合
わ
さ
る
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、
設
楽
町
で
の
組
み

合
わ
せ
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    (

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

鬼き
と
う頭 

剛つ
よ
し)

　

設
楽
町
の
隣
、
新
城
市
の
四
谷
地
区
に
は
「
四
谷
の
千
枚
田
」
と
し
て
有
名
な
み
ご
と
な

棚
田
が
見
ら
れ
ま
す
。
鞍
掛
山
（
標
高
八
八
三
メ
ー
ト
ル
）
の
南
西
斜
面
を
標
高
差
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
階
段
状
に
ひ
ろ
が
る
田
ん
ぼ
は
、
稲
の
植
わ
る
水
平
な
田
面
と
、
田
面

を
垂
直
に
囲
う
石
積
み
か
ら
な
り
ま
す
。
棚
田
は
人
が
作
っ
た
階
段
状
の
構
築
物
で
す
。
棚

田
と
よ
く
似
た
構
造
の
地
形
が
、
人
の
手
を
借
り
ず
に
自
然
に
つ
く
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。「
段
丘
（
だ
ん
き
ゅ
う
）」
と
い
い
ま
す
。
階
段
状
の
地
形
で
、水
平
な
平
坦
面
（
段
丘
面
）

と
急
傾
斜
の
崖
（
段
丘
崖
（
だ
ん
き
ゅ
う
が
い
））
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
り
ま
す
。
段
丘

が
河
川
沿
い
に
で
き
れ
ば
「
河
岸
段
丘
（
か
が
ん
だ
ん
き
ゅ
う
）」
と
よ
び
ま
す
。
設
楽
町

の
段
戸
山
（
標
高
一
一
五
二
メ
ー
ト
ル
）
を
源
流
と
す
る
豊
川
は
「
長
篠
の
戦
い
」
で
有
名

な
新
城
市
長
篠
か
ら
豊
川
市
に
か
け
て
、
豊
川
右
岸
に
沿
う
北
東-

南
西
方
向
に
良
好
な
河

岸
段
丘
を
形
成
し
て
お
り
、
地
形
や
地
質
の
専
門
家
に
は
特
に
有
名
な
場
所
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

設
楽
町
の
発
掘
調
査
で
も
、
か
つ
て
の
河
岸
段
丘
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
五

年
（
平
成
二
十
七
年
）
の
川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
の
発
掘
調
査
（
写
真
１
）
で
は
直
径
三
十
セ
ン

　

棚た
な
だ田

に
似
た
石
の
地
層

発掘調査の体験中！

　    写真１ 川向東貝津遺跡全景（2015 年撮影）

　　写真２　現れた石の地層
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マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
調
査

　

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
は
、
九
月
末
に
Ａ
区
の
空く
う
ち
ゅ
う
し
ゃ
し
ん
さ
つ
え
い

中
写
真
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。
下
の
写
真
は

そ
の
時
に
撮
影
し
た
全
景
写
真
で
す
。
そ
こ
で
、
今
号
で
は
Ａ
区
の
調
査
成
果
を
お
伝
え
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

Ａ
区
北
半
部(
写
真
の
右
側)

は
、
す
で
に
調
査
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
状
態
で
す
。
写
真
右

側
の
黄
色
く
見
え
る
部
分
は
、
後
世
の
削さ
く
へ
い平

を
受
け
て
お
り
、
当
時
の
地ち
ひ
ょ
う
め
ん

表
面
か
ら
大
き
く

下
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
範は
ん
い囲

で
は
遺い
こ
う構

や
遺い
ぶ
つ物

は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
川
側
に
広
が
る
茶
色
い
部
分
は
当
時
の
地
表
面
か
ら
下
が
っ
て
は
い
る
も
の
の
大

き
な
削
平
は
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、
多
く
の
遺
構
や
遺
物
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
特

に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
前
号
で
お
伝
え
し
た
土ど
き
か
ん
ぼ

器
棺
墓
の
ほ
か
、
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
と
考

え
ら
れ
る
遺
構
が
二
棟
見
つ
か
り
ま
し
た
。
遺
物
も
縄
じ
ょ
う
も
ん文
時
代
後
期
～
弥や
よ
い生
時
代
前
期(

約

二
千
五
百
～
三
千
五
百
年
前)

の
土
器
の
ほ
か
、石せ
き
ぞ
く鏃(

矢
じ
り)

や
打だ
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

土
掘
り
具)

、

磨ま
せ
い製
石
斧(

木
を
切
る
道
具)

を
は
じ
め
と
し
た
多
量
の
石
器
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

Ａ
区
南
半
部(

写
真
の
中
央
部
上
側)

は
ま
だ
遺
構
の
検
け
ん
し
ゅ
つ出(

表
面
を
掃そ
う
じ除
し
て
、
遺
構

の
形
を
確
認
す
る
作
業)

を
行
っ
た
ば
か
り
の
状
態
で
す
。
遺
構
の
形
が
分
か
り
や
す
い
よ

う
に
白
線
を
引
い
て
、
撮
影
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
そ
こ
か
ら
調
査
が
進
ん
で
お
り
、
多
く

の
遺
物
が
見
つ
か
り
、
遺
構
の
様よ
う
そ
う相
も
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
目
立
っ
た
遺
構
と

し
て
は
、
北
側
に
あ
っ
た
も
の
と
同
様
の
土
器
棺
墓
の
ほ
か
、
土
器
が
埋
設
さ
れ
た
も
の
や
、

同
一
個
体
と
考
え
ら
れ
る
破
片
が
集
中
し
て
出
土
し
た
も
の
な
ど
が
数
基
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
竪
穴
建
物
跡
も
数
棟
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
詳
し
く
は
ま
だ
検け
ん
と
う討

中
で
す
。
遺
物
の
傾け
い
こ
う向
と
し
て
は
、
出
土
量
は
増
え
て
い
ま
す
が
、
北
側
と
ほ
ぼ
同
様
の
時

期
の
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
北
側
と
比
べ
て
よ
り
古
い
時
期
の
土
器
の
割
合

が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
北
側
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
石せ
き
す
い錘

(

お
も
り)

の
ほ
か
、
土ど
ぐ
う偶

や
岩が
ん
ば
ん版(

石
に
線
を
刻
ん
だ
も
の)

と
い
っ
た
珍
し
い
も
の
も
出

土
し
て
お
り
、
異
な
っ
た
特と
く
ち
ょ
う徴

が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遺
物
に
関
し
て
は
、
別
の
機
会

に
詳
し
く
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
Ａ
区
南
半
部
の
調
査
も
進
み
、
Ｂ
区
の
調
査
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
成

果
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
（
株
式
会
社
二
友
組　

岩い
わ
せ
だ
い
す
け

瀬
大
輔
）

境川

県道１０号線

A区
B区 竪穴建物跡？

土器棺墓

全景写真 ( 右が北 )

　

大
畑
遺
跡
で
は
、
現
在
Ｃ
・
Ｄ
区
（
地ち
く
わ
り
ず

区
割
図
参さ
ん
し
ょ
う

照
）
の
表ひ
ょ
う
ど
く
っ
さ
く

土
掘
削
と
並へ
い
こ
う行

し
て
、
Ｃ

区
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
な
ど
の
遺
構
を
掘
削
し
て
い
ま
す
。
Ｃ
・
Ｄ
区
は
中
央
の
谷
の
西
側
部
分

で
、
中
央
部
の
西
端
に
は
、
東
西
約
三
十
メ
ー
ト
ル
・
南
北
約
百
メ
ー
ト
ル
の
細
長
い
平
坦

な
場
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
南
側
と
西
側
は
急
斜
面
で
、
西
側
の
斜
面
の
下
に
は
大お
お
ぐ
り栗

遺
跡

が
あ
り
ま
す
。平
坦
な
場
所
に
は
、円
形
の
竪
穴
建
物
跡
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
七
棟
見
つ
か
っ

て
お
り
、
そ
の
標
高
は
、
四
三
三
メ
ー
ト
ル
で
、
Ａ
区
で
見
つ
か
っ
た
竪
穴
建
物
跡
と
ほ
ぼ

同
じ
標
高
に
あ
り
ま
す
。
少
な
い
平
坦
な
場
所
を
利
用
し
て
、
縄
文
人
が
生
活
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
竪
穴
建
物
跡
の
床
面
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の
炭
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
炉ろ
あ
と跡

が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
チ
ッ
プ
（
石
器
を
作
る
際
に
出

る
石い
し
く
ず屑

）
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
建
物
内
で
石
器
の
製
作
を
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
他
の
遺
構
は
、
北
側
の
斜
面
部
分
か
ら
東
西
に
延の

び
る
溝
や
、
竪
穴
状
の
遺
構
が
見

つ
か
っ
て
お
り
、
遺
物
は
土ど
き
へ
ん

器
片
、
黒
曜
石
製
の
石
鏃
（
矢
じ
り
）、
磨
製
石
斧
、
剥は
く
へ
ん片

な

ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
二
友
組　

髙た
か
ぎ
ゆ
う
じ

木
祐
志
）

竪穴建物跡の掘削風景（南西から）

大畑遺跡 地区割図C 区北側の遺構（西から）

　

大
畑
遺
跡
の
調
査

　

空
撮
写
真
は
、
そ
の
遺
跡
の
立
地
環
境
、

あ
る
い
は
遺
構
の
配
置
や
分
布
な
ど
、
そ
の

遺
跡
全
体
の
状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
非
常

に
重
要
な
も
の
で
す
。
そ
の
仕
上
り
は
、
撮

影
準
備
に
費
や
し
た
時
間
に
左
右
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
ラ
ジ
コ

ン
操
縦
士
の
腕
一
つ
で
ど
の
よ
う
に
も
変

わ
っ
て
し
ま
う
と
言
っ
て
も
過か
ご
ん言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
全
国
の
操
縦
士
さ
ん
達
は
、
遺
跡

の
調
査
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
役
割
と
責

任
を
背
負
っ
て
、
今
日
も
ど
こ
か
で
ド
ロ
ー

ン
を
操
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　

  （
株
式
会
社
二
友
組　

鷺さ
ぎ
さ
か坂
有ゆ
う
ご吾
）

　

遺
跡
の
発
掘
現
場
は
、
様
々
な
業
種
の
人
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
協

力
し
あ
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
『
ラ
ジ
コ
ン
操そ
う
じ
ゅ
う
し

縦
士
』
を
紹
介
し
ま
す
。

　

右
頁
に
て
、マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
の
空
中
写
真
撮
影
（
以
下
、空く
う
さ
つ撮
）
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

空
撮
で
は
、
上
空
か
ら
遺
跡
の
全ぜ
ん
け
い
し
ゃ
し
ん

景
写
真
や
人
の
目
線
か
ら
は
写
せ
な
い
よ
う
な
写
真
を
撮

影
し
ま
す
。
そ
れ
に
用
い
る
の
は
、
カ
メ
ラ
を
搭
載
し
た
産
業
用
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

や
マ
ル
チ
コ
プ
タ
ー
な
ど
、
通
称
ド
ロ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
遠え
ん
か
く隔

操
縦
が
可
能
な
無む
じ
ん
こ
う
く
う
き

人
航
空
機

で
す
。
筆
者
の
感
覚
で
は
、
空
撮
と
言
え
ば
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

が
、
近
年
で
は
マ
ル
チ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
る
場
面
が
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
操

縦
に
は
熟
練
し
た
技
術
が
求
め
ら
れ
、
冬
場
の
強
風
時
で
も
、
ド
ロ
ー
ン
を
的
確
に
操
縦
し
、

写
真
を
撮
影
す
る
操
縦
士
さ
ん
の
腕
前
に
は
い
つ
見
て
も
舌
を
巻
く
ば
か
り
で
す
。

　

操
縦
士
さ
ん
に
訊た
ず

ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
撮
影
依
頼
は
年
間
で
百
回
を
優
に
超
え
、
遺
跡
の

発
掘
現
場
の
ほ
か
に
、
植
し
ょ
く
せ
い生
調
査
や
災
害
時
の
状
況
撮
影
な
ど
が
あ
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、

こ
う
し
た
空
撮
を
行
う
企
業
も
存
在
し
ま
す
が
、
多
く
は
個
人
事
業
者
で
、
そ
の
数
は
全
国

で
三
十
人
程
度
だ
と
か
。
ド
ロ
ー
ン
の
操
縦
に
『
資
格
』
は
存
在
し
な
い
分
、
個
々
の
操
縦

士
の
技
術
と
信
頼
が
も
の
を
言
う
厳
し
い
世
界
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　

発
掘
現
場
で
働
く
人
々—

ラ
ジ
コ
ン
操
縦
士

ラジコンヘリ操縦風景
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マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

七
月
か
ら
進
め
て
い
る
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
（
小
松
所
在
）
の
発
掘
調
査
で
は
、
土
器
棺
墓

や
配
石
遺
構
な
ど
の
貴
重
な
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
は
十
月
に
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

去
る
十
月
二
十
八
日
（
土
）
の
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
地
元
説
明
会
は
、
あ
い
に
く
の
雨
で
見
学

会
そ
の
も
の
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
来
跡
さ
れ
た
二
十
名
の
方
々
に
は
遺

跡
の
説
明
を
聞
き
、
遺
物
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
日
の
午
後
に
は
、「
レ
ッ
ツ
！
発
掘
体
験
と
温
泉
」
と
い
う
企
画
が
行
わ
れ
、

県
内
各
地
か
ら
十
一
家
族
、
三
十
七
名
の
方
々
が
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
企
画
は
、
愛
知
県

旭
高
原
少
年
自
然
の
家
と
愛
知
県
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
が
共
同
で
企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
で

す
。
発
掘
体
験
は
雨
天
の
た
め
に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、出
土
し
た
遺
物
を
洗
浄
し
た
り
、

土
器
の
表
面
の
文
様
を
拓
本
と
い
う
技
法
で
写
し
取
っ
た
り
し
ま
し
た
。
家
族
で
歴
史
を
学

ぶ
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
他
に
、
十
月
十
日
（
火
）
に
は
、
田
口
小
学
校
の
六
年
生
（
九
名
）
が
遺
跡
を
見

学
し
発
掘
調
査
を
体
験
学
習
し
ま
し
た
。
ま
た
、
十
月
三
十
日
（
月
）
に
は
、
名
倉
小
学
校

の
六
年
生
（
六
名
）
が
発
掘
調
査
を
体
験
学
習
し
ま
し
た
。
両
校
と
も
、
児
童
の
み
な
さ
ん

は
、
実
際
に
地
面
を
掘
っ
て
土
器
や
石
器
な
ど
が
出
土
す
る
場
面
を
目
の
当
た
り
に
し
、
こ

の
設
楽
町
で
も
古
く
か
ら
人
々
が
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
企
画
は
、
今
年
度
は
こ
れ
で
終
了
い
た
し
ま
す
が
、
来
年
度
以
降
も
見
学
会

や
体
験
発
掘
な
ど
の
企
画
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     (

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

鈴す
ず
き木 

正ま
さ
た
か貴)

チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
石
（
石
を
専
門
的
に
は
礫
（
れ
き
）
と
い
い
ま
す
）
か
ら
な
る
地
層

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
石
の
角
は
丸
み
を
帯
び
て
い
ま
す
。
長
い
距
離
を
運
ば
れ

て
角
が
と
れ
、
磨
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
石
の
上
面
は
一
定
の
標
高
に
な
ら

び
、大
き
く
へ
こ
ん
だ
り
、出
っ
張
っ
た
り
せ
ず
お
お
よ
そ
水
平
に
な
ら
び
ま
す
（
写
真
２
）。

調
査
区
の
横
に
は
現
在
、
境
川
が
流
れ
ま
す
が
、
こ
の
石
の
地
層
を
川
側
へ
さ
ら
に
重
機
を

使
っ
て
深
く
掘
り
進
め
た
と
こ
ろ
、
現
在
の
河
川
流
路
の
方
向
へ
傾
斜
し
た
石
の
地
層
を
観

察
で
き
ま
し
た
。
水
平
な
平
坦
面
と
急
勾
配
の
崖
か
ら
な
る
組
み
合
わ
せ
。
地
面
に
埋
も
れ

て
い
た
か
つ
て
の
河
岸
段
丘
が
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
目
の
前
に
現
わ
れ
た
瞬
間
で
し
た
。
世

界
的
に
み
て
も
河
岸
段
丘
は
ヒ
ト
の
生
活
場
所
と
し
て
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
よ
う

で
、
段
丘
の
上
で
は
考
古
遺
跡
が
よ
く
見
つ
か
り
ま
す
。
川
向
東
貝
津
遺
跡
で
も
石
の
地
層

を
覆
う
砂
層
か
ら
後こ
う
き
き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

期
旧
石
器
時
代
と
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い
そ
う
そ
う
き

文
時
代
草
創
期
の
石
器
群
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

設
楽
町
で
も
す
で
に
そ
の
頃
か
ら
河
岸
段
丘
が
利
用
さ
れ
て
い
た
証
拠
と
な
り
ま
し
た
。
河

岸
段
丘
が
つ
く
ら
れ
る
成
因
に
は
地
面
の
隆
起
・
沈
降
、
気
候
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
海
水

準
の
上
昇
・
下
降
、
周
辺
の
火
山
活
動
や
局
所
的
・
突
発
的
な
現
象
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
は
そ
れ
ら
が
い
く
つ
か
組
み
合
わ
さ
る
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、
設
楽
町
で
の
組
み

合
わ
せ
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    (

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

鬼き
と
う頭 

剛つ
よ
し)

　

設
楽
町
の
隣
、
新
城
市
の
四
谷
地
区
に
は
「
四
谷
の
千
枚
田
」
と
し
て
有
名
な
み
ご
と
な

棚
田
が
見
ら
れ
ま
す
。
鞍
掛
山
（
標
高
八
八
三
メ
ー
ト
ル
）
の
南
西
斜
面
を
標
高
差
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
階
段
状
に
ひ
ろ
が
る
田
ん
ぼ
は
、
稲
の
植
わ
る
水
平
な
田
面
と
、
田
面

を
垂
直
に
囲
う
石
積
み
か
ら
な
り
ま
す
。
棚
田
は
人
が
作
っ
た
階
段
状
の
構
築
物
で
す
。
棚

田
と
よ
く
似
た
構
造
の
地
形
が
、
人
の
手
を
借
り
ず
に
自
然
に
つ
く
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。「
段
丘
（
だ
ん
き
ゅ
う
）」
と
い
い
ま
す
。
階
段
状
の
地
形
で
、水
平
な
平
坦
面
（
段
丘
面
）

と
急
傾
斜
の
崖
（
段
丘
崖
（
だ
ん
き
ゅ
う
が
い
））
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
り
ま
す
。
段
丘

が
河
川
沿
い
に
で
き
れ
ば
「
河
岸
段
丘
（
か
が
ん
だ
ん
き
ゅ
う
）」
と
よ
び
ま
す
。
設
楽
町

の
段
戸
山
（
標
高
一
一
五
二
メ
ー
ト
ル
）
を
源
流
と
す
る
豊
川
は
「
長
篠
の
戦
い
」
で
有
名

な
新
城
市
長
篠
か
ら
豊
川
市
に
か
け
て
、
豊
川
右
岸
に
沿
う
北
東-

南
西
方
向
に
良
好
な
河

岸
段
丘
を
形
成
し
て
お
り
、
地
形
や
地
質
の
専
門
家
に
は
特
に
有
名
な
場
所
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

設
楽
町
の
発
掘
調
査
で
も
、
か
つ
て
の
河
岸
段
丘
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
五

年
（
平
成
二
十
七
年
）
の
川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
の
発
掘
調
査
（
写
真
１
）
で
は
直
径
三
十
セ
ン

　

棚た
な
だ田

に
似
た
石
の
地
層

発掘調査の体験中！

　    写真１ 川向東貝津遺跡全景（2015 年撮影）

　　写真２　現れた石の地層




