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総
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の
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を
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て

か
り
や
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い
せ
き

★

仮
家
塚
遺
跡
！

今
か
ら

約
２
２
０
０
年
前
︒

南
房
総
に
は

コ
メ
作
り
を
初
め
て
行
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
人
た
ち
が

住
ん
で
い
た
?

身
近
な
考
古
学
の
世
界
を
楽
し
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う
！
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❶ 
仮か

り

家や

塚づ

か

遺
跡
と
は
？
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こ
ん
に
ち
は
。
現
在
、
僕
た
ち
は
千
葉
県

房ぼ
う

総そ
う

半は
ん

島と
う

の
南
端
に
所
在
す
る
南
房
総
市
仮か

り

家や

塚づ
か

と
い
う
弥
生
時
代
の
遺
跡
の
発
掘
調
査

を
行
っ
て
い
ま
す
。
読
者
の
み
な
さ
ん
は
、

「
発
掘
」
と
聞
く
と
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

か
？　

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
南

米
ペ
ル
ー
の
ナ
ス
カ
の
地
上
絵
な
ど
が
有
名

で
す
よ
ね
。
日
本
で
は
、吉よ
し

野の

ケが

里り

遺
跡
（
佐

賀
県
）
や
三さ
ん

内な
い

丸ま
る

山や
ま

遺
跡
（
青
森
県
）
な
ど

が
教
科
書
に
も
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
有
名
な
遺
跡
ば
か
り
で
は
な
く
、
私

た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
、
た
く
さ
ん
の

遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

仮
家
塚
遺
跡
は
、
登と

呂ろ

遺
跡
（
静
岡
県
）

や
吉
野
ケ
里
遺
跡
に
比
べ
る
と
、
一
般
的
に

は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
仮
家
塚
遺
跡
は
今
か
ら
約

２
２
０
０
年
前
に
南
房
総
で
コ
メ
作
り
を
初

め
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
た
ち
が
住
ん

で
い
た
可
能
性
の
あ
る
遺
跡
で
あ
り
、
房
総

半
島
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
上
で
、
と
て

も
重
要
な
遺
跡
で
す
。

白石哲也プロローグ
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❷ 
調
査
の
歴
史



7

プロローグ

　

仮
家
塚
遺
跡
は
、
１
９
８
６
年
に

住
宅
建
設
の
事
前
調
査
と
し
て
、
は

じ
め
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
１
９
９
３
年
ま
で
に

計
７
回
の
調
査
が
行
わ
れ
、
複
数
の

方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

（
墳
丘
を
作
り
、
周
囲

を
溝
で
囲
っ
た
お
墓
）
と
呼
ば
れ
る

弥
生
時
代
の
お
墓
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
方
形
周
溝
墓
か
ら
出
し
ゅ
つ

土ど

し
た
土
器
の
文も

ん

様よ
う

や
器き

形け
い

か
ら
、
弥

生
時
代
中
期
後こ
う

葉よ
う

頃
（
前
２
世
紀
頃
）

に
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
南
房
総
の
弥
生
時
代
で
は

最
古
の
お
墓
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
の
調
査
で
は
方
形
周
溝
墓
だ
け

で
、
人
び
と
が
住
ん
だ
集
落
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、

僕
ら
は
未
調
査
部
分
に
集
落
が
展
開

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

今
回
の
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

僕
ら
の
研
究
チ
ー
ム
（
山
形
大
学

仮
家
塚
遺
跡
発
掘
調
査
団
）
で
は
、

仮
家
塚
遺
跡
の
集
落
を
探
す
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
２
０
１
９
年
度
か
ら

遺
跡
の
分ぶ
ん

布ぷ

調
査
（
遺
跡
の
広
が
り

な
ど
を
調
べ
る
調
査
）
や
、
過
去
に

仮
家
塚
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
出
土
し

て
い
る
遺
物
の
検
討
な
ど
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
２
０
２
１
年

度
に
は
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
開
始
し
、

現
在
（
２
０
２
４
年
９
月
時
点
）
ま

で
に
計
３
回
の
調
査
を
実
施
し
て
き

ま
し
た
。
２
０
２
３
年
度
の
調
査
は
、

大
型
の
住
居
跡
と
思
わ
れ
る
遺い

構こ
う

が

見
つ
か
り
、
そ
こ
に
弥
生
時
代
の
集

落
が
あ
っ
た
可
能
性
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
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❸ 
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
構
成
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本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
、
仮
家
塚
遺
跡
を

中
心
に
、
考
古
学
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
な

の
か
、
考
古
学
に
関
わ
る
人
た
ち
の
想
い
な

ど
に
つ
い
て
少
し
で
も
知
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
、
執
筆
し
ま
し
た
。

　

本
書
は
、
第
1
章
か
ら
第
7
章
ま
で
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
1
章
で
は
、
弥
生
時

代
が
ど
の
よ
う
な
時
代
や
文
化
だ
っ
た
の
か

を
お
話
し
ま
す
。
そ
し
て
、
第
2
章
以
降

は
、
よ
り
具
体
的
に
農
耕
集
落
や
土
器
、
環

境
、
住
居
、
お
墓
、
石
器
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
仮
家
塚
遺
跡
を
中
心
に
南
房

総
の
弥
生
社
会
を
見
て
い
き
ま
す
。
多
面
的

な
視
点
か
ら
見
て
い
く
こ
と
で
、
今
か
ら
約

２
２
０
０
年
前
に
は
じ
ま
っ
た
南
房
総
最
初

の
農
村
の
あ
り
よ
う
が
見
え
て
く
る
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
他
に
も
考
古
学
に
関
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ラ
ム
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

読
ん
で
い
た
だ
き
、
考
古
学
の
世
界
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

プロローグ
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1　

時
代
と
文
化

─

弥
生
時
代
と
仮か

り

家や

塚づ
か

遺
跡

仮
家
塚
遺
跡
の
人
た
ち
は
船
で
や
っ
て
き
た
？

時
代
と
文
化
を
ど
う
と
ら
え
れ
ば
い
い
の
か

ま
ず
は
基
本
を
押
さ
え
て
、
南
房
総
を
考
え
て
み
よ
う

❶ 

弥
生
時
代
と
弥
生
文
化

弥
生
時
代
と
は

　

仮
家
塚
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
で
す
。
で
は
、
弥
生
時
代
は
ど
の
よ

う
な
時
代
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
、
弥
生
時
代
に
つ
い
て
少
し
お

話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

１
８
８
４
年
、
東
京
都
文
京
区
弥や
よ
い生
町ち
ょ
うで
ひ
と
つ
の
壺つ
ぼ

形が
た

土ど

器き

が
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
貝か
い

塚づ
か

土ど

器き

（
縄
文
土
器
）
や
古こ

墳ふ
ん

か
ら

出
土
す
る
土
器
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
「
弥
生
式
土
器
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
蒔
田
・
野
中
１
９
８
７
）。
そ
し
て
、
弥
生
式
土

器
の
時
代
を
弥
生
時
代
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
弥
生
時
代
」

の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

し
か
し
、
現
在
で
は
こ
の
定
義
は
ほ
ぼ
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
は
多
く
の
研
究
者
が
、
１
９
７
５
年
に
佐
原
真
さ
ん
が
提
唱
し
た
「
日
本

で
食
糧
生
産
を
基
礎
と
す
る
生
活
が
開
始
さ
れ
た
時
代
」
か
ら
「
前ぜ
ん

方ぽ
う

後こ
う

円え
ん

墳ふ
ん

の
出
現
」
ま
で
を
弥
生
時
代
と
す
る
考
え
を
基
礎
と
し
て
い
ま
す
（
佐

原
１
９
７
５
）。
た
だ
し
、
研
究
者
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
定
義
に
異
論
を
唱
え
る

方
も
い
ま
す
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
弥
生
時
代
は
、
縄
文
時
代
と
は
異
な
り
、

コ
メ
や
雑ざ
っ

穀こ
く

（
ア
ワ
・
キ
ビ
）
が
主
た
る
生
産
穀
物
と
な
っ
た
時
代
と
考
え

る
こ
と
は
良
さ
そ
う
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
弥
生
時
代
の
特
色
に
つ
い
て
話
を
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
弥
生
時
代
は
、
大
き
く
早
期
・
前
期
・
中
期
・
後
期
の
４
時
期
に
区
分

さ
れ
ま
す
。
早
期
は
、
ほ
ぼ
北
部
九
州
だ
け
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
前
期
以

降
は
日
本
列
島
全
域
（
北
海
道
島
・
琉
り
ゅ
う

球き
ゅ
う

諸
島
を
除
く
）
で
使
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
北
部
九
州
で
は
他
の
地
域
よ
り
も
早
く
稲
作

農
耕
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

一
方
で
、
最
初
の
こ
ろ
は
コ
メ
が
中
心
的
な
地
域
も
あ
れ
ば
、
雑
穀
が
中
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心
と
な
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
中
期
に
な
る
と
各
地
域
で
土
器
の
文も
ん

様よ
う

の
様
相
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
後
期
で
は
、
鉄
製
品

が
定
着
し
、
土
器
も
徐
々
に
斉せ
い

一い
つ

的て
き

（
同
じ
つ
く
り
）
な
様
相
を
示
す
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
弥
生
時
代
は
時
期
・
地
域
に
よ
っ
て
大
き

く
変
容
す
る
時
代
と
言
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、弥
生
時
代
は
灌か
ん

漑が
い

（
人
工
的
に
給
水
す
る
こ
と
）

を
用
い
た
稲
作
農
耕
が
始
ま
り
、
前
方
後
円
墳
が
出
現
す
る
ま
で
の
時
代
で

あ
り
、
ま
た
、
時
期
や
地
域
に
よ
っ
て
社
会
・
文
化
が
大
き
く
変
化
す
る
時

代
と
定
義
で
き
ま
す
。

弥
生
「
文
化
」
を
形
作
る

　

次
に
、
弥
生
時
代
の
「
文
化
」
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
弥
生
時
代
の
文
化
を
省
略
し
て
、「
弥
生
文
化
」
と
言
い
ま
す
。
た
だ
、

現
在
の
日
本
列
島
全
域
が
弥
生
文
化
で
あ
っ
た
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
北
海
道
は
狩し
ゅ

猟り
ょ
う・
採さ
い

集し
ゅ
うを
中
心
と
し
た
続ぞ
く

縄
文
文
化
、

奄あ
ま

美み

・
沖
縄
諸
島
で
は
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

を
中
心
と
し
た
貝
塚
文
化
が
展
開
し
て
い
ま
し

写真 1　仮家塚遺跡から出土した土器の例（筆者撮影）
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た
。
つ
ま
り
、
弥
生
文
化
は
九
州
・
四
国
・
本
州
を
中
心
に
、
続
縄
文
文
化

や
貝
塚
文
化
と
接
し
つ
つ
、
稲
作
を
基
礎
と
し
た
独
自
の
文
化
を
形
成
・
展

開
し
て
い
た
の
で
す
。

　

さ
て
弥
生
文
化
は
、
考
古
学
者
が
捉
え
る
時
空
間
的
な
ま
と
ま
り
を
弥
生

「
文
化
」
と
し
て
定
義
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
と
ま
り
と
は
、
遺
跡
か
ら
見

つ
か
っ
た
土
器
や
石
器
、
墓
、
住
居
、
集
落
の
構
造
な
ど
を
共
通
す
る
も
の

と
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
文
化
」
と
定
義
し
て
い
る
の
で
す
。
一
方
で
、
私
た

ち
が
普
段
意
識
し
て
い
る「
文
化
」は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、「
日

本
文
化
」
と
言
っ
た
場
合
、
自
分
た
ち
（
私
た
ち
）
が
主
体
的
に
文
化
を
捉

え
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
化
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、「
弥
生
文
化
」
は
考
古
学
者
に
よ
っ
て
定
義
が
大
き
く
変
わ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。現
在
は
、大
き
な
枠
組
み
と
し
て
、弥
生
時
代
の
モ
ノ（
土

器
や
石
器
な
ど
）
の
総
体
を
「
弥
生
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
だ
け
な
の
で
す
。

弥
生
時
代
の
人
び
と
が
主
体
的
に
「
弥
生
文
化
」
と
呼
ん
で
い
た
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
は
、
少
し
注
意
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
弥
生
文
化
・
続
縄
文
文
化
・
貝
塚
文
化
は
い
ず
れ
も
考
古
学
者

が
定
義
し
た
文
化
で
あ
り
、
必
ず
し
も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
取
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
時
空
間
的
位
置
づ
け
は
、
今
後
も
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
す
。

南
房
総
の
弥
生
文
化

　

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
、仮
家
塚
遺
跡
は「
南
房
総
で
は
じ
め
て
コ
メ
作
り
を
行
っ

た
遺
跡
」
で
あ
る
と
お
話
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
列
島
で
は
、
北
部
九

州
で
約
２
９
０
０
年
前
に
は
コ
メ
作
り
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
約

図 1　絵画土器：船（末永ほか 1943 をトレース）

７
０
０
年
後
に
、
南
房
総
で
コ
メ
作
り
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
弥

生
時
代
は
稲
作
農
耕
の
始
ま
っ
た
時
代
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
日
本
列
島

で
一
斉
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
西
か
ら
東
へ
と
伝
わ
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

実
際
、
仮
家
塚
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
【
写
真
1
】
の
文
様
や
形
を
分

析
す
る
と
、
神
奈
川
の
方
か
ら
東
京
湾
を
渡
っ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た（
白
石
２
０
２
３
）。僕
は
、仮
家
塚
遺
跡
の
人
た
ち
は
船
で
や
っ

て
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
読
者
の
方
の
な
か
に
は
、「
え
っ
？　

船
で
来

る
こ
と
が
で
き
た
の
？
」
と
思
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
コ
メ
や
雑
穀
を
作
る
技
術
は
、
大
陸
か
ら
海
を
越
え
て
伝
わ
っ
て

き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
列
島
各
地
で
海
の
ル
ー
ト
を
使
っ
た
広
域
の

交
流
や
人
の
移
動
・
移
住
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
図
１
は
、
弥
生
時
代
の
土
器

に
描
か
れ
た
船
の
絵
で
す
。
弥
生
時

代
の
遺
跡
か
ら
は
、
準
じ
ゅ
ん

構こ
う

造ぞ
う

船せ
ん

と
呼

ば
れ
る
縄
文
時
代
の
丸
木
船
を
改
良

し
た
船
の
一
部
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
、
コ
メ
作
り
に
適
し

た
場
所
を
探
し
て
や
っ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
。

（
白
石
哲
也
）
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仮
家
塚
遺
跡
の
概
要

　

こ
こ
で
は
、
仮
家
塚
遺
跡
の
概
要
に
つ
い
て
お

話
し
て
い
き
ま
す
。
仮
家
塚
遺
跡
は
、
南
房
総
市

府ふ

中ち
ゅ
う（
旧
安あ

房わ

郡ぐ
ん

三み

芳よ
し

村む
ら

府
中
）
に
所
在
す
る
弥

生
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
遺
跡
で
す
。

遺
跡
は
、
愛あ
た
ご宕

山や
ま

付
近
に
源
流
を
も
つ
平へ

久ぐ

里り

川が
わ

下
流
の
左
岸
に
形
成
さ
れ
た
標
高
17
～
21
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
河か

岸が
ん

段だ
ん

丘き
ゅ
う

上
に
立
地
し
て
い
て
、
東

に
は
水
田
地
帯
が
広
が
っ
て
い
ま
す
【
図
１
】。

　

仮
家
塚
遺
跡
が
見
つ
か
っ
た
段
丘
は
、
現
在
の

水
田
面
よ
り
３
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
く
な
っ
て
お

り
、
水
田
面
か
ら
望
む
と
小
高
い
微び

高こ
う

地ち

と
な
っ

て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
前
面
に
広
が
る
水
田
地

帯
で
は
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け

て
の
遺い

物ぶ
つ

が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
、
弥
生
時
代

以
降
も
こ
の
地
に
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
ま
た
、
仮
家
塚
遺
跡
が
あ
る
微
高
地
上

は
、
お
お
む
ね
平
坦
で
す
が
、
方
形
周
溝
墓
が

見
つ
か
っ
た
第
６
・
７
次
調
査
地
点
【
図
２
参
照
】

を
頂
点
と
し
て
、
南
北
お
よ
び
東
に
ゆ
る
や
か
に

傾
斜
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
弥
生
時
代
の
人
び
と

は
一
番
見
晴
ら
し
の
い
い
場
所
に
お
墓
を
作
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

今
で
は
遺
跡
周
辺
に
住
宅
が
建
つ
も
の
の
、
明

治
時
代
以
降
の
迅じ
ん

速そ
く

図ず

（
明
治
時
代
に
陸
軍
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
地
図
）
や
地
形
図
、
空
撮
写

真
を
確
認
す
る
限
り
で
は
、
昭
和
50
年
代
後
半
ま

で
土
地
利
用
が
畑
の
開か
い

墾こ
ん

に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
中
に
残

る
遺い

構こ
う

は
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ず
に
今
日

ま
で
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
仮
家
塚
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
中
世
や

近
世
に
記
さ
れ
た
文
献
に
は
明
確
な
記
述
は
な

い
も
の
の
、
大
正
15
年
（
１
９
２
６
）
に
安
房

仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
と
は
何
か

郡
教
育
委
員
会
が
編
さ
ん
し
た
『
千ち

葉ば

縣け
ん

安あ

房わ

郡ぐ
ん

誌し

』
の
国こ
く

府ふ

村む
ら

の
条
に
、「（
安
房
国
が
）
養
老
の

制
に
復
し
、
平
郡
に
府
を
置
く
と
。
蓋
し
其
の
置

府
の
位
置
は
本
村
府
中
に
し
て
、
假
家
塚
と
稱
す

る
一
岡
陵
は
そ
の
遺
跡
な
り
と
傳
へ
ら
る
。
然
れ

ど
も
文
献
に
徴
す
べ
き
も
の
な
く
、
其
の
位
置
果

た
し
て
假
家
塚
な
り
し
や
否
や
知
る
こ
と
能
わ
ず

（
因
み
に
假
家
塚
は
往
昔
安
房
九
社
の
神
輿
是
に

渡
御
し
て
假
宮
を
造
り
し
所
と
も
云
う
）」（
千
葉
県

安
房
郡
教
育
委
員
会
編
１
９
２
１
）
と
の
記
述
が
あ
り
、
安

房
国
府
の
所
在
地
か
は
不
明
な
も
の
の
安
房
国
の

重
要
な
地
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
地
域
に
伝

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

安
房
国
府
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
水
田
面
を
は

さ
ん
で
南
に
広
が
る
微
高
地
も
そ
の
推
定
地
と

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
同
地
に
所
在
す
る
宝ほ
う

珠し
ゅ

院い
ん

遺
跡
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
弥
生
時
代
後
期
の

COLUMN
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図 1　仮家塚遺跡の位置と周辺遺跡（白石ほか 2023）

住
居
跡
と
円
形
の
墳ふ
ん

墓ぼ

が
３
基
ほ
ど
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
が
、
国
府
に
関
す
る
遺
構
・
遺
物
は
発
見

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
室
町
時
代
の
応お
う

永え
い

年
間
（
１
３
９
４
～

１
４
２
８
年
）
に
開
山
し
た
宝
珠
院
の
東
に
は
、

中
世
後
半
か
ら
近
世
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
房
総
街
道
（
房
総
往お
う

還か
ん

）
が
通
っ
て
お
り
、

北
に
広
が
る
水
田
地
帯
を
北
上
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
房
総
街
道
は
、
明
治
16
年
（
１
８
８
３
）
測

図
の
迅
速
測
図
や
明
治
36
年
（
１
９
０
３
）
測
図

の
地
形
図
に
は
「
主
要
な
る
府
県
道
」
と
し
て
記

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
主
要
道
路
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
40
年
代
後
半
に
行
わ

れ
た
圃ほ

場じ
ょ
う

整
備
に
よ
り
、
水
田
区
画
の
整
備
と

と
も
に
道
路
の
付
け
替
え
が
行
わ
れ
、
水
田
内
を

通
っ
て
い
た
房
総
街
道
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
仮
家
塚
遺
跡
は
、
微
高
地

と
河
川
、
直
下
に
広
が
る
低
地
と
い
う
農
耕
集
落

を
形
成
す
る
う
え
で
は
理
想
的
な
立
地
に
あ
り
、

遺
跡
自
体
も
後
世
の
影
響
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

方
形
周
溝
墓
や
隣
接
し
た
集
落
域
の
発
見
な
ど
が

期
待
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
弥
生
時
代
に
も
あ
っ

た
可
能
性
の
あ
る
水
田
域
と
目
さ
れ
る
低
地
部
分

に
関
し
て
は
、
水
田
区
画
の
整
備
や
道
路
の
付
け

替
え
と
い
っ
た
大
き
な
土
地
改
変
を
受
け
て
お

り
、
弥
生
時
代
の
水
田
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
そ

う
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
経
過

　

仮
家
塚
遺
跡
で
は
、
過
去
７
次
に
わ
た
り
個
人

住
宅
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
き
ま

し
た
【
図
２
】（
第
１
～
５
次

：

中
野
・
新
井
１
９
９
１
、
第
６
・

７
次

：

大
渕
・
小
川
１
９
９
４
）。

　

第
１
次
調
査
は
、
１
９
８
６
年
に
行
わ
れ
、
弥

生
時
代
中
期
の
方
形
周
溝
墓
１
基
と
近き
ん

世せ
い

溝み
ぞ

２
条

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
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図 2　仮家塚遺跡の調査地点（白石ほか 2023）

　

１
９
８
９
年
に
は
、
第
２
次
・
第
３
次
調
査
が

行
わ
れ
、
台
地
南
側
で
実
施
さ
れ
た
第
２
次
調
査

で
は
古
墳
時
代
前
期
の
竪た
て

穴あ
な

住じ
ゅ
う

居き
ょ

跡
２
軒
と
弥

生
時
代
中
期
の
方
形
周
溝
墓
１
基
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
第
１
次
調
査
区
の
北
西
側
で

実
施
さ
れ
た
第
３
次
調
査
で
は
、
弥
生
時
代
中
期

の
土ど

坑こ
う

１
基
と
時
期
不
明
の
土
坑
１
基
及
び
溝
１

条
が
調
査
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
１
９
９
１
年
に
は
、
第
４
次
・
第
５

次
調
査
が
行
わ
れ
、
第
２
次
調
査
区
の
南
側
に
隣

接
す
る
台
地
南
端
部
で
実
施
さ
れ
た
第
４
調
査
で

は
、
弥
生
時
代
中
期
の
方
形
周
溝
墓
１
基
と
、
弥

生
時
代
後
期
の
竪
穴
住
居
跡
１
軒
、
古
墳
時
代
後

期
の
溝
１
条
が
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
第

５
次
調
査
で
は
、
中
近
世
の
溝
１
条
と
時
期
不
明

の
土
坑
１
基
が
見
つ
か
り
ま
す
。

　

１
９
９
２
年
に
は
、
第
１
次
調
査
区
の
西
側
隣

接
地
で
第
６
次
調
査
が
、
１
９
９
３
年
に
は
第
７

次
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
第
６
次
調

査
で
は
、
弥
生
時
代
中
期
の
方
形
周
溝
墓
３
基
と

周し
ゅ
う

溝こ
う

状じ
ょ
うの
遺
構
、
平
安
時
代
の
溝
１
条
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
第
７
次
調
査
で
も
、
弥
生
時
代
中

期
の
方
形
周
溝
墓
５
基
と
、
方
形
周
溝
墓
の
可
能

性
が
あ
る
溝
２
条
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
第
７

次
調
査
で
は
、
多
く
の
方
形
周
溝
墓
か
ら
大
き
な

壺
形
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

仮
家
塚
遺
跡
で
、
こ
れ
ま
で
検
出
さ
れ
た
８
基

の
方
形
周
溝
墓
は
す
べ
て
弥
生
時
代
中
期
の
特
徴

で
あ
る
四
隅
が
切
れ
た
平
面
形
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
出
土
し
た
土
器
も
す
べ
て
宮み
や

ノの

台だ
い

式し
き

土ど

器き

と
言
わ
れ
る
土
器
で
（
第
３
章
参
照
）、
房
総
地

域
の
宮
ノ
台
式
最
古
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
資

料
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
白
石
哲
也
）
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稲
作
を
中
心
と
し
た
本
格
的
な
農
耕
が
は
じ
ま
る
と

人
は
そ
の
ま
わ
り
に
住
む
よ
う
に
な
る

農
耕
社
会
の
発
展
か
ら
政
治
的
社
会
の
誕
生
ま
で

❶ 

稲
作
の
は
じ
ま
り

 

─

紀
元
前
２
世
紀
～
紀
元
前
１
世
紀
頃
（
弥
生
時
代
中
期
後
葉
）

　

狩し
ゅ

猟り
ょ
う、
採さ
い

集し
ゅ
う、
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

に
よ
り
生
計
を
立
て
て
い
た
縄
文
人
は
、
そ
う
し
た

活
動
に
適
し
た
海
や
河
川
、
森
に
近
い
環
境
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
弥
生
時
代
に
稲
作
を
中
心
と
す
る
本
格
的
な
農
耕
が
は
じ
ま
る
と
、
人

び
と
は
河
川
か
ら
低
地
に
灌か
ん

漑が
い

用
水
を
引
い
て
水
田
を
開か
い

墾こ
ん

し
、
そ
の
周
辺

に
居
住
地
を
構
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
代
の
農
村
の
原
点
と

い
え
る
「
農
耕
集
落
」
が
誕
生
し
た
瞬
間
で
し
た
。

　

関
東
地
方
で
は
、
日
本
列
島
で
最
初
に
農
耕
社
会
が
成
立
し
た
九
州
北
部

の
玄げ
ん

界か
い

灘な
だ

周
辺
か
ら
遅
れ
る
こ
と
約
６
０
０
年
、
紀
元
前
４
～
前
３
世
紀
ご

2　

農
耕
集
落

─

そ
の
誕
生
と
社
会
変
動

ろ
か
ら
神
奈
川
県
中な
か

里ざ
と

遺
跡
や
埼
玉
県
池い
け

上が
み

・
小こ

敷し
き

田だ

遺
跡
に
本
格
的
な
農

耕
集
落
が
出
現
し
ま
す
。
房
総
半
島
で
も
、
小こ

糸い
と

川が
わ

下
流
域
の
君き
み

津つ

市し

常と
こ

代し
ろ

遺
跡
で
同
じ
頃
に
農
耕
集
落
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
南
房
総
で

は
こ
の
時
期
に
さ
か
の
ぼ
る
農
耕
集
落
の
証
拠
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

南
房
総
で
最
古
の
農
耕
集
落
に
関
す
る
証
拠
は
、
館た
て

山や
ま

湾わ
ん

に
注
ぐ
平へ

久ぐ

里り

川が
わ

の
左
岸
、
現
在
の
南
房
総
市
府ふ

中ち
ゅ
うの

低
台
地
上
に
立
地
す
る
仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡

で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
で
は
、
宅
地
造
成
に
際
し
て
行
わ
れ
た

発
掘
調
査
で
、
四
隅
が
切
れ
た
溝み
ぞ

で
囲
ま
れ
た
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

と
呼
ば
れ
る

お
墓
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
（
第
６
章
「
墓
」
参
照
）、
館
山
平
野
で
も

こ
の
頃
か
ら
水
田
を
作
る
人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
お
墓
に
葬
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
人
び
と
が
暮
ら
し
た
竪た
て

穴あ
な

住じ
ゅ
う

居き
ょ

の
確
実
な
証
拠
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん（
第
５
章「
住
居
」参
照
）。

　

仮
家
塚
遺
跡
で
暮
ら
し
た
人
び
と
は
、
こ
の
頃
、
南
関
東
で
広
く
使
わ
れ

た
宮み
や

ノの

台だ
い

式し
き

と
呼
ば
れ
る
土
器
を
使
っ
て
い
ま
し
た
（
第
３
章
「
土
器
」
参

照
）。
こ
の
土
器
を
使
う
人
び
と
は
そ
の
後
、
平
久
里
川
の
南
側
を
流
れ
る

滝た
き

川が
わ

流
域
に
居
住
域
を
移
し
た
と
考
え
ら
れ
、
滝
川
の
北
側
に
所
在
す
る
宇う
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戸ど

台だ
い

遺
跡
で
は
仮
家
塚
遺
跡
と
よ
く
似
た
方
形
周
溝
墓
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
現
在
の
安
房
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
の
北
側
で
行
わ
れ
た
萱か
や

野の

遺

跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
断
面
Ｖ
字
状
の
溝
で
環
状
に
取
り
囲
む
「
環か
ん

濠ご
う

」
と
、

そ
の
内
外
に
多
数
の
竪
穴
住
居
や
方
形
周
溝
墓
が
計
画
的
に
配
置
さ
れ
る
形

態
の
集
落
が
見
つ
か
り
ま
し
た
【
図
１
・
写
真
１
】。
こ
れ
は
、
本
格
的
な

農
耕
社
会
が
始
ま
っ
た
地
域
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
集
落
の
姿
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
紀
元
前
２
～
前
１
世
紀
頃
に
は
、
館
山
平
野
で
も
そ
う
し
た
集
約
的

な
水
田
経
営
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
萱
野
遺
跡
で

は
、
新
し
い
時
期
の
遺
構
に
壊
さ
れ
て
い
る
た
め
確
実
な
こ
と
は
言
え
ま
せ

ん
が
、
弥
生
中
期
の
竪
穴
住
居
跡
が
10
軒
以
上
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
来
は
も
っ
と
多
く
の
住
居
が
建
て
ら
れ
、
周
辺
に
は
滝
川
を
用
水
と
す
る

水
田
も
開
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
集
落
は
、
次
の
弥
生
後
期

に
も
引
き
続
き
館
山
平
野
の
拠
点
集
落
と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。

　

県
道
館た
て

山や
ま

白し
ら

浜は
ま

線せ
ん

を
建
設
す
る
際
に
調
査
さ
れ
た
館
山
市
の
長な
が

須す

賀か

条
じ
ょ
う

写真 1　萱野遺跡全景（南から）。写真中央を斜めに走る溝が環濠。多数の竪
穴住居跡が切り合う（写真は図 1 の右側トレンチに対応）（白井ほか 2010）。

図 1　宇戸台遺跡・萱野遺跡。滝川の北側には宇戸台遺跡、南側には萱野遺跡
が広がる。右側トレンチは弥生時代の萱野遺跡（白井ほか 2010）。
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里り

制せ
い

遺
跡
で
は
、
汐し
お

入い
り

川が
わ

右
岸
に
広
が
る
沖
ち
ゅ
う

積せ
き

低て
い

地ち

上
か
ら
古
代
の
水
田
が

検
出
さ
れ
ま
し
た
【
写
真
２
】。
そ
の
主
な
時
期
は
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時

代
の
も
の
で
す
が
、
遺
跡
か
ら
は
宮
ノ
台
式
土
器
や
弥
生
時
代
の
木
製
品
も

出
土
し
て
お
り
、
弥
生
時
代
に
も
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
所
は
、
地
震
に
よ
り
地
面
が
隆
起
し
た
沼
面
群
と
呼
ば

れ
る
南
房
総
特
有
の
地
形
付
近
に
立
地
し
て
お
り
、
海
側
か
ら
数
え
て
３
列

目
の
沼
Ⅲ
面
の
陸
地
側
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
水
田
は
萱
野

遺
跡
か
ら
は
距
離
が
あ
り
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
よ
り
近
い
場
所
の

集
落
に
住
む
人
び
と
に
よ
り
開
か
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
長
須
賀
条
里
制

遺
跡
か
ら
南
に
２
０
０
メ
ー
ト
ル
に
位

置
す
る
東
ひ
が
し

田だ

遺
跡
は
、
そ
の
候
補
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
弥
生
時
代
中
期
後こ
う

葉よ
う

の
遺
跡
は
基
本
的
に
水
田
経
営
が
可
能

な
館
山
平
野
沖ち
ゅ
う

積せ
き

地ち

を
中
心
に
展
開

し
て
い
ま
し
た
が
、
館
山
平
野
周
辺
の

丘
陵
上
で
も
こ
の
時
期
の
土
器
や
石
器

が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
場
所

で
は
お
そ
ら
く
木
材
の
伐
採
な
ど
が
行

わ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

館
山
平
野
南
部
の
最
奥
部
、
汐
入
川
支

流
の
河か

岸が
ん

段だ
ん

丘き
ゅ
う

高
位
面
か
ら
も
こ
の

時
期
に
使
用
さ
れ
た
大
型
の
土ど

坑こ
う

（
掘

り
込
み
）
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
平
野

写真 2　長須賀条里制遺跡Ｂ区水田跡。畔
あぜ

と畦
けい

畔
はん

の跡がみえる（高梨 2006a）。

最
奥
部
ま
で
土
地
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

館
山
平
野
以
外
の
地
域
で
は
、
鴨か
も

川が
わ

市し

域
の
長な
が

狭さ

平へ
い

野や

に
所
在
す
る
根ね

方が
た

上う
え

ノの

芝し
ば

条じ
ょ
う

里り

跡あ
と

Ｉ
地
点
な
ど
で
弥
生
中
期
の
終
わ
り
ご
ろ
の
竪
穴
住
居
跡

が
数
軒
見
つ
か
っ
て
お
り
、
規
模
の
小
さ
な
集
落
が
点
在
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
の
遺
跡
の
数
は
わ
ず
か
で
、
農
耕
社
会
の
本
格
的
な
形

成
は
次
の
時
期
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

写真 3　根方上ノ芝条里制 C 地区全景。現在は水田が広がる低地面に竪穴住
居跡を中心とする農耕集落が形成された（千葉県史料研究財団 2003）。
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❷ 
農
耕
社
会
の
発
展

	
─
紀
元
１
世
紀
～
３
世
紀
前
半
頃
（
弥
生
時
代
後
期
～
終
末
期
）

館
山
平
野
の
様
相

　

弥
生
中
期
か
ら
後
期
へ
の
変
化
は
、
宮
ノ
台
式
土
器
か
ら
久く

ヶが

原は
ら

式し
き

土
器

へ
の
変
化
を
基
準
と
し
ま
す
が
、
久
ヶ
原
式
土
器
は
宮
ノ
台
式
土
器
の
要
素

を
多
く
受
け
継
い
で
お
り
、
土
器
の
作
り
手
集
団
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
よ
う
で
す
（
第
３
章
「
土
器
」
参
照
）。
し
か
し
、
中
期
か
ら
後
期
に
変

わ
る
こ
の
時
期
は
、
全
国
的
に
遺
跡
の
数
が
大
き
く
減
り
、
人
口
減
少
や
社

会
の
流
動
化
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

萱
野
遺
跡
で
は
、
調
査
さ
れ
た
の
は
遺
跡
の
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
で
も
弥
生
後
期
の
竪
穴
住
居
跡
が
40
軒
ほ
ど
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
弥
生

後
期
の
は
じ
め
頃
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
土
器
が
竪
穴
住
居
跡
の
中
か
ら
出
土

し
、
ま
た
中
期
に
掘
ら
れ
た
環
濠
の
中
に
も
後
期
の
土
器
が
た
く
さ
ん
捨
て

ら
れ
て
い
た
の
で
、
中
期
か
ら
継
続
し
て
人
が
暮
ら
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
萱
野
遺
跡
で
は
弥
生
時
代
の
終
わ
り
ま
で
、
新
し
い
住
居
が
古
い
時
期

の
住
居
を
壊
し
て
繰
り
返
し
建
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
集
落
の
全
体
像
を
復

元
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
館
山
平
野
の
拠
点
的
な
集
落
と
し
て
長
期

間
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
す
。

　

弥
生
後
期
の
南
関
東
で
は
、
大
小
の
集
落
や
墓
域
が
多
様
な
立
地
に
広
く

分
布
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
、
館
山
平
野
で
も
同
じ
状
況

が
み
ら
れ
ま
す
。
平
久
里
川
流
域
の
仮
家
塚
遺
跡
や
宝ほ
う

珠し
ゅ

院い
ん

遺
跡
で
は
小
型

の
竪
穴
住
居
跡
が
わ
ず
か
に
点
在
す
る
一
方
、
萱
野
遺
跡
の
滝
川
対
岸
に
所

在
す
る
腰こ
し

越ご
え

遺
跡
で
は
、
後
期
で
も
古
い
時
期
の
方
形
周
溝
墓
が
発
見
さ
れ
、

墓
域
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た（
第
６
章「
墓
」図
２
・
写
真
２
参
照
）。
ま
た
、

安あ

房わ

国こ
く

分ぶ
ん

寺じ

遺
跡
で
は
合
あ
わ
せ

口ぐ
ち

壺つ
ぼ

棺か
ん

の
墓
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
弥
生
後
期

を
通
じ
て
長
期
に
わ
た
る
土
地
利
用
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
（
第
６
章
「
墓
」

写
真
１
参
照
）。
奈
良
時
代
の
国
分
寺
建
立
な
ど
に
よ
る
破
壊
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
実
際
に
は
か
な
り
の
規
模
の
集
落
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

館
山
平
野
南
部
の
東
ひ
が
し

田だ

遺
跡
で
は
、
調
査
区
か
ら
弥
生
後
期
に
属
す
る
竪

穴
住
居
跡
と
方
形
周
溝
墓
に
加
え
、
大
型
土
坑
や
複
数
の
溝
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
汐
入
川
の
段
丘
面
に
面
し
て
お
り
、
遺
跡
の
一
部
は
崖
か
ら
崩
落
し

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
土
器
は
後
期
前
半
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

中
心
と
な
る
の
は
後
期
後
半
の
時
期
で
、
遺
跡
の
規
模
は
萱
野
遺
跡
に
比
べ

る
と
小
さ
い
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
や
は
り
長
期
間
に
わ
た
り
利
用
さ
れ

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

館
山
平
野
の
後こ
う

背は
い

湿し
っ

地ち

に
立
地
す
る
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
で
は
、
旧
河
道

や
基
盤
層
か
ら
弥
生
後
期
の
土
器
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
宮
ノ

台
式
土
器
と
一
緒
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
期
か
ら
引
き
続
き
こ
の

地
区
が
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

農
耕
集
団
の
多
様
な
立
地
へ
の
進
出

　

鋸
の
こ
ぎ
り

山や
ま

と
浦う
ら

賀が

水す
い

道ど
う

を
臨
む
鋸き
ょ

南な
ん

町ま
ち

の
佐さ

久く

間ま

川が
わ

流
域
に
は
、
戦
後
間
も

な
い
時
期
に
弥
生
後
期
の
竪
穴
住
居
跡
２
軒
を
発
掘
調
査
し
た
こ
と
で
有
名

な
田た

子ご

台だ
い

遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
竪
穴
住
居
の
跡
か
ら
は
、
久
ヶ
原
式
土
器
の

ほ
か
、
シ
イ
の
実
、
大
量
の
ガ
ラ
ス
小
玉
、
青
銅
製
品
、
石
皿
、
石せ
き

斧ふ

、
紡ぼ
う

錘す
い

車し
ゃ

形が
た

の
軽か
る

石い
し

な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
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標
高
80
メ
ー
ト
ル
の
高
位
台
地
面
ま
で
集
落
が
進
出

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

弥
生
中
期
の
終
わ
り
頃
か
ら
農
耕
集
落
が
形
成
さ

れ
は
じ
め
た
鴨
川
市
の
長
狭
平
野
で
は
、
弥
生
後
期

に
な
る
と
集
落
の
数
が
飛
躍
的
に
増
加
し
ま
す
。
特

に
待ま
つ

崎さ
き

川が
わ

東
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
集
落
が
広
く
展
開

し
、
根
方
上
ノ
芝
条
里
跡
Ｃ
地
点
で
は
、
弥
生
後
期

の
竪
穴
住
居
跡
74
軒
が
発
見
さ
れ
、
古
墳
時
代
ま
で

継
続
す
る
拠
点
集
落
を
形
成
し
ま
し
た
【
写
真
３
】。
遺
跡
東
側
の
谷
か
ら

は
３
時
期
に
ま
た
が
る
水
田
跡
が
検
出
さ
れ
、
最
古
段
階
の
水
田
は
弥
生
後

期
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

Ｃ
地
点
か
ら
南
側
の
河
岸
段
丘
上
に
立
地
す
る
Ｅ
地
点
で
は
、
弥
生
後
期

の
竪
穴
住
居
跡
26
軒
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
（
第
６
章
「
墓
」
写
真
４
参
照
）。

ま
た
、
Ｅ
地
点
か
ら
南
東
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル
の
微
高
地
上
に
立
地
す
る
Ｆ

地
点
で
は
、
調
査
区
北
東
側
で
北
か
ら
南
に
蛇
行
す
る
旧
河
道
が
見
つ
か
り
、

旧
河
道
内
か
ら
は
弥
生
後
期
の
溝
２
条
、
河
道
南
側
か
ら
は
弥
生
後
期
の
竪

穴
住
居
跡
21
軒
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
時
期
は
出
土
し
た
土
器
か
ら
後
期
後

半
が
主
体
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
石
器
や
鹿
角
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
他

に
も
、
Ｆ
地
点
東
側
の
Ｇ
地
点
の
竪
穴
住
居
跡
４
軒
を
含
め
る
と
、
Ｅ
・
Ｆ
・

Ｇ
地
点
は
い
ず
れ
も
標
高
約
13
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
半
径
１
５
０
メ
ー
ト

ル
程
の
範
囲
に
収
ま
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
弥
生
時
代
後
期
後
半

か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
集
落
群
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
同
じ
待
崎
川
流
域
で
も
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
弥
生
中
期
の
集

落
の
Ｉ
地
点
や
、
北
側
の
高
位
面
に
位
置
し
、
弥
生
時
代
後
期
初
頭
か
ら
は

じ
ま
る
長
期
継
続
型
集
落
の
Ｃ
地
点
と
は
異
な
る
集
落
の
な
り
た
ち
が
う
か

が
え
ま
す
。
弥
生
時
代
の
長
狭
平
野
で
は
、
待
崎
川
が
丘
陵
裾
部
か
ら
南
流

し
東
に
向
き
を
変
え
る
約
１
・
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
を
中
心
に
開
発
が

進
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
弥
生
後
期
か
ら
古
墳
前
期
に
か
け
て
は
、
年
代
ご
と
に
あ

る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
維
持
し
な
が
ら
、
生
活
域
、
墓
域
、
生
産
域
と
し
て

河
岸
段
丘
上
の
複
数
の
空
間
を
弥
生
後
期
前
半
か
ら
選
地
し
、
竪
穴
住
居
で

構
成
さ
れ
る
集
落
が
散
在
し
て
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
様
相
は
、
外
房
地
域
で
は
長
狭
平
野
に
つ
ぐ
面
積
の
沖
積
平
野

を
有
す
る
千ち

倉く
ら

地
区
で
も
み
ら
れ
ま
す
。
千
倉
地
区
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
弥
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生
中
期
に
さ
か
の
ぼ
る
時
期
の
遺
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
弥
生
後

期
に
な
る
と
、
長
狭
平
野
と
同
様
に
後
背
湿
地
に
面
す
る
微
高
地
上
に
集
落

が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
に
、
瀬せ

戸と

川が
わ

河
岸
段
丘
上
の
薬や
く

師し

前ま
え

堀ほ
り

ノの

内う
ち

遺
跡
や
瀬せ

戸と

遺
跡
、
海
岸
か
ら
並
列
す
る
砂
丘
列
上
に
弥
生
遺
跡
が

分
布
し
て
い
ま
す
。

　

薬
師
前
堀
ノ
内
遺
跡
で
は
、
第
２
次
調
査
で
後
期
前
半
か
ら
終
末
期
に
ま

た
が
る
時
期
の
竪
穴
住
居
跡
13
軒
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
北
西
側
で
は

方
形
周
溝
墓
の
一
部
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
居
住
域
は
第
２
次
調

査
区
と
そ
の
南
側
に
、
墓
域
は
調
査
区
の
北
側
に
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す

（
第
６
章
「
墓
」
写
真
３
参
照
）。
瀬
戸
川
支
流
段
丘
上
に
立
地
す
る
稲い
な

子ご

沢ざ
わ

地
点
で
は
、
柱
穴
や
炉ろ

と
い
っ
た
施
設
を
伴
わ
な
い
弥
生
時
代
後
期
の
竪
穴

状
遺
構
３
基
と
、
土
器
、
勾ま
が

玉た
ま

、
管く
だ

玉た
ま

、
ガ
ラ
ス
小
玉
が
出
土
し
た
コ
の
字

型
の
方
形
周
溝
墓
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
竪
穴
状
遺
構
の
性
格
は
不
明
で
す

が
、
軟
弱
な
地
質
の
砂
丘
列
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
な
に
か
の

作
業
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
弥
生
時
代
終
末
期
に
は
、
勝か
つ

浦う
ら

市し

の
守も
り

谷や

湾わ
ん

に
面
し
た
こ
う
も
り

穴
洞
穴
で
占
い
用
の
卜ぼ
っ

骨こ
つ

が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
、
海
に
面
し
た
洞
穴
内

で
の
人
間
活
動
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
ま
す
【
写
真
４
】。

❸ 

政
治
的
社
会
の
誕
生

 

─
紀
元
３
世
紀
前
半
（
弥
生
時
代
終
末
期
）

　

弥
生
時
代
の
関
東
地
方
で
は
、
集
落
ご
と
に
ム
ラ
を
治
め
る
リ
ー
ダ
ー
は

い
た
も
の
の
、
広
域
的
に
地
域
社
会
を
統
合
し
、
支
配
す
る
政
治
権
力
は
い

ま
だ
現
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
弥
生
時
代
終

末
期
と
呼
ば
れ
る
紀
元
２
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
紀
元
３
世
紀
の
前
半
に
な
る

と
、
後
の
ヤ
マ
ト
王お
う

権け
ん

に
つ
な
が
る
奈
良
盆
地
や
、
濃の
う

尾び

平へ
い

野や

（
岐
阜
・
愛

知
・
三
重
に
か
け
て
広
が
る
平
野
）
と
い
っ
た
先
進
地
域
の
影
響
を
受
け
、

出
現
期
古
墳
と
呼
ば
れ
る
墳ふ
ん

丘き
ゅ
う

墓ぼ

が
房
総
半
島
に
も
築
造
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
代
表
的
な
墳
丘
墓
と
し
て
は
、
木き

更さ
ら

津づ

市し

の
高た
か

部べ

30
・
32
号
墳

や
、
市い
ち

原は
ら

市し

の
神ご
う

門ど

墳ふ
ん

丘き
ゅ
う

墓ぼ

群ぐ
ん

が
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
北
陸
地
方
や
東

海
地
方
西
部
に
由
来
を
も
つ
外
来
系
土
器
も
多
く
出
土
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

に
記
述
さ
れ
た
邪や

馬ま

台た
い

国こ
く

の
成
立
に

関
わ
る
列
島
規
模
で
展
開
す
る
社
会
変
動
が
、
こ
の
地
域
に
も
大
き
く
波
及

し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

安
房
地
方
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
方
形
周
溝
墓
に
代
わ
り
、
一
定
規
模
の
墳

丘
墓
が
築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
萱
野
遺
跡
で
は
、
弥
生
後
期
の
集

落
を
破
壊
す
る
形
で
萱
野
１
号
墳
が
築
造
さ
れ
、
近
隣
の
宇
戸
台
遺
跡
で
も

宇
戸
台
１
・
２
号
墳
が
築
造
さ
れ
ま
し
た
。
長
狭
平
野
で
は
、
根
方
上
ノ
芝

条
里
跡
Ｅ
地
点
で
こ
の
時
期
の
墳
丘
墓
の
周
溝
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
萱
野

遺
跡
と
同
じ
よ
う
に
弥
生
後
期
の
集
落
が
墓
域
に
変
化
し
た
様
子
が
見
て
取

れ
ま
す
。
そ
の
一
方
、
土
器
な
ど
に
は
安
房
地
方
の
伝
統
を
残
す
も
の
が
使

わ
れ
続
け
ま
す
（
第
６
章
「
墓
」
写
真
４
参
照
）。
根
方
上
ノ
芝
条
里
制
Ｃ

地
点
で
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
集
落
が
継
続
的
に
営
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
古
墳
文
化
は
弥
生
時
代
以
来
の
在
地
集
団
が
主
体

と
な
っ
て
受
容
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
す
。

（
杉
山
祐
一
）
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稲
作
農
耕
の
始
ま
っ
た
時
代
の
土
器
か
ら
は
何
が
わ
か
る
か

仮
家
塚
遺
跡
出
土
の
弥
生
土
器
に
は

ど
ん
な
特
徴
が
あ
っ
て
何
が
わ
か
る
の
だ
ろ
う

　
　

＊　

＊　

＊

　

仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
の
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う
こ
う溝
墓ぼ

か
ら
出
し
ゅ
つ

土ど

し
て
い
る
土
器
【
図
１
】
は
、

「
宮み
や

ノの

台だ
い

式し
き

土ど

器き

」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
名
前
は
時
代
・
時
期
と
そ
の

分
布
範
囲
を
示
し
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
く
わ
し
く
言
え
ば
、
出
土
し
た
土

器
は
弥
生
時
代
中
期
後こ
う

葉よ
う

（
弥
生
時
代
中
期
を
前ぜ
ん

葉よ
う

・
中
ち
ゅ
う

葉よ
う

・
後
葉
の
三
つ

に
分
け
る
場
合
、
そ
の
最
後
の
小
し
ょ
う

期き

）
の
南
関
東
地
方
の
文
化
に
属
し
て
お

り
、
し
か
も
そ
の
初
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
弥
生
土
器
と
は
何
か
、
宮
ノ
台
式
土
器
が
ど
の
よ
う
な
土
器

な
の
か
、
仮
家
塚
遺
跡
の
宮
ノ
台
式
土
器
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か

に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

❶ 

弥
生
土
器
と
は

　

弥
生
時
代
は
日
本
列
島
に
お
い
て
稲
作
農
耕
の
始
ま
っ
た
時
代
で
、
弥
生

時
代
の
文
化
を
弥
生
文
化
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
で
使
わ
れ
た
の
が
弥
生

土
器
で
す
。
と
は
い
え
、
弥
生
時
代
の
性
格
は
、
考
古
学
研
究
の
発
達
に
つ

れ
て
、
徐
々
に
解
明
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
弥
生
時
代
の

名
前
の
元
は
、
東
京
大
学
と
そ
の
近き
ん

傍ぼ
う

の
向
む
こ
う

ヶが

丘お
か

弥や
よ
い生
町ち
ょ
うで
あ
り
、
そ
こ
で

１
８
８
４
年
に
発
見
さ
れ
た
１
点
の
土
器
を
「
弥
生
式
土
器
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、
同
種
の
土
器
の
詳
細
な
観
察
が
行

わ
れ
、
縄
文
時
代
の
土
器
と
古
墳
時
代
の
土
器
と
の
中
間
的
な
特
色
を
持
つ

こ
と
も
わ
か
っ
て
き
て
、「
中
ち
ゅ
う

間か
ん

土ど

器き

」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

九
州
地
方
か
ら
東
北
地
方
北
部
ま
で
、
各
地
で
発
見
さ
れ
る
弥
生
土
器
が

す
べ
て
同
じ
形
や
文も
ん

様よ
う

を
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
の
中

で
生
産
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
地
域
内
に
分
布
す
る
の
が
基
本
で
、
そ
れ
ゆ
え

に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
土
器
に
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
最
初
に
発
見
さ
れ
た
弥
生
町
の
土
器
を
は
じ
め
と
し
て
、
東
日
本

3　

土
器

─

稲
作
農
耕
社
会
を
物
語
る
宮み

や

ノの

台だ
い

式し
き

土
器
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の
弥
生
土
器
に
は
文
様
と
し
て
縄
じ
ょ
う

文も
ん

が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が

あ
り
、
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
九
州
地

方
や
近
畿
地
方
の
弥
生
土
器
に
は
縄
文
は
み
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど

無む

文も
ん

の
も
の
も
多
い
の
で
す
。
古
墳
時
代
の
土
器
に
は
縄
文
は
付

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

弥
生
土
器
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
年
代
と
地
域
の
情

報
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
跡
か
ら
は
時
に
他
の
地
域
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
土
器
が
出
土
し
ま
す
。
そ
れ
は
広
い
範
囲
の
土
器

の
同
時
性
を
物
語
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
人
び
と
が
交
流

し
た
証あ
か
しに

も
な
る
の
で
す
。
遠
く
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
土
器
に
は
、

何
が
入
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
想
像
も
ふ
く
ら
み
ま
す
。

　

弥
生
土
器
の
う
ち
甕か
め

形が
た

土ど

器き

に
は
火
に
か
け
た
痕こ
ん

跡せ
き

が
残
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
煮
炊
き
に
使
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
壺つ
ぼ

形が
た

土ど

器き

や
高た
か

坏つ
き

形が
た

土ど

器き

に
は
通
常
火
を
受
け
た
痕
跡
が

残
さ
れ
な
い
の
で
、
弥
生
土
器
に
は
機
能
に
応
じ
た
作
り
分
け
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
す
。
こ
れ
ら
は
東
ア
ジ
ア
の
農

耕
民
の
使
う
土
器
の
セ
ッ
ト
な
の
で
あ
り
、
日
本
列
島
各
地
の
弥

生
文
化
の
中
で
広
く
認
め
ら
れ
る
共
通
性
で
も
あ
る
の
で
す
。

❷ 

宮
ノ
台
式
土
器
の
発
見

　

仮
家
塚
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
宮
ノ
台
式
土
器
は
、
現
在

の
神
奈
川
県
・
東
京
都
・
千
葉
県
を
中
心
に
分
布
す
る
南
関
東
地

方
の
弥
生
土
器
で
す
。
東
海
地
方
の
同
時
期
の
土
器
と
形
や
作
り

図 1　仮家塚遺跡の弥生土器（大渕・小川 1994 より作成）。仮家塚遺跡の方形周溝墓からは多数の壺形土器が出
土している。これらの中には弥生時代中期中葉の文様構成を脱しきっていないものもあり、房総半島最古
級の古い宮ノ台式土器と考えられている。
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方
に
共
通
点
も
多
く
、
直
接
・
間
接
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

宮
ノ
台
式
土
器
の
名
前
の
元
と
な
っ
た
の
は
、
千
葉
県
茂も

原ば
ら

市し

綱つ
な

島し
ま

に
所

在
す
る
宮
ノ
台
遺
跡
で
、
昭
和
初
期
の
調
査
・
研
究
に
起
源
が
あ
り
ま
す
（
杉

原
１
９
３
５
）。
こ
う
し
た
遺
跡
を
「
標
ひ
ょ
う

式し
き

遺
跡
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
宮
ノ
台

式
土
器
は
千
葉
県
域
で
も
大お
お

崎さ
き

台だ
い

遺
跡
（
柿
沼
ほ
か
１
９
８
５
・
８
６
・
８
７
、
柿
沼
・
高
橋

１
９
９
７
）
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
遺
跡
か
ら
豊
富
な
資
料
が
出
土
し
て
お

り
、
壺
形
土
器
・
甕
形
土
器
を
中
心
と
し
て
、
少
量
の
高
坏
形
土
器
や
鉢は
ち

形が
た

土ど

器き

が
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
考
古
学
で
は
竪た
て

穴あ
な

住じ
ゅ
う
き
ょ居

跡あ
と

な
ど
か
ら
一
緒
に
出
土
す
る
土
器
を
と
り
ま
と
め
、
時
期
を
同
じ
く
す
る

と
考
え
ら
れ
る
土
器
の
セ
ッ
ト
を
「
型け
い

式し
き

」
と
い
う
用
語
で
ま
と
め
て
お
り
、

宮
ノ
台
式
土
器
と
い
う
型
式
名
称
は
南
関
東
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
後
葉
を

示
す
用
語
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

宮
ノ
台
式
土
器
に
先
行
す
る
南
関
東
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
中
葉
の
土
器

は
中な
か

里ざ
と

式し
き

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
神
奈
川
県
小お

田だ

原わ
ら

市
に
あ
る
遺
跡
の
名
称
が

標
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。
宮
ノ
台
式
土
器
に
後
続
す
る
弥
生
時
代
後
期
の
土

器
は
久く

ヶが

原は
ら

式し
き

土ど

器き

と
呼
ば
れ
、
東
京
都
大お
お

田た

区く

に
あ
る
遺
跡
を
標
式
と
し

て
い
ま
す
。。

　

こ
の
よ
う
に
、
南
関
東
地
方
各
地
の
遺
跡
名
が
土
器
型
式
の
名
称
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
土
器
は
標
式
遺
跡
に
お
い
て
専
門
的
に
作
っ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
宮
ノ
台
式
土
器
も
、
人
び
と
の
生
活
領
域
に
近
い
比
較
的

狭
い
範
囲
で
作
ら
れ
、
使
わ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、

同
じ
宮
ノ
台
式
土
器
と
さ
れ
る
も
の
に
も
、
東
京
湾
の
西せ
い

岸が
ん

域い
き

と
東と
う

岸が
ん

域い
き

と
で
は
文
様
な
ど
の
面
で
そ
れ
ぞ
れ
地
域
色
を
も
っ
て
分
布
し
て
い
ま
す
し
、

そ
の
地
域
性
は
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
細
分
さ
れ
て
い
く
は
ず
な
の
で
す
。

❸ 

宮
ノ
台
式
土
器
の
時
期
細
分
と
位
置
づ
け

　

１
９
７
０
年
代
以
降
、
大
規
模
な
発
掘
調
査
の
機
会
が
増
え
て
多
く
の
調

査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
弥
生
時
代
の
遺
跡
も
例
外
で
は
な
く
、

数
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
規
模
を
持
つ
集
し
ゅ
う

落ら
く

遺
跡
や
、
そ
の
墓ぼ

域い
き

で
あ
る
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う
こ
う溝
墓ぼ

の
遺
跡
も
多
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
実
は
宮
ノ

台
式
土
器
の
時
期
は
、
本
格
的
な
農
耕
集
落
が
関
東
地
方
の
広
い
範
囲
で
登

場
し
た
大
き
な
画
期
だ
っ
た
の
で
す
。

　

特
に
、
神
奈
川
県
横
浜
市
域
の
港こ
う

北ほ
く

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
群
の
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
鶴つ
る

見み

川が
わ

・
早は
や

渕ぶ
ち

川が
わ

流
域
に
多
数
の
宮
ノ
台
式
期
の
遺
跡
が
発
見
さ

れ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
大お
お

塚つ
か

遺

跡
（
武
井
編
１
９
９
１
・
岡
本
ほ
か
１
９
９
４
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
規
模
の
異
な
る
集

落
遺
跡
が
群
を
な
し
て
広
が
っ
て
い
る
状
況
を
整
理
し
て
、
宮
ノ
台
式
土
器

を
用
い
た
時
間
軸
が
策
定
さ
れ
（
安
藤
１
９
９
０
）、
そ
れ
を
も
と
に
弥
生
社
会

の
内
実
を
分
析
す
る
試
み
が
行
わ
れ
た
の
で
す
（
安
藤
１
９
９
１
）。

　

現
在
、
宮
ノ
台
式
土
器
は
壺
形
土
器
や
甕
形
土
器
の
器き

面め
ん

の
整
形
・
調
整

技
法
（
器
の
形
を
仕
上
げ
る
方
法
）
や
器
面
に
施
さ
れ
る
文
様
の
観
察
を
も

と
に
５
期
程
度
に
細
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

や
や
専
門
的
に
な
り
ま
す
が
、
土
器
を
作
る
際
に
表
面
に
残
さ
れ
る
痕
跡

や
文
様
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
【
図
２
】。

　

土
器
の
表
面
は
木
製
の
ヘ
ラ
の
小こ

口ぐ
ち

面め
ん

を
あ
て
て
整
形
さ
れ
る
も
の
が
多

く
、
こ
れ
を
「
刷は

毛け

目め

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
整
形
痕
は
壺
形
土
器
や
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甕
形
土
器
に
よ
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
ヘ
ラ
や
指
で

な
で
る
も
の
も
み
ら
れ
ま
す
。
新
し
い
時
期
に
な
る
と
、
や
や
乾

い
た
器
面
を
工
具
で
研
磨
す
る
「
ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
」
と
い
う
技
法
が

多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
刷
毛
目
の
痕

跡
を
消
し
去
る
も
の
が
多
く
な
る
の
で
す
。

　

壺
形
土
器
の
文
様
に
は
沈ち
ん

線せ
ん

文も
ん

（
棒
状
の
工
具
で
溝
を
引
い
て

つ
け
る
文
様
）、
刺し

突と
つ

文も
ん

（
同
様
の
工
具
で
器
面
を
突
き
刺
し
て
つ

け
る
文
様
）、
櫛く
し

描が
き

文も
ん

（
数
本
の
細
い
棒
を
櫛
の
よ
う
に
束
ね
た
工

具
に
よ
っ
て
つ
け
る
平
行
線
状
の
文
様
）、
斜し
ゃ

縄じ
ょ
う

文も
ん

（
一
般
的
な

縄
文
）、浮ふ

文も
ん

（
棒
状
や
円
形
の
粘
土
を
貼
り
付
け
て
つ
け
る
文
様
）

な
ど
が
あ
り
、赤
く
塗
彩
し
た
例
（
彩さ
い

文も
ん

の
一
種
）
も
み
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
う
ち
宮
ノ
台
式
土
器
以
前
の
土
器
か
ら
認
め
ら
れ
る
の

は
沈
線
文
や
刺
突
文
、
斜
縄
文
で
、
や
や
太
め
の
沈
線
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
の
区
画
文
様
を
描
き
、
区
画
の
内
側
を
刺

突
文
や
沈
線
文
で
埋
め
る
（
充
じ
ゅ
う

填て
ん

す
る
）
も
の
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

仮
家
塚
遺
跡
の
出
土
土
器
に
も
、
こ
う
し
た
古
い
文
様
に
近
い
も

の
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

宮
ノ
台
式
土
器
に
は
東
海
地
方
で
例
の
多
い
櫛
描
文
が
新
た
に

加
わ
り
、
横
方
向
に
広
が
る
帯お
び

状じ
ょ
うの

文
様
が
増
加
し
て
、
前
代
の

さ
ま
ざ
ま
な
文
様
モ
チ
ー
フ
が
整
理
さ
れ
て
次
第
に
シ
ン
プ
ル
な

構
成
に
近
づ
い
て
い
く
か
の
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
ま
た
、
新
し

い
時
期
に
は
羽う
じ
ょ
う状
縄じ
ょ
う
も
ん
文
（
撚よ

り
の
方
向
の
異
な
る
縄
文
を
あ
わ
せ

て
、
鳥
の
羽
根
の
よ
う
に
み
え
る
文
様
）
の
割
合
が
増
え
、
斜
縄

文
か
ら
置
き
換
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
赤
く
塗
彩
し
た
土
器
も
増
え

図 2　宮ノ台式土器の整形・調整技法と文様。宮ノ台式土器の壺形土器には縄文、沈線文、櫛描文などによっ
てさまざまなモチーフの文様を施す。器の表面には工具による整形・調整痕が残るが、古いものには刷毛
目調整痕が目立ち、新しくなるにつれて全面をヘラミガキ調整で仕上げるものが増えていく（図示した土器は

1-3: 仮家塚遺跡出土（大渕・小川 1994 より）、4：大塚遺跡出土（岡本ほか 1994 より）、5：折本西原遺跡出土（石井 1980 より））。
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る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
土
器
の
器
面
の
整
え
方
や
文
様
の
つ
け
か
た
が
次
第
に
変
化
し

て
い
く
様
子
に
つ
い
て
は
、
竪
穴
住
居
跡
な
ど
か
ら
ま
と
ま
っ
て
発
見
さ
れ

る
土
器
群
を
比
較
し
、
そ
の
関
係
性
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

❹ 

仮
家
塚
遺
跡
の
宮
ノ
台
式
土
器

　

仮
家
塚
遺
跡
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
方
形
周
溝
墓
と
出
土
土

器
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
弥
生
土
器

の
研
究
者
た
ち
は
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
壺
形
土
器
の
形
は
宮

ノ
台
式
土
器
そ
の
も
の
な
の
で
す
が
、
文
様
に
は
弥
生
時
代
中
期
中
葉
の

土
器
に
似
て
い
る
部
分
が
多
か
っ
た
た
め
で
す
。
す
な
わ
ち
、
沈
線
に
よ
る

区
画
文
様
の
内
部
を
沈
線
文
や
刺
突
文
で
充
填
し
た
り
、
宮
ノ
台
式
土
器
に

特
徴
的
な
櫛
描
文
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
典
型
的
な
宮

ノ
台
式
土
器
に
先
行
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ま

で
の
千
葉
県
域
で
調
査
・
発
見
さ
れ
た
土
器
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
で
、

仮
家
塚
遺
跡
の
土
器
が
房
総
半
島
最
古
の
宮
ノ
台
式
土
器
だ
と
す
る
根
拠
が

こ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
に
調
査
さ
れ
た
仮
家
塚
遺
跡
の

方
形
周
溝
墓
が
す
べ
て
同
時
に
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
あ
る

程
度
の
時
間
幅
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
特
徴
を
有
す
る
南
関
東
地
方
の
土
器
は
少
な
い
の
で
す
が
、
類

似
し
た
例
と
し
て
神
奈
川
県
小お

田だ

原わ
ら

市し

の
久く

野の

多た

古こ

境ざ
か
い

遺
跡
出
土
土
器
（
田

村
ほ
か
２
０
２
１
）【
図
３
】
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
仮
家
塚
遺
跡
と
同
様
に
方
形
周

溝
墓
群
か
ら
出
土
し
た
壺
形
土
器
を
中
心
と
す
る
土
器
群
で
、
こ
れ
に
先
行

す
る
中
期
中
葉
の
中
里
式
土
器
と
共
通
す
る
要
素
を
持
ち
な
が
ら
、
基
本
的

に
は
宮
ノ
台
式
土
器
の
特
徴
を
備
え
て
い
ま
す
。
両
遺
跡
の
出
土
土
器
は
宮

ノ
台
式
土
器
の
中
で
も
最
古
の
部
類
に
入
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

　
　

＊　

＊　

＊

　

仮
家
塚
遺
跡
の
土
器
は
南
関
東
地
方
で
本
格
的
な
稲
作
農
耕
が
広
い
範
囲

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
の
は
じ
ま
り
を
物
語
る
土
器
で
す
。
仮
家
塚

遺
跡
を
残
し
た
人
び
と
は
、
安あ

房わ

地
方
で
稲
作
を
始
め
る
先
駆
け
と
な
っ
た

も
の
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
仮
家
塚
遺
跡
出
土
の
弥
生
土
器
の
意
義
は
そ
れ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宮
ノ
台
式
土
器
を
使
っ
た
人
び
と
が
南
関
東
地
方
に

ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
他
の
地
方
の
人
び
と
と
ど
の

よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
東
日
本
の
中
で
稲
作
農

耕
社
会
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
の
か
を
考
え
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い

資
料
だ
と
い
え
る
の
で
す
。

（
小
倉
淳
一
）
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図 3　久野多古境遺跡第Ⅴ地点 1 号方形周溝墓出土土器（田村ほか 2021 より作成）。仮家塚遺跡の壺形土器よ
りも大形のものが目立つ。縄文によって描かれるモチーフも多彩で、文様構成の上では東海地方の影響を
受けているが、櫛描文を持たない個体も多い。
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4　

地
理
と
考
古
学
調
査

 
 

─

南
房
総
の
歴
史
は
ど
う
解
明
さ
れ
て
き
た
か

現
在
の
館
山
市
、
鴨
川
市
、
南
房
総
市
、
安
房
郡
鋸
南
町
、

勝
浦
市
や
上
総
地
域
の
一
部
も
含
め
た
南
房
総

─

こ
の
地
域
の
考
古
学
調
査
は
明
治
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

❶ 

南
房
総
の
地
理
的
特
徴

　

房
総
半
島
の
南
端
部
に
あ
た
る
南
房
総
の
地
域
は
、
古
代
律り
つ

令り
ょ
う

制せ
い

以
降

江
戸
時
代
ま
で
の
安あ

房わ
の

国く
に

の
範
囲
が
ほ
ぼ
相
当
し
ま
す
。
旧
安
房
国
の
範
囲

は
現
在
の
館た
て

山や
ま

市し

、
鴨か
も

川が
わ

市し

、
南
房
総
市
、
安
房
郡
鋸き
ょ

南な
ん

町ま
ち

の
３
市
１
町
が

該
当
し
、
安
房
地
域
や
安
房
郡
市
地
域
と
も
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
勝
浦
市

な
ど
上
総
地
域
の
一
部
も
含
め
て
、
大
ま
か
に
南
房
総
と
し
て
進
め
ま
す
。

　

房
総
半
島
の
南
半
分
は
房
総
丘き
ゅ
う

陵り
ょ
うと
呼
ば
れ
る
丘
陵
地
形
が
広
が
り
、

鋸の
こ
ぎ
り

山や
ま

や
愛あ
た
ご宕
山や
ま

な
ど
を
含
む
東
西
に
延
び
る
清き
よ

澄す
み

山
系
を
境
と
し
て
、
北

側
が
上か
ず
さ総

地
域（
旧
上か
ず
さ
の
く
に

総
国
）、南
側
が
安
房
地
域（
旧
安
房
国
）に
な
り
ま
す
。

現
在
の
南
房
総
の
地
形
は
、
房
総
丘
陵
か
ら
派
生
す
る
丘
陵
が
海
岸
近
く
ま

で
迫
っ
て
い
て
、
比
較
的
広
い
平
地
は
館
山
平
野
と
長な

が

狭さ

平
野
が
あ
り
ま
す

が
、
全
体
的
に
は
山
が
ち
な
地
形
で
す
。

　

南
房
総
地
域
は
大
き
な
地
震
の
た
び
に
隆
起
を
繰
り
返
し
て
い
て
、
特
に

南
部
ほ
ど
隆
起
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
正
12
年
の
関

東
大
地
震
で
は
最
大
２
メ
ー
ト
ル
（
館
山
市
布め

良ら

な
ど
）
も
隆
起
し
ま
し
た
。

ま
た
地
理
学
の
研
究
成
果
か
ら
、
南
房
総
南
部
で
は
縄
文
時
代
前
期
（
約

６
０
０
０
年
前
）
以
降
に
限
っ
て
も
少
な
く
と
も
４
回
は
大
き
く
隆
起
し
て

い
て
、
海
岸
線
の
位
置
は
時
代
を
追
っ
て
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
地
震
に
よ
る
隆
起
地
形
と
い
う
特
徴
が
あ
る
南
房
総
で
は
、

縄
文
時
代
の
小
規
模
な
貝
塚
が
標
高
20
～
40
ｍ
の
位
置
で
発
見
さ
れ
て
い
る

こ
と
や
、
海か
い

蝕し
ょ
く

洞ど
う

窟く
つ

遺
跡
が
標
高
20
～
30
ｍ
に
存
在
す
る
こ
と
な
ど
、
遺

跡
分
布
に
も
特
徴
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
遺
跡
が
発
見
さ
れ
易
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
考
古
学
研
究
の
対
象
と
し
て
貝
塚
や
洞
窟
遺
跡
の
調
査
が

多
く
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
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図 1　遺跡の位置

1 明鐘崎洞窟遺跡 （富津市金谷・鋸南町元名） 21 稲原貝塚 （館山市小原）
2 下ノ坊遺跡 （鋸南町保田） 22 宇土台遺跡 （館山市腰越）
3 田子台遺跡 （鋸南町下佐久間） 23 萱野遺跡 （館山市山本・国分）
4 恩田原遺跡 （南房総市久枝） 24 安房国分寺跡 （館山市国分）
5 要害山城跡 （南房総市二部） 25 稲村城跡 （館山市稲）
6 大峰畑遺跡 （南房総市高崎） 26 長須賀条里制遺跡 （館山市下真倉）
7 岡町遺跡 （南房総市富浦町南無谷） 27 東田遺跡 （館山市上真倉）
8 岡本城跡 （南房総市富浦町豊岡） 28 谷遺跡 （館山市東長田）
9 深名瀬畠遺跡 （南房総市富浦町深名） 29 出野尾洞窟遺跡 （館山市出野尾）
10 大房岬遺跡 （南房総市富浦町多田良） 30 つとるば遺跡 （館山市沼）
11 谷向貝塚 （南房総市谷向） 31 大寺山洞窟遺跡 （館山市沼）
12 仮家塚遺跡 （南房総市府中） 32 赤山遺跡 （館山市沼）
13 宝珠院遺跡 （南房総市府中） 33 鉈切洞窟遺跡 （館山市浜田）
14 宮下東畑遺跡 （南房総市宮下） 34 翁作古墳 （館山市坂井）
15 永野台遺跡 （南房総市石堂） 35 安房神社洞窟遺跡 （館山市大神宮）
16 石堂下栗野台遺跡 （南房総市石堂） 36 大塚貝塚 （館山市大神宮）
17 加茂遺跡 （南房総市加茂） 37 東条地区遺跡群 （鴨川市和泉ほか）
18 健田遺跡群 （南房総市千倉町瀬戸ほか） 38 後広場古墳群 （鴨川市広場）
19 小滝涼源寺遺跡 （南房総市白浜町白浜） 39 清澄山麓古墳 （鴨川市清澄）
20 見上遺跡 （南房総市白浜町滝口） 40 守谷湾洞窟遺跡群 （勝浦市守谷）

富津市

鴨川市
鋸南町
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❷ 

南
房
総
の
考
古
学
調
査
の
歴
史

　

南
房
総
に
お
け
る
遺
跡
の
発
見
や
考
古
学
調
査
の
主
な
履
歴
を
、
安
房
地

域
の
出
来
事
と
と
も
に
後
掲
の
年
表
に
挙
げ
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
遺
跡

の
位
置
を
、
図
１
に
示
し
ま
し
た
。
な
お
本
章
で
取
り
上
げ
た
遺
跡
や
関
連

す
る
遺
跡
の
み
で
あ
り
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
遺
跡
が
あ
り
、
こ
の
他

に
も
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

考
古
学
的
発
見
や
発
掘
調
査
の
目
的
、
調
査
内
容
や
体
制
に
つ
い
て
は
、

時
代
背
景
と
共
に
時
期
に
よ
っ
て
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。
明
治
時
代
か
ら
令

和
時
代
初
頭
ま
で
の
、
南
房
総
に
お
け
る
考
古
学
調
査
・
研
究
の
変
遷
を
、

大
き
く
四
期
に
分
け
て
見
て
い
き
ま
す
。
時
期
的
な
概
要
と
と
も
に
、
主
な

発
見
や
調
査
の
事
例
を
取
り
上
げ
ま
す
。

第
一
期

：

明
治
時
代
か
ら
昭
和
時
代
初
期
（
太
平
洋
戦
争
ま
で
）

　

日
本
考
古
学
の
黎れ
い

明め
い

期
で
あ
り
、
南
房
総
に
お
い
て
も
、
遺
跡
が
発
見
さ

れ
は
じ
め
考
古
学
の
対
象
に
な
り
始
め
た
時
期
で
す
。
こ
の
時
期
の
考
古
学

調
査
は
、
大
学
な
ど
の
研
究
者
が
短
期
間
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

最
初
の
考
古
学
調
査
の
記
録
は
、
明
治
32
年
の
館
山
市
東ひ
が
し

長な
が

田た

の
谷や
つ

遺

跡
の
発
見
と
調
査
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
土
器
な
ど
が
多
数
出
土
す
る
こ
と
を

発
見
し
た
住
民
か
ら
の
通
報
お
よ
び
鑑
定
依
頼
を
受
け
た
東
京
帝
国
大
学

（
現
在
の
東
京
大
学
）
の
坪
井
正
五
郎
氏
か
ら
嘱
託
さ
れ
て
、
大
野
延
太
郎

氏
が
現
地
に
赴
い
て
調
査
し
ま
し
た
。
遺
跡
の
概
要
と
遺
物
の
特
徴
を
図
示

し
て
学
会
誌
に
報
告
し
て
い
ま
す
。
我
が
国
で
、
祭さ
い

祀し

遺
跡
が
学
会
報
告
さ

れ
た
最
初
の
事
例
で
す
【
図
２
】。

　

南
房
総
に
多
い

洞
窟
遺
跡
は
、
大

正
関
東
地
震
（
関

東
大
震
災
）
直
後

か
ら
発
見
と
調
査

が
始
ま
り
ま
し

た
。
端
緒
と
な
っ

た
の
は
、
江
上
波

夫
氏
（
当
時
旧
制

浦
和
高
校
生
）
が

大
正
13
年
に
勝
浦

市
の
守も
り

谷や

洞ど
う

窟く
つ

遺

跡
お
よ
び
そ
の
周

辺
の
洞
窟
遺
跡
を

発
見
し
た
こ
と
で

す
。
こ
の
報
告
を

図 2　大野延太郎の調査報告（部分）（大野 1900 より）

承
け
て
東
京
帝
国
大
学
の
研
究
者
ら
が
守
谷
湾
の
洞
窟
遺
跡
を
調
査
し
て
い

ま
す
。
少
し
遅
れ
て
安
房
地
域
で
は
、昭
和
7
年
に
安
房
神
社
洞
窟
遺
跡（
館

山
市
大だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

）
が
発
見
さ
れ
、
調
査
さ
れ
た
の
が
最
初
で
す
。
発
見
直
後
に
、

安
房
神
社
か
ら
要
請
を
受
け
た
大
場
磐
雄
氏
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、

人
骨
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

昭
和
10
年
代
は
、
戦
時
体
制
へ
向
か
う
に
従
い
首
都
防
衛
の
前
面
に
あ
た

る
房
総
半
島
地
域
は
、
軍
関
係
施
設
が
多
い
た
め
自
由
に
調
査
を
行
う
こ
と

が
出
来
な
い
状
況
に
な
り
、
考
古
学
調
査
の
空
白
期
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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第
二
期

：

戦
後
の
昭
和
20
年
代
か
ら
30
年
代
初
頭

　

戦
後
に
な
り
、
改
め
て
歴
史
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
考
古

学
調
査
も
数
多
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
調
査
は
、
大
学
の
研
究

者
に
よ
る
発
掘
調
査
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
元
の
研
究
者
や
高
校
生
が
主
体

写真 1　田子台遺跡（鋸南町）（筆者撮影）

の
調
査
も
行
わ
れ
、
ま
た
多
く
の
発
掘
調
査
に
地
元
高
校
生
が
参
加
し
て
い

ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
市
町
村
や
教
育
委
員
会
が
地
域
の
歴
史
を
解
明
す
る
目

的
で
企
画
し
た
調
査
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
考
古
学
に
対
す
る
期
待
や
、
文

化
財
保
護
の
機
運
が
盛
り
上
が
っ
た
時
期
で
す
。

　

昭
和
23
年
に
南
房
総
市
加か

茂も

（
旧
丸ま
る

山や
ま

町ま
ち

）
の
加
茂
遺
跡
が
、
慶
応
義
塾

大
学
考
古
学
研
究
室
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
調
査
で
は
、

考
古
学
だ
け
で
な
く
自
然
科
学
分
野
の
研
究
者
の
協
力
を
得
て
、
自
然
科
学

分
析
も
掲
載
し
た
報
告
書
が
作
成
さ
れ
、
総
合
的
調
査
報
告
の
先
駆
的
な
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
23
年
か
ら
26
年
に
は
縄
文
時
代
の
遺
跡
（
貝
塚
）
の
調
査
が
い
く
つ

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

南
房
総
市
谷や

向む
か
い（

旧
三み

芳よ
し

村む
ら

）
の
谷
向
貝
塚
が
、
昭
和
23
年
と
25
年
に
発

掘
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
25
年
に
は
、
館
山
市
小こ

原ば
ら

の
稲い
な

原は
ら

貝
塚
が
発
掘

調
査
さ
れ
ま
し
た
。
稲
原
貝
塚
は
安
房
高
校
郷
土
史
研
究
部
の
生
徒
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
、
25
年
３
月
と
同
年
４
月
に
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。
４
月

の
調
査
に
は
、
安
房
第
一
高
校
（
現
在
の
安
房
高
校
。
昭
和
25
～
35
年
度
の

間
の
名
称
）
教
員
の
君
塚
文
雄
氏
お
よ
び
有
志
生
徒
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

翌
26
年
に
は
、
安
房
第
一
高
校
郷
土
史
研
究
部
生
徒
に
よ
っ
て
、
館
山
市
大

神
宮
の
大お
お

塚つ
か

貝
塚
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
27
年
、
鋸
南
町
下し
も

佐さ

久く

間ま

（
当
時
は
勝か
つ

山や
ま

町ま
ち

）
の
田た

子ご

台だ
い

遺
跡
の

発
掘
調
査
が
、
勝
山
町
が
主
催
、
千
葉
県
教
育
委
員
会
の
後
援
で
計
画
さ

れ
、
早
稲
田
大
学
考
古
学
研
究
室
が
調
査
主
体
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
ま
し
た

【
写
真
１
】。
縄
文
時
代
の
遺
跡
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
調
査
の
結
果
、

弥
生
時
代
後
期
の
竪た
て

穴あ
な

住じ
ゅ
う

居き
ょ

跡
２
軒
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
安
房
地
域
に
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お
け
る
最
初
の
弥
生
時
代
遺
跡
、
弥
生
時
代
竪
穴
住
居
の
調
査
で
、
出
土
土

器
は
安
房
地
域
の
弥
生
後
期
土
器
を
代
表
す
る
資
料
で
す
。

　

昭
和
27
年
か
ら
29
年
に
は
、
地
元
高
校
生
が
中
心
と
な
っ
た
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
27
年
に
は
館
山
市
東
長
田
の
谷
遺
跡
、
翌
28
年
１
月
に

は
南
房
総
市
石い
し

堂ど
う

（
旧
丸
山
町
）
の
石い
し

堂ど
う

下し
も

栗く
り

野の

台だ
い

遺
跡
、
続
い
て
29
年
に

は
館
山
市
出い
で

野の

尾お

の
出
野
尾
洞
窟
遺
跡
が
、
安
房
第
一
高
校
や
長
狭
高
校
の

生
徒
に
よ
り
発
掘
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
石
堂
下
栗
野
台
遺
跡
で
は
弥
生
時
代

の
竪
穴
住
居
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
31
年
に
は
、
複
数
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
館
山
市
沼ぬ
ま

に
お
い
て
安
房
水
産
高
校
（
現
在
の
館
山
総
合
高
校
の
一

部
）
の
校
地
埋
め
立
て
工
事
に
伴
う
土
取
り
作
業
中
に
赤あ
か

山や
ま

遺
跡
が
発
見
さ

れ
、
千
葉
県
教
育
委
員
会
の
指
導
の
下
、
急
遽
七
月
に
安
房
郷
土
文
化
研
究

会
に
よ
り
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
遺
跡
の
緊

急
調
査
で
す
。
10
月
に
は
、
館
山
市
浜は
ま

田だ

に
所
在
す
る
鉈な
た

切ぎ
り

神
社
の
拝
殿
建

て
替
え
に
伴
っ
て
、
鉈
切
洞
窟
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
事
前

に
千
葉
県
教
育
委
員
会
が
重
要
遺
跡
と
把
握
し
て
お
り
、
館
山
市
、
早
稲
田

大
学
考
古
学
研
究
室
お
よ
び
安
房
郷
土
文
化
研
究
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
続
い
て
鉈
切
洞
窟
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
終
了
し
た
直
後
に
、
大お
お

寺で
ら

山や
ま

洞
窟
遺
跡
（
館
山
市
沼
）
を
地
元
研
究
者
が
発
掘
調
査
し
て
い
ま
す
。

第
三
期

：
昭
和
43
年
か
ら
56
年
頃

　

10
年
ほ
ど
目
立
っ
た
発
掘
調
査
が
な
い
期
間
を
経
て
、
こ
の
時
期
の
考
古

学
的
調
査
は
、
大
学
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
目
的
の
調
査
の
ほ
か
、
県
や
市

町
村
の
教
育
委
員
会
が
計
画
し
た
重
要
遺
跡
の
確
認
調
査
や
地
域
史
解
明
の

写真 2　安房国分寺跡（館山市）（筆者撮影）

た
め
の
発
掘
調
査
が
目
立
つ
こ
と
が
特
徴
で
す
。
ま
た
前
の
時
期
に
引
き
続

き
、
地
元
高
校
生
が
発
掘
調
査
に
参
加
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

　

千
葉
大
学
の
神
尾
明
正
・
森
谷
ひ
ろ
み
両
氏
が
、
昭
和
43
年
に
古
墳
時
代

の
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
つ
と
る
ば
遺
跡
（
館
山
市
沼
）
の
調
査
を
行
い
、
昭
和
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45
年
に
は
南
房
総
市
宮み
や

下し
た

（
旧
丸
山
町
）
で
祭
祀
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
宮み
や

下し
た

東ひ
が
し

畑ば
た

遺
跡
を
発
見
し
、
大
場
磐
雄
氏
の
指
導
の
も
と
、
発
掘
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。
南
房
総
に
特
徴
的
な
祭
祀
遺
跡
の
調
査
で
す
。

　

昭
和
49
年
か
ら
南
房
総
市
千ち

倉く
ら

町ち
ょ
う

瀬せ

戸と

ほ
か
に
お
い
て
、
平
城
宮
木も
っ

簡か
ん

に
名
前
が
み
え
る
古
代
の
朝あ
さ

夷い

郡ぐ
ん

「
健た
け

田だ

郷ご
う

」
の
解
明
を
目
的
と
し
て
、
朝

夷
地
区
教
育
委
員
会
（
白
浜
町
、
千
倉
町
、
丸
山
町
、
和
田
町
の
合
同
）
が

東
洋
大
学
の
玉
口
時
雄
氏
に
調
査
団
長
を
依
頼
し
て
、
十
三
次
に
亘
り
健
田

遺
跡
群
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
に
際
し
て
は
、
東
洋
大

学
の
ほ
か
早
稲
田
大
学
の
学
生
や
、
安
房
高
校
、
長
狭
高
校
、
安
房
農
業
高

校
（
現
在
の
安
房
拓
心
高
校
）
な
ど
の
地
元
高
校
生
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
51
年
か
ら
安
房
国
分
寺
跡
の
所
在
解
明
を
目
的
に
、
千
葉
県
教
育
委

員
会
が
三
カ
年
計
画
を
計
り
、
館
山
市
を
中
心
に
調
査
会
を
組
織
し
て
、
発

掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
調
査
は
早
稲
田
大
学
の
滝
口
宏
氏
を
調
査
団
長

と
し
て
、
早
稲
田
大
学
考
古
学
研
究
室
が
主
体
と
な
っ
て
行
い
ま
し
た
【
写

真
２
】。

　

昭
和
54
年
か
ら
四
次
に
亘
り
、
南
房
総
市
石
堂
（
旧
丸
山
町
）
に
所
在
す

る
永な
が

野の

台だ
い

遺
跡
（
永
野
台
古
墳
）
の
発
掘
調
査
を
、
朝
夷
地
区
教
育
委
員
会

が
実
施
し
ま
し
た
。
発
掘
調
査
は
東
洋
大
学
の
玉
口
時
雄
氏
を
調
査
団
長
と

し
て
、
同
大
学
の
考
古
学
研
究
会
を
中
心
に
行
わ
れ
、
安
房
農
業
高
校
の
生

徒
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

第
四
期

：

昭
和
58
年
以
降

　

南
房
総
で
の
こ
の
時
期
の
遺
跡
調
査
の
特
徴
は
、
開
発
に
伴
う
事
前
の
発

掘
調
査
が
多
く
な
っ
た
こ
と
と
、
遺
跡
の
保
存
を
意
図
し
た
発
掘
調
査
（
確

認
調
査
）
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
開
発
に

伴
う
発
掘
調
査
は
、
対
象
と
な
る
遺
跡
を
選
ん
で
行
う
も
の
で
は
な
い
た
め
、

そ
れ
ま
で
の
研
究
目
的
の
調
査
で
は
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
平
野
部
の
遺
跡

の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
開
発
に
伴
う
発
掘
調

査
に
は
、
体
制
が
整
え
ら
れ
た
専
門
の
調
査
組
織
が
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
特
徴
で
す
。

　

開
発
に
伴
う
発
掘
調
査
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

深ふ
か

名な

瀬せ

畠ば
た
け

遺
跡
（
南
房
総
市
富と
み

浦う
ら

町ち
ょ
う

深ふ
か

名な

）
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
の

集
落
跡
が
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
縄
文
時
代
の
竪
穴
住
居
跡
や
集
落
の
発
掘
は
、

南
房
総
で
は
初
め
て
で
し
た
。

　

小お

滝た
き

涼り
ょ
う

源げ
ん

寺じ

遺
跡
（
南
房
総
市
白し
ら

浜は
ま

町ち
ょ
う

白
浜
）
と
東
ひ
が
し

田だ

遺
跡
（
館
山
市

上か
み

真さ
な

倉ぐ
ら

）
で
は
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
遺
構
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
（
南
房
総
市
府
中
、
旧
三
芳
村
）
で
は
、
弥
生
時
代
の
墓
域

（
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

群
）
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
下し
も
ん
ぼ

ノ
坊
遺
跡
（
鋸
南
町
保ほ

田た

）、

宇う

土ど

台だ
い

遺
跡
（
館
山
市
腰こ
し

越ご
え

）、
萱か
や

野の

遺
跡
（
館
山
市
国こ
く

分ぶ

）、
長な
が

須す

賀か

条
じ
ょ
う

里り

制せ
い

遺
跡
（
館
山
市
下し
も

真さ
な

倉ぐ
ら

）、
東と
う

条じ
ょ
う

地
区
遺
跡
群
（
鴨
川
市
和い
ず
み泉

ほ
か
）

な
ど
は
平
野
部
の
遺
跡
で
あ
り
、
弥
生
時
代
か
ら
中
世
の
遺
構
と
遺
物
が
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
萱
野
遺
跡
で
は
、
南
房
総
で
初
め
て
弥
生
時
代

の
環か
ん

濠ご
う

集し
ゅ
う

落ら
く

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

保
存
・
活
用
の
た
め
の
確
認
調
査
と
し
て
は
、
稲い
な

村む
ら

城じ
ょ
う

跡
（
館
山
市
稲い
な

）

と
岡お
か

本も
と

城じ
ょ
う

跡
（
南
房
総
市
富
浦
町
豊と
よ

岡お
か

）
が
千
葉
県
県
教
育
委
員
会
に
よ

り
確
認
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
館
山
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
稲
村
城

跡
の
保
存
を
目
的
と
し
た
総
合
的
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
古
代
安

房
国
府
の
候
補
地
で
も
あ
る
宝ほ
う

珠し
ゅ

院い
ん

跡
（
南
房
総
市
府ふ

中ち
ゅ
う、
旧
三
芳
村
）
の
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確
認
調
査
を
、
千
葉
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

研
究
目
的
の
学
術
調
査
は
、大
学
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
見み

上う
え

遺
跡（
南

房
総
市
白
浜
町
滝た
き

口ぐ
ち

）、
大
寺
山
洞
窟
遺
跡
（
館
山
市
沼
）、
安
房
神
社
洞
窟

遺
跡
（
館
山
市
大
神
宮
）、
仮
家
塚
遺
跡
（
南
房
総
市
府
中
）
の
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
大
寺
山
洞
窟
遺
跡
は
、
平
成
5
年
か
ら

10
年
に
千
葉
大
学
考
古
学
研
究
室
が
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
【
写
真
３
】。

第
五
次
調
査
に
あ
た
る
平
成
8
年
か
ら
は
、
千
葉
県
教
育
委
員
会
と
館
山
市

教
育
委
員
会
が
加
わ
っ
て
遺
跡
調
査
会
を
組
織
し
、
遺
跡
保
存
を
視
野
に
入

れ
た
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
洞
窟
は
古
墳
時
代
に
は
墓
と
し
て
利

用
さ
れ
、
丸ま
る

木き

舟ぶ
ね

を
使
っ
た
舟
し
ゅ
う

葬そ
う

墓ぼ

と
い
う
特
徴
的
な
墓
制
が
発
見
さ
れ
、

貴
重
な
成
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。

❸ 

南
房
総
の
考
古
学
調
査
の
特
徴

　

戦
前
の
黎れ
い

明め
い

期
の
考
古
学
調
査
は
、
大
学
の
研
究
者
な
ど
個
人
に
よ
る
短

期
間
の
調
査
で
し
た
。
戦
後
に
な
る
と
大
き
く
様
相
が
変
わ
り
、
昭
和
20
年

代
に
は
大
学
の
研
究
者
も
し
く
は
研
究
室
に
よ
る
調
査
の
ほ
か
に
、
地
元
研

究
者
や
高
校
生
が
主
体
の
調
査
が
一
時
期
さ
か
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
終
戦

後
の
復
興
期
に
あ
っ
て
、
地
域
の
人
び
と
が
考
古
学
に
よ
る
発
掘
調
査
成
果

に
期
待
し
、
考
古
学
が
地
域
に
希
望
と
活
力
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
反
映
し

て
い
ま
す
。
昭
和
40
年
代
以
降
は
教
育
委
員
会
が
主
導
す
る
発
掘
調
査
が
多

く
な
り
、
地
域
の
歴
史
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
大

学
等
の
研
究
者
や
研
究
組
織
に
よ
る
調
査
と
と
も
に
、
発
掘
調
査
に
基
づ
い

た
考
古
学
に
よ
る
研
究
の
成
果
が
、
地
域
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

結
び
付
い
て
い
ま
す
。
開
発
に
伴
う
発
掘
調
査
が
波
及
す
る
よ
り
も
以
前
か

ら
、
地
域
の
歴
史
解
明
を
目
的
と
し
た
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う

経
緯
に
、
南
房
総
の
考
古
学
と
地
域
史
研
究
の
特
徴
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
田　

治
）

写真 3　大寺山洞窟遺跡（館山市）（筆者撮影）
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表　

南
房
総
の
考
古
学
調
査
略
年
表
（
遺
跡
名
の
下
の
丸
囲
み
数
字
は
図
１
の
遺
跡
番
号
と
一
致
）

和
暦

西
暦

主
な
遺
跡
の
発
掘
調
査
（
調
査
者
）・
社
会
的
出
来
事

調
査
の
目
的
・
対
象

現
所
在
地
名

明
治
22
年

１
８
８
９
年

町
村
制
施
行
と
併
せ
て
町
村
合
併
促
進
（
明
治
の
大
合
併
）

明
治
27
年

１
８
９
４
年

清
澄
山
麓
古
墳
㊴
発
見
の
伝
承
記
事
（
享
保
の
頃
の
説
）

鴨
川
市
清
澄

明
治
32
年

１
８
９
９
年

谷
遺
跡
㉘
が
発
見
さ
れ
、
調
査
さ
れ
る
（
大
野
延
太
郎
）

不
時
発
見

館
山
市
東
長
田

大
正
8
年

１
９
１
９
年

鉄
道
（
現
在
の
内
房
線
）
が
安
房
北
条
駅
（
現
在
の
館
山
駅
）
ま
で
開
通

大
正
12
年

１
９
２
３
年

大
正
関
東
地
震
（
関
東
大
震
災
）

大
正
13
年

１
９
２
４
年

守
谷
湾
洞
窟
群
㊵
が
発
見
さ
れ
る
（
江
坂
輝
弥
）

洞
窟
（
縄
文
）

勝
浦
市
守
谷

大
正
14
年

１
９
２
５
年

鉄
道
（
現
在
の
内
房
線
）
が
安
房
鴨
川
駅
ま
で
全
通

大
正
15
年

１
９
２
６
年

後
広
場
１
号
墳
㊳
が
土
砂
採
取
に
よ
る
掘
削
で
発
見
さ
れ
た

不
時
発
見

鴨
川
市
広
場

昭
和
4
年

１
９
２
９
年

鉄
道
（
現
在
の
外
房
線
）
が
安
房
鴨
川
駅
ま
で
全
通

昭
和
7
年

１
９
３
２
年

安
房
神
社
洞
窟
遺
跡
㉟
の
発
掘
と
大
塚
貝
塚
㉟
の
踏
査
（
大
場
磐
雄
）

不
時
発
見

館
山
市
大
神
宮

安
房
国
分
寺
跡
㉔
の
一
部
発
掘
（
平
野
元
三
郎
・
滝
口
宏
）

寺
院
跡
（
古
代
）

館
山
市
国
分

昭
和
20
年

１
９
４
５
年

第
２
次
世
界
大
戦
（
太
平
洋
戦
争
）
終
戦

昭
和
23
年

１
９
４
８
年

加
茂
遺
跡
⑰
が
発
掘
調
査
さ
れ
る
（
慶
應
義
塾
大
学
）

低
地
遺
跡
（
縄
文
）

南
房
総
市
加
茂

谷
向
貝
塚
⑪
（
Ａ
地
点
）
の
発
掘
（
野
口
義
麿
・
伊
勢
田
進
）

貝
塚
（
縄
文
）

昭
和
24
年

１
９
４
９
年

法
隆
寺
金
堂
壁
画
焼
損

昭
和
25
年

１
９
５
０
年

文
化
財
保
護
法
制
定
（
５
月
公
布　

８
月
施
行
）

谷
向
貝
塚
⑪
（
Ｂ
・
Ｃ
地
点
）
の
発
掘
（
伊
丹
信
太
郎
）

貝
塚
（
縄
文
）

南
房
総
市
谷
向

稲
原
貝
塚
㉑
が
発
見
（
安
房
高
校
生
）
さ
れ
、
そ
の
後
発
掘
さ
れ
る
（
３
月
酒
詰
仲
男
・
岡
田
茂

弘
ら
）（
４
月
江
坂
輝
弥
ほ
か
日
本
考
古
学
協
会
特
別
委
員
会
）

貝
塚
（
縄
文
）

館
山
市
小
原

昭
和
26
年

１
９
５
１
年

大
塚
貝
塚
㊱
の
測
量
と
試
掘
（
安
房
第
一
高
校
郷
土
研
究
部
）

貝
塚
（
縄
文
）

館
山
市
大
神
宮

昭
和
27
年

１
９
５
２
年

田
子
台
遺
跡
③
の
発
掘
調
査
（
勝
山
町
・
千
葉
県
教
委
・
早
稲
田
大
学
）

散
布
地
（
縄
文
）

鋸
南
町
下
佐
久
間

東
長
田
遺
跡
㉘
の
発
掘
（
安
房
第
一
高
校
と
長
狭
高
校
の
郷
土
研
究
会
）

祭
祀
遺
跡
（
古
墳
）

館
山
市
東
長
田

昭
和
28
年

１
９
５
３
年

石
堂
下
栗
野
台
遺
跡
⑯
の
発
見
と
発
掘
調
査
（
神
尾
明
正
指
導
の
下
、安
房
第
一
高
校
君
塚
文
雄
・

同
校
郷
土
史
研
究
部
）

散
布
地
（
弥
生
）

南
房
総
市
石
堂

明
鐘
崎
洞
窟
①
が
採
石
作
業
の
掘
削
に
よ
り
発
見
さ
れ
た

不
時
発
見

富
津
市
金
谷
・
鋸
南
町
元
名

町
村
合
併
法
施
行　

こ
の
後
５
年
ほ
ど
で
合
併
進
む
（
昭
和
の
大
合
併
）

昭
和
29
年

１
９
５
４
年

出
野
尾
洞
窟
遺
跡
㉙
の
発
掘
（
神
尾
明
正
指
導
の
下
、
安
房
第
一
高
校
生
）

洞
窟
（
縄
文
）

館
山
市
出
野
尾

昭
和
31
年

１
９
５
６
年

赤
山
遺
跡
㉜
の
発
掘
（
千
葉
県
教
委
指
導
の
下
、
安
房
郷
土
文
化
研
究
会
）

不
時
発
見

館
山
市
沼

鉈
切
洞
窟
遺
跡
㉝
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
教
委
・
館
山
市
・
早
稲
田
大
学
・
安
房
郷
土
文
化
研
究
会
）
洞
窟
（
縄
文
）

館
山
市
浜
田

大
寺
山
洞
窟
遺
跡
㉛
の
発
掘
（
山
岡
俊
明
・
寺
田
信
秀
ら
地
元
研
究
者
）

洞
窟
（
縄
文
）

館
山
市
沼
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昭
和
32
年

１
９
５
７
年

大
房
岬
遺
跡
⑩
の
踏
査
（
貝
塚
爽
平
・
芹
沢
長
介
）

南
房
総
市
富
浦
町
多
田
良

昭
和
42
年

１
９
６
７
年

翁
作
古
墳
㉞
が
工
事
掘
削
に
よ
り
発
見
さ
れ
た

不
時
発
見

館
山
市
坂
井

昭
和
43
年

１
９
６
８
年

つ
と
る
ば
遺
跡
㉚
の
発
掘
（
神
尾
明
正
・
森
谷
ひ
ろ
み
）

祭
祀
遺
跡
（
古
墳
）

館
山
市
沼

昭
和
45
年

１
９
７
０
年

宮
下
東
畑
遺
跡
⑭
の
発
掘
（
神
尾
明
正
・
森
谷
ひ
ろ
み
）

祭
祀
遺
跡
（
古
墳
）

南
房
総
市
宮
下

昭
和
49
年

１
９
７
４
年

健
田
遺
跡
群
⑱
の
発
掘
調
査
（
朝
夷
地
区
教
委
・
玉
口
時
雄
）

集
落
（
古
代
）

南
房
総
市
千
倉
町
瀬
戸
ほ
か

昭
和
51
年

１
９
７
６
年

安
房
国
分
寺
跡
㉔
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
教
委
・
館
山
市
・
早
稲
田
大
学
）

寺
院
跡
（
古
代
）

館
山
市
国
分

昭
和
54
年

１
９
７
９
年

永
野
台
遺
跡
⑮
の
発
掘
調
査
（
朝
夷
地
区
教
委
・
玉
口
時
雄
）

古
墳
（
古
墳
）

南
房
総
市
石
堂

昭
和
58
年

１
９
８
３
年

稲
村
城
跡
㉕
の
確
認
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

城
館
跡
（
中
世
）

館
山
市
稲

昭
和
60
年

１
９
８
５
年

深
名
瀬
畠
遺
跡
⑨
の
発
掘
調
査
（
富
浦
町
教
委
）

開
発
事
前
の
発
掘

南
房
総
市
富
浦
町
深
名

岡
本
城
跡
⑧
の
確
認
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

城
館
跡
（
中
世
）

南
房
総
市
富
浦
町
豊
岡

昭
和
61
年

１
９
８
６
年

仮
家
塚
遺
跡
⑫
の
発
掘
調
査
（
三
芳
村
教
委
）

開
発
事
前
の
発
掘

南
房
総
市
府
中

昭
和
62
年

１
９
８
７
年

宝
珠
院
遺
跡
⑬
の
確
認
調
査
（
千
葉
県
教
委
）

国
府
跡
（
古
代
）

南
房
総
市
府
中

小
滝
涼
源
寺
遺
跡
⑲
の
発
掘
調
査
（
朝
夷
地
区
教
委
・
白
浜
町
）

開
発
事
前
の
発
掘

南
房
総
市
白
浜
町
白
浜

見
上
遺
跡
⑳
の
発
掘
調
査
（
玉
口
時
雄
・
谷
川
章
雄
）

祭
祀
遺
跡
（
古
墳
）

南
房
総
市
白
浜
町
滝
口

昭
和
63
年

１
９
８
８
年

下
ノ
坊
遺
跡
②
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

鋸
南
町
保
田

平
成
4
年

１
９
９
２
年

大
峰
畑
遺
跡
⑥
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
愛
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

南
房
総
市
高
崎

要
害
山
城
跡
⑤
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

南
房
総
市
二
部

平
成
5
年

１
９
９
３
年

東
条
地
区
遺
跡
群
㊲
の
発
掘
調
査
（
鴨
川
市
遺
跡
調
査
会
）

開
発
事
前
の
発
掘

鴨
川
市
和
泉
ほ
か

長
須
賀
条
里
制
遺
跡
㉖
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

館
山
市
下
真
倉

大
寺
山
洞
窟
遺
跡
㉛
の
発
掘
調
査
（
千
葉
大
学
考
古
学
研
究
室
）

洞
窟
（
古
墳
）

館
山
市
沼

平
成
9
年

１
９
９
７
年

東
京
湾
横
断
道
路
（
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
）
開
通

東
田
遺
跡
㉗
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

館
山
市
上
真
倉

平
成
11
年

１
９
９
９
年

萱
野
遺
跡
㉓
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

館
山
市
山
本
・
国
分

平
成
16
年

２
０
０
４
年

館
山
自
動
車
道+

富
津
館
山
道
路
冨
浦
Ｉ
Ｃ
ま
で
開
通

平
成
18
年

２
０
０
６
年

平
成
の
市
町
村
合
併
（
平
成
の
大
合
併
）
安
房
地
域
は
３
市
１
町
に

宇
土
台
遺
跡
㉒
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

館
山
市
腰
越

平
成
19
年

２
０
０
７
年

稲
村
城
跡
㉕
の
確
認
調
査
（
館
山
市
教
育
委
員
会
）

城
館
跡
（
中
世
）

館
山
市
稲

平
成
20
年

２
０
０
８
年

萱
野
遺
跡
㉓
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

開
発
事
前
の
発
掘

館
山
市
国
分

安
房
神
社
洞
窟
遺
跡
㉟
の
発
掘
調
査
（
千
葉
大
学
考
古
学
研
究
室
）

洞
窟
（
縄
文
）

館
山
市
大
神
宮

平
成
28
年

２
０
１
６
年

岡
町
遺
跡
⑦
の
発
掘
調
査
（
千
葉
県
教
育
委
員
会
）

開
発
事
前
の
発
掘

南
房
総
市
富
浦
町
南
無
谷

令
和
3
年

２
０
２
１
年

仮
家
塚
遺
跡
⑫
の
発
掘
調
査
（
白
石
哲
也
ら
仮
家
塚
遺
跡
発
掘
調
査
団
）

集
落
（
弥
生
）

南
房
総
市
府
中



37 COLUMN　人が動く、石器も動く！

　

稲
作
を
行
う
た
め
の
道
具
と
し
て
、
鍬く
わ

や
鋤す
き

な

ど
の
木
製
農
具
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
硬

い
カ
シ
の
木
を
切
り
倒
し
、
加
工
し
て
作
ら
れ
た

も
の
で
す
。
日
本
史
の
教
科
書
に
は
、
弥
生
時
代

は
鉄
器
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
時
代
で
あ
る
と
書
か

れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
い
っ
た
作
業
も
鋭
利
な
刃

を
持
つ
鉄
の
斧お
の

で
行
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仮か
り

家や

塚づ
か

の
集
落
が
営

ま
れ
た
弥
生
時
代
中
期
の
関
東
地
方
の
遺
跡
か
ら

は
鉄
器
は
ほ
と
ん
ど
出
し
ゅ
つ

土ど

し
て
お
ら
ず
、
人
び
と

人
が
動
く
、
石
器
も
動
く
！

図 1　房総半島にもたらされる石器。
図示は千葉市城の腰遺跡出土（菊池ほか

1997、S=1/10）

は
石
で
作
ら
れ
た
斧
に
よ
っ
て
作
業
を
行
っ
て

い
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
水
田
を
作
る

た
め
の
道
具
の
素
材
調
達
の
た
め
に
は
、
堅
い
木

を
切
る
こ
と
が
で
き
る
頑
丈
な
石せ
き

斧ふ

の
入
手
が

重
要
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

石
斧
の
入
手
方
法
に
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が

想
定
さ
れ
ま
す
。
一
つ
目
は
、「
原
石
か
ら
製
作

す
る
」
と
い
う
手
法
で
す
。
こ
れ
は
強
い
衝
撃
に

耐
え
得
る
、「
緻
密
で
硬
く
、
重
い
」
と
い
う
条

件
を
満
た
し
た
原
石
を
採
集
で
き
る
環
境
が
集

落
の
近
く
に
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
千
葉
県
域
で
は
こ
の
よ
う

な
条
件
に
適
合
す
る
石
材
が
ほ
と
ん

ど
産
出
し
な
い
た
め
、
こ
の
方
法
は

難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、「
完
成
品
を
他
地
域
か
ら
搬

入
す
る
」
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。

実
際
、
千
葉
県
域
か
ら
出
土
す
る
石
斧
を
観
察
し

て
い
る
と
、
遠
隔
地
か
ら
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た

石
斧
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
【
図
１
】。
例
え
ば
、

神
奈
川
県
の
相さ
が
み模
川が
わ

流
域
で
製
作
さ
れ
た
も
の
を

千
葉
県
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
緑
色
を

呈
す
る
凝
ぎ
ょ
う

灰か
い

岩が
ん

製
（
火
山
噴
出
物
が
堆
積
し
、
固

ま
っ
て
で
き
た
岩
石
）
の
石
斧
が
東
京
湾
東
岸
地

域
を
中
心
に
千
葉
県
内
の
各
地
で
出
土
し
て
い
ま

す
。

　

そ
の
他
に
も
、
埼
玉
県
や
群
馬
県
と
い
っ
た
関

東
北
部
地
域
か
ら
搬
入
さ
れ
る
石
斧
も
あ
り
ま
す
。

　

よ
く
見
ら
れ
る
の
は
、
大
量
に
石
斧
を
製
作
し

て
い
た
静
岡
・
清し

水み
ず

平へ
い

野や

、
長
野
盆
地
、
い
わ
き

地
方
北
部
な
ど
、
各
地
域
で
特
徴
的
な
石
材
で
製

作
さ
れ
た
石
斧
で
す
。
こ
れ
は
、
持
ち
込
ま
れ
た

石
斧
で
、
使
用
不
可
能
な
長
さ
に
な
る
ま
で
丹
念

に
刃
を
研
ぎ
直
し
た
り
、「
伐
採
用
か
ら
加
工
用

へ
」
と
い
う
よ
う
に
別
の
器
種
に
作
り
変
え
た
り

し
な
が
ら
使
わ
れ
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
石
器
を
は
じ
め
と
し
た
日
常
生

活
で
用
い
る
道
具
の
中
に
は
、
人
び
と
が
交
流
す

る
こ
と
で
、
地
域
を
超
え
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

が
多
く
、
当
時
の
地
域
間
交
流
を
考
え
る
う
え
で

貴
重
な
資
料
と
な
り
ま
す
。　
　
　
（
杉
山
功
成
）

COLUMN
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竪
穴
住
居
と
は
ど
の
よ
う
な
住
居
な
の
か

弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
と
は
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の
か

千
葉
県
内
で
卓
越
し
た
規
模
を
誇
る
仮
家
塚
遺
跡
の
住
居

　
　

＊　

＊　

＊

　

２
０
２
１
年
度
か
ら
２
０
２
４
度
ま
で
３
年
間
か
け
て
行
っ
て
き
た
仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
と
う
と
う
目
的
と
す
る
竪た
て

穴あ
な

住じ
ゅ
う

居き
ょ

の
検
出
に
成

功
し
ま
し
た
。
発
掘
を
始
め
た
当
時
は
、
ま
だ
コ
ロ
ナ
禍
で
、
調
査
を
続
け

て
い
く
こ
と
自
体
が
不
透
明
な
日
々
で
し
た
。
今
で
は
そ
ん
な
心
配
も
な
く

な
り
、
発
掘
調
査
は
以
前
の
様
子
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
タ

イ
ミ
ン
グ
で
住
居
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
我
々
は
大
喜
び
で
し
た
。
し

か
し
、
こ
こ
で
新
た
な
心
配
が
一
つ
。「
は
た
し
て
こ
れ
が
お
墓
と
同
じ
時

期
の
住
居
な
の
か
？
」。
今
後
の
調
査
で
は
、
こ
の
住
居
の
時
期
が
大
き
な

問
題
と
な
り
ま
す
。
な
ぜ
、
仮
家
塚
遺
跡
の
竪
穴
住
居
の
時
期
が
重
要
な
の

か
。
こ
こ
で
は
、
房
総
半
島
の
弥
生
時
代
の
様
子
を
概が
い

観か
ん

し
な
が
ら
解
説
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

❶ 

竪
穴
住
居
と
は
何
か
？

　

仮
家
塚
遺
跡
の
竪
穴
住
居
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
前
に
、
ま
ず
は
竪
穴
住

居
と
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
ご
説
明
し
ま
す
【
写
真
１
】。「
竪
穴
」

住
居
と
は
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
半
地
下
の
住
居
で
す
。
地
面
に
あ
る
程

度
の
広
さ
の
穴
を
掘
り
、
底
面
を
平
ら
に
し
て
床ゆ
か

を
つ
く
り
ま
す
。
そ
こ
に

柱
を
立
て
て
骨
組
み
を
構
築
し
、
萱か
や

や
土
な
ど
を
屋
根
と
し
た
住
ま
い
で
す
。

住
居
の
中
央
付
近
に
は
炉ろ

が
設
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
屋
内
の
照
明
や

採
暖
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
床
面
が
地
表
面
よ
り
低
い
た
め
住
居

の
一
部
が
地
面
に
覆
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
保
温
性
が
高
く
、
寒
冷
な
地
域

に
適
し
た
住
居
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期

の
北
海
道
（
蝦え

夷ぞ

）
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
が
竪
穴
住
居
に
居
住
し
て
い

た
と
い
う
報
告
が
文
献
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

5　

住
居

─

房
総
半
島
の
竪た

て

穴あ
な

住
じ
ゅ
う

居き
ょ

と
仮か

り

家や

塚づ
か

遺
跡
が
重
要
な
理
由
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竪
穴
住
居
が
日
本
列
島
に
は
じ
め
て
出
現
し
た
時
期
に
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
縄
文
時
代
早
期
（
今
か
ら
約
１
万
年
前
）
に
は
確
実
に
存
在
し
て
い
ま

し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
人
類
は
短
期
間
で
移
動
を
繰
り
返
す
生
活
か
ら
長

期
間
同
じ
場
所
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。で
は
、竪
穴
住
居
は
い
っ

た
い
ど
の
く
ら
い
の
期
間
利
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
縄
文
時
代
の
竪
穴

住
居
を
理
化
学
的
に
分
析
し
て
年
代
を
調
べ
た
結
果
、
12
～
13
年
ほ
ど
で
廃

棄
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
（
小

林
２
０
０
４
）。
柱
は
屋
内
と
は
い
え
地
面
に
直
接
立
て
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か

ら
腐
食
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
礎
の
上
に
柱
を
建
て
る
現

代
の
建
築
と
は
異
な
り
、
竪
穴
住
居
は
何
十
年
も
維
持
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
中
に
は
焼
け
落
ち
た
状
態
で
発
掘
さ
れ
る
住
居
も
し
ば

し
ば
見
つ
か
り
ま
す
。

耐
用
年
数
が
過
ぎ
た

だ
け
で
は
な
く
、
何

ら
か
の
規
則
や
考
え

に
基
づ
い
て
住
居
を

廃
棄
し
て
い
た
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。
最

大
で
十
数
年
ほ
ど
住

め
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
も
っ
と
短
期

間
で
廃
棄
さ
れ
た
と

考
え
る
方
が
妥
当
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

図 1　建て替えの痕跡がみられる竪穴住居（著
者加筆）。同心円状に溝がまわり、柱穴が動
していることから、内側の小さい住居から外
側の大きな住居に建て替えが行われたことが
わかる（横浜市大塚・歳勝土遺跡 Y17 号住居 1991）。

写真 1　弥生時代の竪穴住居復元例。外から見ると茅葺の屋根部
分だけが見えるが、実際は半地下になっている（東京都町田市本町田遺

跡 Y-3 号住居、著者撮影）。

　

そ
の
た
め
、
竪
穴
住
居
は
し
ば
し
ば
改
修
や
建
て
替
え
な
ど
を
行
っ
た

形
跡
が
見
ら
れ
ま
す
【
図
１
】。
一
軒
丸
ご
と
建
て
替
え
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

一
部
の
み
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
建
て
替
え
の
背
景
に
は
住
居
の
耐
用
年
数

の
経
過
だ
け
な
く
、
出
産
な
ど
に
よ
り
世
帯
の
人
数
が
変
化
す
る
場
合
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
関
係
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

❷ 

弥
生
時
代
の
房
総
半
島
の
竪
穴
住
居

　

そ
れ
で
は
、
仮
家
塚
遺
跡
が
利
用
さ
れ
て
い
た
弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
に

つ
い
て
記
し
て
い
き
ま
す
。
弥
生
時
代
で
も
、
人
び
と
の
一
般
的
な
住
ま
い

は
竪
穴
住
居
で
し
た
。
こ
の
時
期
の
住
ま
い
に
は
他
に
、
平へ
い

地ち

式し
き

住じ
ゅ
う

居き
ょ

や
高た
か

床ゆ
か

住じ
ゅ
う

居き
ょ

な
ど
が
存
在
し
ま
す
。
平
地
式
住
居
と
は
、
地
面
を
掘
り
下
げ
ず
に

そ
の
ま
ま
床
面
と
し
て
上
に
屋
根
を
架
け
た
も
の
で
、
そ
の
分
布
は
北
陸
な
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図 2　掘り込みの浅い竪穴住居（著者加筆）。
住居の掘り込みが浅く、検出が難しい。炉や
柱の位置も不明確である（中野谷原遺跡 16 号住居

2004）。図 3　千葉県内の弥生前期の竪穴住居（著者加筆）。柱穴らしき
ものがみられるが掘り込みが浅く、実態は不明である（荒海川表遺

跡 10 号竪穴住居 2001）。

ど
一
部
の
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、
日
本
列
島
全
域
で
見
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
、
高
床
住
居
は
地
面
に
柱
を
立
て
て
地
表
面
よ
り
高
い

位
置
に
床
面
を
設
け
た
住
居
で
す
。
土
器
や
銅ど
う

鐸た
く

な
ど
に
高
床
住
居
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
実
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
発

掘
現
場
で
は
上う
わ

屋や

を
支
え
た
柱
の
穴
し
か
検
出
さ
れ
な
い
た
め
実
際
の
構
造

を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
以
上
か
ら
、
弥
生
時
代
の
一
般
的
な
住
ま
い

と
し
て
は
竪
穴
住
居
と
す
る
の
が
現
状
で
は
最
も
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

関
東
地
方
で
は
、
縄
文
時
代
の
終
わ
り
か
ら
弥
生
時
代
の
初
め
頃
（
約

３
０
０
０
～
２
５
０
０
年
前
）
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
建
て
ら
れ

て
い
た
竪
穴
住
居
の
姿
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
住
居
に

限
っ
た
話
で
は
な
く
、
土
器
や
石
器
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
の
痕
跡
が
一
気

に
減
少
し
ま
す
。
こ
の
時
期
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
の
は
、
再さ
い

葬そ
う

墓ぼ

と
い
わ

れ
る
お
墓
ぐ
ら
い
で
す
。
再
葬
墓
と
は
、
一
度
埋
葬
し
た
遺
骸
を
土
器
に
埋

納
し
て
地
面
に
埋
め
た
お
墓
で
、
出
土
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
土
器
の
み
で
す
。

千
葉
県
内
で
は
市い
ち

原は
ら

市し

武た
け

士し

遺
跡
が
有
名
で
す
。
ご
く
ま
れ
に
出
土
す
る
こ

の
時
期
の
竪
穴
住
居
は
、
掘
り
込
み
が
浅
く
、
平
地
式
住
居
と
区
別
が
難
し

い
も
の
ば
か
り
で
す
【
図
２
】。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
不
明
確
な
部
分
が
多
い
の
で
す
が
、
一
説
に
は
こ
の
時
期
に
地
球
全
体

が
寒
冷
化
し
た
こ
と
に
よ
り
植
生
が
変
化
し
、
食
料
を
求
め
て
頻
繁
に
移
動

す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
設
楽
２
０
０
６
）。
こ
の
時

期
、
房
総
半
島
で
も
竪
穴
住
居
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
成な
り

田た

市し

荒あ
ら

海み

川か
わ

表お
も
て

遺
跡
な
ど
で
こ
の
時
期
に
該
当
す
る
住
居
が
わ
ず
か
に
検
出
さ
れ
る

の
み
で
す
【
図
３
】。
検
出
さ
れ
た
住
居
は
掘
り
込
み
が
浅
く
、
楕
円
形
ま

た
は
隅す
み

丸ま
る

方ほ
う

形け
い

の
平
面
プ
ラ
ン
（
真
上
か
ら
見
た
住
居
の
平
面
形
）
で
あ
る
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こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
柱
穴
ら
し
き
も
の
も
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
半
分

は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
詳
細
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
の
時
期
（
弥
生
時
代
中
期
中ち
ゅ
う

葉よ
う

（
約
２
４
０
０
～
２
３
０
０
年

前
））
に
な
る
と
、
関
東
地
方
で
明
確
な
竪
穴
住
居
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
出
現
す
る
大
規
模
な
集
落
遺
跡
が
、
神
奈
川

小お

田だ
わ

原ら

市し

中な
か

里ざ
と

遺
跡
で
す
。
相さ
が
み模

湾わ
ん

の
西
部
に
面
し
た
低
地
に
造
営
さ
れ
、

１
０
０
軒
を
超
え
る
竪
穴
住
居
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
路
状
の
遺
構
や

炭た
ん

化か

米ま
い

が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
水
稲
農
耕
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
関
東
で
も
稲
作
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
時
期
に
あ

た
り
ま
す
。

　

こ
の
遺
跡
の
住
居
は
平
面
プ
ラ
ン
が
楕
円
形
や
小
判
形
、
隅
丸
長
方
形
な

ど
縦
長
の
形
状
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
内
部
に
は
４
本
の
主

柱
穴
や
中
心
よ
り
や
や
奥
に
炉
が
設
置
さ
れ
、
出
入
口
付
近
に
は
貯
蔵
穴
と

考
え
ら
れ
る
穴
が
設
け
ら
れ
ま
す
【
図
４
】。
内
部
設
備
は
住
居
に
よ
っ
て

若
干
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
大
半
の
住
居
で
共
通
し
て
お
り
、
あ
る
程
度
定

図 4　弥生時代中期中葉の竪穴住居跡（著者
加筆）。平面が楕円形で、柱穴配置は長方形で、
炉が住居の長軸上に設けられる（小田原市中里遺

跡 5 号住居 2015）。

図 5　弥生時代中期後葉の竪穴住居跡（著者
加筆）地域によって平面形の差はあるが、柱
穴の配置、貯蔵穴、炉の位置などが中期中葉
に比べてかなり定型化している（市原市菊間遺跡

26 号住居 1974）。

型
化
し
た
住
居
が
こ
の
時
期
に
す
で
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
他
に
も
、

埼
玉
県
熊く
ま

谷が
や

市し

池い
け

上が
み

・
小こ

敷し
き

田だ

遺
跡
で
竪
穴
住
居
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
検

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
平
面
プ
ラ
ン
が
隅
丸
長
方
形
や
隅
丸
方
形
で

中
里
遺
跡
と
は
若
干
異
な
り
ま
す
が
、
主
柱
穴
の
数
や
炉
の
位
置
な
ど
共
通

す
る
部
分
も
見
ら
れ
ま
す
。
中
里
遺
跡
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、池
上
・

小
敷
田
遺
跡
も
こ
の
時
期
の
住
居
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い

集
落
遺
跡
で
す
。
残
念
な
が
ら
千
葉
県
内
で
は
こ
の
時
期
の
竪
穴
住
居
は
ほ

と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
市い
ち

川か
わ

市し

木き

戸ど

口ぐ
ち

遺
跡
で
竪
穴
住
居
が
１

軒
検
出
さ
れ
る
程
度
で
、
中
里
遺
跡
や
池
上
・
小
敷
田
遺
跡
の
よ
う
に
あ
る

程
度
の
規
模
を
も
つ
集
落
遺
跡
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
君き
み

津つ

市し

常と
こ

代し
ろ

遺
跡
で
は
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

と
い
わ
れ
る
お
墓
が
数
多
く

見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
千
葉
県
内
で
も
規
模
の
大
き
い
集
落
が
存
在

し
て
き
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
言
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
か
ら
お
よ
そ
２
２
０
０
年
～
２
０
０
０
年
前
（
弥
生
時
代
中

期
後こ
う

葉よ
う

）
に
な
る
と
、
南
関
東
で
は
水す
い

稲と
う

農
耕
社
会
が
本
格
的
に
発
展
し
、

数
多
く
の
集
落
が
形

成
さ
れ
ま
す
。
遺
跡

の
分
布
密
度
が
高
い

こ
と
で
有
名
な
地
域

と
し
て
、
神
奈
川
県

の
鶴つ
る

見み

川が
わ

・
早は
や

渕ぶ
ち

川が
わ

流
域
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
横
浜
市

大お
お

塚つ
か

・
歳さ
い

勝か
ち

土ど

遺
跡
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や
折お
り

本も
と

西に
し

原は
ら

遺
跡
な
ど
の
大
規
模
な
環か
ん

濠ご
う

集
落
の
周
辺
に
い
く
つ
か
の
小
規

模
な
集
落
が
つ
く
ら
れ
、
集
落
同
士
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
千
葉
県
域
で
も
佐さ

倉く
ら

市し

六む
つ

崎ざ
き

大お
お

崎さ
き

台だ
い

遺
跡
や
市
原
市
菊き
く

間ま

遺
跡
、

八や

千ち

代よ

市し

田た

原は
ら

窪く
ぼ

遺
跡
な
ど
比
較
的
大
規
模
な
環
濠
集
落
の
周
辺
に
小
規
模

な
集
落
が
見
受
け
ら
れ
、
同
じ
よ
う
な
集
落
間
の
関
係
性
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
期
の
竪
穴
住
居
は
、
定
型
的
で
規
模
が
大
き
な
も
の
が
見
ら
れ
る

の
が
特
徴
で
す
。
定
型
的
と
い
う
の
は
平
面
プ
ラ
ン
と
内
部
の
設
備
の
配
置

が
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
図
５
に
示
し
た
よ
う
に
、

小
判
形
ま
た
は
隅
丸
長
方
形
と
い
っ
た
縦
長
の
平
面
プ
ラ
ン
を
も
ち
、
そ
の

縦
軸
の
中
心
線
（
長
軸
）
上
に
炉
や
出
入
口
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
構
造
は
「
対
称
構
造
」
と
呼
ば
れ
、
東
日
本
の
弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
に

広
く
共
通
す
る
特
徴
で
す
（
都
出
１
９
８
５
）。
こ
の
時
期
の
南
関
東
の
竪
穴
住

居
は
こ
の
他
に
も
共
通
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。
炉
の
位
置
が
奥
側
の
主
柱
穴

を
結
ん
だ
ラ
イ
ン
よ
り
も
や
や
手
前
に
位
置
す
る
点
。
ま
た
、
出
入
口
の
す

ぐ
右
手
側
貯
蔵
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
穴
が
設
け
ら
れ
る
点
や
、
壁
面

の
土
止
め
の
た
め
の
板
を
設
置
し
た
溝
が
あ
る
点
な
ど
で
す
。
す
べ
て
の
住

居
が
共
通
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
長
軸
が
約
６
メ
ー
ト
ル
以
上
の

住
居
に
な
る
と
一
気
に
規
格
性
が
強
ま
り
、
大
型
の
住
居
ほ
ど
定
型
的
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
規
模
が
大
き
い
と
い
う
の
は
長
軸
が
10
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
よ
う

な
大
型
の
竪
穴
住
居
が
出
現
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
住
居

は
「
大
形
住
居
」
と
よ
ば
れ
、
大
き
い
も
の
は
長
軸
約
15
メ
ー
ト
ル
に
も
な

り
ま
す
（
神
奈
川
県
三み

浦う
ら

市し

赤あ
か

坂さ
か

遺
跡
、
千
葉
県
市
原
市
大お
お

厩ま
や

遺
跡
な
ど
）。

長
軸
が
15
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
住
居
の
床
面
積
は
約
１
５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
と

な
り
、
現
在
で
い
え
ば
一
般
的
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
同
程
度
の
面

積
と
な
り
ま
す
。
当
時
の
平
均
的
な
住
居
の
床
面
積
が
20
～
30
平
方
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
形
住
居
の
床
面
積
は
一
般
的
な
住
居
の
お
よ
そ
５

倍
で
す
。
い
か
に
卓
越
し
た
規
模
を
誇
っ
て
い
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か

し
、
大
形
住
居
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
建
設
さ
れ
た
の
か
は
明
確
に
は
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
内
部
の
構
造
が
一
般
的
な
住
居
と
変
わ
ら
な
い
点
か
ら

住
ま
い
と
み
な
し
、
社
会
的
地
位
が
上
位
の
「
家
族
」
が
住
ん
で
い
た
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
一
方
で
、
そ
の
広
さ
を
重
視
し
て
、
共
同
の
作
業

場
や
集
会
場
の
よ
う
な
公
共
施
設
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
面
積
が
広
い
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
人
を
収
容
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
一
般
的
な
住
居
と
は
異
な
る
目
的
を
持
っ
て

建
築
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

❸ 

発
見
!?　　

仮
家
塚
遺
跡
の
竪
穴
住
居

　

他
の
章
で
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
仮
家
塚
遺
跡
で
は
方
形
周
溝
墓
と
言
わ

れ
る
お
墓
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
墓
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
周
辺
に
は

集
落
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
く
、
調
査
が
待
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

そ
ん
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
今
回
、
私
た
ち
の
調
査
で
住
居
が
発
見
さ
れ
た
の

で
す
。

　

今
回
検
出
し
た
竪
穴
住
居
は
長
軸
約
10
メ
ー
ト
ル
、
短
軸
約
８
メ
ー
ト
ル

で
規
模
が
大
き
い
部
類
に
入
り
ま
す
【
写
真
２
】。
お
墓
と
同
時
期
（
弥
生

時
代
中
期
後
葉
）
の
千
葉
県
内
で
は
竪
穴
住
居
が
約
７
０
０
軒
検
出
さ
れ
て
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写真 2　検出された仮家塚遺跡の竪穴住居。
点線で囲った土が暗くなっている部分が竪穴
住居の部分。内部の調査はまだこれからであ
る（南房総市仮家塚遺跡（著者が三次元測量））。

表　千葉県内の長軸 10m 以上の竪穴住居

市町村 遺跡名 遺構 長軸（ｍ） 短軸（ｍ）
市原市 大厩 38 号住 11.8 10.6
市原市 大厩 44 号住 15 12.5
市原市 椎津茶ノ木 123 号住※ 13 不明
市原市 御林跡 146 号住※ 10 8.6
市原市 草刈Ⅰ地区 293 号住※ 11.8 9.8
市原市 祇園原貝塚 26 号住※ 10.5 8.3
木更津市 美生 145 号住 10.5 8.7
佐倉市 六崎大崎台 300 号住 11.4 9.6

※は復元値含む

い
ま
す
。
そ
の
う
ち
長
軸
10
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
住
居
は
、
復
元
し
た
も
の

も
含
め
て
今
の
と
こ
ろ
10
軒
し
か
検
出
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
回
発
見
さ

れ
た
住
居
は
千
葉
県
内
で
卓
越
し
た
規
模
を
誇
り
ま
す
。
こ
の
他
に
現
在
判

明
し
て
い
る
の
は
住
居
の
平
面
形
が
小
判
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
点
と
住

居
の
壁
面
に
沿
っ
て
溝
が
掘
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。
平
面
形
に
つ
い
て
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
小
判
形
に
な
る
の
は
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
特
徴
の
一
つ

で
す
。
壁
面
の
溝
は
「
壁へ
き

周し
ゅ
う

溝こ
う

」
と
呼
ば
れ
、
壁
面
の
土
が
崩
れ
な
い
よ

う
に
板
を
は
め
込
ん
だ
溝
で
す
。
こ
ち
ら
も
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
竪
穴
住

居
に
よ
く
見
ら
れ
る
構
造
で
す
。
こ
の
よ
う
に
現
在
判
明
し
て
い
る
情
報
か

ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
住
居
は
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
可
能
性
が
あ
る
と
言

え
ま
す
。
仮
に
こ
の
住
居
が
お
墓
と
同
時
期（
弥
生
時
代
中
期
後
葉
）で
あ
っ

た
場
合
、
水
稲
農
耕
が
本
格
的
に
展
開
し
た
比
較
的
早
い
段
階
に
大
規
模
な

住
居
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
房
総
半
島
で
は
最
も
早
い

時
期
の
弥
生
時
代
の
住
居
に
な
り
ま
す
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
仮
家
塚

遺
跡
の
住
居
の
時
期
が
重
要
で
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。
異
な
る
時
期
の

住
居
で
あ
る
可
能
性
も
十
分

に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
表

を
み
る
と
、
弥
生
時
代
中
期

後
葉
の
長
軸
約
10
メ
ー
ト
ル

の
竪
穴
住
居
の
規
模
は
今
回

検
出
さ
れ
た
住
居
と
ほ
ぼ
同

じ
で
す
。
房
総
半
島
の
最
初

期
の
弥
生
時
代
の
住
居
が
仮

家
塚
遺
跡
と
な
る
の
か
に
期

待
が
膨
ら
み
ま
す
。
今
後
の

発
掘
調
査
で
は
炉
や
貯
蔵
穴

が
ど
こ
で
検
出
さ
れ
る
の
か

が
時
期
を
決
定
す
る
の
に
重

要
と
な
り
ま
す
。

　
　

＊　

＊　

＊

　

今
回
は
仮
家
塚
遺
跡
で
竪
穴
住
居
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

千
葉
県
域
の
弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

竪
穴
住
居
と
は
ど
の
よ
う
な
住
居
か
、
弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
と
は
ど
の
よ

う
な
様
子
な
の
か
が
少
し
で
も
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
こ
れ
ま

で
の
発
掘
で
は
住
居
を
検
出
し
た
だ
け
で
、
ま
だ
実
際
に
そ
の
中
を
掘
っ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
格
的
な
調
査
は
、
こ
れ
か
ら
に
な
り
ま
す
。

（
佐
藤
兼
理
）
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発
掘
っ
て
こ
ん
な
感
じ
！

　

皆
さ
ん
は
、
発
掘
調
査
と
聞
い
て
ど
の
よ
う
な

姿
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。
調
査
員
が
ハ

ケ
を
も
っ
て
慎
重
に
土
器
を
と
り
あ
げ
て
い
る

シ
ー
ン
を
テ
レ
ビ
等
で
見
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
の
発
掘
調
査
は
も
っ

と
た
く
さ
ん
の
作
業
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
実
際
の
発
掘
調
査
が
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
る
か
を
お
話
し
な
が
ら
、
皆
さ
ん
に
発

掘
調
査
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

①
ど
う
し
て
時
期
が
わ
か
る
の
？

　

考
古
学
は
、
主
に
「
型け
い

式し
き

学が
く

」
と
「
層そ
う

位い

学が
く

」

と
い
う
二
つ
の
考
え
方
か
ら
歴
史
を
復
元
す
る
学

問
で
す
。

　

型
式
学
と
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
も
と

に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
考
古
学
者
モ
ン
テ
リ
ウ
ス

に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
方
法
で
、
歴
史
資
料
の
形

態
や
装
飾
を
比
較
し
、
一
定
の
原
理
に
基
づ
い
て

古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
、
時
間
的
に
配
列

す
る
も
の
で
す
。

　

一
方
で
層
位
学
は
、
地
質
学
に
基
づ
い
た
考
え

方
で
あ
り
、
攪か
く

乱ら
ん

さ
れ
て
い
な
い
地
層
に
お
い
て

は
、
同
一
地
点
の
下
層
の
堆た
い

積せ
き

は
上
層
よ
り
古

い
、
と
い
う
地ち

層そ
う

累る
い

重じ
ゅ
うの
法
則
に
基
づ
い
て
い
ま

す
。

　

考
古
学
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
方
を
も
と

に
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
遺い

構こ
う

や
遺い

物ぶ
つ

の
時
期
を
決
定
し
、
調
査
成
果
と
し
て
活
用
し

て
い
ま
す
。

②
学
術
調
査
と
緊
急
調
査

　

現
在
、
日
本
国
内
で
実
施
さ
れ
て
い
る
発
掘
調

査
の
実
に
９
割
は
、
開
発
に
よ
っ
て
遺
跡
が
破
壊

さ
れ
て
し
ま
う
前
に
緊
急
で
実
施
し
た
調
査
に
な

り
ま
す
。
今
回
、
私
た
ち
が
仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
で
行
っ

て
い
る
調
査
は
、
そ
の
よ
う
な
緊
急
調
査
で
は
な

く
、
学
術
調
査
と
呼
ば
れ
る
研
究
の
た
め
の
調
査

に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
遺い

構こ
う

や
遺い

物ぶ
つ

の
情
報

を
最
小
限
の
破
壊
で
最
大
の
情
報
が
得
ら
れ
る
よ

う
、
ま
た
、
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
後
世
の
考
古

学
者
た
ち
が
検
証
で
き
る
よ
う
、
調
査
方
法
に
つ

い
て
も
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

③
調
査
計
画

　

調
査
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
調
査
計
画

を
立
て
ま
す
。
今
回
の
調
査
の
目
的
、
そ
の
た
め

の
調
査
区
の
設
定
、
記
録
の
方
法
な
ど
調
査
内
容

の
具
体
的
な
方
法
か
ら
、
調
査
人
数
や
宿
の
手
配

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
に
つ
い
て
、
皆
で

協
議
し
な
が
ら
計
画
を
策
定
し
て
い
き
ま
す
。
よ

COLUMN
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い
調
査
は
、
よ
い
計
画
が
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。

今
回
の
私
た
ち
の
調
査
の
目
的
は
、
弥
生
時
代
中

期
後
葉
、
宮み
や

ノの

台だ
い

式し
き

期き

最
古
の
集
落
跡
の
検
出
で

す
。
仮
家
塚
遺
跡
は
、
千
葉
県
内
に
お
け
る
宮
ノ

台
式
期
最
古
の
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

群
が
見
つ
か
っ
た

遺
跡
と
し
て
著
名
な
遺
跡
で
す
が
、
立
地
や
出
土

土
器
等
の
検
討
の
結
果
、
周
辺
に
集
落
跡
が
所
在

す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
過
去
の

調
査
区
に
隣
接
し
た
場
所
を
発
掘
調
査
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
検
証
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

④
確
認
調
査

　

調
査
計
画
が
決
ま
っ
た
ら
、
ま
ず
は
確
認
調
査

を
実
施
し
ま
す
。
確
認
調
査
と
は
、
調
査
区
内
に

ト
レ
ン
チ
と
呼
ば
れ
る
確
認
用
の
長
方
形
の
溝
を

掘
り
、
遺
構
確
認
面
と
呼
ば
れ
る
当
時
の
文
化
層

の
状
況
を
確
認
す
る
調
査
で
す
【
写
真
１
】。
遺

跡
内
に
遺
構
の
掘
り
込
み
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の

後
、
遺
跡
が
廃
絶
さ
れ
土
砂
が
堆
積
す
る
過
程
で

遺
構
確
認
面
と
は
別
の
土
が
入
り
込
み
、
覆
土
の

色
の
違
い
と
し
て
検
出
さ
れ
ま
す
。
ト
レ
ン
チ
内

部
の
清
掃
は
、
ジ
ョ
レ
ン
【
図
１
】
と
ミ
と
呼
ば

れ
る
農
具
を
使
い
ま
す
。
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
場

合
は
、
移
植
ゴ
テ
【
図
２
】
と
呼
ば
れ
る
園
芸
用

写真 1　確認調査のようす

図 1　ジョレン
（文化庁編 2010 をトレース）

図 2　移植ゴテ
（文化庁編 2010 をトレース）
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の
ス
コ
ッ
プ
で
さ
ら
に
細
か
な
調
査
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。
仮
家
塚
遺
跡
の
遺
構
確
認
面
は
現
在
の

表
土
か
ら
約
40
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
や
や
砂
質
の

地
層
で
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
確
認
面
を
掘

り
こ
む
と
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
黒
い
覆
土
が
確

認
さ
れ
、
少
量
な
が
ら
遺
物
も
確
認
で
き
ま
し
た
。

次
は
、
本
調
査
と
呼
ば
れ
る
、
さ
ら
に
詳
細
な
調

査
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

⑤
本
調
査

　

本
調
査
は
、
確
認
調
査
に
よ
っ
て
検
出
さ
れ
た

遺
構
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
な
性
格
や
帰
属
す
る

時
期
な
ど
を
知
る
た
め
に
、
遺
構
自
体
を
調
査
す

る
も
の
で
す
【
写
真
２
】。
本
調
査
は
ま
ず
、
検

出
さ
れ
た
遺
構
の
形
状
を
確
認
し
、
層
位
学
に
基

づ
く
観
察
を
行
う
た
め
の
土
層
観
察
ベ
ル
ト
（
遺

構
の
土
を
掘
ら
ず
に
残
し
た
部
分
）
を
設
定
し
ま

す
【
図
３
】。
ベ
ル
ト
は
遺
構
の
長
軸
と
短
軸
に

対
し
て
直
角
に
設
定
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。

仮
家
塚
遺
跡
で
検
出
さ
れ
て
い
る
住
居
跡
は
当
初
、

調
査
区
の
大
部
分
に
広
が
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の

規
模
や
性
格
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
遺
構
の

重
複
の
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
検
出
面
に
並
行
し

て
ベ
ル
ト
を
設
定
し
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
大

写真 2　本調査のようす

図 3　ベルトの設定方法
（文化庁編 2010 をトレース）

四分法

十字形畔
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図 4　セクション図

図５　平面図
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型
住
居
の
跡
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

⑥
記
録
保
存

　

遺
構
が
検
出
で
き
た
ら
、
図
面
と
写
真
で
記
録

し
て
い
き
ま
す
。
図
面
は
一
般
的
に
、
セ
ク
シ
ョ

ン
図
と
呼
ば
れ
る
土
層
断
面
図
【
図
４
】
と
、
平

面
図
【
図
５
】
か
ら
構
成
さ
れ
、
３
次
元
の
情
報

と
し
て
図
化
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
必
要
に
応

じ
て
、
全
体
の
遺
構
配
置
図
や
出
土
し
た
土
器

の
微
細
図
、
コ
ン
タ
図
と
呼
ば
れ
る
現
況
の
等
高

線
図
等
も
作
成
し
ま
す
。
今
回
の
調
査
で
は
、
そ

の
ほ
か
にLiD

AR

（
ラ
イ
ダ
ー
）
と
呼
ば
れ
る

簡
易
的
な
レ
ー
ザ
ー
測
量
を
実
施
し
、
３
Ｄ
モ
デ

ル
化
も
行
っ
て
い
ま
す
【
図
６
】。
ま
た
、
調
査

地
点
は
世
界
測
地
系
に
基
づ
く
Ｘ
Ｙ
座
標
と
、
水

準
測
量
の
成
果
を
応
用
し
た
標
高
を
活
用
し
、
位

置
情
報
を
正
確
に
把
握
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

計
測
に
よ
っ
て
、
よ
り
精
度
の
高
い
情
報
を
記
録

し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
学
術
調
査
で
あ
る
今
回

の
仮
家
塚
遺
跡
の
調
査
で
は
、
遺
構
を
す
べ
て
掘

り
上
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
ベ
ル
ト
を
残
す
こ
と
に

よ
っ
て
後
世
の
考
古
学
者
が
そ
の
成
果
を
検
証
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

⑦
整
理
作
業

　

現
場
で
の
調
査
が
終
わ
る
と
、
整
理
作
業
と
呼

ば
れ
る
段
階
に
入
り
ま
す
。
現
場
で
作
成
し
た
図

面
の
修
正
を
行
う
ほ
か
、
出
土
し
た
土
器
の
整
理

も
行
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
土
器
を
き
れ
い
に

洗
う
水
洗
、
出
土
情
報
を
１
点
１
点
記
入
す
る
注

記
を
行
っ
た
後
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
土
器
を
接

合
し
、可
能
な
限
り
当
時
の
姿
に
復
元
し
ま
す【
写

真
３
】。
復
元
が
完
了
す
る
と
、
実
測
作
業
を
行

い
図
化
し
ま
す
【
写
真
４
】。
縄
文
土
器
な
ど
文も
ん

図 6　LiDAR による 3D モデル
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様よ
う

が
施
さ
れ
る
個
体
は
、
拓た
く

本ほ
ん

と
呼
ば
れ
る
墨
を

用
い
た
複
写
も
行
い
ま
す
。
遺
構
と
遺
物
、
双
方

を
可
能
な
限
り
当
時
の
状
況
に
復
元
し
、
図
面
を

作
成
す
る
作
業
で
す
。

⑧
報
告
書
の
作
成

　

整
理
作
業
が
終
わ
る
と
、
報
告
書
の
作
成
と
な

り
ま
す
。
遺
構
及
び
遺
物
の
図
面
を
丁
寧
に
ト

写真 5　トレース

写真 3　復元

写真 4　実測

レ
ー
ス
し
【
写
真
５
】、清
書
し
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、

遺
物
の
観
察
表
や
土
層
説
明
に
加
え
、
調
査
に
至

る
経
緯
や
遺
跡
の
環
境
等
、
複
合
的
な
情
報
を
記

述
し
、
報
告
書
を
刊
行
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
行
っ

て
初
め
て
、
発
掘
調
査
が
完
了
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

今
回
の
仮
家
塚
遺
跡
の
調
査
で
は
、
こ
れ
か
ら

正
式
な
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す

が
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
い
ち
早
く
調
査
成
果
を
お

知
ら
せ
し
た
い
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
冊
子
を
作

成
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
普
段
何
気
な
く
見
聞

き
し
て
い
る
発
掘
調
査
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
よ

う
な
多
く
の
作
業
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（

根
本
岳
史
）
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6　

墓

─

仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
の
方ほ

う

形け
い

周
し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

と
弥
生
時
代
の
お
墓

弥
生
時
代
の
お
墓
の
歴
史
か
ら
社
会
の
変
化
が
わ
か
る

で
は
仮
家
塚
遺
跡
の
お
墓
か
ら
は
何
が
わ
か
る
の
か

房
総
半
島
全
体
か
ら
考
え
て
み
よ
う

❶ 

弥
生
時
代
の
墓
制　

　

仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
お
墓
は
、
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

と
呼
ば
れ
る
四
方

を
溝み
ぞ

で
区
画
し
た
お
墓
で
す
。
た
だ
し
、
弥
生
時
代
の
お
墓
が
方
形
周
溝
墓

だ
け
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
弥
生
時
代
に
は
、
地

域
・
時
期
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
お
墓
が
作
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
墓ぼ

制せ
い

を
読

み
解
く
こ
と
で
、
弥
生
時
代
の
社
会
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
弥

生
時
代
の
墓
制
の
変
遷
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
が
想
定

さ
れ
て
い
ま
す
（
安
藤
２
０
２
２
）。

〈
第
１
段
階
〉

弥
生
文
化
初
頭
の
無む

文も
ん

土ど

器き

文
化
系
・
縄
文
文
化
系
の
要
素
が
色
濃
い
集

団
墓
の
段
階

〈
第
２
段
階
〉

弥
生
中
期
を
中
心
と
し
た
地
域
色
の
あ
る
大
規
模
集
団
墓
の
段
階

〈
第
３
段
階
〉

弥
生
後
期
・
終
末
期
の
埋
葬
さ
れ
る
人
が
限
定
的
と
な
り
墳ふ
ん

丘き
ゅ
うを
持
つ
墓

が
発
達
す
る
段
階

　

ま
ず
、
第
１
段
階
は
弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
の
頃
、
北
部
九
州
に
朝
鮮
半

島
の
墓
制
が
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
副
葬
品
の
有
無
な
ど
か
ら
、
す

で
に
集
団
に
格
差
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
北

部
九
州
以
外
の
地
域
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら
続
く
土
器
棺
墓
が
中
心
と
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
は
、
副
葬
品
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
集
団
間

に
階
層
差
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
関
東
地
方
で
は
、
遺
骸
を
繰

り
返
し
処
理
し
、
最
後
に
壺
の
中
に
遺
骸
の
一
部
を
収
め
た
再さ
い

葬そ
う

墓ぼ

と
呼
ば



51 6　墓──仮家塚遺跡の方形周溝墓と弥生時代のお墓

れ
る
墓
制
が
次
の
中
期
ま
で
続
き
ま
す
。

　

次
の
第
２
段
階
に
な
る
と
、
方
形
周
溝
墓
や
区く

画か
く

墓ぼ

と
呼
ば
れ
る
お
墓
が

登
場
し
ま
す
。
方
形
周
溝
墓
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
作
ら
れ
た
溝
で
区
画

さ
れ
た
お
墓
で
す
。
区
画
墓
は
溝
や
墳
丘
で
区
画
し
た
お
墓
で
北
部
九
州
や

中
国
・
四
国
地
方
に
見
ら
れ
る
墓
制
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
地
域
差
は
あ
り
ま

す
が
、
多
数
埋
葬
や
周
溝
で
の
埋
葬
な
ど
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
お
話
し
す
る
と
、
方
形
周
溝
墓
は
、
東
京
都
宇う

津つ

木ぎ

向む
こ
う

原は
ら

遺
跡
で
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
ま
し
た
。
溝
で
区
画
さ
れ
、
埋
葬
施
設

に
は
副
葬
品
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
古
墳
の
発
生
に
関
わ
る
墓
制
と
し
て
重

要
視
さ
れ
ま
し
た
（
大
塚
・
井
上
１
９
６
９
）。
実
際
、
こ
れ
ら
の
方
形
周
溝
墓
や

区
画
墓
の
な
か
に
は
、
大
規
模
な
墳
丘
を
持
つ
も
の
や
、
副
葬
品
を
伴
い
、

赤
色
顔
料
が
塗
ら
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
階
層
差
を
持
つ
も
の
も
存
在
し
ま

す
。
そ
の
た
め
、埋
葬
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
は
、「
首
長
」や「
指
導
者
」、「
家

族
集
団
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
よ

り
広
い
範
囲
で
周
辺
集
落
も
含
め
た
人
び
と
が
葬
ら
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
仮
家
塚
遺
跡
に
葬
ら
れ
た
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
仮
家
塚
遺
跡
の
方
形
周
溝
墓
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、

群
集
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
大
き
な
階
層
差
は
な
く
、
家
族
墓
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。そ
し
て
、南
房
総
に
西
か
ら
や
っ

て
き
た
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
故こ

地ち

が
臨
め
る
小
高
い
場
所
に
作
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
仮
家
塚
遺
跡
か
ら
西
に
は
東
京
湾
が
、
そ
の
先

に
は
三
浦
半
島
が
見
え
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
先
に
富
士
山
が
あ
る
の
で

す
。
私
（
白
石
）
は
富
士
の
麓ふ
も
と、
小お

田だ

原わ
ら

の
地
か
ら
や
っ
て
き
た
人
た
ち
が

故
郷
を
想
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
第
３
段
階
で
は
方
形
周
溝
墓
は
各
地
で
減
少
し
、
副
葬
品
を
伴

う
赤
彩
さ
れ
た
木も
く

棺か
ん

墓ぼ

が
登
場
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
時
期
、
島
根
県
や
鳥

取
県
な
ど
の
山
陰
地
域
で
は
四よ

隅す
み

突と
っ

出し
ゅ
つ

型が
た

墳ふ
ん

丘き
ゅ
う

墓ぼ

と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
墳

丘
墓
も
作
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
埋
葬
さ
れ
る
人
が
特
別
な
埋
葬
施
設
に
限

定
さ
れ
て
い
く
現
象
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
の
ち
、
奈
良
盆
地

に
大
規
模
な
前
方
後
円
墳
が
出
現
し
、
古
墳
時
代
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
次
に
南
房
総
を
中
心
に
房
総
半
島
の
お
墓
に
つ
い
て
見
て
き

ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
石
哲
也
）

❷ 

房
総
半
島
の
墓
制

　

房
総
半
島
で
は
、
君き
み

津つ

市し

の
周
辺
で
最
も
古
い
時
期
の
方
形
周
溝
墓
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
鹿か

島し
ま

台だ
い

遺
跡
で
は
、
方
形
周
溝
墓
の
溝
の
中
に
大
型
の

壺つ
ぼ

形が
た

土ど

器き

が
ま
と
ま
っ
て
置
か
れ
て
お
り
、
方
形
周
溝
墓
が
導
入
さ
れ
た
後

も
再
葬
の
伝
統
が
残
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

房
総
最
古
の
本
格
的
な
農
耕
集
落
と
い
わ
れ
る
常と
こ

代し
ろ

遺
跡
で
は
、
調
査
範

囲
に
限
っ
て
も　

約
２
０
０
基
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
方
形
周
溝
墓
が
発
見
さ

れ
ま
し
た
【
図
１
】。
そ
の
中
に
は
、
一
辺
が
約
20
メ
ー
ト
ル
、
溝
の
幅
が

約
３
メ
ー
ト
ル
の
大
型
方
形
周
溝
墓
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
形
は
、

東
海
地
方
の
伊
勢
湾
沿
岸
で
見
つ
か
っ
て
い
る
墓
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
ま

た
、
常
代
遺
跡
で
は
伊
勢
湾
沿
岸
を
故
地
と
す
る
土
器
も
出
土
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
方
形
周
溝
墓
は
東
海
地
方
か
ら
直
接
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
常
代
遺
跡
で
は
、
出
土
し
た
土
器
か
ら
判
断
し
て
、
２
０
０
年
以
上
に
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わ
た
り
次
々
と
新
た
な
お
墓
が
築
か
れ
、
一
大
墓
域
を
形
成
し
ま
し
た
。

❸ 

弥
生
時
代
中
期
後
葉

　

仮
家
塚
遺
跡
で
は
、
四
隅
が
切
れ
る
タ
イ
プ
の
方
形
周
溝
墓
が
８
基
発
見

さ
れ
ま
し
た
（
コ
ラ
ム
「
仮
家
塚
遺
跡
と
は
何
か
」
参
照
）。
墓
群
は
南
北

よ
り
西
に
若
干
傾
い
て
列
状
に
配
置
さ
れ
、
埋
葬
施
設
は
見
つ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
最
大
の
墓
は
一
辺
16
メ
ー
ト
ル
超
、
３
基
は
12
メ
ー
ト
ル
程
、
最
小

の
墓
は
９
メ
ー
ト
ル
超
と
、
そ
れ
ぞ
れ
大
型
、
中
型
、
小
型
に
分
け
ら
れ
ま

す
。
台
地
中
央
部
墓
群
の
配
列
か
ら
、
最
大
の
墓
が
最
初
に
造
営
さ
れ
、
そ

れ
を
取
り
囲
む
４
基
が
続
い
て
造
営
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

仮
家
塚
遺
跡
の
南
側
、
滝た
き

川が
わ

右
岸
に
位
置
す
る
宇う

戸ど

台だ
い

遺
跡
で
は
、
微び

高こ
う

地ち

上
の
東
端
か
ら
、
四
隅
が
切
れ
る
タ
イ
プ
の
方
形
周
溝
墓
５
基
が
見
つ
か

り
ま
し
た
（
第
２
章
「
農
耕
集
落
」
図
１
参
照
）。
墓
群
は
北
西
―
南
東
軸

に
配
列
さ
れ
、
埋
葬
施
設
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
２
基
の
方
形
周
溝
墓

は
一
辺
が
約
14
～
16
メ
ー
ト
ル
、
１
基
の
方
形
周
溝
墓
は
約
12
メ
ー
ト
ル
と
、

仮
家
塚
遺
跡
の
大
型
、
中
型
と
同
じ
サ
イ
ズ
で
し
た
。

　

宇
戸
台
遺
跡
の
滝
川
対
岸
に
位
置
す
る
萱か
や

野の

遺
跡
で
は
、
環か
ん

濠ご
う

と
考
え
ら

れ
る
２
本
の
溝
の
間
か
ら
、
四
隅
が
切
れ
る
タ
イ
プ
の
方
形
周
溝
墓
６
基
が

見
つ
か
り
ま
し
た
（
第
２
章
「
農
耕
集
落
」
図
１
・
写
真
１
参
照
）。
完
全

に
調
査
で
き
た
の
は
一
辺
約
12
メ
ー
ト
ル
と
中
型
を
呈
す
る
１
基
だ
け
で
、

そ
の
他
は
一
辺
か
二
辺
だ
け
の
検
出
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
南
北
墓
群
の

間
は
空
白
域
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
世
に
地
面
が
削
ら
れ
た
た
め

の
よ
う
で
、
実
際
に
は
さ
ら
に
墓
群
が
広
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

図 1　常代遺跡墓域 A 分布図。遺跡の時期のうち、2 期〜 6 期にかけて方形周溝墓がまとまって造営され
た（千葉県史料研究財団 2003）。
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こ
れ
ら
の
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
方
形
周
溝
墓
は
基
本
的
に
一
辺
15
メ
ー
ト

ル
程
度
の
大
型
、
12
メ
ー
ト
ル
程
度
の
中
型
、
９
メ
ー
ト
ル
程
度
の
小
型
に

区
別
で
き
ま
す
。
墓
の
造
営
に
同
じ
規
範
が
認
め
ら
れ
る
点
は
大
変
興
味
深

い
と
こ
ろ
で
す
。

❹ 

弥
生
時
代
後
期

　

弥
生
後
期
に
な
る
と
、
方
形
周
溝
墓
は
溝
の
四
隅
が
切
れ
る
タ
イ
プ
か
ら
、

全
周
も
し
く
は
一
隅
が
切
れ
る
形
に
変
わ
り
、
土
器
の
口
を
合
わ
せ
た
合

あ
わ
せ

口ぐ
ち

棺か
ん

を
も
つ
土ど

器き

棺か
ん

墓ぼ

も
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
萱
野
遺
跡
の
南

側
に
位
置
す
る
安あ

房わ

国こ
く

分ぶ
ん

寺じ

遺
跡
で
出
土
し
た
一
対
の
合
あ
わ
せ

口ぐ
ち

壺つ
ぼ

棺か
ん【

写
真
１
】

は
そ
の
好
例
で
す
。
萱
野
遺
跡
の
東
側
、
滝
川
対
岸
に
位
置
す
る
腰こ
し

越ご
え

遺
跡

で
は
、
北
東
隅
が
切
れ
る
タ
イ
プ
の
一
辺
約
12
メ
ー
ト
ル
の
方
形
周
溝
墓
１

基
が
見
つ
か
り
ま
し
た
【
図
２
】。
周
溝
か
ら
は
台だ
い

付つ
き

甕が
め

２
点
が
合
口
の
状

態
で
出
土
し
ま
し
た
【
写
真
２
】。
調
査
区
北
側
に
は
１
号
周
溝
墓
と
形
態

が
似
た
溝
の
一
部
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
エ
リ
ア
は
弥
生
後
期
の
墓
群

写真 2　方形周溝墓出土土器（腰越遺跡）（折原 2011）

図 2　方形周溝墓（腰越遺跡）。北東溝が切れている。数字のドットは土器
などの出土地点を表す（折原 2011）。

写真 1　合口壺棺（安房国分寺遺跡）（滝口 1980）
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だ
っ
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

　

館た
て

山や
ま

平
野
南
部

の
東
ひ
が
し

田だ

遺
跡
で
は
、

西
半
部
が
コ
の
字
型

で
露
出
し
た
こ
と
か

ら
、
平
面
形
が
全
周

型
も
し
く
は
一
隅
が

切
れ
る
タ
イ
プ
と
推

定
さ
れ
る
方
形
周
溝

墓
１
基
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
そ
の
他
に

も
、
東
田
遺
跡
で
は

方
形
周
溝
墓
の
可
能

性
が
あ
る
溝
が
出
土

し
て
お
り
、
情
報
は

断
片
的
で
す
が
、
弥

生
後
期
の
墓
が
存
在
し
た
よ
う
で
す
。

　

千ち

倉く
ら

地
区
で
は
、
瀬せ

戸と

川が
わ

左
岸
段
丘
上
に
位
置
す
る
薬や
く

師し

前ま
え

堀ほ
り

ノの

内う
ち

遺
跡

か
ら
、
方
形
周
溝
墓
の
南
西
隅
や
、
南
東
隅
が
切
れ
る
長
軸
約
12
メ
ー
ト
ル

×
短
軸
約
９
メ
ー
ト
ル
の
方
形
周
溝
墓
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
墓

は
弥
生
後
期
の
竪
穴
住
居
跡
13
軒
が
調
査
さ
れ
た
第
２
次
調
査
区
の
北
側
に

分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
集
落
域
の
北
側
エ
リ
ア
が
墓
域
と
な
っ
て
い
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

瀬
戸
川
右
岸
で
は
、
支
流
段
丘
上
に
位
置
す
る
稲い
な

子こ

沢ざ
わ

遺
跡
か
ら
、
北
側

と
東
側
北
半
に
溝
が
な
い
コ
の
字
型
の
方
形
周
溝
墓
が
見
つ
か
り
ま
し
た

【
写
真
３
】。
床
面
付
近
か
ら
土
器
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
、
覆
土
中
か
ら
も

勾ま
が

玉た
ま

、
管く
だ

玉た
ま

、
ガ
ラ
ス
小
玉
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
安
房
地
方
で
は
、
南
関
東
の
他
の
地
域
と
同
様
、
弥
生
中
期

後
葉
に
は
四
隅
の
切
れ
る
タ
イ
プ
の
方
形
周
溝
墓
が
密
集
し
て
造
営
さ
れ
た

の
に
対
し
、
弥
生
後
期
に
は
全
周
型
や
一
隅
が
切
れ
る
タ
イ
プ
の
方
形
周
溝

墓
が
独
立
的
に
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
安
房
地
方
で
は
平
面
形
が

長
方
形
を
呈
す
る
墓
が
多
い
こ
と
が
、
一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

❺ 

弥
生
時
代
終
末
期

　

２
世
紀
後
半
～
３
世
紀
前
半
の
弥
生
終
末
期
に
な
る
と
、
在
来
の
方
形
周

溝
墓
か
ら
、
古
墳
的
な
要
素
を
も
つ
墳
丘
墓
が
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
萱
野
遺
跡
の
Ｂ
区
南
端
に
所
在
す
る
萱
野
１
号
墳
は
、
南
北
の
周
溝

と
西
側
周
溝
の
一
部
が
見
つ
か
り
、
南
北
の
一
辺
は
34
・
２
メ
ー
ト
ル
を
測

り
ま
す
（
第
２
章
「
農
耕
集
落
」
図
１
参
照
）。
こ
の
墳
丘
墓
は
、
検
出
さ

れ
た
方
形
プ
ラ
ン
の
東
側
に
前
方
部
を
有
す
る
前
方
後
方
形
だ
っ
た
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
主
丘
部
は
60
メ
ー
ト
ル
超
に
復
元

す
る
こ
と
が
で
き
、
館
山
平
野
最
大
の
首
長
墓
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

出
土
し
た
甕か
め

形が
た

土ど

器き

は
広
域
的
な
要
素
で
あ
る
口
縁
く
の
字
型
の
も
の
を
主

体
と
し
て
お
り
、
年
代
的
に
は
弥
生
終
末
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

宇
戸
台
遺
跡
で
も
、
墳
丘
が
削
平
さ
れ
た
古
墳
的
な
要
素
を
も
つ
周
溝
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
北
側
に
位
置
す
る
宇
戸
台
２
号
墳
は
、
前
方

写真 3　方形周溝墓（薬師前堀ノ内遺跡稲子沢地点）。南側から撮影。写真奥
の方形周溝墓北側と左側の一部は溝が欠けている（玉口編 1978）。
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写真 4　根方上ノ芝条里制 E 地点。弥生後期の竪穴住居跡 26 軒が調査された。写真左上の太い溝 2 本が墳丘墓。
集落に接して造営された（野中ほか 2000）。

部
が
突
き
出
す
前
方
後
方
形
を
し
て
い
ま
し
た
（
第
２
章
「
農
耕

集
落
」
図
１
参
照
）。
墳
丘
が
削
平
さ
れ
て
い
る
た
め
正
確
な
規

模
は
不
明
で
す
が
、
全
長
は
約
12
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

出
土
し
た
土
器
は
、
萱
野
１
号
墳
よ
り
時
期
の
下
る
弥
生
終
末
期

で
も
後
半
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
宇
戸
台
２
号
墳

の
南
に
隣
接
す
る
１
号
墳
も
、
２
号
墳
と
同
じ
く
北
側
に
前
方
部

を
も
つ
前
方
後
方
形
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

宇
戸
台
遺
跡
で
は
、
弥
生
中
期
は
方
形
周
溝
墓
が
、
弥
生
終
末
期

に
は
墳
丘
墓
が
築
か
れ
、
一
貫
し
て
墓
域
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
の
地
域
で
は
、
長
狭
平
野
の
根
方
上
ノ
芝
条
里
跡
Ｅ
地

点
で
、
調
査
区
西
側
か
ら
弥
生
終
末
期
の
隅
が
切
れ
る
周
溝
２
条

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
【
写
真
４
】。
萱
野
遺
跡
や
根
方
上
ノ
芝

条
里
制
Ｅ
地
点
の
墳
丘
墓
は
、
と
も
に
弥
生
後
期
の
竪
穴
住
居
を

壊
し
て
築
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
集
落
域
が
墓
域
に
変
化
し

た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

（
杉
山
祐
一
）
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南
房
総
周
辺
は
硬
質
の
石
材
が
あ
ま
り
な
か
っ
た

─

し
か
し
人
び
と
は
石
斧
を
手
に
入
れ
、
木
製
農
耕
具
を
使
い

稲
作
を
行
っ
て
い
た
。
石
器
の
観
察
か
ら
何
が
分
か
る
？

　
　

＊　

＊　

＊

　

仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
と
そ
の
周
辺
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
石
の
道
具
＝
石

器
か
ら
当
時
の
様
子
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

❶ 

大た
い

陸り
く

系け
い

磨ま

製せ
い

石せ
っ

器き

　

弥
生
時
代
に
朝
鮮
半
島
方
面
か
ら
稲
作
な
ど
と
一
緒
に
伝
わ
っ
た
道
具
の

一
つ
に
、
大
陸
系
磨
製
石
器
と
呼
ば
れ
る
石
器
が
あ
り
ま
す
。
太ふ
と

形が
た

蛤
は
ま
ぐ
り

刃ば

石せ
き

斧ふ

（
木
の
伐
採
用
）、
柱
ち
ゅ
う

状じ
ょ
う

片か
た

刃ば

石せ
き

斧ふ

・
扁へ
ん

平ぺ
い

片か
た

刃ば

石せ
き

斧ふ

（
木
材
の
加
工

用
）
と
い
っ
た
器
種
が
あ
り
、
弥
生
時
代
を
特
徴
づ
け
る
水
田
稲
作
に
必
要

な
木
製
農
耕
具
の
製
作
以
外
に
も
、
土
地
の
開か

い

墾こ
ん

や
竪た
て

穴あ
な

住じ
ゅ
う

居き
ょ

の
建
築
材

確
保
な
ど
、
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
道
具
で
し
た
。
し
か
し
、
仮
家
塚

遺
跡
が
あ
る
南
房
総
周
辺
は
石
斧
に
適
し
た
硬
質
の
石
材
が
あ
ま
り
手
に
入

ら
な
い
地
域
で
す
。
し
か
し
、
当
時
の
人
び
と
は
石
斧
を
手
に
入
れ
、
木
製

農
耕
具
を
手
に
し
、
実
際
に
水
田
稲
作
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
の
よ

う
に
石
斧
を
入
手
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
石
器
の
観
察
か
ら
何
が
分
か

る
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
？

　

房
総
半
島
が
あ
る
南
関
東
周
辺
で
出
し
ゅ
つ

土ど

す
る
石
斧
の
製
作
地
が
こ
れ
ま
で

の
発
掘
調
査
成
果
や
研
究
の
蓄
積
か
ら
判
明
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、

長
野
盆
地
産
の
石
斧
で
す
。
長
野
県
長
野
市
の
榎
え
の
き

田だ

遺
跡
や
松ま
つ

原ば
ら

遺
跡
で
製

作
さ
れ
た
、
榎
田
型
磨
製
石
斧
と
呼
ば
れ
る
深
い
緑
色
を
し
た
石
斧
が
南
関

東
を
含
め
北
陸
地
方
や
東
海
地
方
に
ま
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
東
北
地
方
南
部
の
太
平
洋
沿
岸
（
現
在
の
い

わ
き
市
周
辺
）
で
製
作
さ
れ
た
石
斧
で
す
。
福
島
県
い
わ
き
市
砂す
な

畑は
た

遺
跡
や

7　

石
器

─

石
の
道
具
か
ら
わ
か
る
房
総
半
島
南
端
の
生
活
・
交
流
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写真 1　長野盆地で製作された榎田型磨製石斧（千葉県教育委員会所蔵、以下筆者
撮影）

栗く
り

木き

作さ
く

遺
跡
、
白し
ら

岩い
わ

堀ほ
り

ノの

内う
ち

遺
跡
な
ど
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

房
総
半
島
や
東
北
地
方
南
部
内
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
神
奈
川
県
西
部
域
（
相さ
が
み模

川が
わ

流
域
周
辺
）
で
製
作
さ

れ
た
石
斧
も
房
総
半
島
を
含
め
た
南
関
東
地
方
に
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
小
規
模
な
製
作
地
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
主
要
な
製
作
地
は
上
記
の
三
つ
の
地
域
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

仮
家
塚
遺
跡
周
辺
で
発
掘
さ
れ
た
石
斧
類

　

仮
家
塚
遺
跡
周
辺
で
も
大
陸
系
磨
製
石
器
が
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
比
較
的
大
規
模
な
調
査
が
実
施
さ
れ
た
館た
て

山や
ま

市し

萱か
や

野の

遺
跡
で
は
い
く

つ
か
の
大
陸
系
磨
製
石
器
が
見
つ
か
り
、
写
真
１
の
太
形
蛤
刃
石
斧
と
扁
平

片
刃
石
斧
は
長
野
盆
地
で
製
作
さ
れ
た
榎
田
型
磨
製
石
斧
で
す
。
仮
家
塚
遺

跡
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
宝ほ
う

珠し
ゅ

院い
ん

遺
跡
か
ら
も
太
形
蛤
刃
石
斧
が
出
土
し
て
お

り
、
詳
細
は
不
明
で
す
が
平
面
形
の
特
徴
か
ら
長
野
盆
地
で
製
作
さ
れ
た
も

写真 2　萱野遺跡の大陸系磨製石器類（千葉県教育委員会所蔵）

写真 3　館山市笠名採集の抉入柱状片刃石斧（個人蔵（館山市立博物館保管））
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の
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
萱
野
遺
跡
や
館
山
市
笠か
さ

名な

で
採
集
さ
れ
た
抉
え
ぐ
り

入い
り

柱ち
ゅ
う

状じ
ょ
う

片か
た

刃ば

石せ
き

斧ふ

は
石
材
の
特
徴
か
ら
神
奈
川
県
西
部
の
相
模
川
流
域
周
辺

で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
【
写
真
２
左
上
・
写
真
３
】。
ま
た
、

南
房
総
市
の
恩お
ん

田だ

原ば
ら

遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
太
形
蛤
刃
石
斧
と
萱
野
遺
跡
で

見
つ
か
っ
た
小
型
の
柱
状
片
刃
石
斧
は
角か
く

閃せ
ん

石せ
き

片へ
ん

麻ま

岩が
ん

と
呼
ば
れ
る
石
材
で

製
作
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
石
材
は
阿あ

武ぶ

隈く
ま

山さ
ん

系
で
採
取
で
き
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
東
北
地
方
南
部
か
ら
流
通
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
【
写
真
２
右
下
・
写
真
４
右
】。

❷ 

珍
し
い
石
庖
丁

　

弥
生
時
代
に
特
徴
的
な
道
具
の
一
つ
に
石い
し

庖ぼ
う

丁ち
ょ
うと
呼
ば
れ
る
稲
穂
を
摘
む

た
め
の
石
器
が
あ
り
ま
す
。
教
科
書
な
ど
に
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
、

ご
存
じ
の
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
房
総
半
島
も

含
め
た
南
関
東
地
方
で
は
石
庖
丁
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。
代
わ
り
に
な
る
道
具
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
現
状
で
は
よ

く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
房
総
半
島
で
は
と
て
も
珍
し
い
石
庖
丁
が
館
山
市
笠
名
で
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
【
図
１
】。
こ
れ
以
外
に
千
葉
県
内
で
は
佐さ

倉く
ら

市し

大お
お

崎さ
き

台だ
い

遺
跡
で
発

掘
さ
れ
た
も
の
し
か
な
く
、
大
変
珍
し
い
も
の
で
す
。
房
総
半
島
に
は
石
庖

丁
を
製
作
す
る
文
化
が
な
い
の
で
、
こ
れ
も
他
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
特
定
す
る
の
は
難

し
い
で
す
が
、
平
面
形
の
特
徴
は
東
北
地
方
南
部
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
ま

す
。❸ 

漁ぎ
ょ

撈ろ
う

に
使
わ
れ
た
石
器

　

仮
家
塚
遺
跡
の
近
く
に
あ
る
萱
野
遺
跡
・
恩
田
原
遺
跡
か
ら
は
有ゆ
う

頭と
う

石せ
き

錘す
い

と
呼
ば
れ
る
漁
撈
に
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
石
の
錘
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
石
の
錘
は
刺さ

し
網あ
み

の
錘
と
い
う
意
見
や
、
釣
り
漁
の
錘
に

使
わ
れ
た
と
い
う
意
見
が
あ
り
、
対
岸
の
東
京
湾
西
岸
域
で
盛
ん
に
使
用
さ

れ
た
も
の
で
す
。
当
時
か
ら
海
を
通
し
て
東
京
湾
西
岸
と
人
の
往
来
が
あ
り
、

こ
の
有
頭
石
錘
も
持
ち
込
ま
れ
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
【
写
真

写真 4　恩田原遺跡の大陸系磨製石器類（南房総市教育委員会所蔵）
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S＝1/4

第 2図
S＝1/2

第 1図図 1　館山市笠名採集の石庖丁（個人蔵（館山市立博物館保管）・筆者作成）

写真 5　有頭石錘（萱野遺跡）（千葉県教育委員会所蔵）

写真 6　有頭石錘（恩田原遺跡）（南房総市教育委員会所蔵）

５
・
６
】。
ま
た
、
南
房
総
市
の
恩
田
原
遺
跡
で
は
興
味
深
い
石
製
の
漁
撈
具

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
九
州
型
石
錘
と
呼
ば
れ
る
石
錘
に
類
似
し
た
も
の

で
、
５
点
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
【
写
真
７
】。
九
州
型
石
錘
と
は
そ
の
名
の

通
り
、
北
部
九
州
を
中
心
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
石
錘
の
一
種
で
日
本
列
島

の
沿
岸
部
に
点
々
と
分
布
し
て
い
ま
す
。
恩
田
原
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
石
錘

も
九
州
型
石
錘
に
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
も
の
と
は
言
え
ず
評
価

が
難
し
い
資
料
で
す
が
、
海
を
通
し
た
交
流
は
想
像
以
上
に
広
く
、
西
日
本

方
面
と
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
九
州
型
石
錘

だ
け
で
は
な
く
、
恩
田
原
遺
跡
か
ら
は
西
日
本
的
な
土
器
も
出
土
し
て
お
り
、

注
目
さ
れ
ま
す
【
図
２
】。

❹ 

弥
生
時
代
の
祭さ

い

祀し

具ぐ

　

仮
家
塚
遺
跡
の
近
く
に
あ
る
、
萱
野
遺
跡
か
ら
は
変
わ
っ
た
形
の
石
器
が
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見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
環か
ん

状じ
ょ
う

石せ
っ

器き

と

呼
ば
れ
る
石
器
で
、
円
形
を
し
た
石
器

の
中
央
に
孔あ
な

が
開
い
て
い
る
石
器
で
す
。

こ
の
石
器
は
関
東
地
方
で
は
弥
生
時
代

中
期
中ち
ゅ
う

葉よ
う

以
降
に
主
に
製
作
さ
れ
た

石
器
で
、
木
製
の
柄
を
差
し
込
ん
だ
状

態
で
使
用
さ
れ
た
祭
祀
の
た
め
の
道
具

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
陸

系
磨
製
石
器
と
同
様
に
、
長
野

盆
地
や
東
北
地
方
南
部
の
太
平

洋
沿
岸
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が

流
通
し
て
い
ま
す
が
、
萱
野
遺

跡
の
も
の
は
神
奈
川
県
西
部

（
相
模
川
流
域
）
で
製
作
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
【
写

真
８
】。
相
模
川
流
域
で
採
取

で
き
る
富ふ

士じ

玄げ
ん

武ぶ

岩が
ん

と
呼
ば
れ

る
富
士
山
由
来
の
石
材
で
、
相

模
川
流
域
で
大
量
に
製
作
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
環
状
石
器

も
海
を
通
し
た
東
京
湾
西
岸
方

面
と
の
交
流
で
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
。

写真 8　環状石器（萱野遺跡）（千葉県教育委員会所蔵）

❺ 

勾ま
が

玉た
ま

類
の
製
作

　

縄
文
時
代
以
来
、
日
本
列
島
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
装
身
具
の
一
種
に
勾

玉
が
あ
り
ま
す
。
弥
生
時
代
に
お
い
て
も
製
作
さ
れ
、
主
な
製
作
地
は
北
陸

地
方
や
東
北
地
方
南
部
に
あ
り
ま
し
た
。
大
半
の
勾
玉
類
は
そ
れ
ら
の
地
域

か
ら
広
域
に
流
通
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
が
、
房
総
半
島
南
部
で
も

わ
ず
か
な
が
ら
製
作
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
南
房
総
市
の
恩
田
原
遺
跡
で
は
そ

S＝1/4

第 2図
S＝1/2

第 1図 図 2　恩田原遺跡の西日本的
な土器（筆者作成）

写真 7　恩田原遺跡の九州型石錘？（南房総市教育委員会所蔵）
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写真 9　未成品の勾玉（右上 2 点）と素材となる原石（左）（南房総市教育委員会所蔵）

写真 10　勾玉製作に使われたとみられる砥石（南房総市教育委員会所蔵）

こ
で
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
、
未
成
品
（
作
り
か
け
）
の
勾
玉
【
写

真
９
右
上
２
点
】
と
素
材
と
見
ら
れ
る
原
石
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
【
写
真

９
左
】。
加
え
て
勾
玉
製
作
に
使
わ
れ
た
砥と

石い
し

と
思
わ
れ
る
石
器
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
ま
す
【
写
真
10
】。
こ
れ
ま
で
、
房
総
半
島
南
部
が
玉
類
の
製

作
地
と
い
う
認
識
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
お
ら
ず
、
恩
田
原
遺
跡
出
土
の
玉
類

は
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
今
後
は
そ
の
流
通
範
囲
の

解
明
な
ど
が
急
が
れ
ま
す
。

　
　

＊　

＊　

＊

　

こ
の
よ
う
に
、
房
総
半
島
南
端
か
ら
見
つ
か
っ
た
石
器
類
を
観
察
す
る
と
、

長
野
盆
地
や
神
奈
川
県
西
部
、
東
北
地
方
南
部
な
ど
、
広
域
に
及
ぶ
地
域
と

の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
、
ま
た
、
勾
玉
類
の
製
作
地
と
し

て
の
性
格
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
勾
玉
類
は
こ
の
地
か
ら
他
地
域

へ
流
通
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

本
書
の
【
コ
ラ
ム
】「
人
が

動
く
、
石
器
も
動
く
！
」
に
も

あ
る
よ
う
に
、
太
平
洋
に
突
き

出
す
と
い
う
地
理
的
な
環
境
か

ら
、
海
上
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
地
域
と
交
流
を
持
ち
、
石
器

類
も
含
め
た
必
要
な
物
資
を
入

手
し
、
農
耕
文
化
を
営
ん
で
い

た
の
で
し
ょ
う
。（

小
林　

嵩
）
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コ
ラ
ム
執
筆
の
お
話
し
を
い
た
だ
い
た
と
き
、

当
時
の
小
学
生
の
記
憶
が
あ
っ
て
も
お
も
し
ろ
い

か
も
と
思
っ
て
こ
の
題
名
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
筆
者
の
実
家
は
仮
家
塚
遺
跡
の
遺
跡

範
囲
内
に
あ
り
、
小
学
生
の
筆
者
は
調
査
を
間
近

で
見
て
い
ま
し
た（
も
ち
ろ
ん
、小
学
校
か
ら
帰
っ

て
き
て
か
ら
で
す
が
）。
当
時
の
調
査
か
ら
す
で

に
30
年
近
く
が
過
ぎ
て
い
る
た
め
、
記
憶
が
や
や

朧
気
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

　

仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
は
、
田
ん
ぼ
の
中
に
あ
る
丘
の
上

に
あ
り
ま
す
。
周
辺
は
、
民
家
の
他
は
ほ
と
ん
ど

が
畑
で
、
今
回
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
た
土
地
は
家

畜
用
の
背
の
高
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
育
て
ら
れ
て

い
た
と
こ
ろ
で
す
。
周
辺
は
、
い
わ
ゆ
る
新
興
住

宅
地
が
広
が
り
、
私
が
小
学
生
の
頃
か
ら
今
に
至

る
ま
で
、
家
の
軒
数
や
木
々
の
あ
り
方
は
多
少
変

化
し
て
い
る
も
の
の
、
地
形
的
に
は
大
き
な
変
化

当
時
の
小
学
生
が
み
た
調
査
の
記
憶
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

遺
跡
名
に
な
っ
て
い
る
「
仮
家
塚
」
と
は
、
こ

の
周
辺
一
帯
の
旧
地
名
（
字あ
ざ

）
で
す
。「
塚
」
と

い
う
地
名
は
墓
や
墓ぼ

域い
き

を
示
す
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
周
辺
に
お
墓
は
な
い
の
で
、
平
安
時
代

以
前
の
墓
を
示
す
地
名
が
現
在
ま
で
残
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
私
が
小
学
生
の
頃
に
行
わ
れ
た
発
掘
調

査
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
か
の
記
憶
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
小
学
校
に
行
っ

て
い
る
間
に
い
ろ
い
ろ
準
備
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
調
査
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
作
業

員
さ
ん
の
他
、
母
を
含
む
近
所
の
お
ば
ち
ゃ
ん
た

ち
も
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
調
査
当
時
、
小
学
校

が
終
わ
っ
て
、
15
時
半
過
ぎ
に
帰
宅
後
、
宿
題
は

後
回
し
で
現
場
に
直
行
し
、
調
査
地
を
う
ろ
う
ろ

し
て
い
ま
し
た
。
調
査
地
は
、
家
の
す
ぐ
目
の
前

で
し
た
。
遺
跡
を
の
ぞ
く
と
、
地
面
は
黒
色
で
硬

そ
う
で
し
た
。

　

お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
は
、
移
植
ゴ
テ
を
使
っ
て
丁

寧
に
作
業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
周
囲
を
歩
く
と

遺
跡
の
所
々
に
土
器
片
が
転
が
っ
て
お
り
、
暗
い

橙だ
い
だ
い

色い
ろ

で
変
な
形
を
し
て
い
る
と
思
っ
た
も
の
で

す
。
徐
々
に
調
査
が
進
む
と
、
溝
の
中
か
ら
何
や

ら
形
を
保
っ
た
土
器
が
土
で
作
っ
た
柱
の
上
に
あ

り
ま
し
た
。
調
査
員
さ
ん
に
「
土
柱
を
崩
さ
な
い

よ
う
に
ね
」
と
注
意
さ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
人
骨
が
納
め
ら
れ
た
壺

が
出
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
半
分
ぐ
ら
い
掘
り
出

し
た
状
態
で
線
香
が
供
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
幼

心
に
少
し
怖
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

三み

芳よ
し

村
立
三
芳
小
学
校
の
先
生
た
ち
（
当
時
）

が
何
名
か
調
査
を
見
学
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
先
生

た
ち
が
調
査
担
当
者
の
説
明
を
じ
っ
く
り
と
聞
き

COLUMN
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な
が
ら
遺い

構こ
う

と
土
器
を
見
て
い
ま
し
た
。
一
人
の

先
生
が
、
平
安
時
代
の
骨
壺
と
中
か
ら
取
り
出
し

た
焼
骨
を
興
味
深
く
見
て
い
た
こ
と
を
印
象
深
く

覚
え
て
い
ま
す
。

　

調
査
が
終
了
し
た
後
、
埋
め
戻
し
ま
で
時
間
が

空
い
て
お
り
、
調
査
区
内
で
遊
び
ま
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

の
溝
に
弟
と
出
た
り
入
っ

た
り
し
て
い
ま
し
た
。
溝
の
深
さ
が
小
学
生
が
軽

く
飛
び
上
が
れ
る
く
ら
い
の
ち
ょ
う
ど
い
い
深
さ

で
し
た
。
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
し
て
調
査
地
は
埋

め
戻
さ
れ
、
い
つ
も
の
畑
に
戻
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
大
学
に
入
学
し
て
、
と
あ
る
研
究
会

に
参
加
し
た
際
、
出
身
地
を
遺
跡
名
で
話
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
仮
家
塚
遺
跡
は
、
当
時
の
千
葉

県
内
に
お
け
る
方
形
周
溝
墓
の
最
南
端
に
あ
た
る

遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
千
葉
県
内
や
南
関

東
の
弥
生
時
代
の
研
究
者
に
は
、
有
名
な
遺
跡
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
仮
家
塚
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

遺
構
・
遺
物
は
『
考
古
資
料
大
観
』（
小
学
館
）

や
『
関
東
の
方
形
周
溝
墓
』（
同
成
社
）
な
ど
全

国
の
研
究
者
が
読
む
本
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

千
葉
県
庁
の
Ｈ
Ｐ
内
に
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
を

示
す
地
図
『
ふ
さ
の
国
文
化
財
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
』
と
い
う
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
（https://

m
ap

.p
ref.ch

ib
a.lg.jp

/p
ref-ch

ib
a/

PositionSelect?m
id=30

）。
こ
こ
に
は
、
遺

跡
が
た
く
さ
ん
載
っ
て
お
り
、
遺
跡
は
意
外
と
多

い
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
【
図
１
】。
読
者
の
皆

さ
ん
の
家
の
下
も
遺
跡
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ

確
認
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
千
葉
ま
い
子
）

図 1　『ふさの国文化財ナビゲーション』「埋蔵文化財包蔵地」トッ
プページ
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仮か
り

家や

塚づ
か

遺
跡
で
は
、
弥
生
時
代
に
水す
い

稲と
う

耕こ
う

作さ
く

に

携
わ
っ
た
南
房
総
地
域
に
お
け
る
人
び
と
の
活
動

痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
南
房
総
地
域

で
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
古
い
時
代
の
人
び
と
の

活
動
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
地
域
の
特
徴
的
な
遺
跡
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
の
が
、
海
の
波は

浪ろ
う

作
用
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
海か
い

蝕し
ょ
く

洞ど
う

穴け
つ

を
利
用
し
た
洞
穴
遺
跡
で
す
。

　

海
蝕
洞
穴
は
、
通
常
、
波
打
ち
際
の
海
岸
縁
に

立
地
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
国
的
に
多
く

の
海
蝕
洞
穴
は
、
標
高
５
メ
ー
ト
ル
前
後
の
海
辺

に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
南
房
総
地
域
の
海
蝕
洞

穴
遺
跡
の
中
に
は
、
海
岸
線
か
ら
離
れ
、
標
高
が

高
い
と
こ
ろ
に
立
地
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
ま

す
。
特
に
、
館
山
市
の
海
蝕
洞
穴
遺
跡
で
は
そ
う

し
た
も
の
が
多
く
、
中
に
は
標
高
25
メ
ー
ト
ル
前

後
の
高
台
に
位
置
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

南
房
総
の
海か

い

蝕し
ょ
く

洞ど
う

穴け
つ

遺
跡
─
─
館た

て

山や
ま

市し

大お
お

寺で
ら

山や
ま

洞ど
う

穴け
つ

遺
跡
を
例
に

こ
れ
は
、
縄
文
時
代
に
起
こ
っ
た
海
進
と
海
退
、

そ
し
て
土
地
の
大
幅
な
隆
起
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
海
蝕
洞
穴
遺
跡
の
一
つ
が
、
大お
お

寺で
ら

山や
ま

洞ど
う

穴け
つ

遺
跡
で
す
。
大
寺
山
洞
穴
遺
跡
は
、
海
岸
線

ま
で
約
５
０
０
メ
ー
ト
ル
の
距
離
が
あ
り
、
三
つ

の
洞
穴
が
開
口
し
て
い
ま
す
。
南
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
、
第
１
洞
、
第
２
洞
、
第
３
洞
と
呼
ば
れ
て
お

り
、
標
高
は
第
１
洞
が
最
も
高
く
、
30
・
７
メ
ー

ト
ル
、
第
３
洞
が
最
も
低
く
、
26
・
５
メ
ー
ト
ル
、

第
２
洞
が
そ
の
中
間
の
28
・
０
メ
ー
ト
ル
と
な
っ

て
い
ま
す
。
第
１
洞
は
奥
行
き
が
29
・
０
メ
ー
ト

ル
で
、
第
２
・
３
洞
は
計
測
が
出
来
て
い
な
い
も

の
の
、
同
じ
く
30
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

大
寺
山
洞
穴
遺
跡
を
最
初
に
利
用
し
た
の
は
、

縄
文
時
代
の
人
び
と
で
す
。
三
つ
の
洞
穴
と
も
縄

文
時
代
の
包ほ
う

含が
ん

層そ
う

（
遺
物
を
含
ん
だ
土
層
）
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
遺
物
は
、
土
器

や
骨こ

っ

角か
く

器き

（
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

具ぐ

・
装
身
具
）、
食
料
と
し
て

利
用
し
た
魚
類
や
イ
ル
カ
の
骨
、
貝
類
等
が
出
土

し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
埋
葬
さ
れ
た
人
骨

も
出
土
し
て
い
ま
す
【
写
真
１
】。
こ
う
し
た
様

相
か
ら
、
大
寺
山
洞
穴
遺
跡
は
単
な
る
居
住
の
場

と
い
う
よ
り
、
漁
撈
活
動
の
最
前
線
基
地
と
し
て

の
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら

に
、
日
常
の
生
活
空
間
と
死
後
の
埋
葬
空
間
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
者
と
死
者
の
空
間
が

未
分
化
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

続
く
弥
生
時
代
に
は
、
大
寺
山
洞
穴
遺
跡
で
の

人
び
と
の
活
動
の
痕
跡
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
古

墳
時
代
に
な
る
と
再
び
人
び
と
の
活
動
の
場
と

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
縄
文
時
代
と
は
異
な

り
、
今
度
は
生
活
の
場
で
は
な
く
、
完
全
に
埋
葬
・

葬
送
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
徴
的

COLUMN



65 COLUMN　南房総の海蝕洞穴遺跡──館山市大寺山洞穴遺跡を例に

写真 2　第１洞の６号舟棺の人骨出土状態（岡本 2020）

写真 1　第３洞の縄文時代の人骨出土状態（岡本 2020）

な
の
が
、
丸ま
る

木き

舟ぶ
ね

を
棺
に
用
い
た
「
舟ふ
な

棺か
ん

」
が
多

数
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
す
【
写
真
２
】。
い
わ

ゆ
る
「
舟
し
ゅ
う

葬そ
う

」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。「
舟
葬
」
と
は
、
海
の
向
こ
う
に
あ
の

世
・
死
後
の
世
界
が
あ
る
と
考
え
、
そ
こ
に
死
者

を
運
ぶ
手
段
は
舟
だ
と
し
て
、
舟
を
棺
と
し
て
遺

体
を
埋
葬
し
た
り
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
示
す

よ
う
に
、
大
寺
山
洞
穴
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
「
舟

棺
」
は
い
ず
れ
も
舳へ

先さ
き

が
海
に
向
け
て
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
出
土
し
た
土
器
類
や
鉄
製
品
、

装
身
具
等
の
副
葬
品
は
、
い
ず
れ
も
東
国
の
大
型

前
方
後
円
墳
出
土
の
も
の
と
比
べ
て
遜
色
の
な
い

品
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
埋
葬
さ
れ
た
人
び
と
は
、

そ
う
し
た
古
墳
を
作
っ
た
地
方
の
王
た
ち
と
同
様

に
強
い
力
を
持
ち
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
繋
が
り
の

あ
っ
た
海
の
民
の
首
長
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
舟
葬
」
は
、
大
寺
山
洞
穴

遺
跡
近
く
の
鉈な
た

切ぎ
り

洞ど
う

穴け
つ

遺
跡
等

で
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
南
房
総
地
域

で
は
、
古
墳
時
代
に
は
す
で
に
、

海
を
意
識
し
た
「
海
上
他
界
観
」、

す
な
わ
ち
、
海
の
向
こ
う
に
あ

の
世
が
あ
る
と
い
う
、
今
も
海

辺
の
地
域
に
見
ら
れ
る
考
え
が

形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
廣
田
哲
徳
）
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1　

時
代
と
文
化
─
─
弥
生
時
代
と
仮
家
塚
遺
跡

蒔
田
鎗
次
郎
・
野
中
完
一
１
９
８
７
「
弥
生
式
土
器
」『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
12
―
１
３
８

佐
原
真
１
９
７
５
「
農
業
の
開
始
と
階
級
社
会
の
形
成
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史　
原
始
お
よ
び
古

代
1
』
1　
岩
波
講
座

白
石
哲
也
２
０
２
３
「
宮
ノ
台
式
土
器
成
立
期
の
移
動
・
移
住
―
相
模
湾
沿
岸
地
域
を
対
象
と
し

て
―
」『
法
政
考
古
』
49

末
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
健
二
郎
１
９
４
３
『
大
和
唐
古
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
』
京
都
帝
国

大
学
考
古
学
研
究
室
報
告
第
16
冊

テ
ィ
ム
・
イ
ン
ゴ
ル
ド
（
訳
：
金
子
悠
・
水
野
友
美
子
・
小
林
耕
二
）
２
０
１
７
『
メ
イ
キ
ン
グ
』

左
右
社

【
コ
ラ
ム
】
仮
家
塚
遺
跡
と
は
何
か

大
渕
淳
志
・
小
川
和
博
１
９
９
４
『
安
房
仮
家
塚
―
房
総
半
島
南
端
弥
生
時
代
中
期
の
方
形
周
溝

墓
の
調
査
』
千
葉
県
三
芳
村
教
育
委
員
会

仮
家
塚
遺
跡
発
掘
調
査
団
２
０
２
４
「
第
８
次
仮
家
塚
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
―
２
０
２
１
年
度
の

調
査
報
告
―
」『
法
政
考
古
学
』
49

白
石
哲
也
・
杉
山
祐
一
・
小
倉
淳
一
・
根
本
岳
史
・
植
田
雄
己
・
小
林
嵩
・
佐
藤
兼
理
２
０
２
３
「
第

8
次
仮
家
塚
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
―
２
０
２
１
年
度
の
調
査
報
告
―
」『
法
政
考
古
』
49

総
南
文
化
財
セ
ン
タ
ー
２
０
０
０
『
年
報No.11

』

千
葉
縣
安
房
郡
教
育
會
編
１
９
２
１
「
第
十
七
章　
町
村
誌
」『
千
葉
縣
安
房
郡
誌
』

中
野
修
秀
・
新
井
和
之
１
９
９
１
『
千
葉
県
安
房
郡
三
芳
村　
仮
家
塚
遺
跡
―
個
人
住
宅
建
設
に

伴
な
う
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
千
葉
県
三
芳
村
教
育
委
員
会

2　

農
耕
集
落
─
─
そ
の
誕
生
と
社
会
変
動

大
渕
淳
志
・
小
川
和
博
１
９
９
４
『
安
房
仮
家
塚
―
房
総
半
島
最
南
端
弥
生
時
代
中
期
の
方
形
周

溝
墓
の
調
査
―
』
千
葉
県
三
芳
村
教
育
委
員
会

白
井
久
美
子
・
小
林
信
一
２
０
１
０
『
館
山
市
萱
野
遺
跡
・
宇
戸
台
遺
跡
―
地
方
道
路
交
付
金
委

託
富
津
立
山
線
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
―
』
千
葉
県
県
土
整
備
部
・
財
団
法
人
千
葉
県
教
育
振

興
財
団

城
田
義
友
２
０
０
５
『
緊
急
地
方
道
路
整
備
委
託
（
館
山
大
貫
千
倉
線
）
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
―
館
山
市
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
・
東
山
遺
跡
―
』
千
葉
県
県
土
整
備
部
・
財
団
法
人
千
葉
県

文
化
財
セ
ン
タ
ー

高
梨
友
子
２
０
０
６
ａ
『
館
山
市
東
田
遺
跡
―
国
道
４
１
０
号
（
北
条
）
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
２
―
』
千
葉
県
県
土
整
備
部
・
㈶
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー

高
梨
友
子
２
０
０
６
ｂ
『
館
山
市
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
―
一
般
国
道
４
１
０
号
道
路
改
築
事
業
（
大

坪
）
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
千
葉
県
県
土
整
備
部
・
財
団
法
人
千
葉
県
教
育
振
興
財
団

千
葉
県
史
料
研
究
財
団
２
０
０
３
『
千
葉
県
の
歴
史　
資
料
編　
考
古
２
（
弥
生
・
古
墳
時
代
）』

千
葉
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
２
０
０
２
『
原
始
・
古
代
安
房
国
の
特
質
と
海
上
交
通
』
岡
本

東
三
編　

土
屋
治
男
・
城
田
義
友
・
高
梨
友
子
２
０
０
４
『
館
山
市
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
・
北
条
条
里
制
遺

跡
―
国
道
４
１
０
号（
北
条
）埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
１
―
』（
財
）千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー

野
中
徹
・
杉
山
春
信
・
杉
山
奈
津
子
・
高
梨
俊
夫
２
０
０
０
『
千
葉
県
鴨
川
市
東
条
地
区
遺
跡
群

発
掘
調
査
報
告
書
―
ほ
場
整
備
事
業
（
大
区
画
）
東
条
地
区
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
―
』
鴨

川
市
遺
跡
調
査
会

3　

土
器
─
─
稲
作
農
耕
社
会
を
物
語
る
宮
ノ
台
式
土
器

安
藤
広
道
１
９
９
０
「
神
奈
川
県
下
末
吉
台
地
に
お
け
る
宮
ノ
台
式
土
器
の
細
分
」
上
・
下
『
古

代
文
化
』
42
―
６・７　
古
代
学
協
会

安
藤
広
道
１
９
９
１
「
弥
生
時
代
集
落
群
の
動
態
」『
調
査
研
究
集
録
』
第
８
冊　
横
浜
市
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー

石
井
寛
１
９
８
０
『
折
本
西
原
遺
跡
』　
横
浜
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
委
員
会

大
渕
淳
志
・
小
川
和
博
１
９
９
４
『
安
房
仮
家
塚　
房
総
半
島
最
南
端
弥
生
時
代
中
期
の
方
形
周

溝
墓
の
調
査
』　
三
芳
村
教
育
委
員
会

岡
本
勇
ほ
か
１
９
９
４
『
大
塚
遺
跡
Ⅱ 

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
Ⅹ
Ⅴ
』

財
団
法
人
横
浜
市
ふ
る
さ
と
歴
史
財
団

小
倉
淳
一
１
９
９
６
「
東
京
湾
東
岸
地
域
の
宮
ノ
台
式
土
器
」『
史
館
』
27　
史
館
同
人

小
倉
淳
一
２
０
２
２
「
土
器
と
集
落
か
ら
み
る
弥
生
時
代
中
期
の
南
関
東
」『
南
関
東
の
弥
生
文
化　

東
か
ら
の
視
点
』
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館

柿
沼
修
平
ほ
か
１
９
８
５
『
大
崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅰ　
佐
倉
市
大
崎
台
Ｂ
地
区
遺
跡
調

査
会

柿
沼
修
平
ほ
か
１
９
８
６
『
大
崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅱ　
佐
倉
市
大
崎
台
Ｂ
地
区
遺
跡
調

査
会

柿
沼
修
平
ほ
か
１
９
８
７
『
大
崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅲ　
佐
倉
市
大
崎
台
Ｂ
地
区
遺
跡
調

査
会

柿
沼
修
平
・
高
橋
誠
１
９
９
７
『
大
崎
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅳ　
佐
倉
市
教
育
委
員
会

杉
原
荘
介
１
９
３
５
「
上
総
宮
ノ
台
遺
跡
調
査
概
報
」『
考
古
学
』
６
―
７　
東
京
考
古
学
会

滝
沢
亮
・
小
林
義
典
ほ
か
２
０
０
４
『
小
田
原
市
文
化
財
調
査
報
告
書
１
２
０　

多
古
境
遺
跡　

第
２
分
冊
（
第
４
地
点
）』
小
田
原
市
教
育
委
員
会

武
井
則
道
編
１
９
９
１
『
大
塚
遺
跡 

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
Ⅹ
Ⅱ
』

横
浜
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

田
村
良
照
ほ
か
２
０
２
１
『
神
奈
川
県
小
田
原
市
久
野
多
古
境
遺
跡
―
第
Ⅴ
地
点　
第
１
分
冊
―
』

社
会
福
祉
法
人
湖
成
会　
有
限
会
社
相
模
考
古
学
研
究
所

4　

地
理
と
考
古
学
調
査
─
─
南
房
総
の
歴
史
は
ど
う
解
明
さ
れ
て
き
た
か

　
こ
こ
に
記
し
た
文
献
の
他
に
、
平
成
の
市
町
村
合
併
前
の
安
房
郡
市
の
各
市
町
村
史
を
参
考
に

し
た
。
な
お
、
各
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
と
学
術
誌
論
文
は
省
略
し
た
。

大
野
延
太
郎
１
９
０
０
「
安
房
国
安
房
郡
東
長
田
村
遺
跡
ニ
付
テ
」『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
15
―

１
６
７
（
復
刻
版
１
９
８
１
年　
第
一
書
房
）

参
考
文
献

66



67 参考文献

館
山
市
立
博
物
館
１
９
９
０
『
企
画
展　
ほ
り
だ
さ
れ
た
安
房
の
遺
跡
』
図
録

館
山
市
立
博
物
館
１
９
９
４
『
企
画
展　
神
々
の
風
景
』
図
録

館
山
市
立
博
物
館
２
０
１
０『
館
山
市
市
制
施
行
70
周
年
記
念
特
別
展
図
録　
館
山
湾
の
洞
窟
遺
跡
』

千
葉
県
史
料
研
究
財
団
２
０
０
０
『
千
葉
県
の
歴
史　
資
料
編　
考
古
１
（
旧
石
器
・
縄
文
時
代
）』

千
葉
県
史
料
研
究
財
団
２
０
０
３
『
千
葉
県
の
歴
史　
資
料
編　
考
古
２
（
弥
生
・
古
墳
時
代
）』

地
方
史
研
究
協
議
会
編
１
９
７
３
『
房
総
地
方
史
の
研
究
』

5　

住
居
─
─
房
総
半
島
の
竪
穴
住
居
と
仮
家
塚
遺
跡
が
重
要
な
理
由

荒
海
川
表
遺
跡
10
号
竪
穴
住
居
２
０
０
１
『
成
田
市
荒
海
川
表
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
千
葉
県
史

料
研
究
財
団

市
原
市
菊
間
遺
跡
26
号
住
居
１
９
７
４
『
市
原
市
菊
間
遺
跡
』
房
総
考
古
資
料
刊
行
会

小
田
原
市
中
里
遺
跡
5
号
住
居
２
０
１
５
『
神
奈
川
県
小
田
原
市
中
里
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

玉
川
文
化
財
研
究
所

小
林
謙
一
２
０
０
４
『
縄
文
社
会
研
究
の
新
視
点
―
炭
素
14
年
代
測
の
利
用
―
』
六
一
書
房 

設
楽
博
巳
２
０
０
６
「
関
東
地
方
に
お
け
る
弥
生
時
代
農
耕
集
落
の
形
成
過
程
」『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
』
１
３
３

都
出
比
呂
志
１
９
８
５
「
弥
生
時
代
住
居
の
西
と
東
」『
日
本
語
・
日
本
文
化
研
究
論
集
』
大
阪

大
学
文
学
部
（
都
出
比
呂
志
１
９
８
９
『
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』
１
１
４
～
１
４
０
頁　

岩
波
書
店
に
補
足
付
再
録
）

中
野
谷
原
遺
跡
16
号
住
居
２
０
０
４
『
中
野
谷
地
区
遺
跡
群
２
』
群
馬
県
安
中
市
教
育
委
員
会

横
浜
市
大
塚・歳
勝
土
遺
跡Y17 

号
住
居
１
９
９
１
『
大
塚
遺
跡
』
横
浜
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

【
コ
ラ
ム
】
発
掘
っ
て
こ
ん
な
感
じ
！

文
化
庁
文
化
財
部
記
念
物
課
２
０
１
０
『
発
掘
調
査
の
て
び
き
―
集
落
遺
跡
発
掘
編
』　
六
一
書
房

6　

墓
─
─
仮
家
塚
遺
跡
の
方
形
周
溝
墓
と
弥
生
時
代
の
お
墓

安
藤
広
道
２
０
２
２
『
弥
生
時
代
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
新
泉
社

大
塚
初
重
・
井
上
裕
弘
１
９
６
９
「
方
形
周
溝
墓
の
研
究
」『
駿
台
史
学
』
24

折
原
洋
一
２
０
１
１
『
館
山
市
腰
越
遺
跡
―
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
新
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調

査
報
告
書
―
』　
株
式
会
社
ノ
ガ
ミ

滝
口
宏
１
９
８
０
『
安
房
国
分
寺
』　
千
葉
県
館
山
市
教
育
委
員
会

玉
口
時
雄
編
１
９
７
８
『
健
田
遺
跡
』　
朝
夷
地
区
教
育
委
員
会

千
葉
県
史
料
研
究
財
団
２
０
０
３
『
千
葉
県
の
歴
史　
資
料
編　
考
古
２
（
弥
生
・
古
墳
時
代
）』

禰
冝
田
佳
男
２
０
１
１
「
二　
墓
地
の
構
造
と
階
層
社
会
の
成
立
」『
講
座
日
本
の
考
古
学
６　
弥

生
時
代　
下
』
青
木
書
店

野
中
徹
・
杉
山
春
信
・
杉
山
奈
津
子
・
高
梨
俊
夫
２
０
０
０
『
千
葉
県
鴨
川
市
東
条
地
区
遺
跡
群

発
掘
調
査
報
告
書
―
ほ
場
整
備
事
業
（
大
区
画
）
東
条
地
区
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
―
』
鴨

川
市
遺
跡
調
査
会

7　

石
器
─
─
石
の
道
具
か
ら
わ
か
る
房
総
半
島
南
端
の
生
活
・
交
流

新
井
正
樹
１
９
９
８
「
駿
河
湾
の
有
頭
石
錘
に
つ
い
て
―
西
部
を
中
心
と
し
た
地
域
の
検
討
―
」『
静

岡
の
考
古
学
』　
植
松
章
八
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
静
岡
の
考
古
学
』
編
集
委
員
会　
79
～
97
頁

安
藤
杜
夫
・
松
田
政
基
１
９
９
８
『
千
葉
県
富
山
町　
恩
田
原
遺
跡　
県
営
ほ
場
整
備
事
業
岩
井

地
区
埋
蔵
文
化
財
調
査
』
富
山
町
教
育
委
員
会

今
泉
潔
１
９
８
８『
古
代
寺
院
跡（
宝
珠
院
）確
認
調
査
報
告
』財
団
法
人
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー

小
林
嵩
２
０
１
８
「
千
葉
県
南
房
総
市
恩
田
原
遺
跡
の
遺
構
・
遺
物
が
提
起
す
る
課
題
」『
貝
塚
』

73　
物
質
文
化
研
究
会　
1
～
5
頁

小
林
嵩
２
０
２
１
「
関
東
地
方
に
お
け
る
環
状
石
器
の
基
礎
的
研
究
」『
駿
台
史
学
』
１
７
２　
駿

台
史
学
会　
57
～
81
頁

小
林
嵩
２
０
２
２
「
房
総
半
島
に
お
け
る
大
陸
系
磨
製
石
器
の
出
現
・
消
滅
・
流
通
・
保
有
」『
千

葉
遺
跡
研
究
』
１　
千
葉
縄
文
研
究
会　
81
～
95
頁

白
井
久
美
子
・
小
林
信
一
２
０
１
０
『
館
山
市
萱
野
遺
跡
・
宇
戸
台
遺
跡
―
地
方
道
路
交
付
金
委

託
富
津
館
山
線
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
―
』（『
千
葉
県
教
育
振
興
財
団
調
査
報
告
』
６
３
９
）

財
団
法
人
千
葉
県
教
育
振
興
財
団

高
村
公
之
１
９
９
１
「
有
頭
石
錘
小
攷
」『
横
須
賀
市
博
物
館
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）』
36　
横

須
賀
市
人
文
博
物
館　
79
～
１
０
０
頁

中
泉
雄
太
・
田
切
美
智
雄
２
０
１
７
「
茨
城
県
日
立
市
に
お
け
る
磨
製
石
斧
の
石
材
及
び
そ
の
産

出
地
に
つ
い
て
」『
日
立
市
郷
土
博
物
館
紀
要
』
12　
日
立
市
郷
土
博
物
館　
3
～
20
頁

馬
場
伸
一
郎
２
０
０
１
ａ
「
南
関
東
弥
生
中
期
の
地
域
社
会
（
上
）
―
石
器
石
材
の
流
通
と
石
器

製
作
技
術
を
中
心
に
―
」『
古
代
文
化
』
53
―
５　
財
団
法
人
古
代
学
協
会　
18
～
28
頁

馬
場
伸
一
郎
２
０
０
１
ｂ
「
南
関
東
弥
生
中
期
の
地
域
社
会
（
下
）
―
石
器
石
材
の
流
通
と
石
器

製
作
技
術
を
中
心
に
―
」『
古
代
文
化
』
53
―
６　
財
団
法
人
古
代
学
協
会　
17
～
25
頁

馬
場
伸
一
郎
２
０
０
３「
榎
田
型
磨
製
石
斧
の
再
検
討
―
新
屋
敷
遺
跡
第
２
地
点（
台
の
城
山
遺
跡
）

と
長
野
盆
地
の
弥
生
中
期
後
半
に
お
け
る
太
形
蛤
刃
石
斧
の
比
較
検
討
か
ら
―
」『
埼
玉
考
古
』

38　
弥
生
時
代
特
集　
埼
玉
考
古
学
会　
１
０
３
～
１
１
７
頁

【
コ
ラ
ム
】
南
房
総
の
海
蝕
洞
穴
遺
跡
─
─
館
山
市
大
寺
山
洞
穴
遺
跡
を
例
に

岡
本
東
三
２
０
２
０
『
海
上
他
界
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー　
大
寺
山
洞
穴
の
舟
葬
墓
』

館
山
市
立
博
物
館
２
０
１
０
『
館
山
市
制
施
行
70
周
年
記
念
特
別
展
図
録　
館
山
湾
の
洞
窟
遺
跡

―
棺
に
な
っ
た
舟
。
黄
泉
の
国
へ
の
憧
憬
―
』

協
力
機
関
・
謝
辞

：

伊
丹
徹
・
大
島
慎
一
・
岡
山
亮
子
・
加
納
実
・
河
合
英
夫
・
酒
匂
喜
洋
・
谷
口
肇
・

野
中
祐
介
・
林
原
利
明
・
宮
坂
新
・
館
山
市
立
博
物
館
・
千
葉
県
教
育
庁
・
南
房
総
市
教
育
委
員
会

仮
家
塚
遺
跡
の
研
究
は
、
日
本
学
術
振
興
会
・
若
手
研
究
（20K13229

）「
弥
生
人
と
魚
食
文
化

―
米
と
魚
の
食
卓
の
始
ま
り
を
探
る
―
」（
代
表：白
石
哲
也
）、同・若
手
研
究
（23K12306

）「
弥

生
時
代
の
コ
メ
と
魚
の
食
文
化
―
内
陸
部
の
魚
料
理
を
解
明
す
る
―
」（
代
表
：
白
石
哲
也
）、・
学

術
変
革
領
域
研
究
（A
）B01

計
画
班
（24H02191

）「
人
は
「
暴
れ
る
気
候
」
に
ど
う
対
応
し

た
か
―
年
縞
研
究
と
日
本
考
古
学
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
―
」（
代
表
：
工
藤
雄
一
郎
）
の
支
援

が
無
け
れ
ば
実
施
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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