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縄
文
時
代
と
は

こ
の
数
年
、
宇
宙
の
始
ま
り
か
ら
人
類
の
歴
史
ま
で

を
１
冊
で
扱
っ
た
書
物
が
複
数
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
う

ち
の
１
冊
で
あ
る
『
ビ
ッ
グ
ヒ
ス
ト
リ
ー
大
図
鑑
：
宇

宙
と
人
類 

１
３
８
億
年
の
物
語
』（
河
出
書
房
新
社
）

で
は
、
縄
文
人
の
生
活
が
見
開
き
２
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
壮
大
な
歴
史

の
記
述
の
中
で
、
縄
文
時
代
の
人
々
の
生
活
が
注
目
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
縄
文
時
代
の
人
々
が
定

住
し
て
狩
猟
と
採
集
を
し
な
が
ら
豊
か
な
生
活
を
送
っ

て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
縄
文
時
代
の
人
々
は
、
お

よ
そ
１
万
６
０
０
０
年
前
に
土
器
を
開
発
し
て
竪
穴

住
居
を
つ
く
っ
て
定
住
を
始
め
た
。
そ
し
て
、
お
よ
そ

２
４
０
０
年
前
に
農
耕
と
金
属
器
を
受
容
し
て
、
狩
猟

採
集
の
生
活
を
終
え
た
。
日
本
列
島
の
外
と
比
較
し
て

み
る
と
、
農
耕
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
は
１
万
２
０
０
０

年
前
に
、
中
国
大
陸
で
は
１
万
年
前
に
始
ま
っ
て
お

り
、
縄
文
時
代
の
人
々
は
す
ぐ
隣
の
東
ア
ジ
ア
で
農
耕

が
始
ま
っ
て
か
ら
で
も
８
０
０
０
年
近
く
、
農
耕
に
よ

ら
な
い
で
狩
猟
と
採
集
で
生
活
を
続
け
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
ま
た
世
界
の
人
類
の
生
活
を
見
て
み
る
と
、
狩

猟
採
集
民
は
少
数
の
道
具
し
か
持
た
ず
、
つ
ね
に
獲
物

を
求
め
て
遊
動
し
て
い
る
の
に
対
し
、
農
耕
民
は
農

耕
に
関
連
す
る
多
様
な
道
具
を
持
っ
て
い
て
定
住
し
て

い
る
の
が
、
一
般
的
な
人
類
の
生
活
様
式
と
さ
れ
て
き

た
。
こ
う
し
た
点
で
、
縄
文
時
代
の
人
々
の
生
活
は
人

類
史
の
う
え
で
特
異
な
生
活
様
式
で
あ
り
、
そ
の
特
異

性
に
よ
り
『
ビ
ッ
グ
ヒ
ス
ト
リ
ー
大
図
鑑
』
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
想
定
さ

れ
て
き
た
縄
文
時
代
の
人
々
の
生
活
様
式
は
や
や
古
い

概
念
で
あ
り
、
こ
の
40
年
ほ
ど
の
低
地
の
遺
跡
に
お
け

る
発
掘
調
査
と
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
、
縄
文
時
代

の
人
々
は
単
な
る
狩
猟
採
集
民
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
７
３
０
０

年
前
に
は
じ
ま
る
縄
文
時
代
前
期
に
な
る
と
、
人
々
は

集
落
の
周
辺
で
植
物
資
源
を
管
理
し
て
利
用
す
る
よ
う

に
な
り
、
少
な
く
と
も
植
物
資
源
は
単
な
る
採
集
の
対

象
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
森
林
資
源
管
理
は

ど
の
よ
う
に
見
え
て
き
た
か

縄
文
時
代
の
人
々
と
植
物
資
源
と
の
関
わ
り
が
見
え

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
１
９
８
０
年
代
〜
90
年

代
に
か
け
て
関
東
地
方
で
行
わ
れ
た
低
地
で
の
発
掘
調

査
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
主
に
発
掘
さ
れ
て
き
た
台
地
上

の
遺
跡
で
は
、
植
物
遺
体
は
人
為
や
火
事
で
炭
化
し
な

い
か
ぎ
り
残
ら
な
い
が
、
低
地
の
遺
跡
で
は
水
分
が
多

く
分
解
さ
れ
に
く
い
環
境
に
あ
る
た
め
植
物
遺
体
が
良

好
に
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
低
地
の
遺
跡
で
は
、
地
下

水
に
よ
る
浸
水
の
た
め
恒
常
的
に
排
水
を
し
な
け
れ
ば

発
掘
で
き
ず
、
大
規
模
な
公
共
事
業
に
伴
っ
て
、
や
っ

と
こ
の
頃
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
ず
関
東
地
方
の
三
つ
の
低
地
の
遺
跡
の
例
を
紹
介
す

る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
お
よ
そ
４
５
０
０
年
前
か

ら
２
４
０
０
年
前
に
相
当
す
る
縄
文
時
代
後
・
晩
期
の

遺
跡
で
あ
り
、
１
例
目
の
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
の
寿
能

泥
炭
層
遺
跡
で
は
、
大
宮
公
園
の
東
縁
を
流
れ
る
芝
川

の
洪
水
調
整
池
の
整
備
に
と
も
な
っ
て
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
、
漆
器
や
丸
木
舟
と
と
も
に
、
杭
列
や
木
道
な
ど

が
見
い
だ
さ
れ
た
。
２
例
目
の
埼
玉
県
川
口
市
の
赤
山

陣
屋
跡
遺
跡
で
は
、
東
京
外
か
く
環
状
道
路
の
建
設
に

伴
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
ト
チ
ノ
キ
の
果
皮
や
種

皮
が
塚
に
な
っ
た
ト
チ
塚
を
伴
っ
た
「
ト
チ
の
実
加
工

場
跡
」
と
呼
ば
れ
る
遺
構
や
板
囲
い
遺
構
な
ど
が
見
い

だ
さ
れ
た
。
３
例
目
の
栃
木
県
小
山
市
の
寺
野
東
遺
跡

で
は
、
工
業
団
地
の
造
成
に
伴
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
、水
を
溜
め
る
15
基
の
木
組
遺
構
が
見
い
だ
さ
れ
た
。

こ
の
３
遺
跡
で
低
地
に
構
築
さ
れ
た
こ
う
し
た
遺
構
に

使
わ
れ
て
い
る
木
材
の
樹
種
を
調
べ
て
み
る
と
、
ク
リ

が
お
よ
そ
50
〜
80
％
を
占
め
て
い
た
（
図
１
）。
ク
リ

は
北
海
道
南
部
か
ら
九
州
の
南
端
ま
で
生
育
し
、
関
東

遺
跡
か
ら
見
え
て
く
る
縄
文
人
の
森
林
資
源
管
理

その２

明
治
大
学
黒
耀
石
研
究
セ
ン
タ
ー
　
能
城
修
一

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



― 9 ―

地
方
に
分
布
す
る
天
然

生
林
や
、
薪
炭
林
を
は

じ
め
と
す
る
二
次
林
中

に
は
つ
ね
に
混
生
す
る

も
の
の
、
そ
の
比
率
は

低
く
、
１
〜
２
％
ほ
ど

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
現
在
の
森
林
中
の

ク
リ
の
比
率
と
比
べ

て
、
縄
文
時
代
の
低
地

の
遺
構
の
土
木
材
等
に

４
６
０
０
年
前
）
沖
館
川
南
岸
の
台
地
上
に
集
落
が
営

ま
れ
、
６
本
の
ク
リ
の
掘
立
柱
や
、
大
型
建
物
、
盛
土
、

道
路
、
墓
域
な
ど
多
数
の
遺
構
が
構
築
さ
れ
た
。
こ
の

台
地
を
き
ざ
む
谷
の
中
の
堆
積
物
に
保
存
さ
れ
て
い
た

花
粉
の
組
成
を
み
て
み
る
と
、
集
落
が
成
立
す
る
以
前

は
ナ
ラ
林
が
成
立
し
て
い
た
の
が
、
人
が
台
地
上
に
居

住
を
は
じ
め
る
と
台
地
上
は
ほ
ぼ
ク
リ
林
で
覆
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
後
期
に
な
っ
て
集
落
が
廃
絶
す
る
と
、

ま
た
ナ
ラ
や
ブ
ナ
の
林
が
台
地
上
に
、
川
沿
い
に
は
ト

チ
ノ
キ
林
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
（
図
２
）。

一
方
、
八
甲
田
山
の
中
腹
の
田
代
平
で
は
ナ
ラ
優
占
か

ら
ブ
ナ
優
占
と
い
う
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
ナ
ラ
と
ブ

ナ
の
林
が
変
わ
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
い
た
。
ま
た
三

内
丸
山
遺
跡
で
は
、
谷
の
中
か
ら
多
数
の
土
木
材
が
出

土
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
関
東
地
方
の
例
と
同
様
に

ク
リ
が
圧
倒
的
に
選
択
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
結
果
は
、

少
な
く
と
も
縄
文
時
代
前
期
以
降
、
縄
文
時
代
の
人
々

は
集
落
を
形
成
す
る
と
、
そ
の
周
辺
に
ク
リ
林
を
人
為

的
に
維
持
し
て
い
て
、
そ
の
果
実
を
食
料
と
す
る
だ
け

で
な
く
、
そ
の
木
材
も
活
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
た
。
さ
ら
に
、
ク
リ
の
花
粉
は
ナ
ラ
や
ス
ギ
の
花
粉

と
く
ら
べ
て
林
外
に
は
ほ
と
ん
ど
散
布
し
な
い
た
め
、

三
内
丸
山
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
60
〜
80
％
と
い
う

ク
リ
花
粉
の
比
率
は
、
周
辺
の
台
地
上
に
ク
リ
の
純
林

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

縄
文
時
代
の
森
林
資
源
管
理
の

内
容
は
ど
う
な
の
か

こ
の
よ
う
に
し
て
縄
文
時
代
の
人
々
と
ク
リ
と
の
結

び
つ
き
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
縄
文
時
代

前
期
に
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
植
物
と
人
々
と
の
結
び

つ
き
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
ウ
ル
シ
と
漆
器
の
利
用
で
あ

る
。
現
在
、
日
本
最
古
の
漆
器
は
、
石
川
県
七
尾
市
の

三
引
遺
跡
で
出
土
し
た
縄
文
時
代
早
期
末
の
お
よ
そ

７
２
０
０
年
前
の
櫛く
し

で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
三
内
丸
山

遺
跡
を
は
じ
め
と
し
て
縄
文
時
代
の
主
要
な
遺
跡
で
は

赤
と
黒
の
漆
を
塗
布
し
た
漆
器
が
普
通
に
出
土
す
る
よ

う
に
な
る
。
こ
う
し
た
縄
文
時
代
の
漆
器
は
、
20
世
紀

初
頭
に
発
掘
さ
れ
た
青
森
県
八
戸
市
の
是
川
中
居
遺
跡

や
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
の
真
福
寺
貝
塚
か
ら
出
土
し
て

お
り
、
す
で
に
１
０
０
年
以
上
も
前
か
ら
存
在
が
知
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
漆
器
に
塗
布
し
た
漆
液
の
由
来
が

分
か
っ
た
の
は
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ル

シ
は
中
国
大
陸
東
北
部
の
遼
東
半
島
付
近
か
ら
南
西
部

の
横
断
山
脈
周
辺
を
原
産
と
す
る
落
葉
広
葉
樹
で
あ

り
、
日
本
列
島
で
縄
文
時
代
の
早
期
末
以
降
に
漆
器
が

図 1　関東地方の縄文時代後・晩期の遺跡におけ
る土木材の樹種

見
ら
れ
る
ク
リ
の
比
率
は
著
し
く
高
い
値
で
あ
っ
た
。

ま
た
寿
能
泥
炭
層
遺
跡
の
杭
列
で
、
杭
の
太
さ
や
長
さ

を
も
と
に
素
材
の
数
量
を
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
樹
高
10

㍍
前
後
の
ク
リ
が
１
０
０
本
近
く
使
わ
れ
て
い
た
。
こ

図 2　青森県の三内丸山遺跡と八甲田山田代平における花粉組成の
変遷（参考文献 3；著作権管理者：日本植生史学会）

の
よ
う
に
、
現
在
の
森
林
中
に
生
育
す
る
量
で

は
簡
単
に
は
賄
え
な
い
ほ
ど
高
い
比
率
で
、
ク

リ
の
木
材
が
縄
文
時
代
の
低
地
の
遺
構
の
構
築

に
利
用
さ
れ
て
い
た
状
況
か
ら
、
最
初
に
ク
リ

資
源
が
集
落
周
辺
で
人
為
的
に
管
理
さ
れ
て
い

る
実
態
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
遺
構
が
使
わ
れ
て
い
た
期

間
は
10
年
も
し
く
は
20
年
ほ
ど
と
想
定
さ
れ
、

縄
文
時
代
の
間
の
ご
く
短
い
期
間
の
樹
種
選
択

と
利
用
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し

た
状
況
の
中
で
、
縄
文
時
代
に
お
け
る
集
落
の

消
長
と
ク
リ
林
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明

瞭
に
示
し
た
の
が
、
青
森
市
の
三
内
丸
山
遺
跡

に
お
け
る
調
査
の
成
果
で
あ
る
。
三
内
丸
山
遺

跡
で
は
、
縄
文
時
代
の
前
期
の
中
頃
か
ら
中
期

の
終
わ
り
ま
で
（
お
よ
そ
６
０
０
０
年
前
〜

寺野東遺跡
晩期中葉
土木材（n = 1054）

寿能泥炭層遺跡
後期前葉
A杭列（n = 309）

赤山陣屋跡遺跡
後期末葉～晩期中葉
土木材等（n = 700）

トネリコ属トネリコ属
クリクリクリ

ヤマグワ

クリ

ク
リ

ブ
ナ

ブ
ナ

ナ
ラ

ナ
ラ

ト
チノ
キ

居住期間
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構
築
に
は
ク
リ
や
ウ
ル
シ
を
多
用
し
、
短
期
間
し
か
使

わ
な
い
小
型
の
遺
構
で
は
ク
リ
や
ウ
ル
シ
は
主
要
な
構

造
材
の
み
に
使
っ
て
、
そ
れ
以
外
は
二
次
林
の
樹
種
で

済
ま
す
と
い
う
使
い
分
け
も
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
下

宅
部
遺
跡
で
は
、
杭
列
に
使
わ
れ
て
い
た
杭
70
本
中
の

43
本
に
、
木
材
を
一
周
す
る
よ
う
に
付
け
ら
れ
た
漆
液

の
線
状
の
痕
跡
が
見
い
だ
さ
れ
、
当
時
の
漆
掻か

き
と
の

関
連
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、ウ
ル
シ
の
よ
う
に
、

日
本
列
島
に
列
島
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
植
物
は
少
な

く
な
く
、
ア
フ
リ
カ
原
産
と
さ
れ
る
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
や
、

中
央
ア
ジ
ア
原
産
と
さ
れ
る
ア
サ
、
そ
し
て
ウ
ル
シ
な

ど
は
、
お
よ
そ
１
万
３
０
０
０
年
前
か
ら
１
万
年
前
の

縄
文
時
代
の
早
い
時
期
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
。
し
か

し
そ
う
し
た
早
い
時
期
に
は
、
栽
培
を
証
拠
づ
け
る
資

料
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
前
期
に
な
る
と
、
人
々
は
ク

リ
と
ウ
ル
シ
の
林
を
集
落
の
周
辺
に
仕
立
て
、
ク
リ
は

果
実
と
木
材
を
、
ウ
ル
シ
は
漆
液
と
木
材
を
利
用
し
て

い
た
こ
と
が
、
こ
の
40
年
ほ
ど
の
調
査
研
究
か
ら
明
ら

か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
人
々
は
単
に
そ
う
し
た
資
源

を
集
落
の
周
辺
で
育
て
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
優
良
な

品
種
の
選
抜
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
果
実
や
種
子
の
研

究
か
ら
見
え
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
ク
リ
は
、
縄
文

時
代
の
前
期
の
段
階
で
す
で
に
野
生
の
シ
バ
グ
リ
よ
り

や
や
大
き
い
果
実
を
つ
け
て
い
た
が
、
そ
れ
が
後
・
晩

期
に
か
け
て
さ
ら
に
大
型
化
し
、
後
・
晩
期
に
は
現
在

の
栽
培
品
種
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
大
き
さ
の
果
実
を
つ

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
ダ
イ
ズ
属
で
は
、
縄
文
時

代
中
期
ご
ろ
に
野
生
種
の
ツ
ル
マ
メ
よ
り
大
き
な
種
子

を
つ
け
る
品
種
が
選
抜
さ
れ
、
後
・
晩
期
に
な
る
と
、

単
に
よ
り
大
型
の
種
子
を
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
丸
型

の
種
子
を
つ
け
る
タ
イ
プ
と
扁
平
型
の
種
子
を
つ
け

る
タ
イ
プ
が
選
抜
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
の

人
々
は
、
集
落
周
辺
の
植
物
と
様
々
な
レ
ベ
ル
で
密
接

に
関
わ
り
あ
い
な
が
ら
生
活
し
て
お
り
、
狩
猟
採
集
民

の
行
う
採
集
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
植
物
と
の
関
わ
り

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
き
て
い
る
。

縄
文
時
代
の
集
落
と
周
辺
の
景
観

縄
文
時
代
の
人
々
は
、
集
落
周
辺
で
植
物
資
源
を
管

理
し
て
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
遠
方
に
生
育
し

て
い
た
植
物
資
源
も
活
用
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た

様
々
な
レ
ベ
ル
で
植
物
を
利
用
す
る
様
相
は
、
東
京
都

と
埼
玉
県
に
ま
た
が
る
狭
山
丘
陵
に
あ
る
ほ
ぼ
同
時
期

図 3　縄文時代の日本列島におけるウルシ木材の出土

普
通
に
出
土
す
る
こ
と
は
、
漆
器
が
早
期
末
以
降
に
は

中
国
大
陸
か
ら
盛
ん
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は

ウ
ル
シ
と
漆
工
技
術
が
す
で
に
渡
来
し
て
い
て
、
日
本

列
島
で
漆
液
の
採
取
と
漆
器
の
製
作
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
ウ
ル
シ
の
植
物
遺
体
を

同
定
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
く
、
や
っ
と
木
材
と
花
粉

で
同
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
今
世
紀
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
っ
た
。

ウ
ル
シ
の
木
材
の
同
定
は
、
青
森
市
の
岩
渡
小
谷

（
４
）
遺
跡
と
東
京
都
東
村
山
市
の
下
宅
部
遺
跡
で
の

発
掘
調
査
が
契
機
と
な
っ
て
、
木
材
の
組
織
の
特
徴
か

ら
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
三
内
丸
山
遺
跡
を
は

じ
め
と
す
る
本
州
中
央
部
か
ら
東
北
部
の
主
要
な
遺
跡

の
周
辺
に
は
ウ
ル
シ
が
植
栽
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

漆
液
を
掻
き
と
っ
て
漆
器
を
制
作
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
（
図
３
）。
縄
文
時
代
の
漆
器
自
体
は
、

北
海
道
の
東
端
か
ら
九
州
北
部
ま
で
出
土
し
て
い
る

が
、
今
の
と
こ
ろ
ウ
ル
シ
の
存
在
が
確
認
で
き
て
い
る

の
は
、
縄
文
時
代
の
主
要
な
遺
跡
が
分
布
す
る
本
州
中

央
部
か
ら
東
北
部
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
、
従
来
報
告

さ
れ
て
い
た
ウ
ル
シ
属
の
木
材
を
見
直
し
た
と
こ
ろ
、

岩
渡
小
谷
（
４
）
遺
跡
や
下
宅
部
遺
跡
を
は
じ
め
と
す

る
遺
跡
の
水
辺
の
構
築
物
に
は
、
ウ
ル
シ
の
木
材
が
ク

リ
に
つ
い
で
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ク
リ
の
木
材
も
ウ
ル
シ
の
木
材
も
水
質
に
強
く
腐

り
に
く
い
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
お
り
、
縄
文
時
代
の

人
々
は
こ
う
し
た
材
質
を
評
価
し
て
、
低
地
の
構
築
物

に
活
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ク
リ
は
果
実

が
食
糧
資
源
で
も
あ
り
、
ま
た
ウ
ル
シ
は
漆
液
の
資
源

で
も
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
面
も
考
慮
し
て
木
材
の
利

用
を
行
っ
て
お
り
、
長
期
に
利
用
す
る
重
要
な
遺
構
の

縄文時代の
漆器出土範囲

後・晩期

中期

中・後期
草創期
前期
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の
二
つ
の
遺
跡
を
比
較
す
る
こ
と
で
具
体
的
に
見
え

て
き
た
（
図
4
）。
丘
陵
東
部
に
あ
る
下
宅
部
遺
跡

で
は
、
縄
文
時
代
の
中
期
の
終
わ
り
か
ら
晩
期
に
か

け
て
、
流
路
内
に
多
様
な
遺
構
が
構
築
さ
れ
る
と
と

も
に
、
ク
ル
ミ
塚
や
ト
チ
塚
と
い
っ
た
果
実
の
廃
棄

の
痕
跡
も
残
さ
れ
て
い
て
、
台
地
上
で
は
祭
祀
も
行

わ
れ
て
い
て
、
こ
の
遺
跡
と
そ
の
周
辺
で
は
人
の
活

動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
丘
陵
北
部
に
あ
る
埼

玉
県
所
沢
市
の
お
伊
勢
山
遺
跡
で
は
、
そ
う
し
た
人

の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
周
辺
は
ほ
ぼ
自

然
の
状
態
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
両
遺
跡
で
人
の
資
源
利

用
が
こ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
た
の
か
は
分
か
っ
て
い

な
い
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
お
け
る
植
生
と
人
の
関

わ
り
を
解
析
す
る
上
で
は
好
適
な
例
と
な
っ
た
。
人

が
あ
ま
り
利
用
し
て
い
な
い
お
伊
勢
山
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
樹
種
は
、
当
時
の
狭
山
丘
陵
の
自
然
林
の
様

相
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
伊
勢
山
遺

跡
で
検
出
さ
れ
た
樹
種
を
、
そ
の
生
態
的
な
特
性
に

よ
っ
て
自
然
林
に
多
い
樹
種
と
二
次
林
に
多
い
樹
種

に
区
分
し
て
、
そ
れ
を
元
に
人
が
利
用
し
た
土
木
材

等
と
自
然
に
低
地
の
堆
積
物
中
に
埋
積
し
て
残
っ
た

自
然
木
と
に
分
け
た
上
で
下
宅
部
遺
跡
に
お
け
る
樹

種
の
利
用
を
み
て
み
る
と
、
当
時
の
森
林
資
源
の
利

用
に
は
、
外
来
の
ウ
ル
シ
の
栽
培
と
利
用
か
ら
は
じ

ま
っ
て
、
日
本
に
野
生
す
る
ク
リ
の
管
理
栽
培
と
利

用
、
二
次
林
の
陽
樹
の
活
発
な
利
用
、
自
然
林
の
樹

種
の
選
択
的
な
利
用
と
い
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の

森
林
資
源
と
の
関
わ
り
が
あ
り
、
さ
ら
に
モ
ミ
属
の

よ
う
に
周
辺
に
生
育
し
て
い
て
も
ま
っ
た
く
利
用
さ

れ
な
い
樹
種
も
あ
る
と
い
う
様
相
が
見
え
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
の
人
々
は
様
々
な
レ
ベ
ル

で
集
落
周
辺
の
森
林
資
源
あ
る
い
は
植
物
資
源
と
の
関

わ
り
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
植
物
資
源
が
集
落
の

周
辺
に
適
宜
配
置
さ
れ
て
い
た
（
図
5
）。
お
そ
ら
く

居
住
域
の
周
辺
の
開
け
た
場
所
に
は
ア
サ
や
ダ
イ
ズ

属
、
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
な
ど
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ

の
外
側
で
、
水
は
け
や
日
当
た
り
と
い
っ
た
生
育
条
件

や
、
果
実
採
集
や
漆
液
採
取
な
ど
の
作
業
に
好
適
な
場

所
に
ク
リ
林
お
よ
び
ウ
ル
シ
林
を
仕
立
て
て
い
て
、
適

宜
、
果
実
や
漆
液
の
採
取
を
行
い
、
さ
ら
に
必
要
に
応

じ
て
木
を
伐
採
し
て
木
材
も
活
用
し
て
い
た
。
そ
の
周

辺
に
は
、
し
ば
し
ば
薪
炭
や
用
材
、
下
草
の
採
取
に
は

い
る
二
次
林
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
さ
ら
に
外
側
に

は
、
時
に
必
要
な
素
材
を
取
り
に
い
く
自
然
林
が
広

が
っ
て
い
た
。
縄
文
時
代
の
人
々
は
、
少
な
く
と
も
縄

文
時
代
前
期
以
降
は
、
生
活
に
密
着
し
た
森
林
資
源
や

植
物
資
源
の
生
育
場
所
を
集
落
周
辺
に
構
築
し
て
、
縄

文
里
山
と
も
い
う
べ
き
景
観
を
背
景
と
し
て
生
活
し
て

お
り
、
単
な
る
狩
猟
採
集
民
と
は
言
え
な
い
高
度
な
生

活
様
式
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
当
時
、
伐
採
道
具

が
石
斧
し
か
な
い
状
況
の
も
と
で
、
石
斧
で
効
率
よ
く

森
林
資
源
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
し
た
制
約

の
中
で
、
ク
リ
や
ウ
ル
シ
の
資
源
と
し
て
の
選
択
が
あ

り
、
こ
う
し
た
里
山
的
な
環
境
が
あ
み
出
さ
れ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

図 4　下宅部遺跡とお伊勢山遺跡から出土した木材の樹種の比較図 5　縄文時代の集落周辺における森林の様相
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