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21
世
紀
の
現
在
、
私
た
ち
は
縄
文
時
代
か
ら
続
く
道

具
を
使
い
続
け
て
い
る
。
土
器
や
石
器
を
使
っ
て
い
る

人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
植
物
素
材
の
か
ご
や
ざ

る
、
敷
物
を
使
っ
て
い
る
人
は
都
心
部
に
住
ん
で
い
て

も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
植
物
素
材
で
な
く
て

も
、
本
来
は
植
物
素
材
で
作
ら
れ
た
ざ
る
の
形
を
模
し

れ
ば
様
々
な
用
途
に
使
え
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
藁わ
ら

を

使
え
ば
袋
の
よ
う
な
か
ご
に
な
り
、
竹
を
使
え
ば
重
い

物
で
も
運
搬
で
き
る
堅
く
か
っ
ち
り
と
し
た
か
ご
に
な

る
よ
う
に
、
材
料
を
変
え
れ
ば
同
じ
技
法
で
も
異
な
っ

た
用
途
に
使
用
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
技
法
と
材
料
と

な
っ
た
植
物
を
い
か
に
選
択
す
る
か
は
、
編
組
製
品
の

機
能
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
要
素
と
い
え
る
。

日
本
列
島
で
一
番
古
い
実
物
の
編
組
製
品
は
縄
文
時

代
早
期
の
初
め
の
約
1
万
５
０
０
年
前
の
も
の
で
、
琵

琶
湖
の
湖
底
の
滋
賀
県
粟あ
わ

津づ

湖
底
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
。
出
土
し
た
製
品
は
小
さ
く
、
形
態
が
不
明
な
破
片

で
あ
る
が
、
編
み
組
み
が
確
認
で
き
る
。
完
全
な
か
ご

編
組
製
品
に
見
る
縄
文
時
代
の
植
物
利
用
と
加
工
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た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
や
ア
ル
ミ
製
の
水
切
り
ざ
る

を
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
土

器
や
石
器
は
な
く
な
っ
た
の
に
、
か
ご
や
ざ
る
は

現
代
ま
で
残
っ
た
の
か
。そ
の
答
え
の
ヒ
ン
ト
は
、

縄
文
時
代
の
植
物
資
源
利
用
と
加
工
技
術
に
あ
り

そ
う
だ
。

縄
文
時
代
の
編
組
製
品
と
は
？

か
ご
や
ざ
る
、
敷
物
な
ど
は
、
編へ
ん

組そ

製
品
と
呼

ば
れ
て
い
る
（
１
）。
編
組
製
品
と
は
、
文
字
通

り
「
編
む
」
と
「
組
む
」
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
製
品
を
さ
す
。
通
常
、
考
古
学
で
は
、
木
で
作

ら
れ
て
い
れ
ば
木
製
品
、
漆
が
塗
ら
れ
て
い
れ
ば

漆
製
品
と
い
う
よ
う
に
製
品
の
素
材
を
製
品
名
に

冠
す
る
が
、
編
組
製
品
は
技
術
が
名
称
に
付
さ
れ

て
い
る
。
編
組
製
品
の
利
点
は
、
編
み
目
の
間
隔

を
狭
く
す
れ
ば
ざ
る
に
な
り
、
広
く
す
れ
ば
篩ふ
る
いに

な
る
よ
う
に
、
技
法
や
素
材
の
間
隔
を
少
し
変
え

森とともに森とともに森とともに森とともに

どうどうどうどう

生きてきたか生きてきたか
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の
形
の
最
古
の
出
土
例
は
、
佐
賀
県
佐
賀
市
東ひ
が
し

名み
ょ
う

遺

跡
か
ら
出
土
し
た
編
組
製
品
で
、
縄
文
時
代
早
期
の
終

わ
り
頃
の
約
８
０
０
０
年
前
の
も
の
で
あ
る
（
図
１
）。

東
名
遺
跡
は
、
国
内
最
古
の
湿
地
性
貝
塚
で
あ
る

（
２
、３
）。
遺
跡
全
体
の
地
下
水
位
が
高
か
っ
た
た
め
、

通
常
の
遺
跡
で
は
動
物
や
菌
類
な
ど
に
よ
っ
て
分
解
し

て
し
ま
っ
て
残
ら
な
い
動
植
物
遺
体
が
多
量
に
出
土
し

た
。
か
ご
な
ど
の
編
組
製
品
は
極
め
て
良
好
な
状
態
で

残
り
、
約
７
４
０
点
が
出
土
し
た
。
１
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
編
組
製
品
の
出
土
数
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

世
界
一
の
点
数
で
あ
る
。
貝
塚
域
か
ら
出
土
し
た
長
軸

が
40
㌢
㍍
以
上
残
存
し
て
い
る
製
品
を
1
個
体
と
数
え

る
と
、
約
２
４
４
個
体
と
な
る
。
同
様
に
貝
塚
域
で
出

土
し
た
土
器
の
う
ち
底
部
が
３
分
の
１
残
存
し
て
い
る

も
の
を
１
個
体
と
数
え
る
と
、
土
器
の
最
小
個
体
数
は

約
２
４
０
個
体
で
、
編
組
製
品
と
土
器
の
出
土
個
体
数

は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
を
み
て
も
、
い
か
に

編
組
製
品
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
。

東
名
遺
跡
で
圧
倒
的
に
多
く
出
土
し
た
編
組
製
品
は

か
ご
類
で
、
約
７
３
０
点
が
出
土
し
た
。
特
に
イ
チ
イ

ガ
シ
な
ど
の
ド
ン
グ
リ
類
を
水
漬
け
す
る
た
め
の
高
さ

約
60
㌢
以
上
の
大
型
の
か
ご
が
多
く
見
ら
れ
た
。
水
漬

け
し
た
目
的
と
し
て
は
、
虫
殺
し
の
可
能
性
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
低
地
に
穴
を
掘
り
、
そ
こ
に
ド
ン
グ
リ
類

を
入
れ
た
か
ご
を
、
水
位
の
変
動
な
ど
で
流
さ
れ
な
い

よ
う
に
細
い
杭
で
留
め
た
り
し
て
設
置
し
て
い
た
。
編

組
製
品
は
多
様
で
、
ド
ン
グ
リ
類
を
い
れ
る
大
型
の
か

ご
だ
け
で
な
く
、
運
搬
用
と
思
わ
れ
る
高
さ
約
50
㌢
以

下
の
小
型
の
か
ご
や
ざ
る
、
敷
物
、
縄
類
、
そ
れ
ら
の

素
材
と
な
る
植
物
を
束
ね
た
素
材
束
も
確
認
さ
れ
た
。

東
名
遺
跡
は
、
編
組
製
品
の
素
材
植
物
の
調
査
数
で

も
全
国
一
で
あ
り
、
発
掘
調
査
が
終
了
し
て
約
15
年

経
っ
た
段
階
で
も
継
続
し
て
素
材
植
物
の
調
査
と
分
析

が
行
わ
れ
て
お
り
、
約
４
０
０
個
体
分
の
素
材
植
物
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

編
組
製
品
の
素
材
植
物
と

技
法
の
特
徴
と
時
期
変
遷

現
在
の
九
州
の
か
ご
の
素
材
で
、
圧
倒
的
に
多
い
の

は
タ
ケ
で
あ
る
。
し
か
し
、
縄
文
時
代
早
期
の
日
本
列

島
に
は
タ
ケ
は
生
育
し
て
い
な
か
っ
た
。分
析
の
結
果
、

東
名
遺
跡
の
大
き
な
か
ご
は
イ
ヌ
ビ
ワ
や
ム
ク
ロ
ジ
と

い
っ
た
落
葉
広
葉
樹
の
木
材
を
割
り
裂
い
て
作
製
し
た

素
材
で
作
ら
れ
て
い
た
。
図
１
最
上
段
の
イ
ヌ
ビ
ワ
の

か
ご
は
、
上
部
は
「
ご
ざ
目
」、
中
央
は
「
も
じ
り
」、

下
部
は
「
網あ

代じ
ろ

」
と
い
う
技
法
で
編
ま
れ
て
い
る
（
図

２
）。
素
材
も
、
本
体
の
ご
ざ
目
と
網
代
の
部
分
は
イ

ヌ
ビ
ワ
の
ヘ
ギ
材
、
黒
い
部
分
の
も
じ
り
の
部
分
は
ツ

ル
植
物
の
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
と
い
う
よ
う
に
、
部
位
ご
と
に図２　東名遺跡から確認された約 8000 年前の編組技法模式図（佐賀市教育委員会 2017）
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見
え
る
波
形
網
代
で
編
ま
れ
て
い
る
も
の
も
多
か
っ

た
。
し
か
し
、
実
物
を
見
て
も
実
測
図
を
見
て
も
文
様

は
は
っ
き
り
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
編
み
方
に

手
間
を
掛
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
技
法
は
、

東
名
遺
跡
の
か
ご
が
一
番
古
い
例
で
あ
る
が
、
全
国
的

に
見
て
８
０
０
０
年
前
か
ら
６
５
０
０
年
前
ぐ
ら
い
の

縄
文
時
代
早
期
か
ら
前
期
に
は
、
連
続
桝
網
代
や
波
形

網
代
の
よ
う
な
、
か
ご
の
機
能
と
は
直
接
関
係
が
な
い

の
に
、
意
図
的
に
難
し
く
編
ん
だ
複
雑
な
編
組
技
法
が

流
行
す
る
（
図
２
）。
ま
た
、
九
州
地
方
の
縄
文
時
代

早
期
〜
中
期
頃
ま
で
は
、
落
葉
あ
る
い
は
常
緑
広
葉
樹

の
木
材
を
割
り
裂
い
た
ヘ
ギ
材
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い

る
傾
向
も
見
え
て
き
て
い
る
（
５
）。

縄
文
時
代
後
期
、３
５
０
０
年
前
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、

非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
技
法
が
主
流
に
な
る
。
後
・
晩
期

に
は
、
九
州
地
方
で
は
常
緑
広
葉
樹
林
に
生
育
す
る
ツ

ヅ
ラ
フ
ジ
や
テ
イ
カ
カ
ズ
ラ
属
な
ど
の
ツ
ル
植
物
が
主

に
使
わ
れ
る
。
福
岡
県
久
留
米
市
正し
ょ
う

福ふ
く

寺じ

遺
跡
の
よ

う
に
、
ツ
ル
植
物
の
ウ
ド
カ
ズ
ラ
の
根
（
気
根
）
で
編

む
か
ご
な
ど
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
図
４
）。
ウ

ド
カ
ズ
ラ
の
ツ
ル
の
部
分
は
枝
分
か
れ
が
多
く
、
固
く

て
編
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
空
中
に
垂
れ
下
が
っ
て
い

る
気
根
で
編
む
と
し
な
や
か
で
細
く
、
複
雑
な
編
み
方

が
可
能
で
あ
っ
た
（
４
）。
こ
れ
も
復
元
製
作
を
行
っ

て
み
て
気
づ
い
た
発
見
で
あ
っ
た
。

素
材
植
物
の
変
化
は
、
８
０
０
０
年
前
ご
ろ
以
降
に

カ
シ
類
や
ク
ス
ノ
キ
科
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹（
照
葉
樹
）

の
森
が
拡
大
し
た
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
東
名
遺
跡
の
時
期
は
、
植
生
の
移
行
期
に

あ
た
り
、
木
材
を
割
り
裂
い
た
ヘ
ギ
材
も
ツ
ル
植
物
も

使
わ
れ
、多
様
な
素
材
が
選
択
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
。

図３　編組製品の復元品製作のためのムクロジの採取とヘギ材の製作工程（佐賀市教育委員会 2017）右はあみもの研究会提供。

異
な
る
技
法
や
素
材
植
物
が
用
い
ら
れ
て
い
た
（
２
、

３
）。
異
な
る
素
材
や
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
ツ
ル
植
物
を
用
い
た
も
じ
り
部
分
で
タ
テ
材

の
本
数
を
重
ね
て
少
な
く
し
、
口
が
す
ぼ
ま
る
形
状
を

作
り
出
し
て
い
た
。

か
ご
の
材
料
と
な
る
イ
ヌ
ビ
ワ
や
ム
ク
ロ
ジ
は
、
幹

を
楔く
さ
びで
割
り
、
石
器
で
板
状
に
し
て
、
最
後
は
口
と
手

を
用
い
て
薄
い
ヘ
ギ
材
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

（
図
３
）。
粘
り
が
あ
る
の
は
、
若
い
木
の
根
元
か
ら
１

〜
２
㍍
ぐ
ら
い
の
幹
で
あ
る
。
製
作
実
験
を
し
た
と
こ

ろ
、
そ
れ
よ
り
上
部
の
材
は
粘
り
が
な
く
、
ヘ
ギ
材

に
す
る
と
割
れ
て
し
ま
う
。
ム
ク
ロ
ジ
は
、
現
在
の
九

州
地
方
で
は
か
ご
の
ヘ
ギ
材
が
作
れ
る
ほ
ど
素
性
が
良

い
若
い
木
は
あ
ま
り
生
え
て
お
ら
ず
、
佐
賀
県
内
で
は

な
く
大
分
県
日
田
市
や
宮
崎
県
西
都
市
ま
で
行
っ
て
採

取
し
た
。
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
や
テ
イ
カ
カ
ズ
ラ
と
い
っ
た
ツ

ル
の
素
材
も
、
通
常
、
木
に
絡
ま
っ
て
巻
き
付
い
て
曲

が
っ
て
上
が
っ
て
い
く
ツ
ル
は
、
節
が
あ
っ
た
り
枝
分

か
れ
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
割
り
裂
い
て
か
ご
の
材
料

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
ご
に
は
地
面
を
横
に
長

く
這
っ
て
い
て
、
葉
が
つ
い
て
い
な
い
ツ
ル
が
適
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
ツ
ル
を
探
し
て
、
輪
状
の
素
材
束
の

状
態
に
し
て
材
料
を
採
取
し
た
。
東
名
遺
跡
で
使
わ
れ

て
い
る
素
材
植
物
は
、
九
州
地
方
で
普
通
に
生
育
し
て

い
る
植
物
で
あ
る
が
、か
ご
に
適
し
た
材
料
と
な
る
と
、

集
め
る
の
に
は
非
常
に
苦
労
し
た
（
４
）。

素
材
植
物
を
調
べ
る
と
、
技
法
と
素
材
の
対
応
関
係

の
ル
ー
ル
が
見
え
て
く
る
。
図
１
の
２
段
目
に
み
ら
れ

る
ム
ク
ロ
ジ
製
の
か
ご
は
、
イ
ヌ
ビ
ワ
の
か
ご
と
基
本

的
に
同
じ
技
法
が
用
い
ら
れ
る
が
、
網
代
は
、
複
雑
な

ひ
し
形
模
様
が
組
み
合
わ
さ
る
連
続
桝
網
代
や
波
形
に
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縄
文
時
代
の
か
ご
か
ら
わ
か
る

植
物
資
源
利
用

縄
文
時
代
の
編
組
製
品
の
調
査
に
よ
っ
て
、
次
の
点

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
大
き
さ
や
形
態
に
合
わ

せ
た
素
材
植
物
の
選
択
と
、
技
法
の
選
択
が
お
お
よ
そ

８
０
０
０
年
前
に
確
立
し
て
い
た
。
東
名
遺
跡
で
確
立

し
た
技
法
は
、
概
ね
現
代
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、
か
ご
を
当
時
と
同
じ
素
材
で
復
元
し
て
み

て
分
か
っ
た
の
は
、
か
ご
に
適
し
た
素
材
植
物
を
ム
ラ

の
周
辺
で
管
理
し
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。
技
法
に
適

し
た
植
物
は
、素
性
の
良
い
植
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

素
材
植
物
の
採
集
時
期
や
生
育
年
数
、
生
育
環
境
を
管

を
加
工
す
る
前
に
水
漬
け
し
て
い
た
素
材
束
が
出
土
し

て
い
る
。
そ
う
し
た
材
料
の
保
管
形
態
も
現
在
の
か
ご

作
り
と
共
通
し
て
お
り
、
復
元
製
作
を
通
し
て
、
遺
跡

に
お
け
る
か
ご
作
り
の
過
程
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

縄
文
の
植
物
資
源
利
用
が
示
す
こ
と

縄
文
時
代
の
編
組
製
品
の
研
究
か
ら
、
縄
文
時
代
の

か
ご
作
り
は
、
身
近
に
入
手
で
き
て
技
法
に
適
し
た
植

物
を
選
択
し
な
が
ら
行
わ
れ
た
様
相
が
見
え
て
き
た
。

一
般
に
縄
文
時
代
の
人
々
は
、
獣
を
狩
り
、
魚
を
捕
り
、

木
の
実
を
拾
っ
て
生
活
し
て
い
た
「
狩
猟
採
集
民
」
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
植
物
に
関
し
て
は
資

源
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
、
東
名
遺
跡
で
見
ら
れ

る
よ
う
な
大
型
の
か
ご
を
大
量
に
は
作
り
え
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
東
名
遺
跡
は
植
物
の
資
源
管
理
を
行
っ
て

い
た
最
初
期
の
段
階
と
考
え
て
い
る
。
８
０
０
０
年
前

ご
ろ
と
い
う
時
代
に
は
、
中
国
大
陸
で
は
、
イ
ネ
が

野
生
稲
か
ら
栽
培
化
さ
れ
て
狩
猟
採
集
か
ら
農
耕
に
移

行
し
、
６
４
０
０
年
前
ご
ろ
の
縄
文
時
代
前
期
ぐ
ら
い

の
時
期
に
は
稲
作
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
日
本
列
島
で
は
、
８
０
０
０
年
前
に
、
食
糧
生
産

で
は
な
く
、
か
ご
な
ど
の
道
具
作
り
の
た
め
の
植
物
資

源
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
列

島
の
縄
文
人
は
狩
猟
、
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

と
採
集
を
、
中
国
大
陸
の

新
石
器
時
代
人
は
農
耕
を
主
体
的
に
行
い
、
農
耕
の
方

が
発
展
し
た
社
会
と
し
て
一
般
に
は
語
ら
れ
る
が
、
縄

文
人
は
身
近
な
植
物
資
源
を
最
大
限
活
用
し
た
エ
キ
ス

パ
ー
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
か
ご
作
り
か
ら
み
え
た
植
物
資
源
管
理

の
技
術
の
高
さ
は
、
世
界
に
誇
れ
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

ま
た
、
か
ご
作
り
は
、
人
が
居
住
し
て
い
る
空
間
の
身

近
な
資
源
を
利
用
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
が
よ
り
遠

方
に
材
料
を
求
め
る
土
器
や
石
器
と
の
大
き
な
違
い
で

あ
る
。
我
々
の
生
活
に
根
付
い
て
い
る
身
近
な
文
化
、

技
術
で
あ
る
こ
と
が
、
現
在
ま
で
か
ご
作
り
が
継
続
す

る
一
つ
の
理
由
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
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史
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縄
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５
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縄
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技
法
の
特

徴
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差
」
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研
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編
『
縄
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組
製
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み
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図４　福岡県久留米市正福寺遺跡出土の縄文時代後期の編組製品の素材植物と出
土遺物、復元品（佐賀市教育委員会 2017、工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編
2017）

理
し
て
い
な
い

と
、
か
ご
作
り

は
恒
常
的
に
で

き
な
い
。
お
そ

ら
く
、
縄
文
人

は
、
か
ご
が
編

み
や
す
い
よ
う

に
植
物
の
生
育

環
境
を
整
備
し

て
い
た
の
だ
ろ

う
。
東
名
遺
跡

で
は
、
材
料
を

束
や
、ヘ
ギ
材
、

丸
い
輪
な
ど
素

材
植
物
の
特
性

に
合
わ
せ
た
形

で
ス
ト
ッ
ク
し

て
い
て
、
そ
れ




