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第一郎 最下討の狩人たち

第二節縄文人のくらし



第
一
節

最
古
の
狩
人
た
ち

明
石
原
人
の
発
見

更
新
世
と

化
石
人
類

地
球
上
に
人
煩
の
速
い
初
先
が
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
の
は
、

0
0万
年
前
と
も

五
O
万
年
前
と

い
ま
か
ら

も
い
わ
れ
て
い
る
。
一
一
見
で
歩
行
し
、
解
政
さ
れ
た
手
に
は
石
加
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
脳
容
訟
は
間
一
立

O
立
万
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
制
度
で
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
猿
人
と
呼
ば
れ
る
段
階
の
化
石
什
は
、

現
段
階
で
は
ア
フ
リ
カ
大
限
で
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
他
地
域
で
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
。

い
ま
か
ら
約
七

O
J五
O
万
年
前
に
出
現
す
る
原
人
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
、

ア
フ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
小
岡
大
限
・
ジ

ャ
ワ
な
ど
で
も
発
見
さ
れ
、
そ
の
居
住
範
聞
を
広
く
位
界
各
地
に
広
げ
て
い
る
。

地
質
に
よ
る
時
代
医
八
万
で
い
え
ば
、
段
も
新
し
い
第
問
紀
が
人
類
の
附
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

そ
し
れ
以
前
の
第
三
紀
と
の

境
は
約
二

O
O万
年
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
円
以
十
日
の
人
細
川
は
第
一
一
一
紀
の
終
り
ご
ろ
に
は
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。第

四
紀
更
新
肝
い
は
、
氷
河
時
代
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
災
、
冷
な
気
候
で
海
而
の
低
下
す
る
氷
期
と
、
や
や
潟
暖
で
海
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聞
の
上
昇
す
る
附
氷
期
と
が
四
開
く
り
返
さ
れ
、
合
い
方
か
ら
ギ
ュ
ン
ッ
、
ミ
ン
デ
ル
、

る。

、、
リ
メ

ウ
ル
ム
と
名
付
け
ら
れ
て
い

氷
期
に
は
日
本
列
島
周
辺
で
は
、
海
部
が
数
十
メ
ー
ト
ル
か
ら

0
0
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
も
低
下
し
、
大
仲
間
と
も
陸
続
き
に

な
り
、
隙
橋
伝
い
に
大
形
の
動
物
鮮
が
移
動
し
、
そ
れ
を
追
っ
て
原
人
や
旧
人
が
現
在
の
日
本
列
島
あ
た
り
へ
も
移
住
し
て
き

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

第
凹
紀
は
さ
ら
に
更
新
祉
と
完
新
枇
に
区
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
境
界
は
約
一
万
年
前
ご
ろ
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
以
後
の
時

代
を
日
本
列
島
で
は
縄
文
時
代
と
呼
ん
で
い
る
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0 SOOm 

西
八
木
発
見
の

M
H

旧
石
器
H

私
た
ち
の
祖
先
が
、
現
在
の
日
本
列
島
に
は
じ
め
て
姿

を
あ
ら
わ
す
の
は
、

い
ま
か
ら
十
数
万
年
前
と
も
数
万

年
前
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、

ま
だ
倣
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

日
本
放
古
の
人
矧
の
足
跡
を
、
神
戸
市
域
や
そ
の
周
辺
で
追
い
求
め
る
と

き
、
明
石
市
剖
八
木
の
海
岸
で
直
良
信
夫
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た

Ir! 
-Ii 

叩が
H

と
か
化
石
人
骨
d

は
、
私
た
ち
に
多
く
の
問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
ο

四
八
木
付
近
の
海
岸
は
、
成
制
肌
ケ
部
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
は

関 113

林
崎
、
四
は
来
二
見
に
い
た
る
束
間
約
八
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
わ
た
っ

て
海
州
躍
が
続
い
て
お
り
、
こ
の
毘
而
に
顔
を
山
し
て
い
る
古
い
地
層
か
ら

象
化
石
を
は
じ
め
多
く
の
動
植
物
化
石
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
古
く
か
ら
知

臨
良
俗
犬
に
よ
っ
て
、
明
石
市
内
八
木
発
見
の
旧
石
川
市
時
代
人
の
泣
品
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
石
器
と
そ
の
出
土
帰
依

ら
れ
て
い
る
。

潟
時
の
わ
が
悶
の
学
界
で
は
、

が
学
問
介
に
紺
介
さ
れ
た
の
は
附
和
六
年
（
一
九
三
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
列
島
に
お
い
て
は
縄
文
時
代
以
前
の
旧
石
得
時
代
人
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
意
見
が
支
配
的
で
あ
り
、
院
良
の
限
告
に
対
し
て
は
反
響
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
視
さ

れ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
も
、
こ
の
尚
良
の
報
告
に
対
し
て
、
当
時
の
学
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
鳥
居
龍

政
や
大
山
柏
が
き
び
し
い
批
判
を
あ
び
せ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
以
後
全
く
無
視
さ
れ
続
け
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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H

明
石
原
人
M
M

の
発
見

四
八
木
発
見
の

！日
石
総

に
M
明
石
原
人
H

と
呼
ば
れ
る
化
石
人
介
、
が
、
向
じ
悶
八
木
海
岸
の
先
に
報
告
さ
れ
た
M
旧
石
川
術
H

の
発
見

地
点
の
近
く
か
ら
政
良
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ
る
。

の
報
告
が
印
刷
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
ろ
、

突
は
も
う
ひ
と
り
の
、
工
人
公
、

の
ち

直
良
一
信
夫
は
、
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
汚
き
残
し
て
い
る
。

昭
和
六
年
間
月
十
八
日
、
う
ら
ら
か
な
円
、
私
は
い
つ
も
の
よ
う
に
、
明
石
の
浜
を
歩
い
て
い
た
。
中
八
木
か
ら
間

八
木
を
通
っ
て
、
潟
出
の
近
く
ま
で
く
る
と
、
新
し
、

く
ず
れ
に
出
あ
っ
た
。
「
何
か
あ
り
そ
う
な
も
の
だ
・
・
・
」
。

い
つ
も
の
く
せ
で
、
土
塊
の
中
ま
で
見
す
か
す
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
、
山
肌
れ
お
ち
て
い
る
土
に
日
を
や
っ
た
。

そ
の
と

た
ん
、
私
の
艇
に
、
兵
後
な
も
の
が
う
つ
っ
た
。

「
し
め
た
j
M
V
だ
j
」
い
そ
い
で
そ
の
骨
の
上
に
杭
み
か
さ
な
っ
て

ま
ら
な
か
っ
た
。
（
前
z
以
給
水
八
『
日
本
の
誕
生
い
）

い
た
土
塊
を
は
ね
の
け
た
。
そ
れ
は
人
骨
（

M

（
内
線
）
だ
っ
た
。
私
は
忠
わ
ず
戸
を
た
て
た
。
体
の
ふ
る
え
が
、

最111の狩人たち第一節

し
ば
し
と

お
附
ヨ
i
p
ッ
パ
で
発
見
さ
れ
て
い
た
化
石
人
骨
の
な
か
に
合
紘
（
限

明石人j際宇j’

付
）
の
発
見
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

比
較
検
討
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事

併
や
、
本
側
が
学
術
的
な
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
で
は
な
く
、

山
慌
の
崩
壊
部
分
か
ら
発
見
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
不
運
も
重

｜火I114 

な
っ
て
、
さ
ら
に
、
な
ぜ
か
峰
山
氏
向
身
も
正
報
告
を
学
界
に
提
出
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
た
め
学
界
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

昭
和
二
十
年

（
一
九
四
五
）
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
六
日
へ
か
け
て
の
東
京
大
空
襲
で

/0！然・王寺市日宣)1::.縦 13ラ7



白
山
以
の
お
斎
と
と
も
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

翌
朝
、
訟
の
山
む
の
を
待
っ
て
、
焼
あ
と
の
瓦
く
ず
や
壁
土
を
は
ね
の
け
、
夢
中
に
な
っ
て
、
人
竹
を
き
が
し
て
み

た
。
し
か
し
、

つ
い
に
、
そ
の
あ
と
か
た
す
ら
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
、
一
一
似
の
向
山
布
製
の
石
川
市
だ

け
を
、
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
せ
め
て
も
の
幸
せ
で
あ
っ
た
。
（
可
日
本
の
誕
生
』
）

政
良
自
身
が

ν
悲
運
の
m

（y
と
呼
ん
だ
こ
の
化
石
人
什
は
、

」
の
ぽ
に
何
物
を
も
残
さ
ず
に
消
滅
し
た
か
に
み
え
た
が
、

た
た
び
こ
の
位
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
華
々
し
い
脚
光
を
あ
び
る
こ
と
に
な
る
。

ソ
J
円
H
H
命

品

川
不
二
l
i

（
一
九
四
八
）

口
J

人
類
学
新
誌
μ

に
掲
載
さ
れ
た
長
谷
部
…
一
一
日
人
「
明
石
市
付
近
似
八
木
最
新
社
前
期
堆
脳
出
土

人
刻
版
竹
（
石
村
型
）
の
原
始
性
に
就
い
て
」
と
い
う
論
z
M

入
に
お
い
て
で
あ
る
。

政
ENが
、
化
石
人
骨
発
見
当
時
、
東
京
大
学
人
期
学
教
富
に
資
料
を
送
っ
て
教
え
を
請
う
た
松
村
瞭
が
、
結
巧
な
石
一
将
校
型

と
写
真
と
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
が
長
谷
部
の
研
究
材
料
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

長
谷
部
論
文
に
よ
る
と
、

」
の
人
件
は
壮
年
児
性
で
や
や
前
か
が
み
で
が
J

く
姿
が
後
元
で
き
る
と
い
い
、

明
石
原
人
（
ニ
ツ

ボ
ナ
ン
ト
ロ
ブ
ス
・
ア
カ
シ
エ
ン
シ
ス
）

の
通
称
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

く
こ
1
m山
主
刀
口
口
二

4

l

主
主
f
a
l
t
H
手
ご
吟

（
一
九
四
八
）
卜
月
J
十

Pl 

「
明
石
間
郊
合
化
布
腐
研
究
特
別
委
員
会
」
を
組
織
し
、

人
特
発

見
地
点
近
く
の
崖
に
沿
っ
て
…

0
メ
ー
ト
ル
×

一
メ
ー
ト
ル
の
試
掘
坑
を
設
定
し
て
発
掘
調
査
を
行
っ
た
が
、
付
近
の
地
層
に

お
い
て
動
物
化
石
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
を
－
治
定
す
る
よ
う
な
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

西
八
木
発
見

n
H

泊

石
器
M
M

の
再
検
討

戦
後
、
相
沢
忠
洋
が
群
潟
県
知
栴
遺
跡
で
関
東
？
i

ム
熔
の
な
か
か
ら
縄
文
時
代
以
前
の
打
製
石
慌
を

採
集
し
、
昭
和
二
十
凶
年
（
一
九
四
九
）
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
が
確
認
さ
れ
て
以
後
、
日
本
列

3ラ8
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向
…
向
に
山
石
器
時
代
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
を
疑
う
人
は
い
ま
や
皆
無
で
あ
る
。

そ
の
後
全
凶
各
地
で
発
見
さ
れ
た
旧
石
保
持
代
追
跡
は
、
一
一
一

0
0
0カ
所
以
上
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
。

そ
う
し
た
な
か
で
も
、
凶
八
木
発
見
の
M

出
石
川
一
ア
は
、

「
い
ま
わ
た
く
し
た
ち
が
そ
の
問
題
と
な
っ
た
石
片
の
写
真
と
実

測
凶
と
を
み
て
も
、
そ
れ
ら
を
石
探
と
し
て
認
め
う
る
収
拠
に
と
を
ほ
し
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
」

（
刊
庁
、
沢
長
八
八
吋
先
史
時
代
I

無
土

邸
付
時
代

i
h）
と
い
う
よ
う
な
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
昭
和
四
十
四
年
（

九
六
九
）
、

よ
う
や
く
同
検
討
さ
れ
る

機
会
が
お
と
ず
れ
る
。

そ
の
年
の
五
月
に
開
館
し
た
神
戸
市
立
考
古
館
で
は
、
開
館
記
念
特
別
展
っ
瀬
戸
内

万
年
展
」
に
、
当
時
問
題
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
わ
が
闘
に
お
け
る
旧
石
総
時
代
前
期
の
造
物
と
推
定
さ
れ
て
い
た
大
分
県
平
水
台
遺
跡
、
問
削
除
丹
生
遺
跡
、
栃
木
県

段
野
遺
跡
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
た
石
川
市
と
と
も
に
、

戦
前
の
日
本
で
唯
一
前
期
限
右
慌
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
た
西
八
木

発
見
の
か
出
石
川
が
H

も
様
示
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
内
検
討
を
試
み
た
。
同
時
に
展
示
し
た

H
明
石
原
人
H

の
石
膏
模
型

は
こ
の
時
に
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。

特
別
展
終
了
後
、
問
八
木
発
見
の
か
旧
石
総
d

J

な
実
見
し
た
芹
沢
長
介
は
、
そ
の
時
の
観
察
結
果
を
昭
和
間
十

最l討の狩人たち

県
間
八
木
出
土
旧
石
川
似
の
内
検
討
」
（
『
考
古
学
印
刷
究
二
∞
）

と
し
て
発
炎
し
、
凶
八
木
出
土
の
。
旧
石
総
d

再
検
討
の
糸
口
を
つ

く
っ
た
。

芹
沢
論
文
に
よ
る
と
、
直
良
が
焼
跡
か
ら
再
発
射
し
た

一
似
の
か
旧
石
部
H

は、

い
ず
れ
も
磁
器
製
で
、
ジ
グ
ザ
グ
の
交
互

第一節

剥
離
に
よ
る
弧
状
の
刃
部
を
そ
な
え
た
両
刃
の
際
法
（
チ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
ッ
！
と
と
片
刃
の
際
法
（
チ
ョ
ッ
パ
i
）
で
、
っ
人
類
の

に
な
っ
た
立
派
な
悶
石
加
と
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
L

と
い
う
。
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0 5 cm 

一

A
町一

こ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
内
八
木
発
見
の
石
加
も
前
期
的
石
川
市
と
し

て
の
位
慌
を
縦
突
な
も
の
と
し
、

H

明
石
原
人
h
N

に
対
す
る
評
価
も

応
決
蒜
が
つ
い
た
か
に
み
え
た
が
、
ま
だ
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る

ょ
う
で
あ
る
。

霞
本
の
更
新

役
人
類
化
石

日
本
列
島
に
お
け
る
吏
新
位
人
知
の
探
究
は
、
口
火

谷
部
の
あ
と
鈴
木
尚
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
愛
知

県
牛
川
入
、
的
側
川
町
三
ケ
日
人
、
同
県
浜
北
人
な
と
を
次
々
に
批
に

｜まI115 

送
り
出
し
て
い
る
が
、

」
れ
ら
の
人
類
化
石
に
共
通
す
る
点
は
、
推

定
身
長
が
低
く
、
媛
人
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う
。

に
は
、
腰
骨
が
四
釧
あ
り
、
そ
れ
を
比
較
検
討
す
る
な
か
で
明
石
人
問
題
は
新
た
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
沖
縄
県
港
川
か
ら
発
見
さ
れ
た
更
新
世
人
類
化
石
の
な
か

昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
一
一
）
十
月
の

六
凶
日
本
人
類
学
会
・
日
本
民
族
学
会
連
合
大
会
に
お
い
て
、
遠
藤
高
虫
・
馬
場

強
引
は
、
現
花
入
手
で
き
る
か
ぎ
り
の
古
人
煩
怜
燥
の
綴
型
お
よ
び
縄
文
人
・
現
代
畿
内
人
な
ど
の
骨
盤
と

M
明
石
原
人
。
の

骨
盤
模
型
と
を
比
絞
検
討
し
た
結
果
、
猿
人
か
ら
現
代
人
ま
で
の
骨
盤
（
腰
骨
）
の
進
化
段
階
に
位
蹴
づ
け
る
と
現
代
人
的
あ
る

い
は
超
現
代
人
的
で
あ
る
と
し
て
、

H

明
石
原
人
hu

の
原
人
性
に
は
疑
問
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
。

さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
、
こ
の
研
究
に
は
伝
統
的
な
研
究
方
法
に
加
え
て
、
多
次
元
尺
度
解
析
法
と
い
う
最
新
の
統
計
学
的
解
析
法
が
併
用

「
少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
、
適
切
な
学
問
的
検
討
を
加
え
ら
れ
た
両
氏
の
結
論
に
変
更
を
加
え
る
べ
き
と
こ

360 ｜訂正：総・純文時代!'fj六百Z



ろ
は
何
も
な
い
」
（
織
原
和
郎
総
司
日
本
人
の
起
源
お
）
と
ま
で
い
い
き
る
賛
同
者
も
多
い
。

し
か
し
西
八
木
発
見
腰
骨
超
現
代
人
説
に
対
し
て
、

H

明
石
人
介
。
は
あ
く
ま
で
化
石
化
し
た
人
骨
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
実

ま
で
γ

小
川
町
疋
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
は
炎
治
夫
の
長
男
博
人
や
春
成
秀
爾
の
鋭
い
反
論
も
あ
る
。

わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
た
わ
ず
か
な
部
分
（
限
付
）
を
も
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
明
石
原
人
H

は
、
な
お
自
ら
の
定
位
慨
を
得

な
い
ま
ま
流
浪
し
続
け
る
。

ま
た
春
成
秀
躍
は
、
そ
の
後
「
明
石
人
問
題
L

（
吋
旧
石
川
市
考
古
学

b
m）
で
、

こ
の
西
八
木
発
見
の

M
m
山
石
川
市
d

は
、
自
然
力

に
よ
っ
て
剥
離
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
察
結
果
を
公
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
庁
間
石
添
d

と
っ
明
石
人
骨
が
不
可

分
の
関
係
を
も
っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
研
究
史
的
経
緯
と
し
て

あ
る
が
、
そ
の
符
在
状
況
は
通
常
の
遺
跡
あ
る

い
は
遺
構
に
お
け
る
共
存
と
は
性
格
を
異
に
す
る
L

と
述
べ
、
石
川
が
と
人
骨
は
別
の
問
題
と
し
て
論
ず
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。商

八
木
で
の

再
発
掘
調
査

こ
う
し
て
凶
八
木
発
見
の
腰
骨
に
対
す
る
凶
心
が
高
ま
る
な
か
で
、
昭
和
六
十
年
こ
九
八
五
）

春
成

秀
繭
が
中
心
に
な
っ
て
西
八
木
海
岸
の
再
発
担
調
査
が
実
施
さ
れ
る
。

設111の狩人たち

」
の
調
査
の
目
的
は
、

か
明
石
原
人
hu

の
出
土
地
点
に
近
い
場
所
で
、
人
骨
が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
砂
陳
腐
を
発

掘
し
、

そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
獣
骨
化
石
の
化
石
化
の
状
態
を
H
明
石
原
人
。
の
化
石
化
状
態
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、

剥
片
石
器
な
ど
の
発
見
も
ひ
そ
か
に
期
待
さ
れ
て
い
た
。

時
附
山第

調
査
の
結
果
は
、
期
待
さ
れ
た
人
骨
・
石
器
が
米
発
見
に
終
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

一
片
の
獣
サ
す
ら
も
発
見
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
思
い
も
か
け
ず
木
熔
が
発
見
さ
れ
、
こ
の
調
奈
が
報
道
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
こ
の
発
掘
地
点
よ
り
約
二

O

自然・＂＜守合日震災議選 I361 
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。

メ
ー
ト
ル
、
一
厚
さ
が
じ
・
五
J
三
・
一
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
一
端
が
尖
る
板
状
の
加
工
材
で
あ
る
。
材
質
は
ク
ワ
利
の
落
葉
広
葉

メ
ー
ト
ル
刊
の
凶
八
木
隠
下
部
か
ら
採
集
さ
れ
た
剥
片
石
加
の
存
在

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

水
加
は
現
存
長
約

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
故
大
…
制
約
双
セ
ン
チ

て
い
る
。

凶
で
あ
る
ハ
リ
グ
ワ
で
、
知
力
性
に
出
ん
で
い
て
折
れ
に
く
い
と
い
う
。
短
剣
的
な
用
途
を
も
っ
刃
物
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

ま
た
、
紀
平
準
に
よ
っ
て
凶
八
木
屑
下
部
か
ら
M
M
集
さ
れ
た
剥
片
石
加
は
、
最
近
各
地
で
検
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
前
期
旧
石
山

川
代
後
半
の
石
総
と
知
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

362 
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い
ま
ま
た
石
川
市
や
木
川
市
が
発
見
さ
れ
た
凶
八
木
股
下
部
の
砂
牒
屑
は
、
古

そ
し
て
、

か
つ
て
か
明
石
原
人
。
が
発
見
さ
れ
、

お
そ
ら
く
問
、

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
か
ら
は
胤
さ
れ
て
き
て

百
八
木
川
の
耽
防
総
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
泣
物
は
、

取
院
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

必

i&:111・の狩人たち第一節

一－ m 、v " ，乙hf 弐J 、.. － 一一－ h 1 ＿，，.、／~

一一一
UJ A ~ 

cm 〈〉
｜究1117 m八木九づF.郎から採集された；刈片イヲ総

そ
の
年
代
は
、
故
終
氷
則
前
菜
の
然
、
冷
郎
か
ら
山
川
緩
則
へ
か
け
て
の
約
六
J

七
万
年
前
ご
ろ
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

入

f
dコ
問
川

Fh
主、

／

h
B
f
b
コ一

HW1fv

が
明
石
原
人
。
は
こ
れ
ま
で
抗
定
さ
れ
て
い
た
年
代

よ
り
も
や
や
新
し
い
六
J
七
万
年
前
の
旧
人
段
階
の
化
石
入
品
目
で
あ
っ
た

ろ
う
と
い
う
抗
定
し
rス
後
ら
の
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
場
所
が
、
数
キ
口

メ
ー
ト
ル
北
方
に
存
布
す
る
と
い
う
可
能
性
を
新
た
に
提
出
し
た
。

ま
Tこ

出

μ
加
時
代
に
お
け
る
水
慌
の
存
従
と
そ
の
市
一
姿
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ

と
は
、
今
後
の
研
究
の
方
向
止
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ

る
。
そ
し
て
、
別
行
人
問
題
の
追
求
は
な
お
多
く
の
研
究
段
に
よ
っ
て
続

け
ら
れ
る
こ
と
で
為
ろ
う
。

自
本
の
前
・

中
期
間
石
器

い
ま
か
ら
一
一
一
万
年
以
上
前
の
日
本
に
お
け
る
旧
人
段
階

の
化
石
人
骨
と
し
て
は
明
石
人
や
愛
知
県
の
牛
川
人
が

お
そ
ら
く
そ
の
段
階
の
人
類
に
当
た
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
前
・
中
期
旧
石
器
時
代
に
わ
が
国
に
確
実
に
人
類
が
住
ん
で

い
た
の
か
、
も
し
住
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
お
器
を
使
用
し
て

自然・ゴs・1li日世史編 i363 



ぎ

ざ

ら

ぎ

い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
長
く
論
争
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
以
降
、
宮
城
県
鹿
散
乱
木

遺
跡
や
向
県
馬
場
埴
A
遺
跡
な
ど
で
前
・
中
期
旧
石
総
と
推
定
さ
れ
る
石
器
包
含
層
が
重
な
っ
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
。

リ
ス
・
ウ
ル
ム
間
氷
期
は
約
二
一
一
万
年
前
か
ら
八
万
年
前
ま
で
続
く
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
城
県
内
で
発
見
さ
れ
つ
つ

あ
る
こ
う
し
た
石
器
の
な
か
に
は
明
ら
か
に
こ
の
間
氷
期
の
段
階
の
も
の
が
A

含
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
以
降
の
ウ
ル
ム
氷

期
に
も
ひ
き
続
い
て
人
類
が
現
在
の
日
本
列
島
付
近
に
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
も
は
や
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
時
期
の
お
器
は
剥
片
を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
多
く
後
期
出
石
器
時
代
の
ナ
イ
フ
形
石
器
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
定
型
化
し
た
石
探
と
は
著
し
い
違
い
を
み
せ
て
い
る
。

2 

ナ
イ
フ
形
石
器
の
登
場

後
期
陥
石
器
時

代
の
は
じ
ま
り

い
ま
か
ら
三
万
年
以
上
も
前
の
前
・
中
期
出
行
協
同
代
に
、

現
在
の
日
本
列
島
に
人
類
が
住
み
つ
い
て
い

た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
が
、
ま
だ
神
戸
市
域
で
は
確
実
な
資
料
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
。
市
域
で
、

人
類
の
残
し
た
資
料
止
を
線
認
で
き
る
の
は
、
後
期
旧
石
総
吋
代
の
ナ
イ
フ
形
石
加
を
も
っ
た
人
々
が
登
場
し
て
以
後
の
こ
と
で

あ
る
。そ

の
こ
ろ
の
自
然
環
境
を
従
冗
す
る
た
め
の
資
料
は
、
ム
ハ
m
T
ア
イ
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
た
ボ
ー
リ
ン
グ
調
主
で
多
く
の
情
報
が
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得
ら
れ
て
い
る
が
、
最
終
氷
期
に
は
、
神
戸
付
近
で
は
そ
れ
ほ
ど
寒
冷
化
せ
ず
、
最
終
氷
期
と
呼
ぶ
よ
り
も
最
終
袋
、
冷
別
と
炎

現
す
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
自
然
環
境
で
あ
っ
た
と
い
う
。
森
林
も
潟
市
北
部
的
な
冷
温
情
林
で
、
海
も
六
甲
ア
イ
ラ

ン
ド
や
ポ

i
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の
南
端
ま
で
浸
入
し
て
い
た
時
期
が
数
回
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

ナ
イ
フ
形
石
訴
を
も
っ
た
人
々
が
設
場
す
る
直
前
の
五
万

l
m万
年
前
に
は

時
的
に
梨
、
冷
期
が
訪
れ
る
が
、
一
一
一
万
年
前
あ

て
く
る
と
推
定
さ
れ
る
。

る
い
は
二
万
六
、
七

0
0
0年
前
に
は
乾
燥
し
た
小
温
暖
加
が
訪
れ
、
こ
の
好
気
伎
を
背
去
に
後
期
旧
石
器
時
代
人
が
設
場
し

あ
い
ら

ニ
万
五

0
0
0年
前
に
噴
出
し
た
姶
良
火
山
灰
隠
は
、
各
地
で
年
代
決
定
の
カ
ギ
府
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
が
、

最古の狩人たち第一節

多
紀
郎
板
井
遺
跡
や
氷
上
郎
七
日
市
遺
跡
で
、
こ
の
姶
良
火
山
灰
尉
よ
り

氷上郡春日lllT七日TIT遺跡の！制伴

一F
贈
か
ら
も
ナ
イ
フ
形
石
取
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
石
川
市
の
山

現
則
を
あ
る
程
度
限
定
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
火
山
灰
層
の
よ
府
か
ら
も
石
掃
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
石
総

の
…
綿
年
的
研
究
も
大
き
く
前
進
し
て
い
る
。

な
お
、
神
戸
市
域
で
は
旧
石
総
時
代
人
の
狩
猟
の
対
象
と
な
っ
た
補
乳

動
物
に
つ
い
て
の
情
報
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
二
万
五

O
O
O
J
二
万
年

了予］：＇~ 86 

前
の
日
本
列
島
で
は
、

一
ホ
ン

ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
、

ヤ
ベ
オ
オ
ツ
ノ
ジ
ヵ
、

ム
カ
シ
ジ
カ
、
ウ
マ
類
、

ヘ
ラ
ジ
ヵ
、
バ
イ
ソ
ン
（
野
牛
）
な
ど
の
大
塑
哨

乳
簡
が
生
息
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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市
内
発
見
の
ナ

イ
フ
形
石
器

代
遺
跡
が
学
術
調
主
さ
れ
た
例
は
な
く
、

神
戸
市
域
で
は

こ
れ
ま
で
に
川
行
問
時

」
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
資
料
は
、

各
時
代
の
泣
跡
の
先
制

た
も
の
ば
か
り
で
、

布
保
の
形
態
に
よ
っ
て
そ
の
年
代
を
推
定
す
る
ほ
か
な
い
。

調
査
の
際
に
発
比
さ
れ
た
も
の
や
夫
両
採
集
に
ょ
っ
て
え
ら
れ

（
一
九
七

O）

の
こ
と
で
あ
る
。

神
戸
市
域
で
ナ
イ
フ
形
石
川
市
が
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
四
十

や
ま山

泣
跡
で
松

m均
が
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
悶
府
現
ナ
イ
ブ
を
間
間
接
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
明
石
川
流
出
帆
を
小
心
に
存
地
で
発
見
が

ノ、

｜ベ：
／、み
よ、ハ

5

、
：
、
｝
。

制
抑
制
し
て
し
と

な
ナ
イ
フ
で
比
較
的
大
形
の
例
が
多
い
。

国
府
担
ナ
イ
フ
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
涼
は
、
結
状
の
行
核
か
ら
辿
続
し
て
は
ぎ
と
っ
た
剥
片
を
利
川
し
で
つ
く
っ
た
規
格
的

神
戸
市
域
と
そ
の
周
辺
部
で
は
、

今
後
も
こ
の
吋
則
の
泣
跡
が
別
加
す
る
可
能
性
は
向
い
。

こ
う
し
た
石
加
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の
石
核
が
、
川
円
以
一
神
山
町
の
拍
子
ケ
池
や
川

K
新
方
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

ナ
イ
フ
形
一
わ
慌
の
う
ち
で
、

b
、
也
、
し
い
’

J

J

J

 

判。

問。

形
化
し
た
例
は
山
白
川
流
域
の
大
政

山
・
星
陵
台
、
明
石
川
の
支
流
伊
川
流

域
の
池
上
・
上
脇
、
明
石
川
西
岸
段
丘

上
の
神
出
町
雌
間
山
・
焼
山
川
山
周
辺
の

A
川
げ
υ

A
川
刊
V

A
5 cm 

｜文1118 ナイフ｝形石？.：）：

(il耳i元：il!Li二I十'iiliil'!跡）

。
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金
捧
池
・
拍
子
ケ
池
・
大
限
地
・
佐
ケ
池
・
青
池
、
岩
岡
町
の
印
龍
池
、
明
石
川
中
流
の
中
村
な
ど
で
採
集
さ
れ
て
い
る
が
、

止
し
て
や
や
時
期
が
下
る
可
能
性
が
あ
る
。

ナ
イ
フ
形
活
保
は
時
代
と
と
も
に
小
形
化
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
ナ
イ
フ
は
会
下
出
例
な
ど
に

旧
石
器
時

代
の
終
末

葉
広
葉
樹
が
増
加
し
て
く
る
と
い
う
。

一
万
五

0
0
0年
J
一
万
年
前
に
な
る
と
そ
れ
以
前
の
寒
冷
な
気
候
に
か
わ
っ
て
気
出
も
上
昇
し
、
森
林
も
務

有
茎
尖
頭
山
が
と
呼
ば
れ
て
い
る
給
先
が
弦
場
す
る
の
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
時
期
で
あ
ろ
う
。

神
戸
市
成
で
発
見
さ
れ
た
有
装
尖
頭
抑
は
大
小
二
施
煩
あ
る
が
、
大
形
の
も
の
は
北
区
下
行
上
、
灘
ば
一
沌
ノ
奥
、
垂
水
区
名

下
谷
上
例
は
現
長
約

谷
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
て
お
り
、
小
形
の
も
の
は
間
以
青
谷
、
河
託
金
俸
池
な
ど
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
先
端
部
は
少
し
欠
け
て
い
る
。
名
谷
例
も
先
端
が
少
し
欠
け
て
い
る
が
抗
定

長
約
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
沌
ノ
奥
川
内
も
先
端
が
欠
け
て
お
り
抗
定
倍
以
約
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
サ
ヌ
カ
イ

用
に
よ
る
破
損
か
も
し
れ
な
い
。

ト
製
で
、
表
聞
に
き
れ
い
な
剥
縦
同
が
戒
ん
だ
精
巧
な
つ
く
り
の
行
総
で
あ
る
。

政！Ji－の狩人たちh
R
h
p
 

第

写真 88 有茎尖llJ¥¥lH:
（北IR下谷と滋跡）

い
ず
れ
も
先
端
泌
が
欠
失
し
て
い
る
の
は
使

育
祭
や
金
俸
池
の
例
は
、
一
ベ
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後

の
小
形
で
、
こ
う
し
た
形
態
の
尖
玖
保
が
行
鍛
に
転
化

し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

」
う
し
た
尖
頭
総
と
同
じ
時
期
に
使
用
さ
れ
た
と
抗

定
さ
れ
て
い
る
石
器
に
、
制
石
刃
と
呼
ば
れ
て
い
る
口
氏

自然・主~－－~·底火綴 i367 



さ

了
、
一
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
形
の
石
加
が
あ
る
。
木
や
骨
の
柄
の
側
紋
に
術
を
ほ
り
、
そ
こ
に
細
か
い
石
加
を
な
ら
べ
て

は
め
こ
み
、
槍
先
や
ナ
イ
フ
を
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
り
、
汎
位
界
的
に
旧
石
慌
時
代
か
ら
新
石
総
時
代
へ
の
過
渡
期
に
発
注

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
神
戸
市
域
で
は
、
ま
だ
確
実
な
発
見
例
は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
一
部
の
地
域
で
土
保
も
確
実
に
出
現
し
て
い
る
が
、
市
内
で
は
ま
だ
そ
の
例
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
。
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第
二
節

縄
文
人
の
く
ら
し

1 

弓
矢
と

器
の
出
現

縄
文
時
代
の

は
じ
ま
り

今
か
ら
約
一
万
五

O
O
O
J
一
万
年
前
の
日
本
列
島
は
、
最
終
氷
則
の
’
民
、
冷
気
投
か
ら
徐
々
に
瓶
暖
な
気
候

へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
、
こ
の
気
投
の
瓶
暖
化
に
伴
う
海
而
の
上
昇
は
、
津
軽
梅
峡
に
あ
っ
た
陸
橋

を
水
没
さ
せ
、
約

万
1
八

0
0
0年
前
ご
ろ
に
は
対
応
海
峡
も
開
い
て
、

日
本
海
に
暖
流
が
流
れ
込
み
、
現
心
伐
の
日
本
列
島

に
近
い
姿
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
人
々
の
く
ら
し
は
、
採
集
・
狩
猟
・
漁
掛
か
｝
主
要
な
生
産
手
段
と
し
て
い
る
点
で
は
、
前
代
の
旧
石
川
市
時
代
人

縄文人のくらし

と
変
わ
り
は
な
い
が
、
気
候
の
変
化
に
伴
う
動
物
的
・

Mm物
相
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
新
た
な
生
産
用
具
と
し
て
弓
欠
や

土
器
を
生
み
出
し
た
。

わ
が
悶
に
お
け
る
新
石
山
時
代
日
制
文
時
代
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

気
投
の
袋
、
冷
な
氷
別
に
活
開
院
し
た
大
型
群
せ
い
動
物
に
代
わ
っ
て
、
熊
・
山
・
イ
ノ
シ
シ
な
ど
比
絞
的
小
形
の
崎
乳
動
物
や

第二節

鳥
類
を
狩
猟
の
対
象
と
す
る
た
め
に
、
必
然
的
に
河
川

J

欠
の
よ
う
な
狩
猟
兵
が
発
明
さ
れ
、
位
界
的
な
気
候
の
温
暖
化
に
伴
っ
て

内
消
性
の
地
形
、
が
出
現
し
、
そ
こ
に
生
息
す
る
只
知
を
附
加
護
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
大
抵
処
理
の
た
め
の
道
兵
と
し
て
十
一

自然・ 3号，，な燈j)::_総 I369 
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縄文人のくらし

0 2km 
＇－ーー匂山ー白血斗目的叩問問叩－－＇

第二節

刊は，＿
1ιi 

刻
し
た
円
陣
な
七
慌
の
去
耐
に
押
し
つ
け
な
が
ら

M
転
さ
せ
て

y:_ 

施
文
し
た
尖
氏
ま
た
は
丸
氏
の
深
鉢
形
土
器
で
、

間
転
抑
制
一
文

語性

土
保
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

附
日
本
の
早
川
刷
会
｝
代
表
す
る
士
郎

限1119 

で
あ
り
、
前
期
は
じ
め
ま
で
続
く
地
域
も
あ
り
、

北
t主
二｜ヒ

海

か
ら
隔
は
九
州
ま
で
広
く
分
布
し
て
い
る
。

山
芦
屋
泣
跡
は
、

芦
原
川
と
そ
の
支
流
出
ぃ
阿
川
が
合
流
す
る

あ
た
り
の
北
四
郎
、
標
高
約
八

0
メ
ー
ト
ル
の
中
位
段
丘
上
に

位
読
し
、
遺
跡
一
卜
部
か
ら
山
形
抑
塑
文
士
山
耐
が
発
見
さ
れ
、
上

部
か
ら
構
内
抑
刑
芋
〈
ト
一
郎
お
よ
び
無
文
土
加
が
発
見
さ
れ
て
い

て
、
近
畿
地
方
に
お
け
る
抑
車
交
土
加
の
変
遷
を
知
る
う
え
で

重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
泣
跡
か
ら
は
、
前
期
お
よ
び
後
期

の
ふ
ム
山
が
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
中
心
的
な

集
落
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

出
生
問
川
と
旧
淡
川
の
中
間
の
宇
治
川
阿
浮
に
依
託
す
る
中

央
区
宇
治
川
市
泣
跡
で
は
、
標
高
約
一

O
J
i
ト
ル
付
近
の
侭

位
段
丘
上
で
、
縄
文
時
代
早
期

1
晩
期
に
わ
た
る
造
物
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
土
隠
は

l'if！，；・ゴg,1,l怒りょ縦 I37王



豊島桑議禽義弘
川
東
山
原
の
標
高
約

l党川遺跡発見の事［IJI間交ニ［：総と石lW

品
開
あ
り
、
最
も
下
の
府
に
は
早
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
土
泌
が
混
じ
っ
て

お
り
、
そ
の
上
層
に
は
晩
則
の
滋
旬
以
1
・
目

a
式
土
加
を
小
心
と
す
る
土

阿
川
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
関
に
は
弥
生
時
代
前
期
の
土
加
に
混
じ
っ
て
、

晩
期
の
突
山
川
文
土
山
一
帥
・
後
則
上
本
の
出
M
H

沌
式
土
山
市
・
小
期
の
船
一
五
式
士
山
仰
を
合

む
土
問
が
あ
る
。

平
則
の
土
保
は
、

わ
ず
か
に
数
点
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
楕
円
文

を
施
し
た
抑
都
文
土
保
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
聞
は
須
磨
区
の
境
川
遺
跡
、
東

は
山
芦
屋
遺
跡
で
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
押
明
文
土
問
が
、

小
山
の

f写＇｝＇［： 89 

地
域
で
発
見
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
。

境
川
遺
跡
は
、
柄
引
際
区
須
磨
浦
公
開
内
の
、
後
に
摂
嬬
悶
境
と
な
っ
た
境

メ
ー
ト
ル
あ
た
り
の
段
丘
上
に
佼
院
す
る
、
発
掘
調
査
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
後
、

早
期
の
抑
製
文
土
保
・
石
鍛
・
尖
頭
採
な
ど
が
次
々

昭
和
三

九
五
五
）
に
異
形
勝
制
明
石
総
（
通
称
ト
ロ
ト
ロ
一
わ
添
）
を
発
見
し
、

と
発
見
さ
れ
て
、
抜
神
間
で
故
も
古
い
純
文
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

単
織
の
議

跡
分
布

こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
周
辺
部
の
抑
型
文
土
総
発
見
地
を
み
る
と
、
境
川
以
聞
で
は
、
兵
庫
県
神
崎
郎
神

ま
た
、
南
方
の
淡
路
で
は
津
名
郡
北
淡
町
育
波
の

崎
町
一
仰
木
造
跡
ま
で
、
早
期
の
追
跡
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

堂
の
前
遺
跡
が
最
も
近
い
早
期
の
追
跡
で
あ
る
。
そ
し
て
山
芦
屋
以
来
で
は
、
生
駒
山
麓
の
東
大
阪
市
神
波
・
山
畑
阿
遺
跡
あ

た
り
ま
で
早
川
川
の
泣
跡
は
未
発
見
で
あ
り
、
当
時
の
人
口
の
希
薄
さ
が
う
か
が
え
る
。

372 IEl:fi~~ ・純文時代tfl六部：



縄
文
時
代
早
期
ご
ろ
の
神
戸
市
域
周
辺
の
思
境
は
、
六
中
ア
イ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
海
底
犠
積
物
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
成
果

な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
時
期
の
汎
地
球
的
な
規
艇
で
の
気
川
棚
上
昇
に
よ
っ
て
、
落
葉
樹
林
の
な
か
に
は

南
方
系
の
常
緑
樹
、
が
地
加
し
て
く
る
し
、
海
尚
も
以
前
よ
り
尚
ま
り
、
現
海
制
一
卜
約
一
一

0
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
ま
で
上
昇
し
て
き

こ
：
、
j
o

t
－

ι
L
f
 

近
畿
地
方
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
早
期
の
逃
跡
は
約

0
0カ
一
助
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
丘
（
賄
県
美
方
郡
・
城
崎
郡
・
養
父
郡

に
ま
た
が
る
中
国
山
地
東
端
部
の
一
群
、
京
都
捻
地
か
ら
琵
哲
湖
南
部
に
い
た
る
一
群
、
生
駒
山
間
麓
の
一
群
、
大
和
高
原
か

ら
名
張
川
流
域
へ
か
け
て
の
一
群
、
鈴
胤
山
脈
米
側
の

の
宮
川
・
胤
間
関
川
中
流
域
の
一
幹
と
い
う
よ
う

鮮
、
そ
し
て

に
遺
跡
の
集
中
す
る
地
域
と
、
阪
神
間
の
よ
う
に
泣
跡
の
散
在
す
る
地
域
と
が
あ
る
。

た
だ
し
、
瀬
戸
内
東
部
の
牛
窓
・
児
島

あ
た
り
で
は
、
お
艇
部
や
海
浜
部
で
多
く
の
泣
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
海
岸
線
の
佼
院
か
ら
推
定
し
て
、
現
海

而
下
に
な
お
多
く
の
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
可
能
性
は
す
く
な
く
な
い
。

2 

縄

文

海

進

縄文人のくらし

神
戸
付
近
で
は
七

0
0
0年
前
ご
ろ
か
ら
位
界
的
な
気
伎
の
瓶
暖
化
に
伴
い
、

コ
ナ
一
ブ
を
小
心
と
し
た
務
葉
樹

鯛
鞠
交
海
進

期
の
汀
線

林
か
ら
年
中
落
葉
し
な
い
間
葉
樹
林
へ
の
森
林
交
代
が
は
じ
ま
り
、
六
五

O
O年
前
ご
ろ
に
は
附
者
の
比
率
は

第二節

半
々
に
な
り
、

や
が
て
六

0
0
0年
前
ご
ろ
に
は
ア
カ
ガ
シ
川
属
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
。
以
後
現
夜
に
い
た
る
ま
で
そ
の
傾

向
は
続
い
て
い
る
。
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ハ
0
0
0年
前
ご
ろ
ま
で
海
耐
の
上
舛
は
続
き
、

つ
い
に
現
犯
の
海
而
に
比
し
て
四
メ
ー
ト
ル
も
向
く
な
る
ο

い
わ
ゆ
る
純

ぃ
メ
海
巡
則
が
ピ

i
ク
を
む
か
え
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
’
制
文
時
代
前
則
ご
ろ
に
比
定
さ
れ
る
組
文
海
進
出
の
汀
線
は
、
関
東
平
好
で
は
現
在
の
海
岸
線
か
ら
実
に
四
五
キ
ロ
メ

！
ト
ル
も
内
隙
部
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
付
近
に
当
時
の
貝
塚
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
実
託
さ
れ
て
い
る
。

神
戸
市
域
と
そ
の
周
辺
部
で
も
こ
の
純
文
海
進
加
の
汀
線
は
、

山
川
見
義
引
や
品
川
田
保
夫
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

数
メ
ー
ト
ル
の
出
附
や
扇
状
地
性
地
形
の
傾
斜
変
化
線
と
し
て
、
現
在
も
市
街
地
の
あ
ち
こ
ち
に
そ
の
痕
跡
を
よ
く
と
ど
め
て

、

｝

luv
マf
bた

と
え
ば
、
神
戸
市
城
東
端
の
本
庄
町
付
近
で
は
羽
海
伴
線
よ
り
約
九

0
0
メ
ー
ト
ル
も
北
側
の
凶
道
2
サ
付
近
ま
で
海
が

入
り
込
み
、
依
古
川
以
聞
の
京
求
た
塚
付
近
で
は
古
墳
の
市
側
で
小
さ
な
濯
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
小
さ
な
山
肢
は
石
屋
川
以

市
聞
の
処
友
塚
付
近
ま
で
統
き
、
そ
れ
以
剖
は
凶
近
付
号
、
ぞ
い
に
脇
浜
あ
た
り
ま
で
比
較
的
大
き
な
能
耐
を
つ
く
っ
て
い
る
。

脇
浜
か
ら
新
生
削
川
あ
た
り
ま
で
は
臨
海
総
ぞ
い
に

メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
出
耐
を
つ
く
り
、
新
生
出
川
以
凶
は
J
R
一ニノ

官
駅
南
側
あ
た
り
ま
で
川
び
入
り
込
ん
で
い
る
。

J
R
一
一
一
ノ
宮
駅
付
近
か
ら
J
R
一
五
町
駅
を
総
て
花
隈
あ
た
り
ま
で
も
大
き
な

出
耐
を
つ
く
っ
て
い
て
明
瞭
で
あ
る
。

そ
の
内
は
、

神
戸
駅
北
側
の
一
淡
川
神
託
付
近
か
ら

上
沢
通
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
湾
入
し
て
い

さ
ら
に
北
側
へ
入
り
込
み
、

た
ら
し
い
。
そ
し
て
当
時
の
汀
線
は
た
川
同
社
の
大
品
店
付
近
か
ら
辿
池
小
学
校
付
近
を
通
り
、
山
仰
向
屯
鉄
似
山
川
駅
付
近
に
ま

で
叩
え
し
て
い
る
。

川
叫
ん
1
v
u
I
人
日
土
、

J
s
q
h
4
1
1
l
L
F
汁

γ
》
U嘗

妙
法
寺
川
に
そ
っ
て
拘
浜
公
同
あ
た
り
ま
で
急
に
小
山
下
し
、

同
公
同
問
端
あ
た
り
で
現
海
山
町
線
と
ほ
と
ん
ど
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で
あ
ろ
う
。

明
石
川
流
域
に
つ
い
て
は
、
前
業
和
子
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
制
丈
海
遊
矧
の
は
以
も
榔
が
入
り
込
ん
だ
時
期
に
は
、
現
梅
川
原

線
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
く
も
奥
の
出
合
情
付
近
に
ま
で
汀
線
が
入
り
込
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

前
期
の
透

跡
の
分
布

ム
ハ
叩
山
地
市
麓
の
東
半
部
で
は
、
芦
屋
市
朝
日
ケ
丘
（
桜
前
約
五
0
メ
ー
ト
ル
）

3
Q
し
ん
で
ん

山
芦
屋
両
遺
跡
の
ほ
か
灘
区
中
新
聞
（
標
高
約
二
ハ
O
メ
i
ト
ル
）
で
、

前
期
の
泣
跡
分
布
を
み
る
と
、

土
器
は
未
発
見
で
あ
る
が
石
鍛
や
玖
状
耳

飾
な
ど
前
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
造
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

メ
ー
ト
ル
）
が
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
、

間
半
部
で
は
、
前
期
の
土
山
仰
が
発
見
さ
れ
た
川
町
一
問
弁
泊
跡
（
際
高

山
間
川
流
域
の
大
成
山

追
跡
（
制
駅
南
約
一
一
一
0
メ
ー
ト
ル
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
前
期
の
遺
跡
が
比
較
的
高
位
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
追
跡
が
中
期
に

ろ
う
。

ま
で
継
続
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
吋
期
以
後
、
生
活
環
慣
が
著
し
く
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
と
深
く
か
か
わ
る
事
柄
で
あ

篠
原
透
跡

” .) 

東
の
土
器
・
西
の
土
器

芦
口
俊
川
以
問
旧
生
間
川
ま
で
の
地
域
で
大
規
模
な
縄
文
遺
跡
と
し
て
は
、
都
賀
川
の
上
流
六
叩
川
と
柏
谷
川
の

る
。
附
和
問
年
（
一
九
二
九
）
に
小
林
行
雄
に
よ
っ
て
紺
介
さ
れ
、
そ
の
後
の
市
街
地
造
成
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
惟

合
流
地
点
付
近
の
標
高
八
五
J
五
0
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
ま
で
の
扇
状
地
性
丘
陵
上
に
位
置
す
る
篠
原
遺
跡
が
あ
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定
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
に
は
付
近
の
川
開
発
工
事
に
伴
っ
て
、
相
次
い
で
一

カ
所
で
発
掘
調
査
が
尖

施
さ
れ
遺
跡
の
様
相
が
一
段
と
明
ら
か
に
な
っ
た
。

灘
夜
篠
原
中
町
七
丁
目
で
は
現
地
表
下
七

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
が
弥
生
時
代
後
期
の
造
物
包
含
摺
で
、
そ
れ
以
下
一
ニ
・

一
一
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
縄
文
時
代
中
期

1
晩
期
の
五
隠
の
泣
物
包
含
屑
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
泣
構
と
し
て
は
縄
文
時
代
中

期
末
1
後
期
初
頭
の
竪
穴
住
脂
、
土
坑
、
土
保
潟
、
際
潟
な
ど
の
ほ
か
、
自
然
の
河
道
や
谷
状
の
地
形
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

メ
ー
ト
ル
、

一
メ
ー
ト
ル
の
不
整
円
形
で
、
床
聞
に
牧
穴

竪
穴
住
居
と
推
定
さ
れ
る
泣
構
は
、
心
山
市
川
間
約
問

縄文人のくらし第二節

い
川
日
レ
し
ん
リ

A
j
r
I
1
J勺
’
V
1叩

か
と
抗
定
さ
れ
る
ピ
ッ
ト
が
あ
る
。

総交H寺代の！容穴伎庶（機｛玄篠際ifl~亦）

こ
の
地
点
か
ら
発
見
さ
れ
た
士
総
は
中
期
末
か
ら
晩
期
に
お
よ
ぶ
が
、

JUJ 
末

の
北
白
川
C
式
土
保
、
後
期
前
半
の
北
山
川
上
回
i
式
土
m
所、

晩
期
後
葉
の
船
橋

式
土
加
な
ど
談
内
系
の
土
器
が
目
立
ち
、
晩
期
後
葉
の
船
橋
式
土
法
に
若
子
の
弥

生
時
代
前
期
の
土
保
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
も
淀
な
す
べ
き
で
あ
る
。

灘
区
篠
原
中
町
ニ
丁
目
で
は
、
標
高
約
五
五
メ
ー
ト
ル
の
扇
状
地
に
立
地
し
、

縄
文
時
代
晩
期
中
葉
（
滋
賀
泉
式
土
探
）

の
翠
棺
九
茶
、
集
石
泣
階
一
カ
所
が
あ
り
、

右
搬
、

占

1
1、

主
午
布
史

造
物
と
し
て
は
土
保
、

A
1
・1

去一、、
1
8
k
f
 

石
斧
、

叩
石
伝
ど
が
発
見
さ
れ
て

写真 91

、〉。
L
Y
一

発
見
さ
れ
た
土
慌
の
な
か
に
は
、
東
北
地
方
を
小
心
に
分
布
す
る
晩
期
の
大
洞

式
土
器
（
む
ケ
附
式
土
探
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
ほ
か
、
遮
光
m
研
都
一
土
偶
や
注
口
土

ピi然・：号，，，.!li£ll：縦 i377 



炉
開
基
、
後
期
の
集
れ
治
州
問
、

協
な
ど
が
合
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
文
化
交
流
の
問
題
を
追
求
す
る
格
好
の
資

料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
東
北
地
方
の
こ
の
時
期
の
土
際
は
、
こ
れ
ま
で

篠原遺跡祭給1j 1ニi二状況

河
内
一
平
野
郎
あ
た
り
ま
で
が
分
布
の
凶
限
と
推
定
さ
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
四

へ
そ
の
分
布
範
間
を
広
げ
た
こ
と
に
な
り
、
遮
光
加
型
土
偶
も
お
そ
ら
く
そ
の

分
布
の
間
限
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
お
俸
は
米
製
品
を
含
む
十
数
点
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
製
造
所

刈
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
泣
跡
が
周
辺
泣
跡
の
な
か
で
も
中
心
的
な

写真 92

仇
山
川
を
十
川
め
る
集
洛
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

間
生
間
川
の
東
山
町
に
位
寵
す
る
雲
升
泣
跡
は
、
旧
生
問
川
の
形

雲
井
透
跡

。
る

晩
期
か
ら
弥
生
時
代
前
期
へ
か
け
て
の
竪
穴
状
の
落
ち
込
み
ゃ
柱
穴
群
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い

成
す
る
扇
状
地
末
端
近
く
に
位
置
す
る
遺
跡
で
、
前
期
の
屋
外

純
文
士
郎
の
う
ち
前
期
の
も
の
は
初
頭
に
佼
陪
づ
け
ら
れ
る
羽
鳥
下
関
1
式
土
川
市
が
あ
り
、
中
期
に
は
船
元
式
土
探
な
ど
瀬

戸
内
系
の
土
器
が
目
立
ち
、
後
期
で
は
北
白
川
上
層
式
土
器
、
山
間
期
に
は
終
末
期
の
突
裕
文
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

宇
治
川
南

遺
跡

出
生
国
川
以
商
須
磨
ま
で
の
地
域
で
は
、
長
期
に
わ
た
る
集
落
と
し
て
宇
治
川
南
泣
跡
、
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
追
跡
で
の
早
期
の
押
型
文
土
慌
の
発
見
に
つ
い
て
は
さ
き
に
ふ
れ
た
が
、
前
期
の
造
物
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
。
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中
期
に
入
る
と
前
菜
の
船
一
五
！
式
土
器
、
中
葉
の
船
元
自
式
土
器
、
後
葉
の
虫
木
E
式
土
器
と
い
う
よ
う
に
瀬
戸
内
地
方
を

中
心
に
広
く
大
阪
湾
沿
岸
郎
に
分
布
す
る
士
山
市
が
目
立
つ
が
、
な
か
に
は
東
日
本
瓜
の
士
川
市
も
少
長
な
が
ら
み
う
け
ら
れ
る
。

後
期
の
土
総
も
初
頭
の
中
洋
式
土
際
、
そ
れ
に
続
く
福
田
叫
式
士
山
市
、

の
北
白
川
上
限
1
式
－

m
式
土
滞
、
後
葉
の

乗
寺
川
副
式
土
川
市
、
末
葉
の
官
滝
式
土
器
と
い
う
よ
う
に
、

の
ち
の
肢
津
・
河
内
・
大
和
・
山
城
な
ど
で
一
般
的
な
土
器
の
ほ
か

東
日
本
（
お
そ
ら
く
は
東
北
地
方
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
舵
定
さ
れ
る
土
器
も
若
干
含
ま
れ
て
い
る
。

晩
期
に
も
前
半
の
滋
賀
虫
1
・
1
・
陣
式
土
球
、
後
半
の
突
山
市
文
系
の
滋
賀
県
W
式
土
然
、
船
矯
式
土
器
、
長
原
式
土
採
な

ど
が
出
土
し
、
中
期
以
米
連
続
し
て
縄
文
人
の
居
住
池
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
晩
期
後
半
に
は
少
量
の
東

日
本
系
の
土
誌
な
伴
い
、
篠
原
遺
跡
よ
り
も
さ
ら
に
剖
へ
そ
の
分
布
閤
を
広
げ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
ほ
か
河
内
系
の
土
総
や

播
熔
系
の
土
総
も
目
立
ち
、
こ
の
時
期
の
文
化
交
流
の
広
さ
を
実
証
し
て
い
る
。

4 

縄
文
時
代
の
集
問
領
域

縄文人のくらし

武
庫
川
か
ら
須
磨
に
い
た
る
六
甲
山
地
取
麓
の
東
間
約
ニ
八
キ
口
メ

i
ト
ル
の
地
域
に
分
布
す
る
縄
文
泣

六
問
甲
山
地
南
麓

の
透
跡
分
布

跡
は
約
二

O
カ
所
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
士
総
が
未
発
見
で
時
期
の
縦
定
し
に
く
い
遺
跡
も
あ
る
が
お

お
よ
そ
全
期
間
に
わ
た
っ
て
泣
跡
が
存
す
る
。

第二節

最
も
古
い
遺
跡
は
早
期
前
半
の
境
川
泣
跡
で
あ
り
、
早
期
後
半
に
は
、
山
芦
屋
遺
跡
と
宇
治
川
南
遺
跡
が
出
現
す
る
。

早
期
末
か
ら
前
期
に
か
け
て
は
雲
井
遺
跡
が
出
現
し
、
早
期
か
ら
引
き
続
い
て
遺
跡
が
継
続
す
る
山
芦
屋
遺
跡
の
ほ
か
に
新
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た
に
初
日
ケ
丘
泣
跡
が
出
現
す
る
。

中
期
の
土
郊
の
発
見
さ
れ
て
い
る
遺
跡
は
、

安
井
泣
跡
・
宇
治
川
南
遺
跡
で
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

東
灘
区
本
庄
町
泣
跡
や
篠
原
遺
跡
・
い
た
川
区
名
倉
山
内
追
跡
（
例
目
的
約
四
0
メ
ー
ト
ル
）
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
。

後
期
に
な
る
と
、

木
庄
町
泣
跡
・
篠
原
泣
跡
・
安
井
遺
跡
・
宇
治
川
市
遺
跡
で
前
代
以
米
造
跡
が
継
続
す
る
ほ
か
、

山
芦
屋

逃
跡
で
一
川
び
人
々
が
生
日
を
は
じ
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
新
た
に
間
宮
神
社
境
内
（
倒
的
問
問
約
一
ニ
・
五
メ
ー
ト
ル
）
・
北
脊

木
（
撚
一
品
約
三
メ
ー
ト
ル
）
・
楠
・
荒
田
町
（
桜
前
向
約
一
五
メ
ー
ト
ル
）
な
ど
比
較
的
低
地
部
に
新
た
な
追
跡
が
出
現
し
、
本
庄
町
・

ム
中
山
川
・
宇
治
川
市
の
一
ニ
追
跡
で
は
、
泣
跡
立
地
が
安
定
し
て
い
る
の
か
娩
期
ま
で
生
活
が
続
い
て
い
る
。

そ
し
て
晩
期
に
は
、
本
茂
町
・
北
背
水
・
篠
原
な
ど
で
後
則
か
ら
泣
跡
が
継
続
す
る
ほ
か
、
森
北
町
（
標
高
約
二

0
メ
ー
ト
ル
）
・

本
山
（
際
高
約
八
メ
ー
ト
ル
）
・
一
一
一
川
口
（
標
高
約
二
メ
ー
ト
ル
）
・
五
番
町
（
標
高
約
七
メ
ー
ト
ル
）
・
戎
町
（
原
高
約
二
一
メ
ー
ト
ル
）
な
ど

新
た
な
泣
跡
が
出
現
す
る
が
、
戎
町
で
は
晩
期
の
士
総
と
弥
生
前
期
の
土
器
を
伴
う
水
田
祉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
縄
文
時
代
後
・
晩
期
の
集
務
立
地
を
み
る
と
、
そ
の
多
く
が
純
文
海
進
期
の
汀
線
以
下
の
低
地
に
営
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
晩
期
の
集
落
立
地
の
低
地
化
は
、
前
期
以
米
引
き
続
い
て
い
る
海
退
が
一
段
と
強
ま
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と

と
関
連
す
る
、
か
、
こ
う
し
た
立
地
が
次
の
農
業
開
始
の
時
代
を
む
か
え
る
た
め
の
大
き
な
素
地
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
石
川
流
域
の

遼
跡
分
布

須
焼
以
凶
の
明
石
川
流
域
で
は
、
早
期
の
土
刷
所
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
金
仲
伴
池
遺
跡
な
ど
早
期
の
可
能
性

を
も
っ
遺
跡
も
あ
り
、
須
磨
の
境
川
遺
跡
が
明
石
川
流
域
の
遺
跡
群
と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

前
期
の
遺
跡
と
し
て
は
、

山
田
川
流
域
の
大
歳
山
追
跡
、
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

大
歳
山
の
ほ
か

中
期
に
入
る
と
、

M
m川
河
口
に
近
い
日
山
泣
跡
や
舞
子
浜
・
明
石
市
川
ノ
上
な
ど
の
遺
跡
が
出
現
す
る
。
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後
期
に
は
、

日
向
・
出
ノ
上
阿
遺
跡
が
継
続
す
る
ほ
か
、

新
た
に
明
石
川
の
支
流
伊
川
流
域
の
南
加
的
・
長
坂
阿
泣
跡
、
間
判

石
川
下
流
間
岸
の
玉
津
町
片
山
・
上
流
の
押
部
谷
町
一
克
住
古
山
の
両
遺
跡
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ル
主
ニ

b
u
m
w
こキ品、

4
0
中
／
凶
り
t
jノ
、

f
b
v

円
向
追
跡
で
前
代
以
来
遺
跡
が
縦
続
す
る
ほ
か
、

大
成
山
や
明
石
川
中
流
の
大
知
・
間
一
戸
間
附
泣
跡
が
現

わ
れ
る
。

縄
文
人
の

集
団
領
域

こ
の
よ
う
な
追
跡
分
布
を
み
る
と
、
明
石
川
流
域
で
は
周
辺
の
福
間
川
・
山
田
川
河
流
域
を
も

λ

含
め
て
一
つ
の

ま
と
ま
り
を
も
っ
て
泣
跡
が
分
布
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
も
、
こ
の
範
間
内
で
早
期
か
ら
晩
期
に
い

た
る
全
期
間
の
遺
跡
が
存
在
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
一
集
団
が
移
動
し
な
が
ら
こ
の
泣
跡
株
安
」
残
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
六
甲
山
地
雨
麗
で
も
同
様
で
、
こ
の
地
域
で
は
お
そ
ら
く
都
賀
川
あ
た
り
を
境
に
し
て
東
西
二
群
に

区
分
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

明
石
川
流
域
で
は
院
経
約
一
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
が
そ
の
範
囲
で
あ
り
、
六
中
山
地
南
麓
で
は
、
北
側
を
山
地
で
区
画
さ

れ
て
い
る
が
須
磨
か
ら
都
賀
川
あ
た
り
ま
で
は
約
一
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
そ
れ
以
東
武
庫
川
あ
た
り
ま
で
は
約
一
四
キ
ロ
メ

i

ト
ル
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
程
度
の
範
闘
が
縄
文
時
代
の
一
集
団
が
行
動
す
る
領
域
1
集
団
領
域
で
あ
ろ
う
。

武
隙
川
中
流
の
北
神
戸
地
域
に
つ
い
て
は
、
長
尾
町
宅
原
逃
跡
で
後
期
の
土
擦
が
発
見
さ
れ
、
道
場
町
域
間
泣
跡
で
晩
期
の

土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
縄
文
時
代
の
資
料
は
と
ぼ
し
い
が
、
一
一
一
回
致
地
全
体
で
は
一
一
一
間
市
大
鍛
遺
跡
で
早
期
の
近
物

が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
近
年
急
速
に
縄
文
遺
跡
数
が
嶋
加
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
も
一
つ
の
集

閉
鎖
域
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
域
は
紛
い
い
く
本
も
の
谷
筋
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
最
も
陶
の
間
宮
市
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山
口
町
あ
た
り
か
ら
円
以
北
の
一
一
一
回
市
西
和
野
あ
た
り
ま
で
は
約
一
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
距
離
的
に
み
て
も
一
集
剖
領
域

と
推
定
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
集
団
領
域
は
、

間
金
地
や
明
石
川
流
域
の
よ
う
に
、
地
形
的
に
み
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
地
域
に

つ
い
て
は
そ
の
成
立
事
情
は
理
解
し
や
す
い
が
、
六
甲
山
地
南
麓
部
の
よ
う
に
束
闘
に
ひ
ろ
が
る
よ
う
な
地
域
で
は
、
他
に
成

立
要
閣
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
縄
文
人
の
主
要
な
狩
猟
対
象
で
あ
っ
た
イ
ノ
シ
シ
は
、
誼
箆
約
一

0
キ
ロ
メ
i
ト
ル
程
度
の
山
の
稜
線
に
よ
っ

て
阻
ま
れ
た
範
間
内
に
群
居
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
狩
猟
対
象
動
物
の
生
息
闘
と
人
間
の
行
動
範
囲
が
一
致
す
る

の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
人
間
が
狩
猟
・
漁
折
、
な
ど
の
生
産
活
動
に
お
い
て
一
日
に
往
復
し
う
る
範
閥
、
あ
る
い
は
物
資
の
運
搬
・
交
易
な
ど

に
お
い
て
一
日
に
行
動
し
う
る
範
剖
が
、
彼
ら
の
集
問
領
域
を
お
の
ず
か
ら
形
成
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

六
甲
山
地
南
麓
部
に
お
け
る
一
一
つ
の
集
団
の
行
動
範
剖
は
、
他
地
域
に
比
し
て
や
や
狭
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
内
に
縄
文

海
進
期
の
大
き
な
入
江
を
含
ん
で
い
る
。
海
洋
平
野
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
地
形
環
境
も
一
つ
の
集
団
領
域
が
成
立
す
る
た

縄文人のくらし

め
の
要
因
と
な
り
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
環
境
が
次
の
淡
刺
社
会
へ
の
移
行
に
際
し
て
重
要
な
生
産
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、

お
そ
ら
く

は
、
海
岸
平
野
に
あ
っ
て
は
縄
文
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
領
域
が
母
体
と
な
っ
て
、
新
た
な
稲
作
食
料
を
受
け
入
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第二節
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