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は
じ
め
に

　
私
の
専
門
は
考
古
学
で
す
。
弥
生
時
代
に
農
業
が
ど
の
よ
う
に
成

立
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
研
究
テ
ー
マ
で
、
静
岡
平
野
の

登
呂
遺
跡
の
研
究
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
登
呂
遺
跡
は
平
成
の
時
期

の
再
発
掘
調
査
を
経
て
、
十
年
ほ
ど
前
に
改
め
て
ム
ラ
の
様
子
が

復
元
さ
れ
ま
し
た
（
写
真

1
）。
か
つ
て
は
ム
ラ
の
周

り
は
森
で
囲
ま
れ
て
い
る

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
復
元

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実

際
は
ム
ラ
の
目
の
前
は
水

田
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

復
元
し
た
住
居
な
ど
の
集

落
の
、
溝
を
挟
ん
だ
真
ん

前
に
、
広
く
水
田
が
広
が

る
様
子
が
当
時
の
ま
ん
ま
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
水
田
で
実
際
に

コ
メ
を
作
っ
て
み
た
り
、
当
時
の
道
具
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
復
元
し

て
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
実
際
や
っ
て
み
る
と
い
う
、

実
験
考
古
学
的
な
研
究
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
先
に
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
紹
介
さ

れ
た
い
ろ
い
ろ
な
自
然
遺
産
の
中
で
一
番
現
代
に
近
い
時
期
の
地
質

活
動
は
、
一
万
年
ぐ
ら
い
前
の
三
島
溶
岩
流
の
話
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
私
の
話
は
そ
こ
に
当
時
暮
ら
し
た
人
々
の
話
で
す
が
、

一
万
五
千
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
が
氷
河
期
で
旧
石
器
時
代
、
そ
こ
か
ら

温
暖
化
が
進
み
、
一
万
年
前
は
縄
文
時
代
早
期
で
す
。
八
千
年
前
ぐ

ら
い
に
温
暖
化
の
ピ
ー
ク
が
来
て
、
そ
の
後
ま
た
少
し
寒
く
な
っ
て

い
く
の
で
す
が
、
弥
生
時
代
は
紀
元
前
八
〇
〇
年
、
つ
ま
り
今
か
ら

二
千
八
百
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
始
ま
り
、
二
世
紀
か
三
世
紀
ご
ろ
に
終

わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
は
コ
メ
を
作
っ
た
時
代
で

す
。
コ
メ
を
作
っ
た
田
ん
ぼ
は
多
く
は
平
野
に
あ
り
、
古
く
か
ら
一

般
的
に
は
低
地
の
水
の
便
が
い
い
所
に
水
を
く
み
入
れ
て
田
ん
ぼ
が

講
座
２

　
　
駿
河
湾
沿
岸
地
域
の
農
耕
文
化
の
形
成

　

篠
原
　
和
大

写真1 平成の再発掘調査をもとに復元された登
呂遺跡
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つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
縄
文
時
代
に
平
野
は
ま
だ
海
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
時
折
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
弥
生
時
代
に
水
田
が
拓
か
れ

た
舞
台
と
し
て
の
平
野
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
静
岡
市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
登
呂
の
こ
と
な
ど
を
研
究
し

て
い
ま
す
が
、
静
岡
市
の
登
呂
周
辺
の
こ
と
は
昔
か
ら
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
静
岡

県
東
部
は
、
遺
跡
の
調
査
は
い
ろ
い
ろ
と
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
広

い
面
積
で
調
査
が
行
わ
れ
た
遺
跡
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
跡
が
あ

る
場
所
や
部
分
的
な
内
容
は
分
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す

が
、
そ
こ
で
何
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
分
か
る
よ
う

な
遺
跡
は
あ
ま
り
多
く
な
い
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
静
岡

平
野
の
話
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
静
岡
県
東
部
で
ど
の

よ
う
に
農
耕
が
定
着
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

農
耕
文
化
形
成
期
の
沼
津
周
辺

　
沼
津
市
の
西
通
北
遺
跡
（
写
真
2
）
は
、
Ｊ
Ｒ
沼
津
駅
か
ら
二
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
西
に
行
っ
た
線
路
沿
い
に
あ
る
遺
跡
で
す
。
線
路

の
北
側
で
溝
が
出
て
き
ま
し
た
。
静
岡
県
の
調
査
の
結
果
、
こ
の
溝

は
内
陸
の
浮
島
沼
の
低
地
に
向
か
っ
て
弧
を
描
く
よ
う
に
掘
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
沼
津
市
の
調
査
で
は

住
居
跡
が
二
、三
軒
出
て
い

る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
ム
ラ

の
周
り
を
溝
で
囲
っ
た
環

濠
集
落
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
遺
跡
の
時
期
は
弥
生

時
代
中
期
の
中
頃
で
、
静

岡
で
本
格
的
に
コ
メ
作
り

が
始
ま
っ
た
時
期
で
す
が
、

そ
の
中
で
も
古
い
時
期
の
集
落
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
注
目

を
集
め
ま
し
た
。
駿
河
湾
沿
岸
地
域
で
農
業
が
ど
う
成
立
し
て
い
っ

た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
上
で
も
非
常
に
大
事
な
遺
跡
だ
と
思
い
ま

す
。
登
呂
遺
跡
は
、
西
通
北
遺
跡
の
時
代
か
ら
も
っ
と
下
っ
た
弥
生

時
代
後
期
の
遺
跡
で
す
が
、
農
業
が
定
着
し
、
さ
ら
に
地
域
の
中
の

社
会
関
係
が
成
熟
し
て
い
っ
た
時
期
の
遺
跡
に
な
り
ま
す
。

　
弥
生
時
代
の
後
は
古
墳
時
代
で
す
。
古
墳
時
代
の
中
で
も
相
当
古

い
時
期
の
古
墳
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
沼
津
市
の
高
尾
山
古
墳
で

す（
写
真
3
）。こ
の
辺
は
あ
ま
り
議
論
が
統
一
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

弥
生
時
代
に
は
、
特
に
東
日
本
で
は
、
階
層
分
化
が
起
こ
っ
て
傑
出

し
た
首
長
が
現
れ
る
よ
う
な
支
配
関
係
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
言

え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
古
墳
時
代
の
初
頭
に
、
突
如
高
尾
山
古
墳 写真2　沼津市西通北遺跡の集落を囲む環濠
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と
い
う
大
き
な
前
方
後
方
墳
が

つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の

古
墳
の
頂
上
に
は
棺
が
一
つ
埋

ま
っ
て
い
て
、
明
ら
か
に
一
人

の
人
物
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た

お
墓
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
全
長
六
〇
メ
ー
ト
ル
強

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が

突
然
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
的
な
関
係
が
大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
今
日
一
番
お
話
し
し
た
い
の
は
地
形
の
問
題
で
す
。

弥
生
時
代
の
始
ま
り
ご
ろ
に
富
士
山
が
山
体
崩
壊
を
起
こ
し
ま
し

た
。
富
士
山
が
御
殿
場
の
方
に
向
か
っ
て
崩
れ
て
、
そ
れ
が
百
年
か

二
百
年
後
、
年
代
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
土
石
流
に
な
っ
て
沼

津
や
三
島
の
方
を
襲
い
ま
す
。こ
れ
を
御
殿
場
泥
流
と
い
っ
て
い
て
、

遺
跡
の
発
掘
で
も
そ
の
痕
跡
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
土
地
の
低
い
場

所
は
、
弥
生
時
代
の
前
の
縄
文
時
代
に
は
海
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
御
殿
場
泥
流
が
流
れ
下
り
、
大
量
の
土
砂
が
低
い
と
こ
ろ

や
海
を
埋
め
て
傾
斜
や
陸
地
を
つ
く
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
扇
状
地

で
す
。
そ
う
い
っ
た
土
地
は
コ
メ
作
り
に
向
い
て
い
ま
し
た
。
扇
状

地
で
は
、
水
が
伏
流
し
、
傾
斜
の
先
端
の
方
で
ま
た
地
表
水
に
な
っ

て
出
て
き
ま
す
。
き
ち
ん
と
流
れ
て
い
る
河
川
よ
り
も
、
そ
う
い
う

水
の
方
が
管
理
し
や
す
い
で
す
。
緩
い
傾
斜
が
あ
る
の
で
、
水
路
を

引
く
と
高
い
所
か
ら
低
い
所
へ
水
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。で
す
か
ら
、

御
殿
場
泥
流
は
大
災
害
だ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
低
地
が
埋

ま
り
、
コ
メ
作
り
に
適
し
た
土
地
が
で
き
た
。
そ
れ
で
、
初
め
て
本

格
的
に
コ
メ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
実
は
静
岡
平
野
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
安
倍
川
で

洪
水
が
起
き
、
縄
文
時
代
に
水
域
だ
っ
た
場
所
が
陸
化
し
、
コ
メ
を

作
る
条
件
が
整
い
ま
し
た
。
静
岡
で
コ
メ
作
り
が
遅
れ
た
と
言
い
ま

し
た
が
、
実
は
そ
う
い
っ
た
条
件
が
整
っ
て
初
め
て
本
格
的
な
コ
メ

作
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　
西
通
北
遺
跡
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
資
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。
溝
や
土
器
は
出
て

い
ま
す
が
、
他
に
石
器
な
ど
の
遺
物
が
出
て
情
報
が
増
え
て
こ
な
い

と
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
静
岡
平
野
に
は
、
当
時
ど
の
よ
う
に
し

て
農
耕
集
落
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る

遺
跡
が
幾
つ
か
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
弥
生
時
代

が
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
か
と
い
う
話
を
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
は
高
尾
山
古
墳
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
登
呂

遺
跡
に
あ
っ
た
集
落
は
洪
水
で
埋
も
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
分

写真3　沼津市高尾山古墳
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析
方
法
に
よ
っ
て
、
降
水
量
が
極
端
に
多
か
っ
た
時
期
が
分
か
る
の

で
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
登
呂
が
洪
水
で
埋
ま
っ
た
時
期
は
西
暦

一
二
七
年
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
し
本
当
に
そ
う

だ
っ
た
と
す
る
と
、
高
尾
山
古
墳
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
西
暦
二
三
〇

年
ご
ろ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
登
呂
が
埋
ま
っ
た
時
期
か
ら
ち
ょ

う
ど
百
年
後
ぐ
ら
い
に
大
き
な
お
墓
を
つ
く
れ
る
文
化
が
成
立
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

列
島
と
駿
河
湾
岸
の
農
耕
文
化
の
形
成

　
日
本
列
島
に
、
ど
の
よ
う
に
農
耕
が
波
及
し
、
定
着
し
て
い
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
図
1
に
そ
れ
が
模
式
的
に
示
し
て
あ
り
ま

す
。
左
側
に
上
か
ら
下
に
日
本
列
島
の
地
域
を
九
州
か
ら
北
に
向

か
っ
て
中
国
・
四
国
、
近
畿
、
東
海
西
部
、
北
陸
、
東
海
東
部
、
中

部
高
地
、
関
東
、
東
北
南
部
、
東
北
北
部
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
東

海
西
部
が
濃
尾
平
野
、
名
古
屋
の
辺
り
、
東
海
東
部
が
静
岡
の
辺
り

で
す
。
西
の
方
は
濃
い
灰
色
（
定
着
期
）
が
先
に
入
っ
て
い
て
、
東

の
方
は
薄
い
灰
色
（
波
及
期
）
が
多
い
で
す
。
上
側
に
は
弥
生
時
代

の
時
期
区
分
と
お
お
よ
そ
の
年
代
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
弥
生
時
代

は
元
々
、
前
期
・
中
期
・
後
期
に
分
け
て
い
ま
し
た
が
、
西
日
本
、

特
に
九
州
か
ら
中
国
・
四
国
地
方
に
か
け
て
は
、
も
う
少
し
古
い
段

階
か
ら
稲
作
の
証
拠
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
時
代
を
弥
生
時
代
早

期
と
し
て
い
ま
す
。
上
に
年
代
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
放

射
性
炭
素
年
代
を
較
正
す
る
新
し
い
年
代
測
定
法
で
出
さ
れ
た
年
代

を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
図
は
、
私
が
一
緒
に
研
究
し
て
い
る
中
山
誠
二
さ
ん
と
い
う

方
が
作
成
し
た
も
の
で
す
が
、
ど
う
い
う
図
か
と
い
う
と
、
稲
作
や

農
具
、
環
濠
集
落
な
ど
の
農
耕
社
会
の
証
拠
が
各
地
で
ど
の
よ
う
に

出
現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
移
り
変
わ
り
を
示
し
た
も

の
で
す
。
左
寄
り
の
と
こ
ろ
で
、
東
に
薄
い
灰
色
が
多
い
の
は
、
稲図1　日本列島における農耕の波及と定着
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作
の
要
素
が
北
部
九
州
に
伝
わ
り
、
だ
ん
だ
ん
東
に
向
か
っ
て
波
及

し
て
い
っ
た
と
い
う
解
釈
と
一
致
し
ま
す
。
稲
作
は
愛
知
県
の
濃
尾

平
野
の
辺
り
ま
で
一
気
に
波
及
し
ま
す
。
た
だ
し
、
実
は
静
岡
辺
り

で
も
、
こ
の
時
期
に
イ
ネ
や
ア
ワ
・
キ
ビ
な
ど
の
跡
が
付
い
た
土
器

が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
十
年
ぐ
ら
い
で
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。
土
器
は
粘
土
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な

も
の
が
混
ざ
り
込
み
ま
す
。
あ
る
い
は
意
図
的
に
入
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
が
、
土
器
は
焼
き
上
げ
て
作
る
の

で
、
例
え
ば
米
粒
が
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
表
面
に
出
て
い
れ
ば

焼
い
た
と
き
に
燃
え
尽
き
て
土
器
に
空
洞
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
歯

医
者
さ
ん
が
歯
形
を
取
る
と
き
に
使
う
シ
リ
コ
ン
を
小
さ
な
注
射

器
で
入
れ
る
と
、
き
れ
い
に
型
が
取
れ
る
の

で
す
。
土
器
は
砂
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
て
、

ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
の
で
、
そ
ん
な
に
き
れ
い
に
取

れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

や
っ
て
み
る
と
、
コ
メ
の
表
面
に
あ
る
顆
粒

状
突
起
と
い
う
非
常
に
細
か
い
つ
ぶ
つ
ぶ
ま

で
き
れ
い
に
型
が
取
れ
ま
し
た
。そ
れ
に
よ
っ

て
、
実
は
も
う
一
つ
分
か
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
弥
生
時
代
に
コ
メ
作
り
が
始
ま
っ
た

と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
て
、
ア
ワ
や
キ
ビ
な
ど
の
雑
穀
が
出
て

く
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
（
図
2
）。

　
大
き
な
ム
ラ
を
つ
く
り
、労
働
力
が
き
ち
ん
と
投
入
さ
れ
な
い
と
、

大
き
な
水
田
を
開
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
本
格
的
な

稲
作
の
要
素
は
西
日
本
で
先
に
整
い
ま
す
が
、ど
う
も
東
日
本
で
も
、

結
構
早
い
段
階
か
ら
コ
メ
や
雑
穀
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。
で
も
、
そ
の
時
期
は
畑
を
や
っ
て
い
る
し
、
水
田
も
や
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
コ
メ
を
作
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
環
濠
集
落
の
よ
う
な
大
き
な
ム
ラ
を
つ

く
り
、
本
格
的
に
コ
メ
を
作
り
だ
す
の
は
も
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら

だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。
静
岡
あ
た
り
で
は
、
農
業
が
始
ま
っ
て

い
る
と
い
え
ば
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
ふ
わ
っ
と
し
た
段
階
が
先

図2　静岡清水平野の弥生土器から検出した穀物のレプ
リカ（電子顕微鏡写真）

　（①佐渡遺跡:アワ（中期初頭）､ ②佐渡遺跡:コメ（中
期初頭）､ ③有東遺跡:コメ（中期後半）､ 登呂遺跡:
コメ（後期））

図3　沼津市大平丸山遺跡の土器（弥生時代中期初頭）
から検出したアワ（左）とエゴマ（右）のレプリカ（電
子顕微鏡写真）
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に
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
弥
生
時
代
中
期
の
中
頃
で
本
格
的
に
コ
メ
を

作
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
弥
生
時
代
と
い
う
の
は
植
物
栽
培

が
始
ま
っ
た
段
階
で
あ
り
、
た
だ
、
東
と
西
で
は
定
着
の
過
程
が
少

し
違
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
考
古
学
で
は
、
土
器
か
ら
年
代
を
考
え
る
土
器
編
年
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
土
器
の
破
片
で
あ
っ
て
も
、
何
か
特
徴
が
あ
れ
ば
、

い
つ
の
時
期
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
に
く
っ

つ
い
て
い
る
米
粒
で
す
か
ら
、
年
代
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
遺
跡
か
ら
米
粒
が
出
て
き
て
も
、
も
し
か
し
た
ら
ア
リ
が
穴
を

掘
っ
て
そ
こ
か
ら
入
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
土
器
の
中
に
跡

が
あ
る
と
な
れ
ば
、
確
実
な
証
拠
に
な
り
ま
す
。

　
沼
津
市
の
香
貫
山
の
狩
野
川
側
に
大
平
丸
山
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

低
地
な
の
で
す
が
、
弥
生
時
代
中
期
の
前
半
の
遺
跡
で
す
。
こ
こ
か

ら
出
て
き
た
土
器
に
、
先
ほ
ど
の
シ
リ
コ
ン
の
手
法
で
、
ア
ワ
と
エ

ゴ
マ
の
跡
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
（
図
3
）。
エ
ゴ
マ
は
縄

文
時
代
か
ら
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
栽
培
植
物
で
、
ア
ワ
は
弥
生
時

代
に
な
っ
て
か
ら
出
て
く
る
栽
培
植
物
で
す
。
コ
メ
は
確
認
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
土
器
と
一
緒
に
イ
ノ
シ
シ
の
あ
ご
の
骨
が
出
て
き
た

の
で
、
畑
作
と
一
緒
に
イ
ノ
シ
シ
狩
り
も
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
沼
津
市
や
静
岡
市
の
辺
り
で
こ
う
い
っ
た
調
査
を
し

た
結
果
、
先
ほ
ど
弥
生
時
代
中
期
の
中
頃
に
本
格
的
な
農
業
が
始
ま

る
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
段
階
で
も
畑
作
物
が
あ
り
、

農
業
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
む
し
ろ

園
耕
や
農
耕
文
化
複
合
と
い
っ
て
、
農
業
が
完
全
主
体
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
生
業
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
に
農
業
が
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
た
段
階
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
狩
猟
採
集
と
農
業

の
間
の
段
階
で
そ
う
い
う
形
を
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

と
近
い
状
態
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
証
拠

が
あ
れ
ば
、
農
業
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
は
ほ
ぼ
確
実
だ
と
思
い
ま

す
。
静
岡
は
、
弥
生
時
代
前
期
に
農
業
の
波
及
期
が
あ
り
、
中
期
の

中
頃
に
本
格
的
な
農
業
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

農
耕
を
育
ん
だ
地
形
の
成
り
立
ち

　
図
4
は
、
静
岡
県
の
縄
文
時
代
の
後
期
と
晩
期
の
遺
跡
の
分
布
を

示
し
た
図
で
す
。
後
期
の
前
半
は
遺
跡
が
結
構
あ
り
ま
す
が
、
晩
期

の
前
葉
か
ら
後
葉
に
か
け
て
、
特
に
駿
河
湾
岸
で
遺
跡
が
減
っ
て
い

き
ま
す
。
直
接
関
係
が
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
伊
豆
半
島
本
体

で
最
後
に
噴
火
し
た
火
山
で
あ
る
カ
ワ
ゴ
平
火
山
は
、
縄
文
時
代
の

晩
期
、
今
か
ら
三
千
百
年
前
ぐ
ら
い
に
噴
火
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
富
士
山
も
同
時
期
に
何
度
か
噴
火
し
て
お
り
、
そ
れ
ら

が
も
し
か
し
た
ら
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
弥
生
時
代

に
入
っ
て
も
遺
跡
が
急
に
増
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
跡
は

あ
る
に
は
あ
る
の
で
す
が
、
本
格
的
な
農
業
が
始
ま
っ
て
い
な
い
の
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で
、
一
つ
一
つ
が
結
構
小
さ
く
て
分
散
的
で
す
。

　
た
だ
、
弥
生
時
代
の
前
半
に
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
起
き
ま
す
。
先

ほ
ど
言
っ
た
富
士
山
の
山
体
崩
壊
で
す
。
紀
元
前
八
〇
〇
年
ご
ろ
に

御
殿
場
方
面
に
か
な
り
大
き
く
崩
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
御
殿
場
泥
流

が
起
き
る
の
で
す
が
、
同
じ
頃
、
実
は
静
岡
市
の
辺
り
で
も
洪
水
が

起
き
た
よ
う
で
す
。
洪
水
は
水
だ
け
で
な
く
、
相
当
な
土
砂
を
運
び

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
静
岡
平
野
が
つ
く
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
で
は
、

そ
の
土
砂
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
御
殿
場
泥
流
は
富
士

山
の
山
体
崩
壊
で
出
て
き
ま
し
た
が
、
も
し
か
す
る
と
、
そ
の
と
き

に
大
き
な
地
震
が
あ
り
、
安
倍
川
水
系
の
上
流
域
も
か
な
り
崩
壊
し

て
、
そ
の
山
間
部
に
た
ま
っ
た
土
砂
が
、
雨
の
多
い
時
期
に
一
気
に

流
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
御
殿
場
泥
流
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
メ
ー

ト
ル
の
堆
積
物
が
あ
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
場
所
に
よ
っ
て
は

三
島
溶
岩
流
が
つ
く
っ
た
地
形
も
あ
り
、
分
け
に
く
い
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
す
が
、
ど
う
も
溶
岩
流
よ
り
も
広
く
泥
流
が
広
が
り
、
か
な
り

低
い
所
ま
で
薄
く
延
び
た
よ
う
で
す
。
沼
津
市
役
所
が
あ
る
御
幸
町

ま
で
御
殿
場
泥
流
が
来
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
西
通
北
遺
跡
か
ら
出
て
き
た
土
器
は
、
弥
生
土
器
な
の
で
す
が
、

す
ご
く
太
い
線
や
縄
文
が
入
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
縄
文
土
器
だ
と

言
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
縄
文
土
器
に
細
い
首
の
壺
は

な
い
の
で
、
正
真
正
銘
の
弥
生
土
器
、
東
日
本
独
特
の
弥
生
土
器
で

す
。
西
通
北
遺
跡
に
あ
る
溝
は
地
盤
を
掘
っ
て
あ
る
の
で
す
が
、
地

盤
の
と
こ
ろ
に
少
し
明
る
い
色
の
堆
積
物
が
あ
り
ま
す
（
写
真
4
）。

こ
れ
が
御
殿
場
泥
流
で
は
な
い
か
と
調
査
を
担
当
し
て
い
た
人
が

言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
私
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
富
士
山

の
山
体
崩
壊
は
紀
元
前
八
〇
〇
年
ご
ろ
で
、
そ
れ
で
せ
き
止
め
ら
れ

図4　静岡県の縄文時代後期から晩期頃の遺跡分布
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て
た
ま
っ
て
い
た
湖
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
が
百
年

後
か
二
百
年
後
に
堰
を

切
っ
た
よ
う
に
土
砂
と

と
も
に
黄
瀬
川
を
流
れ

下
り
ま
す
。
雨
が
す
ご

く
多
か
っ
た
年
が
あ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
西

通
北
遺
跡
は
紀
元
前
三
〇
〇
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
ぐ
ら
い
の
時

期
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
御
殿
場
泥
流
は
、
紀
元
前
八
〇
〇

年
か
ら
紀
元
前
三
〇
〇
年
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

溝
に
見
ら
れ
る
堆
積
物
が
本
当
に
御
殿
場
泥
流
だ
と
す
る
と
、
そ
の

後
も
何
度
か
洪
水
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
堆
積
し
た
と
こ
ろ
に
溝
を

掘
っ
て
い
ま
す
。
泥
流
や
洪
水
に
よ
っ
て
扇
状
地
が
で
き
、
そ
こ
に

環
濠
集
落
が
つ
く
ら
れ
た
と
言
え
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の
環
濠
集
落
は

コ
メ
を
作
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
浮
島
沼
の
低
地
の
東
側
、
黄
瀬
川

の
方
か
ら
泥
流
が
押
し
寄
せ
て
、末
端
の
方
ま
で
緩
い
傾
斜
が
で
き
、

そ
こ
か
ら
地
下
水
が
出
て
、
そ
れ
を
利
用
し
て
水
田
を
つ
く
り
、
コ

メ
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
図
5
は
、
黄
瀬
川
や
大
場
川
が
流
れ
る
御
殿
場
泥
流
な
ど
で
で
き

た
扇
状
地
周
辺
の
弥
生
時
代
中
期
の
遺
跡
分
布
図
で
す
。
四
角
が
弥

生
時
代
の
中
期
中
葉
の
遺
跡
、
丸
が
弥
生
時
代
の
中
期
後
半
の
遺
跡

で
す
。
農
耕
が
成
立
し
て
き
た
ぐ
ら
い
の
時
期
で
す
が
、
実
は
こ
の

辺
に
は
四
角
の
古
い
遺
跡
が
多
い
で
す
。
上
流
の
方
は
、
岩
盤
が
出

て
い
る
よ
う
な
段
丘
の
上
に
平
場
が
あ
り
、
そ
こ
に
遺
跡
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
規
模
の
大
き
な
水
田
を
営
ん
で
い
た
と
は

考
え
に
く
い
で
す
が
、
最
初
に
現
れ
て
き
た
集
団
は
そ
う
い
う
所
で

水
田
を
営
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
低
い
所
へ
行
く

と
扇
状
地
や
三
角
州
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
、
後
々
大
き
な
集
落

に
な
っ
て
い
く
長
伏
と
い
う
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
境
川
沿
い
の
自
然図5　黄瀬川扇状地～狩野川下流域の弥生時代中期遺跡の分布

写真４　西通北遺跡環濠の断面（掘り込まれ
た地盤の下のほうの明るい地層は御殿場泥
流か）
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堤
防
の
よ
う
な
所
に
集
落
が
あ
り
、
方
形
周
溝
墓
と
い
う
お
墓
が
た

く
さ
ん
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
集
落
に
は
一
部
、
環
濠
が
見
つ
か
っ

て
い
る
の
で
、
環
濠
集
落
が
あ
っ
て
、
そ
の
周
り
に
お
墓
が
あ
る
と

い
う
形
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
扇
状
地
の
先
端
の
水
流
を
利
用
し

た
本
格
的
な
農
耕
集
落
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
の
時
期
に
、
も
し
か
す
る
と
泥
流
で
狩
野
川
の
入
り
口
が

一
部
せ
き
止
め
ら
れ
て
、
湖
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
遺
跡
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
元
々
の
溶

岩
地
形
で
で
き
た
水
流
を
利
用
し
て
い
た
の
か
、
地
下
水
を
利
用
し

て
い
た
の
か
、
そ
の
辺
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
扇
状
地
に
伴
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
農
耕
集
落
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

静
岡･

清
水
平
野
の
地
形
形
成
と
弥
生
遺
跡
の
立
地

　
静
岡
平
野
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
図
6
）。
静
岡

平
野
に
は
登
呂
遺
跡
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
、
登
呂
遺
跡
の
母
ム
ラ

と
い
わ
れ
る
有
東
遺
跡
も
あ
り
ま
す
。
図
7
の
地
図
は
、
静
岡
大
学

農
学
部
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
加
藤
芳
朗
先
生
が
作
成
さ
れ
た
、
静
岡

図6　静岡清水平野の地形と弥生遺跡の分布

図7　静岡平野の縄文中期～弥生末期頃の砂
礫（河川域）の進出
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平
野
の
形
成
に
関
す
る
図
で
す
。
横
線
が
引
い
て
あ
る
の
は
、
縄
文

時
代
に
こ
こ
が
水
域
だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
縄
文

時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
安
倍
川
の
氾
濫
が
続
い
て
埋
ま
っ
て
い
き
、

扇
状
地
が
で
き
ま
す
。
そ
の
先
端
の
方
に
は
弥
生
時
代
の
農
耕
集
落

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
や
は
り
地
形
と
水
利
の
条
件
が
い
い
所
を

選
ん
で
集
落
を
つ
く
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
登
呂
遺
跡
の
弥
生
時
代
当
時
の
地
面
か
ら
、
さ
ら
に
一
メ
ー
ト
ル

弱
掘
る
と
、
カ
ワ
ゴ
平
の
火
山
灰
の
層
が
出
て
き
ま
す
。
カ
ワ
ゴ
平

は
伊
豆
半
島
本
体
で
最
後
に
噴
火
し
た
火
山
で
す
が
、
地
層
を
調
べ

る
と
、
夏
に
噴
火
し
て
西
に
火
山
灰
が
飛
ん
だ
よ
う
で
す
。
大
抵
の

時
期
は
偏
西
風
で
東
へ
向
か
っ
て
風
が
吹
い
て
い
る
の
で
す
が
、
逆

に
吹
い
て
西
の
方
に
飛
ん
で
い
ま
す
。
静
岡
平
野
の
弥
生
時
代
の
遺

跡
は
扇
状
地
に
あ
り
ま
す
が
、
大
体
ど
こ
を
掘
っ
て
も
、
そ
の
下
か

ら
カ
ワ
ゴ
平
の
火
山
灰
が
出
て
き
ま
す
。
普
通
、
火
山
灰
は
陸
地
に

降
る
と
、
雨
で
流
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
残
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
火

山
灰
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
が
低
い
所
か
水
域
だ
っ
た

と
言
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ワ
ゴ
平
が
噴
火
し
た
の
は
縄
文

時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
、
三
千
百
年
前
ぐ
ら
い
な
の
で
、
そ
の
頃
は
み

ん
な
水
域
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
先
ほ
ど
、
弥
生
時
代
が
始
ま
っ
て
か
ら
御
殿
場
泥
流
と
平
地
を

つ
く
る
よ
う
な
洪
水
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
い
ま
し
た
が
、

ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る

と
、コ
メ
作
り
が
で
き
る
よ
う
な
い
い
条
件
の
土
地
が
出
来
上
が
り
、

そ
こ
に
登
呂
遺
跡
や
有
東
遺
跡
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
環
境
が
整
っ
た

の
は
、
意
外
と
新
し
い
出
来
事
だ
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
登
呂

遺
跡
よ
り
さ
ら
に
安
倍
川
寄
り
に
あ
る
鷹
ノ
道
遺
跡
の
辺
り
だ
と
、

弥
生
時
代
の
遺
跡
の
下
に
二
メ
ー
ト
ル
近
い
堆
積
が
あ
り
ま
す
。
か

な
り
の
面
積
が
埋
ま
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
や
は
り
相
当
な
土
砂

が
短
い
間
に
平
野
に
流
れ
込
ん
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

有
東
遺
跡
の
形
成
と
弥
生
中
期
の
社
会

　
有
東
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
中
期
の
中
頃
に
形
成
さ
れ
大
き
な
集
落

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
（
図
8
）。
今
は
市
街
地
化
さ
れ
て
い
る
場

所
で
、
川
が
流
れ
て
い
て
、
結
構
低
い
所
で
す
。
そ
の
中
で
も
古
い

時
期
の
資
料
が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
は
有
東
遺
跡
の
東
側
の
方
で

す
。
新
し
い
時
期
に
広
が
っ
た
所
に
は
直
線
的
な
溝
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
か
な
り
大
き
な
ム
ラ
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
ム
ラ
の
周
り
に
は
方
形
周
溝
墓
と
い
う
お
墓
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
有
東
遺
跡
の
一
角
か
ら
古
い
時
期
の
大
き
な
穴
が
一
つ
出
て
き

て
、
そ
こ
に
土
器
が
乱
雑
に
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
図
9
）。
西

通
北
遺
跡
の
土
器
よ
り
少
し
古
い
と
思
い
ま
す
が
、よ
く
似
て
い
て
、

口
の
あ
た
り
に
も
模
様
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
弥
生
土
器
は
、
主
に
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壺
と
、
か
め
と
い
う
コ
メ
を
調
理
す
る
た
め
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
、こ
こ
で
は
櫛く
し
が
き
も
ん

描
文
で
飾
っ
た
土
器
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ
の
時
期
に
櫛
描
文
で
土
器
を
飾
る
の
は
、
濃
尾
平
野
の
尾
張
の
地

域
で
す
。
そ
れ
と
そ
っ
く
り
な
土
器
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う

細
か
い
手
法
を
見
て
い
く
と
、
静
岡
県
西
部
、
東
遠
江
の
掛
川
や
袋

井
の
あ
た
り
、
愛
知
県
東

部
、
三
河
の
豊
橋
辺
り
の

土
器
と
思
わ
れ
る
も
の
な

ど
が
結
構
た
く
さ
ん
入
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

　
な
ぜ
他
の
地
域
の
土
器

が
あ
る
か
と
い
う
と
、
運

ば
れ
た
か
、
あ
る
い
は
人

が
来
て
そ
こ
で
出
身
地
の

土
器
を
作
っ
た
の
か
、
い

ろ
い
ろ
と
説
は
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
私
は
や
は

り
ム
ラ
を
つ
く
る
と
き
に

人
が
来
て
、
そ
し
て
次
第

に
大
き
な
ム
ラ
に
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま

図8　有東遺跡周辺の弥生時代集落の様子

図9　有東遺跡16次調査SK05出土土器（弥生中期中葉、外来系土器を含む）
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す
。
恐
ら
く
静
岡
平
野
は
、
そ
の
前
に
は
あ
ま
り
人
が
い
な
い
の
で

す
。
農
業
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
か
ら
人
が

来
て
、
人
口
も
そ
れ
な
り
に
増
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
大
き
な
ム
ラ
と
い
う
と
西
通
北
遺
跡
が
そ
う
で
す
が
、
西
通
北
遺

跡
は
、
恐
ら
く
北
側
の
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
場
所
に
住
家
が
あ
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
何
人
ぐ
ら
い
住
ん
で
い
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
溝
で
囲
っ
て
そ
の
中
に
集
落
を
入
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

や
は
り
大
き
な
集
団
を
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
環
濠
集
落
と
い
う
と
、
戦
い
な
ど
の
話
に
な
っ
て

し
ま
う
癖
が
考
古
学
者
に
は
あ
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
外

に
も
、
大
き
な
集
団
が
協
力
し
て
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
の
か

な
ど
、
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

本
格
的
な
コ
メ
作
り

　
実
際
に
ム
ラ
の
中
で
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
西
通
北

遺
跡
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
有
東
遺
跡
で
は
、
遺
跡
の

中
か
ら
た
く
さ
ん
の
石
器
が
出
て
き
ま
す
（
図
10
左
）。
一
部
は
刃

が
す
ご
く
分
厚
い
石
器
で
す
。
縄
文
時
代
に
は
そ
う
い
う
石
器
は
あ

り
ま
せ
ん
。
分
厚
い
刃
の
石
器
で
何
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
大
き

な
木
を
切
り
倒
す
こ
と
で
す
。
大
き
な
木
で
も
、
軟
ら
か
い
木
だ

と
、
分
厚
い
刃
で
切
ろ
う
と
す
る
と
木
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
て
う
ま

く
い
き
ま
せ
ん
が
、
硬
い
木
な
ら
切
り
倒
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大

抵
は
カ
シ
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
硬
い
木
を
切
り
倒
さ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
か
と
い
う
と
、
木
器
を
作
る
た
め
で
す
。
弥
生
時
代
の
鍬
は

頭
の
部
分
が
カ
シ
で
、
柄
が
細
く
て
、
こ
ん
な
も
の
で
田
ん
ぼ
を
耕

す
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
議
論
が
昔

か
ら
あ
る
の
で
す
が
、

実
際
に
同
じ
素
材
で

作
っ
て
み
る
と
、
意

外
と
丈
夫
で
す
。
そ

れ
は
、
や
は
り
カ
シ

の
木
で
作
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
私
は
こ

れ
を
作
る
の
に
グ
ラ

イ
ン
ダ
ー
と
い
う
電

動
工
具
で
削
り
、
相

当
な
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
石
器
を
使
っ
た

当
時
の
人
は
相
当
大

変
だ
っ
た
と
思
い
ま

図10　有東遺跡出土の石器と木器
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す
が
、
コ
ツ
コ
ツ
と
作
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
材
を
水
に

漬
け
て
お
く
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
引
っ
張
り
出
し
て
加
工
し
て
、
ま

た
水
に
漬
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
も
分

か
っ
て
き
ま
し
た
。
の
こ
ぎ
り
が
な
い
の
で
、
木
を
横
に
切
る
の
は

大
変
で
す
。く
さ
び
を
打
ち
込
め
ば
縦
に
割
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
、

割
る
と
い
う
作
業
を
多
用
し
て
、
長
い
材
を
加
工
し
て
い
き
、
最
後

に
薄
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
切
り
離
し
て
そ
れ
ぞ
れ
仕
上
げ
て
い
た
よ

う
で
す
。
実
際
、
つ
な
が
っ
た
状
態
の
木
器
が
よ
く
出
て
き
ま
す（
図

10
右
）。

　
西
通
北
遺
跡
で
は
あ
ま
り
石
器
が
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
狩
野
川
流

域
の
遺
跡
で
は
、
あ
る
程
度
出
て
い
る
の
で
、
沼
津
・
三
島
の
辺
り

で
も
弥
生
時
代
中
期
は
そ
の
よ
う
な
作
業
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
共
同
労
働
で
根
気
の
要
る
作
業
で
す
か
ら
、
人
的
資
源

を
集
約
的
に
投
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
多
く
の
人
が
住

む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
労
働
力
と
、
で
き
た
木
器
を
使
い
、
農
耕
地

を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
、
だ
か
ら
一
つ
一
つ
の
ム
ラ
が
大
き

く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
登
呂
の
水
田
は
有
名
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
期
の
水
田
が
発

見
さ
れ
た
例
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
写
真
5
は
、
静
岡
の
静

清
バ
イ
パ
ス
を
造
っ
た
と
き
に
、
か
な
り
深
い
所
ま
で
掘
っ
て
出
て

き
た
弥
生
時
代
中
期
の
水
田
で
、
畔
で
区
切
ら
れ
た
比
較
的
小
さ
な

区
画
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
い
き
な
り
広
い
面
積
を
平
ら
に
す
る

に
は
測
量
技
術
が
要
る
の

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
小

さ
い
区
画
を
た
く
さ
ん
つ

く
っ
て
そ
れ
を
一
面
一
面

耕
し
て
、
代
か
き
を
す
る

の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る

と
傾
斜
が
あ
っ
て
も
一
面

一
面
は
均
平
を
取
る
（
平

ら
に
す
る
）
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
で
土
地
の
高
い
ほ
う
か
ら
水
を
入
れ
て
い
け
ば
、
ど
ん

ど
ん
灌
漑
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
古
い
水
田
は
そ
う
い
う
仕
組
み
で

つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
登
呂
遺
跡
な
ど
は
、
か
な
り
平
ら
な
、
傾
斜
の
少
な
い
所
に
水
田

が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
後
か
ら
手
を
付
け
た
所
の
よ
う
で
、

そ
う
い
う
所
で
水
田
を
広
く
つ
く
っ
て
い
く
に
は
、
ま
た
少
し
違
う

技
術
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
墓
を
つ
く
る

　
有
東
遺
跡
の
周
り
に
は
、
方
形
周
溝
墓
と
い
う
お
墓
が
た
く
さ
ん

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真
6
）。
西
通
北
遺
跡
が
調
査
さ
れ
た
少

し
後
、
そ
の
南
側
の
西
通
遺
跡
の
発
掘
が
行
わ
れ
た
と
き
に
も
、
や 写真5　静岡市瀬名遺跡の弥生時代中期の水田
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は
り
方
形
周
溝
墓
が
出

て
き
ま
し
た
。
た
だ
、

集
落
の
時
期
と
比
べ
る

と
少
し
新
し
い
の
で
、

本
当
に
そ
こ
の
墓
域
な

の
か
と
い
う
議
論
は
あ

り
ま
す
が
、
と
に
か
く

環
濠
集
落
の
周
り
に
は

墓
域
が
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
有
東
遺
跡
の
周
り
は
、
お
墓
だ
ら
け
で
す
。
棺
桶
を
置
い
て
周
り

の
土
を
盛
り
上
げ
る
の
で
、一
つ
一
つ
の
お
墓
は
結
構
大
き
い
で
す
。

古
墳
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
の
遺
跡
か
ら
は
小
さ
い
古
墳
が
た
く
さ
ん

出
て
き
ま
す
が
、
面
積
的
に
は
そ
れ
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
大
き
さ

の
お
墓
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
れ
も
一
人
ず
つ
の
た

め
の
お
墓
で
す
。
こ
の
人
た
ち
が
み
ん
な
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
の
か
と

い
う
と
、
そ
れ
に
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
出
て
い
る
も
の
だ
け
で
も

数
百
基
は
あ
る
の
で
多
過
ぎ
る
気
が
し
ま
す
。
骨
が
出
て
き
た
例
が

幾
つ
か
あ
り
、
小
さ
い
方
形
周
溝
墓
か
ら
は
子
ど
も
の
骨
が
出
て
き

て
い
る
の
で
、
墓
の
大
き
さ
は
地
位
や
階
層
で
分
か
れ
る
と
い
う
よ

り
も
、
年
齢
階
梯
的
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
一
つ
一
つ
、
個

人
の
た
め
に
み
ん
な
で
協
力
し
て
大
き
な
お
墓
を
つ
く
っ
て
手
厚
く

葬
る
こ
と
で
、
集
落
の
結
束

力
を
高
め
る
と
い
う
よ
う
な

機
能
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
沼
津
市
で
一
番
大
き
な
方

形
周
溝
墓
が
出
た
の
は
中
原

遺
跡
で
す
（
写
真
7
）。
浮

島
沼
の
中
央
付
近
の
海
側
の

砂
堆
の
上
で
出
て
い
て
、
ど

こ
に
集
落
と
水
田
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
残
り
ま
す
が
、
か
な
り
の
規
模
で
す
。
た

だ
、
周
り
は
普
通
サ
イ
ズ
の
方
形
周
溝
墓
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の

中
に
大
型
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
形
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
地
位
を

認
め
ら
れ
た
よ
う
な
人
物
で
、
人
々
が
そ
れ
を
た
た
え
て
つ
く
っ
た

お
墓
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
権
力
が
代
々
続
い
て
い
っ
た
か
ど

う
か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

　
実
は
、
函
南
町
で
、
全
長
36
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
方
形
周
溝
墓
が

一
基
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
結
構
古
い
時
期

の
も
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
も
大
型
の
お
墓
が
代
々
続
い
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
大
き
な
お
墓
は
、
そ
の
と

き
に
何
か
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た
り
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し

た
り
し
た
人
物
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
次 写真7　沼津市中原遺跡の大型方形周溝墓

写真6　有東遺跡周辺（鷹ノ道遺跡）の方形周溝
墓群

32

静岡大学東部市民講座「静岡の自然と文化」



の
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
弥
生

時
代
の
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

登
呂
ム
ラ
の
成
立
と
弥
生
時
代
後
期
の
社
会

　
弥
生
時
代
後
期
の
登
呂
遺
跡
は
、
集
落
の
面
積
は
有
東
遺
跡
よ
り

小
さ
い
で
す
が
、
広
い
水
田
域
を
持
っ
て
い
ま
す
（
図
11
）。
か
つ

て
は
、
一
般
的
な
集
落
が
あ
り
、
そ
の
周
り
に
広
い
水
田
域
が
広
が

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
調
査
で
大
型

建
物
が
新
し
く
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
8
）。
こ
れ
は
祭
殿
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。他
の
倉
庫
と
違
う
の
は
、独
立
の
棟
持
ち
柱
を
持
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
大
阪
の
池
上
曽
根
遺
跡
で
も
同
じ
よ
う
な
も
の

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、

コ
メ
作
り
に
関
わ
る
お
祭

り
の
中
心
と
な
る
建
物
と

し
て
こ
う
い
う
も
の
が
造

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
伊
勢
神
宮
の
祭
殿
に

も
棟
持
ち
柱
が
あ
り
、
そ

れ
と
同
じ
構
造
の
建
物
が

こ
の
時
代
か
ら
造
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
石
器
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
弥
生
時
代
後
期
に
な
る
と
鉄

が
普
及
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
力
が
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
。
鉄
を
ど
う
や
っ
て
手
に
入
れ
た
か
と
い
う
疑
問
は
あ
り
ま

す
が
、
ど
う
も
急
に
流
通
が
変
わ
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

鉄
が
普
及
し
、石
器
を
作
ら
な
く
て
よ
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

石
器
作
り
に
向
け
ら
れ
て
い
た
労
力
を
別
の
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
登
呂
の
水
田
が
非
常
に
大
き
い
の
は
そ
の
た
め

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
祭
殿
の
周
り
か
ら
は
青
銅
で
作
ら
れ
た
腕
輪
な

ど
祭
祀
の
道
具
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　
登
呂
遺
跡
の
周
り
に
は
、
有
東
遺
跡
の
他
に
も
幾
つ
か
遺
跡
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
川
で
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

写真8　復元された登呂遺跡の集落中心部の大
型建物（祭殿）

図11　弥生時代後期の登呂遺跡の復元模式図
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が
、
扇
状
地
の
水
利
を
共
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
協
力
的
な

関
係
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
ま
す
。
祭
殿
の

ま
わ
り
か
ら
は
木
で
で
き
た
剣
や
刀
が
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

集
落
の
人
た
ち
が
祭
殿
の
前
で
、
木
で
作
っ
た
剣
な
ど
を
み
ん
な
で

振
り
回
し
て
踊
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
模
擬
戦
を
し
た
の
か
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
本
当
の
戦
い
で
は
な
く
結
束
力
を
高
め
る
よ
う

な
お
祭
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
登
呂
の
水
田
は
登

呂
の
人
た
ち
だ
け
で
耕
し
た
わ
け
で
は
な
く
地
域
で
支
え
ら
れ
た
の

だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
登
呂
の
集
落
は
洪
水
で
覆
わ
れ
て
消
滅
し
ま
し
た
が
、
最
近
、
中

塚
武
さ
ん
を
中
心
と
し
た
木
の
年
輪
の
中
の
酸
素
同
位
体
を
測
る
研

究
で
、
当
時
の
降
水
量
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
（
中
塚

二
〇
一
二
）。
年
輪
年
代
法
と
い
っ
て
、
年
輪
か
ら
は
年
代
も
推
定

で
き
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
応
用
し
て
、
そ
の
年
の
降
水
量

を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る

と
、
西
暦
一
二
七
年
に
す
ご
い
降
水
量
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て

き
ま
し
た
。
年
代
的
に
は
ち
ょ
う
ど
登
呂
の
洪
水
と
同
じ
ぐ
ら
い
で

す
。
そ
の
前
か
ら
だ
ん
だ
ん
雨
が
多
く
な
り
、
湿
潤
化
し
て
、
登
呂

の
大
洪
水
の
後
は
逆
に
干
ば
つ
が
し
ば
ら
く
続
く
と
い
っ
た
形
で
、

十
年
、
二
十
年
の
幅
で
降
水
量
の
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
ま
す
。

ど
う
も
そ
れ
が
あ
ま
り
良
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
度
の
洪
水
で

あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
影
響
が
な
く
元
に
戻
れ
る
の
で
す
が
、
干
ば
つ
が

し
ば
ら
く
続
い
た
後
、
突
然
、
洪
水
が
ず
っ
と
続
く
と
い
う
の
が
、

集
団
生
活
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し
て
い
く
上
で
は
厳
し
い
環
境
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
二
世
紀
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
そ
の
よ
う
な

厳
し
い
時
期
が
続
き
、
そ
れ
が
社
会
に
い
ろ
い
ろ
な
影
響
を
与
え
た

の
で
は
な
い
か
、
例
え
ば
近
畿
地
方
で
は
急
速
に
階
層
化
が
進
み
、

強
力
な
権
力
を
つ
く
る
よ
う
な
古
墳
時
代
へ
の
動
き
が
進
ん
だ
の
で

は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
中
塚
前
掲
書
）。

弥
生
後
期
か
ら
古
墳
の
出
現
へ

　
沼
津
・
浮
島
沼
周
辺
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
前
半
に
一
時
期
あ

ま
り
人
が
い
な
く
な
り
、
し
ば
ら
く
し
て
ぽ
つ
ぽ
つ
と
環
濠
集
落
が

出
て
き
ま
す
。
そ
の
集
落
が
後
期
の
後
半
、
登
呂
の
洪
水
ぐ
ら
い
の

時
期
か
ら
、
愛
鷹
山
麓
の
標
高
二
百
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
場
所
に
集

中
し
て
移
動
し
た
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
高
尾
山
古
墳
が

で
き
る
頃
ま
で
は
、
集
落
は
低
地
に
下
り
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
高
い
所
に
集
ま
っ
て
住
ま
な
く
て
は
い
け
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
ま
だ
謎
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
も
い
ろ
い

ろ
な
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
高

尾
山
古
墳
が
造
ら
れ
て
古
墳
時
代
に
移
り
変
わ
る
わ
け
で
す
。

　
静
岡
平
野
の
古
墳
時
代
の
始
ま
り
で
す
が
、
平
野
の
海
岸
部
の
汐

入
遺
跡
で
は
登
呂
遺
跡
と
同
じ
よ
う
な
祭
殿
の
建
物
が
見
つ
か
っ
て
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い
ま
す
。
た
だ
、
梁
を
支
え
る
た
め
の
独
立
の
棟
持
ち
柱
が
建
物
本

体
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
の
で
、
上
部
は
相
当
高
い
建
物
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
柱
も
太
く
、
深
く
埋
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

小
黒
遺
跡
か
ら
も
、
や
は
り
似
た
よ
う
な
建
物
の
跡
が
二
棟
分
と
、

そ
の
周
り
を
囲
う
塀
、
溝
、
土
塁
が
出
て
き
ま
し
た
（
図
12
）。
二

棟
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
伊
勢
神
宮
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
建

て
替
え
な
が
ら
祭
祀
を
続
け
て
い
っ
た
最
初
で
は
な
い
か
と
い
う
話

も
出
て
い
た
り
し
ま
す
。
大
型
の
集
落
の
一
角
に
そ
う
い
っ
た
お
祭

り
の
空
間
が
あ
り
ま
す
。
登
呂
遺
跡
で
は
そ
れ
が
集
落
の
中
心
の
開

か
れ
た
空
間
に
あ
り
ま
し
た
が
、
古
墳
が
出
て
く
る
よ
う
な
段
階
に

な
る
と
、
そ
れ
を
首
長
の
よ
う
な
特
別
な
人
物
た
ち
が
土
塁
な
ど
で

囲
い
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
人
た
ち
は
、
塀
と

溝
と
土
塁
の
外
か
ら
、
に
ょ
っ
き
り
突
き
出
し
た
祭
殿
だ
け
を
見
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
ん
な
頃
に
高
尾
山
古
墳
が
造
ら
れ
る
古
墳
時
代
に
な
る
わ
け
で

す
。
高
尾
山
古
墳
で
は
、
中
国
製
の
鏡
や
前
方
後
方
墳
の
形
、
出
土

し
た
近
畿
や
北
陸
な
ど
遠
く
離
れ
た
地
域
の
土
器
な
ど
、
い
ろ
ん
な

と
こ
ろ
と
の
交
渉
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
高
尾
山
古
墳
に
現

れ
る
権
力
も
内
部
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
、
外
部
と
の
交
渉
の
中

で
生
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
そ
の
頃
に
歴

史
が
大
き
く
動
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め

　
駿
河
湾
岸
に
農
耕
社
会
が
定
着
す
る
頃
、
大
き
な
地
形
の
変
化
も

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
自
然
史
の
大
き
な
流
れ
に

沿
っ
て
人
類
社
会
も
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
。
農
耕
集
落
の
人
々
は
、
農
具
を
作
り
、
コ
メ
を
作
る
こ
と

に
労
働
力
を
注
い
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

こ
か
ら
必
ず
し
も
順
調
に
発
展
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
外
部
的
な
要

素
が
強
く
影
響
し
て
権
力
が
成
立
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
静

岡
の
農
耕
社
会
が
成
立
し
て
い
き
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
進
ん
で

図12　静岡市小黒遺跡の塀・土塁・溝に囲まれた祭殿
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い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
静
岡
の
農
耕
文
化
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
登
呂
遺
跡
の
こ
と
な
ど

を
中
心
に
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
（
篠
原
二
〇
一
九
）。
最
初
の
ほ
う
で
お
話
し
し

た
よ
う
に
、
私
が
作
っ
た
木
の
鍬
を
使
っ
て
、
学
生
さ
ん
と
一
緒
に

登
呂
で
の
栽
培
実
験
も
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
成
果
も
お
話
し

で
き
る
機
会
が
あ
れ
ば
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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篠原和大「駿河湾沿岸地域の農耕文化の形成」


