










旧石器・縄文

山
を
越
え
ロ
マ
ン
を
秘
め
た
サ
ヌ
カ
イ
ト

ナ
イ
フ
形
石
器（
開
田
城
ノ
内
遺
跡
）

　

日
本
列
島
で
人
類
の
活
動
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今
か
ら
約
三
万
八
千
年
前
こ
ろ

か
ら
で
す
。
旧
石
器
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
で
、
人
々
が
狩
り
の
た
め
移
動
生
活
を
し
て

い
ま
し
た
。
京
都
府
内
で
は
多
く
の
場
合
、
本
来
の
地
層
と
異
な
る
後
の
時
代
の
地
層
中

か
ら
散
発
的
に
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

長
岡
京
市
で
お
こ
な
わ
れ
た
開か
い
で
ん
し
ろ
の
う
ち

田
城
ノ
内
遺
跡
の
調
査
で
は
新
し
い
時
代
の
遺
構
・
遺

物
に
混
じ
っ
て
旧
石
器
時
代
の
国こ
う
が
た

府
型
ナ
イ
フ
形
石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
国
府
型
ナ

イ
フ
形
石
器
は
近
畿
・
瀬
戸
内
地
域
を
中
心
に
使
わ
れ
た
石
器
で
す
。
ナ
イ
フ
型
石
器
と

は
縁
辺
に
刃
を
つ
く
る
も
の
で
、槍や
り
さ
き先
に
つ
け
て
狩し
ゅ
り
ょ
う猟に
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

京
都
府
で
見
つ
か
る
ナ
イ
フ
形
石
器
の
ほ
と
ん
ど
は
国
府
型
ナ
イ
フ
形
石
器
で
、
奈
良
県

と
大
阪
府
境
に
あ
る
二
上
山
で
採
れ
る
サ
ヌ
カ
イ
ト
と
い
う
、
真
っ
黒
な
ガ
ラ
ス
質
の
石

材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
上
山
の
サ
ヌ
カ
イ
ト
は
そ
の
後
も
縄
文
・
弥
生
時
代
を
通
じ

て
使
わ
れ
続
け
ま
す
。

むすぶ



ナイフ形石器



旧石器・縄文

ネ
ガ
と
ポ
ジ
の
文
様

押
型
文
土
器（
案
察
使
遺
跡
第
五
次
、

蔵
垣
内
遺
跡
第
一
一
次
）

　

今
か
ら
約
一
万
五
千
年
前
頃
、
最
終
氷
期
が
終
わ
り
寒
暖
を
繰
り
返
し
な
が
ら
気
候
が

温
暖
・
湿
潤
化
し
ま
す
。
植
物
・
動
物
相
も
大
き
く
変
わ
り
、
人
々
の
生
活
に
も
変
化
が

生
じ
ま
す
。
土
器
や
石せ
き
ぞ
く鏃

の
使
用
量
が
増
え
、
定
住
性
が
高
ま
る
の
が
縄
文
時
代
早
期
で

す
。
縄
文
時
代
早
期
は
今
か
ら
一
万
一
千
年
前
～
七
〇
〇
〇
年
前
頃
で
す
。
西
日
本
の
早

期
を
特
徴
づ
け
る
土
器
に
、
押お
し
が
た
も
ん

型
文
土
器
が
あ
り
ま
す
。
短
い
棒
状
の
工
具
に
文
様
を
刻

み
、
そ
れ
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
土
器
に
押
し
当
て
る
と
凸
凹
が
で
き
、
文
様
と
し
て
現
れ

ま
す
。
亀
岡
市
に
あ
る
案あ

ぜ

ち
察
使
遺
跡
第
五
次
調
査
で
は
縄
文
時
代
早
期
の
土
器（
大お
お
こ
し
き

川
式
）

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
土
器
の
表
面
に
は
横
に
広
い
凹
ん
だ
楕だ
え
ん
け
い

円
形
が
連
続
し
て
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
同
じ
く
亀
岡
市
の
蔵く
ら
が
い
ち

垣
内
遺
跡
第
一
一
次
調
査
で
は
、
案
察
使
遺
跡
よ
り
も

新
し
い
土
器（
高
山
寺
式
）が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
逆
に
、
楕
円
や
格こ
う
し
め

子
目
の
浮

か
び
上
が
る
よ
う
な
文
様
を
も
っ
て
い
ま
す
。
時
期
に
よ
っ
て
土
器
の
文
様
が
少
し
ず
つ

変
わ
る
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。

むすぶ



押型文土器
上の黒い土器が案察使遺跡出土。下は蔵垣内遺跡出土。



旧石器・縄文

縄
文
の
海う
み
ん
ち
ゅ人

丸
木
舟（
浦
入
遺
跡
）

　

日
本
海
に
面
し
た
舞
鶴
湾
の
湾
口
に
あ
る
浦
う
ら
に
ゅ
う入

遺
跡
か
ら
、
縄
文
時
代
の
丸
木
舟
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
今
か
ら
、
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
年
前
の
舟
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
舟
は
長
さ

五
ｍ
分
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
舟
の
幅
は
一
ｍ
で
す
。
縄
文
時
代
の
丸
木
舟
は
八
〇
例
ほ

ど
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
と
比
べ
て
も
、
幅
の
広
い
舟
と
言
え
ま
す
。
舟
の
厚

さ
は
七
～
九
㎝
で
す
。
舟
の
内
側
に
は
焦
げ
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。
半
割
り
し
た
巨
大
な

杉
の
丸
太
の
上
で
火
を
焚た

き
、
焦こ

げ
た
部
分
を
石
の
斧お
の

な
ど
を
使
っ
て
削
り
な
が
ら
作
っ

た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
手
間
と
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

浦
入
遺
跡
か
ら
は
、
北
陸
の
特
色
を
も
つ
縄
文
土
器
や
山
陰
産
の
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
、
琥こ
は
く珀

製
の

玉
な
ど
、
地
元
産
で
な
い
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
縄
文
人
に
は
、
狩
や
漁
な
ど
で

生
活
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。見
つ
か
っ
た
舟
や
他
の
地
方
産
の
遺
物
か
ら
は
、

漁
だ
け
で
な
く
、
海
路
を
利
用
し
て
交
流
し
て
い
た
、
た
く
ま
し
い
縄
文
の
海う
み
ん
ち
ゅ人の
姿
が

見
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

むすぶ



浦入遺跡の丸木舟（舞鶴市教育委員会所蔵）



旧石器・縄文

縄
文
グ
ル
メ

石
器（
友
岡
遺
跡
・
伊
賀
寺
遺
跡
）

　

土
器
の
登
場
に
よ
り
煮に

た炊
き
調
理
が
容
易
に
な
り
、
植
物
食
が
発
達
し
た
の
が
縄
文
時

代
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
は
、
動
物
よ
り
も
む
し
ろ
ド
ン
グ
リ
な
ど

の
堅け
ん
か
る
い

果
類
を
含
む
植
物
を
食
料
と
し
て
中
心
的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま

す
。
堅
果
類
の
調
理
に
は
殻か
ら

を
割
っ
た
り
粉
に
砕
い
た
り
す
る
敲た
た
き
い
し石・

磨す
り
い
し石

と
い
う
道
具

が
使
わ
れ
て
お
り
、
長
岡
京
市
の
友と
も
お
か岡

遺
跡
・
伊い

が

じ
賀
寺
遺
跡
で
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
縄
文
人
が
ド
ン
グ
リ
ば
か
り
を
食
べ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
周
辺
の
食
材

を
季
節
に
応
じ
て
上
手
に
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
京
丹
後
市
の
松ま
つ
が
さ
き

ヶ
崎
遺
跡
で
は
縄
文
時

代
前
期
を
中
心
と
し
た
植
物
・
動
物
遺
体
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
植
物
遺
体
は
イ
モ
・
エ

ゴ
マ
・
サ
ン
シ
ョ
ウ
・
ト
チ
ノ
実
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
物
遺
体
で
は
マ
ダ
イ
・

ヒ
ラ
メ
・
ス
ズ
キ
な
ど
の
魚
類
に
加
え
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
・
シ
カ
・
タ
ヌ
キ
・
鳥
類
の
骨
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
遺
物
は
本
来
残
り
に
く
い
の
で
す
が
、
低
湿
地
に
あ
る
遺

跡
の
た
め
残
存
し
て
い
ま
し
た
。

ツール



友岡遺跡・伊賀寺遺跡の石器
（手前２点：磨製石斧、その他：敲石・磨石）



旧石器・縄文

ね
が
い
・
か
な
え
・
た
ま
え

土
偶（
三
河
宮
ノ
下
遺
跡
）・
石
冠（
友

岡
遺
跡
・
伊
賀
寺
遺
跡
）

　

縄
文
時
代
の
土ど
ぐ
う偶

は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
姿
・
表
情
で
博
物
館
の
展
示
な
ど
で
も
特
に
人
気

の
あ
る
遺
物
で
す
が
、
京
都
府
内
で
は
数
点
し
か
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
福
知
山
市
の

三そ
う
ご
み
や
の
し
た

河
宮
ノ
下
遺
跡
の
土
偶
は
、
巧
み
に
眉
、
鼻
、
目
、
口
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
土

偶
は
胴
体
の
部
分
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
土
偶
は
女
性
を
表
現
し
て
い
て
、
破
損
し

た
状
態
で
出
土
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
祭さ
い
し祀

で
土
偶
を
壊
す
こ
と

に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

友
岡
遺
跡
・
伊
賀
寺
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
石せ
っ
か
ん冠
も
、
祈
り
の
道
具
の
可
能
性
が
あ
る
遺

物
で
す
。
祭
祀
に
使
わ
れ
て
い
た
と
す
る
考
え
と
、
斧
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
と
い
う
説

が
あ
り
ま
す
。
全
体
が
て
い
ね
い
に
磨
か
れ
て
い
て
、
頭
部
は
斧
状
を
呈
し
ま
す
。
周
囲

に
は
線
刻
が
め
ぐ
っ
て
い
て
、
底
面
は
レ
ン
ズ
状
に
凹
ん
で
い
ま
す
。
重
さ
は
三
〇
五
ｇ

で
す
。
石
冠
は
本
来
、
縄
文
晩
期
の
飛ひ

だ騨
を
中
心
と
し
た
中
部
地
方
に
多
く
見
ら
れ
る
も

の
で
す
。
東
日
本
と
の
交
流
を
う
か
が
わ
せ
る
遺
物
で
す
。

いのり



土偶（京都府立丹後郷土資料館所蔵）

石冠



旧石器・縄文

安
産
と
子
育
て
の
シ
ン
ボ
ル

石
棒（
薪
遺
跡
第
七
次
）

　

京
田
辺
市
に
あ
る
薪
た
き
ぎ

遺
跡
第
七
次
調
査
で
は
縄
文
時
代
の
石せ
き
ぼ
う棒

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

石
棒
は
男
性
の
性
器
を
か
た
ど
っ
た
棒
状
の
石
器
で
、
豊ほ
う
じ
ょ
う穣な

ど
を
願
う
祭
り
に
使
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。薪
遺
跡
の
石
棒
は
縄
文
時
代
中
期
末
～
後
期
前
葉
の
も
の
で
、

安あ
ん
ざ
ん
が
ん

山
岩
製
で
す
。
下
の
方
が
欠
損
し
て
い
ま
す
が
本
来
は
一
ｍ
近
く
あ
っ
た
と
見
ら
れ
ま

す
。
重
さ
は
一
四
・
六
㎏
も
あ
り
ま
す
。

　

縄
文
時
代
後
期
以
降
、
石
棒
は
片
手
で
持
て
る
サ
イ
ズ
に
小
型
化
し
ま
す
。
石
材
も
和

歌
山
県
北
部
や
徳
島
県
産
の
結け
っ
し
ょ
う
へ
ん
が
ん

晶
片
岩
と
い
う
石
材
が
使
わ
れ
ま
す
。
福
知
山
市
の
岡お
か
のノ

遺
跡
第
二
次
調
査
で
は
小
型
の
石
棒
と
見
ら
れ
る
も
の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
八
幡
市

の
木き
づ
が
わ
か
し
ょ
う

津
川
河
床
遺
跡
第
二
一
次
調
査
で
は
棒
状
の
結
晶
片
岩
の
石
材
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
石
棒
を
作
る
た
め
に
石
材
が
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
綾
部
市
に
あ
る

葛く
ず
れ
も
と

禮
本
神
社
境
内
に
は
、
薪
遺
跡
と
同
時
期
の
全
長
九
五
・
三
㎝
、
重
さ
五
七
・
五
㎏
を
測

る
石
棒
が
現
在
も
祀
ら
れ
て
い
て
、安あ
ん
ざ
ん産

子
育
て
の
神
様
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。

いのり



石棒



旧石器・縄文

適
材
適
所

玉
（
伊
賀
寺
遺
跡
）、石
鏃
・
石
錘
（
仲

ノ
段
遺
跡
）、
石
鏃
（
室
橋
遺
跡
）、

大
珠
（
椋
ノ
木
遺
跡
）

　

府
内
の
縄
文
遺
跡
で
は
、
打
製
石
器
に
サ
ヌ
カ
イ
ト
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
石
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
１
は
長
岡
京
市
に
あ

る
伊い

が

じ
賀
寺
遺
跡
で
出
土
し
た
玉
で
す
。
小
さ
な
石
に
穴
を
開
け
、
首
や
腕
に
着
け
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
石
材
に
は
、
兵
庫
県
北
部
や
福
井
県
北
部
の
碧へ
き
ぎ
ょ
く玉が

使
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
２
は
福
知
山
市
仲な
か
の
だ
ん

ノ
段
遺
跡
で
出
土
し
た
石せ
き
ぞ
く鏃
で
す
。
長
野
県
の

黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
と
い
う
ガ
ラ
ス
質
の
石
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
３
は
亀
岡
市
の
室む
ろ
は
し橋

遺
跡
第

一
一
次
調
査
で
出
土
し
た
石
鏃
で
す
。
縄
文
時
代
前
期
の
も
の
と
見
ら
れ
、
瑪め
の
う瑙
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
４
は
精
華
町
の
椋む
く
の
き

ノ
木
遺
跡
で
出
土
し
た
翡ひ
す
い翠

製
と
見
ら
れ
る
大た
い
し
ゅ珠（

お

お
だ
ま
）で
す
。
５
は
仲
ノ
段
遺
跡
で
出
土
し
た
石せ
き
す
い錘
で
す
。
石
材
は
蛇じ
ゃ
も
ん
が
ん

紋
岩
の
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

むすぶ
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弥生

種
も
み
が
中
に
入
っ
て
ま
す

弥
生
土
器　

壺
（
雲
宮
遺
跡
）

　

弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
を
こ
の
赤
焼
き
の
土
器
が
教
え
て
く
れ
ま
す
。
京
都
盆
地
で
の

米
作
り
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
二
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
北
部
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海
経
由
で
も

た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
種
も
み
が
入
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
の
土
器
と
と
も
に
始
ま

り
ま
す
。
同
じ
こ
ろ
、
日
本
海
経
由
で
も
同
じ
形
の
壺つ
ぼ

と
と
も
に
米
作
り
は
丹
後
半
島
に

も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
壺
の
底
に
は
と
き
ど
き
種
も
み
の
圧あ
っ
こ
ん痕

が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

縄
文
時
代
の
土
器
は
、
煮
炊
き
を
す
る
深
鉢
と
食
べ
物
な
ど
を
盛
る
浅
鉢
の
２
種
類
の

器
で
し
た
。
一
方
、
米
作
り
と
と
も
に
使
わ
れ
た
弥
生
土
器
に
は
、
種
も
み
や
水
な
ど
を

入
れ
る
た
め
の
壺
、
米
な
ど
を
煮
炊
き
す
る
甕か
め

、
食
べ
物
な
ど
を
盛
る
鉢
、
高た
か
つ
き杯
の
４
つ

の
種
類
の
器
か
ら
な
り
、
生
活
の
様
子
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。　

むすぶ



弥生土器（壺）



弥生

ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
登
場
！

人
面
付
き
土
器
（
温
江
遺
跡
）

　

米
作
り
が
伝
わ
る
と
人
々
は
環か
ん
ご
う濠

集
落
と
呼
ば
れ
る
大
溝
に
囲
ま
れ
た
ム
ラ
に
住
む
よ

う
に
な
り
ま
す
。
丹
後
半
島
の
付
け
根
付
近
、
与
謝
野
町
温あ
つ
え江

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、

環
濠
内
か
ら
弥
生
時
代
中
期
前
葉
の
土
器
と
と
も
に
、
人じ
ん
め
ん面

（
顔
の
長
さ
九・
一
五
㎝
）

を
持
つ
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

一
見
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
の
よ
う
で
も
あ
り
、
キ
ュ
ー
ピ
ー
の
よ
う
で
も
あ
る
人
面
は
立
体

的
・
写
実
的
に
、
人
の
顔
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
頭
に
は
髷ま
げ

状
の
突
起
が
あ
り
、
両
耳
に

は
小
さ
な
穴
が
開
け
ら
れ
、
後
頭
部
に
は
櫛く
し
ば歯
状
の
隆り
ゅ
う
き起
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

装
身
具
が
付
い
て
い
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

同
様
の
人
面
土
器
は
、
松
江
市
西に
し
か
わ
つ

川
津
遺
跡
で
も
出
土
し
て
お
り
、
日
本
海
側
沿
い
で

は
し
ょ
う
ゆ
顔
の
人
々
が
弥
生
文
化
を
伝
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
瀬
戸
内
海

側
の
さ
ぬ
き
市
鴨か

べ部
・
川か
わ
た田
遺
跡
と
総
社
市
田た
ま
す
た
な
か

益
田
中
遺
跡
か
ら
は
入い
れ
ず
み墨
を
し
た
頭
に
突

起
を
も
つ
人
面
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

いのり



人面付き土器（与謝野町教育委員会所蔵）



弥生

豊
穣
を
祈
る

銅
鐸
形
土
製
品
（
硲
遺
跡
、
観
音
寺

遺
跡
、
興
・
観
音
寺
遺
跡
）

　

弥
生
人
が
神
に
祈い
の

り
を
捧
げ
作
物
の
豊ほ
う
じ
ょ
う穣を

祈
っ
た
道
具
と
し
て
、
青
銅
製
の
銅ど
う
た
く鐸

が

良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
京
都
府
内
か
ら
は
七
か
所
の
出
土
地
が
知
ら
れ
る

も
の
の
、
発
掘
調
査
で
は
、
見
つ
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
土
で
造
ら
れ
た
小
道
具
が
幾
つ
か
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
銅
鐸
を
模も
ほ
う倣

し
た
銅
鐸

形
土
製
品
は
、
全
国
か
ら
百
点
近
く
、
府
内
か
ら
は
十
三
点
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
長
岡

京
市
硲は
ざ
ま

遺
跡
の
資
料
は
、
舌ぜ
つ

を
伴
い
銅
鐸
同
様
音
を
鳴
ら
し
て
神
を
呼
ん
だ
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
福
知
山
市
観か
ん
の
ん
じ

音
寺
遺
跡
で
は
銅
鐸
形
土
製
品
と
と
も
に
蝉せ
み

を
模
っ
た
土
製

品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
古
来
、
死
者
に
蝉
形
の
玉
を
く
わ
え
さ
せ
死
者
の
再

生
を
願
う
風
習
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
綾
部
市
興お
き

・
観
音
寺
遺
跡
か
ら
は
広
島
県

を
中
心
に
分
布
す
る
分ふ
ん
ど
う
が
た

銅
形
土
製
品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
分
銅
形
土
製
品
は
壊
さ
れ
た

状
況
で
出
土
す
る
こ
と
が
多
く
、
当
例
も
頭
部
を
欠
い
て
い
ま
す
。
弥
生
人
は
こ
れ
ら
の

道
具
を
ど
の
よ
う
に
使
い
、
神
と
交
信
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

いのり



上：銅鐸形土製品、右下：蝉形土製品
左下：分銅形土製品（福知山市教育委員会所蔵）



弥生

原
材
料
、
入
手
困
難
に
つ
き
・
・
・

銅
剣
形
石
剣
（
志
高
遺
跡
）

　

い
つ
の
時
代
も
光
輝
く
も
の
に
人
々
は
畏い

ふ怖
の
念
と
憧あ
こ
がれ

を
持
ち
ま
す
。
そ
れ
が
武
器

で
あ
る
場
合
は
な
お
さ
ら
で
、
最
近
は
日
本
刀
を
好
む
女
子
が
多
い
と
か
。

　

舞
鶴
市
志し
だ
か高

遺
跡
か
ら
は
、
住
居
の
床
下
に
上
半
部
を
欠
い
た
銅ど
う
け
ん
が
た
せ
っ
け
ん

剣
形
石
剣
が
隠か
く

さ
れ

て
い
ま
し
た
。
銅ど
う
け
ん剣

は
銅
鐸
と
と
も
に
弥
生
時
代
の
祭さ
い
し
ぐ

祀
具
の
一
つ
で
す
が
、
北
部
九
州

と
生
産
地
は
遠
く
、
近
畿
の
人
々
は
、
石
の
代
用
品
で
賄
ま
か
な

っ
た
よ
う
で
、
集
落
遺
跡
か
ら

は
た
び
た
び
、
破は
さ
い砕

さ
れ
た
状
況
で
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

石
剣
は
中ち
ゅ
う
ぼ
そ
が
た
ど
う
け
ん

細
型
銅
剣
を
模
し
た
も
の
で
、
粘ね
ん
ば
ん
が
ん

板
岩
と
呼
ば
れ
る
黒
い
石
を
磨
い
て
作
っ

て
い
ま
す
。
中
細
型
銅
剣
は
九
州
・
中
国
地
域
で
多
く
発
見
さ
れ
、
祭
祀
の
道
具
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

出
土
遺
物
を
見
る
と
、
細
部
も
精せ
い
み
つ密

に
真
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
中
細
型
銅
剣

を
見
た
人
が
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
堅
い
石
を
磨
い
て
で
も
銅
剣
が
欲
し
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

むすぶ



銅剣形石剣（舞鶴市教育委員会所蔵）



弥生

技
術
を
磨
く
・
弥
生
人
の
四
苦
八
苦

ガ
ラ
ス
と
水
晶
（
奈
具
岡
遺
跡
）

　

人
目
を
避さ

け
る
よ
う
に
平
野
か
ら
奥
に
入
っ
た
丘
陵
部
に
碧へ
き
ぎ
ょ
く玉な

ど
の
緑
色
の
石
を
を

原
材
料
と
し
た
玉
作
工
房
が
営
ま
れ
た
の
は
中
期
の
中
頃
で
し
た
（
京
丹
後
市
弥
栄
町

奈な
ぐ
お
か

具
岡
遺
跡
）。
工
具
に
は
、
原
石
を
分
割
す
る
結け
っ
し
ょ
う
へ
ん
が
ん

晶
片
岩
の
石い
し
の
こ鋸

や
孔あ
な

を
開
け
る
直
径

一
㎜
ほ
ど
の
瑪め
の
う瑙

製
の
石い
し
ば
り針

が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
工
房
に
は
、
孔あ
な

を
開
け
る
鉄

針
な
ど
を
製
作
す
る
た
め
か
多
量
の
鉄
素
材
が
持
ち
込
ま
れ
、
小こ

か

じ
鍛
冶
に
よ
る
鉄
の
再
加

工
を
始
め
た
様
子
も
う
か
が
え
ま
す
。
終
わ
り
頃
に
な
る
と
水す
い
し
ょ
う晶を

原
材
料
と
す
る
玉
作

り
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
次
に
目
指
し
た
の
は
、
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
小
玉
の

再
加
工
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ガ
ラ
ス
を
小
さ
く
割
り
、
加
熱
し
玉
を
つ
く
ろ
う
と
し
た

よ
う
で
す
。
良
く
見
る
と
、
溶
か
す
こ
と
は
あ
き
ら
め
た
の
か
、
半
裁
し
て
横
方
向
に
孔

を
開
け
よ
う
と
し
た
痕
跡
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
最
新
技
術
を
身
に
つ
け
新
し
い
道
具
を
作

り
続
け
た
勤
勉
な
弥
生
人
の
姿
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

むすぶ



水晶製玉類の原石から製品まで



弥生

丹
後
は
ガ
ラ
ス
の
宝
庫

ガ
ラ
ス
を
用
い
た
頭
飾
り

　
　
　
　
　
　
（
赤
坂
今
井
墳
墓
）

　

弥
生
人
は
、
青
や
緑
色
の
宝
石
を
好
ん
だ
よ
う
で
、
翡ひ
す
い翠

・
碧へ
き
ぎ
ょ
く玉・

緑
り
ょ
く
し
ょ
く
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

色
凝
灰
岩
な

ど
が
最
初
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。海
外
か
ら
ガ
ラ
ス
が
持
ち
込
ま
れ
る
と
、人
々
は
こ
ぞ
っ

て
ガ
ラ
ス
に
魅み
り
ょ
う了

さ
れ
ま
す
。
全
国
で
弥
生
時
代
の
ガ
ラ
ス
製
品
は
五
万
点
以
上
出
土
し

て
い
ま
す
が
、
近
畿
北
部
は
、
北
部
九
州
に
次
い
で
出
土
量
が
多
い
の
で
す
。

　

後
期
初
頭
の
京
丹
後
市
三み
さ
か
じ
ん
じ
ゃ

坂
神
社
墳ふ
ん
ぼ
ぐ
ん

墓
群
で
は
、
中
心
埋
葬
施
設
か
ら
ガ
ラ
ス
管く
だ
た
ま玉

の

頭
飾
り
と
、
ガ
ラ
ス
勾
玉
・
小
玉
・
水
晶
製
小
玉
か
ら
な
る
装
身
具
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

墳
墓
群
全
域
で
胸
飾
り
・
腕
飾
り
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
三
千
点
ほ
ど
の
ガ
ラ
ス
製
品
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
後
期
後
半
の
与
謝
野
町
大お
お
ぶ
ろ
み
な
み

風
呂
南
墳
墓
や
京
丹
後
市
比び

く

に
丘
尼
屋や
し
き
ふ
ん
ぼ

敷
墳
墓

か
ら
は
、
ガ
ラ
ス
の
腕う
で
わ輪
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
後
期
末
の
京
丹
後
市
赤あ
か
さ
か
い
ま
い

坂
今
井
墳
墓
か

ら
見
つ
か
っ
た
頭
飾
り
に
は
、
ガ
ラ
ス
の
勾
玉
・
管
玉
・
碧
玉
の
管
玉
な
ど
三
百
以
上
の

宝
石
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
ガ
ラ
ス
製
品
は
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
地

域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
れ
ら
を
原
料
に
丹
後
で
再
加
工
さ
れ
た
も
の
で
す
。

むすぶ



ガラス製品を用いた頭飾り







古墳

調
度
品
と
し
て
の
「
案
」

案（
古
殿
遺
跡
）

　

住
居
な
ど
の
床
面
は
人
間
が
日
常
的
に
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
来
、
神
に
捧
げ
る

供
物
を
床
に
置
く
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
脚
が
付
い

た
食
器
で
あ
る
高た
か
つ
き杯

が
宗
教
的
儀ぎ
れ
い礼

で
多
用
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
で
高
杯
は
、「
豆
」
と

書
か
れ
ま
す
。
こ
の
漢
字
は
「
一
」
と
「
�
」
に
分
解
で
き
ま
す
が
、「
一
」
は
蓋
、「
�
」

が
脚
と
杯
部
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

京
丹
後
市
古ふ
る
ど
の殿

遺
跡
か
ら
、「
案あ
ん

」
と
よ
ば
れ
る
木
製
の
机
が
出
土
し
ま
し
た
。
天
板

と
三
本
の
脚
が
バ
ラ
バ
ラ
で
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、
本
来
は
四
本
脚
の
も
の
で
す
。
ち
ょ

う
ど
、
料
亭
や
旅
館
で
使
わ
れ
る
お
膳
く
ら
い
の
大
き
さ
で
す
。

　

案
は
高
杯
な
ど
を
複
数
で
使
用
す
る
時
に
、
食
器
な
ど
が
地
面
に
接
し
な
い
よ
う
に
使

わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
案
は
、
朝
鮮
半
島
の
壁
画
に
も
描
か
れ
て
お

り
、
先
に
述
べ
た
高
杯
と
同
じ
く
、
広
く
東
ア
ジ
ア
社
会
の
中
に
浸し
ん
と
う透
し
た
調ち
ょ
う
ど
ひ
ん

度
品
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

むすぶ



案



古墳

邪
悪
な
者
、
近
寄
る
な
！

盾
持
ち
人
形
埴
輪（
時
塚
一
号
墳
）

　

古
墳
は
、
有
力
者
が
静
か
に
眠
る
奥お
く

津つ

き城
で
す
。
古
墳
の
周
囲
に
掘
ら
れ
た
大
き
な
濠ほ
り

は
、
邪じ
ゃ
あ
く悪

な
も
の
が
侵
入
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。
幾
重
に
も
巡
ら
せ
た
埴
輪

の
列
も
同
様
の
意
味
を
も
ち
ま
す
。

　

亀
岡
市
時と
き
づ
か塚

一
号
墳
は
一
辺
約
二
五
ｍ
の
古
墳
時
代
中
期（
五
世
紀
末
）の
方
墳
で
す
。

墳
丘
の
周
り
に
壕ほ
り

が
あ
り
、
そ
の
底
か
ら
は
埴は
に
わ輪

が
多
数
出
土
し
ま
し
た
。

　

本
来
は
墳
丘
に
立
て
て
い
た
も
の
が
転
落
し
た
の
で
し
ょ
う
。
割
れ
た
埴
輪
片
を
復
元

す
る
と
、
盾た
て

と
人
間
が
合
体
し
た
よ
う
な
、
風
変
わ
り
な
埴
輪
と
な
り
ま
し
た
。
盾
の
上

半
部
に
は
目
が
切
り
込
ま
れ
て
お
り
、
本
来
は
鼻
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
邪
悪
な
侵
入
者

の
足
音
を
聞
き
逃
す
ま
い
と
、耳
の
形
は
鋭
く
削
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
眼
の
周
囲
に
は
、

入い
れ
ず
み墨

か
隈く
ま
ど取

り
と
思
わ
れ
る
表
現
が
あ
り
、
眼が
ん
こ
う光

鋭
い
印
象
を
受
け
ま
す
。
古
墳
へ
侵
入

し
よ
う
と
す
る
邪
悪
な
も
の
を
厳
し
く
睨に
ら

み
つ
け
、そ
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
よ
う
で
す
。

いのり



盾持ち人形埴輪



古墳

ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
の
剣

蛇
行
剣

（
奥
大
石
二
号
墳
・
城
谷
口
二
号
墳
）

　

綾
部
市
奥お
く
お
お
い
し

大
石
二
号
墳
と
南
丹
市
城じ
ょ
う
だ
に
ぐ
ち

谷
口
二
号
墳
か
ら
、「
ぐ
に
ゃ
り
」
と
曲
が
っ
た

剣
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
蛇だ
こ
う
け
ん

行
剣
で
す
。
文
字
通
り
剣け
ん
し
ん身

が
曲
が
っ
た
特
徴
か
ら
命
名
さ

れ
た
剣
で
す
。
中
国
の
古
い
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
「
雨ウ
シ
シ
ョ
ウ

師
妾
」
は
雨
を
司
る
神
で
す

が
、
両
手
に
黒
い
蛇
、
両
耳
に
青
と
赤
の
蛇
を
携た
ず
さえ

て
い
ま
す
。
蛇
を
模
し
た
蛇
行
剣
も
、

司し
さ
い祭

的
な
性
格
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

蛇
行
剣
が
本
州
で
出
土
す
る
五
世
紀
は
、
農
耕
司
祭
的
な
首
長
者
か
ら
武
人
的
な
首
長

へ
と
変へ
ん
ぼ
う貌
す
る
時
期
に
当
た
り
ま
す
。
畿
内
の
中
核
地
で
の
首
長
は
、
い
ち
早
く
武
人
化

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
地
方
の
小
規
模
古
墳
の
首
長
は
、
司
祭
者
的
性
格

が
依
然
と
し
て
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
奥お
く
お
お
い
し

大
石
二
号
墳
と
城
じ
ょ
う
だ
に
ぐ
ち

谷
口
二
号
墳
も
小
規

模
な
古
墳
で
あ
り
、
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

　

蛇
行
剣
の
奇き
み
ょ
う妙
な
剣
身
に
は
、
司
祭
者
の
性
格
を
強
く
印
象
づ
け
る
目
的
が
あ
り
、
首

長
が
も
つ
べ
き
象
徴
だ
っ
た
の
で
す
。

いのり



城谷口２号墳
（南丹市教育委員会所蔵）

奥大石２号墳
（綾部市教育委員会所蔵）



古墳

神
聖
な
水
辺
の
「
ま
つ
り
」

導
水
施
設（
浅
後
谷
南
遺
跡
）

　

水
は
、
日
常
生
活
や
神し
ん
せ
い聖

な
「
ま
つ
り
」
に
必
要
で
あ
り
、
谷
川
か
ら
流
れ
出
る
清
水

を
確
保
す
る
た
め
に
全
国
的
に
共
通
す
る
形
の
導ど
う
す
い水

施
設
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

京
丹
後
市
浅あ
さ
ご
だ
に
み
な
み

後
谷
南
遺
跡
で
は
、
幅
二
ｍ
の
流
路
内
に
全
長
三
・
五
ｍ
、
引
き
込
ん
だ

水
の
上
澄
み
だ
け
を
流
す
幅
三
〇
㎝
の
樋ひ

と
そ
の
水
を
溜
め
る
幅
六
〇
㎝
、
長
さ
一
一
〇

㎝
の
漕そ
う

が
一
体
化
し
た
杉
材
で
作
ら
れ
た
導
水
施
設
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。周
辺
か
ら
は
、

「
ま
つ
り
」
に
使
用
さ
れ
た
舟
形
や
鳥
形
、
円
盤
状
の
木
製
品
と
と
も
に
壺
や
高た
か
つ
き杯

な
ど

の
土
器
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

奈
良
県
御
所
市
南な
ん
ご
う
お
お
ひ
が
し

郷
大
東
遺
跡
で
は
、
大
型
建
物
の
近
く
で
導
水
施
設
が
見
つ
か
っ

て
お
り
、
ま
た
、
古
墳
の
墳
丘
に
置
か
れ
た
家
形
埴
輪
に
も
、
同
じ
よ
う
な
形
状
を
し
た

導
水
施
設
の
土
製
品
を
も
つ
埴
輪
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

浅
後
谷
南
遺
跡
で
も
周
辺
に
ま
つ
り
場
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

いのり



導水施設



古墳

こ
う
見
え
て
龍
で
す

環
頭
大
刀（
高
山
一
二
号
墳
）

　

古
墳
時
代
中
期
以
降
に
中
国
な
ど
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
金き
ん
こ
う工

の
技
術
が
あ
り
ま

す
。当
時
の
有
力
者
は
黄
金
に
輝
く
装
飾
品
を
権け
ん
い威

の
象
し
ょ
う
ち
ょ
う

徴
と
し
て
好
ん
で
用
い
ま
し
た
。

　

京
丹
後
市
高た
か
や
ま山

一
二
号
墳
か
ら
は
銅
に
金
メ
ッ
キ
し
た
、「
双そ
う
り
ゅ
う
か
ん
と
う
た
ち

龍
環
頭
大
刀
」
二
点
が

出
土
し
ま
し
た
。
七
世
紀
こ
ろ
の
も
の
で
す
。
柄え

の
部
分
に
は
、
口
に
不ふ
ろ
う
ふ
し

老
不
死
の
薬
で

あ
る
「
仙
薬
」
を
く
わ
え
た
、
向
か
い
合
う
二
匹
の
龍
の
姿
が
あ
る
の
で
す
が
・
・
・
そ

う
見
え
ま
す
か
？

　

こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
魂
の
不
死
を
願
う
中
国
の
神し
ん
せ
ん仙
思
想
が
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

当
初
は
、
写
実
的
な
龍
の
形
だ
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
で
長
い
間
製
作
さ
れ
る
う
ち
に
簡

素
化
し
た
結
果
、
こ
う
な
っ
た
の
で
す
。
本
来
の
意
味
が
日
本
で
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
理
由
も
あ
る
よ
う
で
す
。
当
セ
ン
タ
ー
の
ロ
ゴ
は
、
こ
の
文
様
と
「
京
」
の
文
字
を

組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。変
遷
し
つ
つ
も
受
け
継
が
れ
る
人
間
の
想
い
と
デ
ザ
イ
ン
が
、

私
達
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
す
。

いのり



金
こんどうそうそうりゅうかんとうたちつかがしら

銅装双龍環頭大刀柄頭
（京丹後市教育委員会所蔵）



古墳

神
を
ま
ね
く

鉄
鐸（
城
谷
口
二
号
墳
）

　

鐸た
く

と
は
ベ
ル
の
よ
う
な
鐘か
ね

の
こ
と
で
す
。
弥
生
時
代
の
銅ど
う
た
く鐸

は
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、鉄
製
の
「
鉄て
つ
た
く鐸

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
激
し
く
振
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
る
金
属
音
で
、
農
耕
神
な
ど
を
招し
ょ
う
ら
い来す

る
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

南
丹
市
城じ
ょ
う
だ
に
ぐ
ち

谷
口
二
号
墳
は
、
古
墳
時
代
後
期（
六
世
紀
後
半
）の
円
墳
で
す
。
数
多
く

の
副
葬
品
と
と
も
に
、
高
さ
約
五
㎝
の
鉄
鐸
が
出
土
し
ま
し
た
。
内
部
に
吊
る
し
、
鐸
を

叩
い
て
音
を
出
す
「
舌ぜ
つ

」
と
い
う
金
属
棒
も
出
土
し
ま
し
た
。

　

鉄
鐸
は
朝
鮮
半
島
の
南
部
で
も
出
土
す
る
鉄
器
で
す
。
城
谷
口
二
号
墳
か
ら
は
、
同
じ

く
朝
鮮
半
島
と
の
関
連
が
伺
わ
れ
る
「
蛇だ
こ
う
け
ん

行
剣
」
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
古
墳
の
被ひ
そ
う
し
ゃ

葬
者
は
、
朝
鮮
半
島
に
起
源
を
も
つ
「
ま
つ
り
」
を
取
り
入
れ
、
広
い

地
域
と
の
交
流
を
司
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

いのり



鉄鐸
（南丹市教育委員会所蔵）



古墳

金
色
に
輝
く
耳
飾
り

耳
環（
女
谷
・
荒
坂
横
穴
群
）

　

中
国
や
朝
鮮
半
島
の
装
身
具
に
は
、
純
金
で
つ
く
ら
れ
た
正
に
貴
金
属
と
言
っ
て
い
い

副
葬
品
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
日
本
で
は
純
金
製
品
が
多
く
な
い
の
が
特
徴
で
す
。
そ
の
代
わ
り
と
言
っ
て
は

何
で
す
が
、銅
製
品
に
鍍と
き
ん金
を
し
た
耳
飾
り
な
ど
が
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。
鍍
金
と
は
、

金
と
水
銀
の
合
金
を
使
っ
た
メ
ッ
キ
の
方
法
で
す
。

　

八
幡
市
女お
ん
な
だ
に
　
あ
ら
さ
か

谷
・
荒
坂
横
穴
群
は
、
現
在
八
〇
基
の
横
穴
墓
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
多
く

の
土
器
と
と
も
に
鍍
金
さ
れ
た
耳
飾
り
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

古
墳
や
横
穴
墓
か
ら
出
土
す
る
鍍
金
さ
れ
た
耳
飾
り
は
、
地
中
に
埋
没
し
て
い
る
間
に

表
面
の
銅
が
さ
び
て
、
ほ
と
ん
ど
鍍
金
し
た
金
が
残
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ

こ
か
ら
出
土
し
た
耳
飾
り
の
多
く
は
、
鍍
金
さ
れ
た
金
が
き
れ
い
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。

　

あ
ま
り
、
副
葬
品
が
出
土
し
な
か
っ
た
横
穴
墓
群
で
す
が
、
金
色
に
輝
く
耳
飾
り
だ
け

が
光
り
輝
い
て
い
ま
し
た
。

ツール



耳環
（八幡市教育委員会所蔵）



古墳

舶は
く
ら
い
せ
ん
ぷ
う

来
旋
風
！

陶
質
土
器（
奈
具
岡
北
一
号
墳
）

　

古
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
日
本
海
側
が
交
易
の
中
心
で
し
た
。
中
国
や
朝
鮮
半
島
と

の
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
、
京
都
府
内
で
は
丹
後
半
島

で
卓た
く
え
つ越

し
た
大
型
の
前
方
後
円
墳
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

京
丹
後
市
奈な
ぐ
お
か
き
た

具
岡
北
一
号
墳
は
、
全
長
六
〇
ｍ
の
の
前
方
後
円
墳
で
す
。
墓
穴
の
上
か

ら
は
、「
陶と
う
し
つ
ど
き

質
土
器
」
と
呼
ば
れ
る
土
器
が
割
れ
た
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
。
意
図
的
に

土
器
を
壊
す
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
写
真
の
一
番
左
前
の
大
き
な
透す

か
し
孔あ
な

を
も
つ
高
杯
は
、韓
国
の
「
金き
ん
か
ん
か
や

官
伽
耶
」
の
特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、一
見
、

奈
具
岡
北
一
号
墳
の
被
葬
者
が
半
島
と
直
接
交
易
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
し
か

し
、
一
緒
に
出
土
し
た
土
器
に
は
、
日
本
で
焼
成
さ
れ
た
初
源
期
の
須す

え

き
恵
器
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
日
本
の
須
恵
器
生
産
に
は
ヤ
マ
ト
王
権
が
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ

れ
ら
の
土
器
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
直
接
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
の

関
係
で
手
に
い
れ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

むすぶ



陶質土器







古代

オ
リ
ジ
ナ
ル
版
「
万
葉
歌
」

万
葉
歌
木
簡（
神
雄
寺
跡
）

　
「
こ
の
木も
っ
か
ん簡

を
見
ず
し
て
万ま
ん
よ
う
う
た
も
っ
か
ん

葉
歌
木
簡
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

　

木
津
川
市
に
所
在
す
る
馬ば
ば
み
な
み

場
南
遺
跡
で
出
土
し
た
「
万
葉
歌
木
簡
」
に
つ
い
て
、
当
調

査
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
の
故
上
田
正
昭
先
生
が
記
念
講
演
で
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た

一
節
で
す
。

　

大お
お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
に
よ
り
延え
ん
り
ゃ
く暦二（

七
八
三
）年
ご
ろ
に
二
〇
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
日
本
最
古
の

和
歌
集
と
し
て
知
ら
れ
る
「
万
葉
集
」。
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

そ
の
校
訂
本
が
数
種
類
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
木
簡
の
か
た
ち
で
土
の
中
か
ら
出
て
き
た
「
万
葉
歌
」
は
、
全
国
で
三
例
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
、
馬
場
南
遺
跡（
史
跡
神か
み
お
で
ら

雄
寺
跡
）か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
最
も

残
り
が
良
く
、
歌
会
の
木
簡
と
し
て
は
唯ゆ
い
い
つ
む
に

一
無
二
の
も
の
で
す
。

　

木
簡
の
下
側
が
折
れ
て
い
ま
す
が
、
和
歌
の
冒
頭
の
文
字
が
し
っ
か
り
と
書
き
込
ま
れ

て
い
ま
す
。

ツール



　

刊
本
の
巻
十
に
所
収
さ
れ
た
二
二
〇
五
の
作
者
未
詳
の
和
歌

「
秋
萩
の　

下
葉
も
み
ち
ぬ　

あ
ら
た
ま
の	

月
の
経
ぬ
れ
ば　

風
い
た
み
か
も
」

の
、
ま
さ
に
「
ほ
ん
ま
も
ん
」
が
千
年
余
の
時
を
経
て
、
姿
を
現
し
た
と
い
え
ま
す
。 万葉歌木簡

阿あ

き

は

ぎ

の

し

た

ば

も

み

ち

　

支
波
支
乃
之
多
波
毛
美
智
□

表裏



古代

お
寺
造
り
の
苦
悩
と
苦
労

蓮
華
文
軒
丸
瓦（
俵
野
廃
寺
）

　

丹
後
国
は
、
和わ
ど
う銅
六（
七
一
三
）年
に
丹
波
国
か
ら
分
国
さ
れ
て
誕
生
し
ま
す
。
京
都
府

内
に
は
、
数
多
く
の
古
代
寺
院
が
建
て
ら
れ
ま
す
が
、
京
丹
後
市
網
野
町
に
あ
る
俵た
わ
ら
の野

廃は
い
じ寺

は
、
京
都
府
内
で
最
北
に
建
て
ら
れ
た
古
代
寺
院
で
す
。

　

今
ま
で
に
、
塔
の
心し
ん
そ礎
と
思
わ
れ
る
礎そ
せ
き石
と
と
も
に
、
寺
院
の
軒の
き
さ
き先
を
飾
る
軒の
き
ま
る
が
わ
ら

丸
瓦
や

軒の
き
ひ
ら
が
わ
ら

平
瓦
、
そ
し
て
屋
根
の
棟む
ね

の
端
を
飾
る
鬼
瓦
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
軒
丸

瓦
に
は
、
平
城
京
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
都
風
の
文
様
を
も
つ
一
群
と
、
蓮は
す

の
花

を
意い
し
ょ
う匠

し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
群
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
に
お
け
る
蓮
の
花
の
意

味
ま
で
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ひ
い
き
目
に
見
て
も
「
蓮
の
花
」
と
は
言
い
が
た
い

文
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
苦
労
し
な
が
ら
地
元
の
工
人
が
造
っ
た
軒
丸
瓦
を
見
る
に
つ
け
、
都
か

ら
離
れ
た
土
地
で
の
寺
造
り
の
苦
悩
と
苦
労
が
伝
わ
っ
て
く
る
逸い
っ
ぴ
ん品

で
す
。

いのり



俵野廃寺の軒丸瓦



古代

ヤ
ギ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

灰
釉
龍（
羊
）形
陶
器（
樋
ノ
口
遺
跡
）

　

木
津
川
市
・
精
華
町
に
ま
た
が
る
樋ひ
の
く
ち

ノ
口
遺
跡
は
、
一
般
の
集
落
で
は
見
ら
れ
な
い
奈

良
時
代
の
施せ
ゆ
う釉

陶
器
が
二
〇
〇
点
に
及
ん
で
出
土
し
た
た
め
、
離り
き
ゅ
う宮

あ
る
い
は
寺
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
遺
跡
か
ら
、動
物
の
形
を
し
た
陶
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、見
つ
か
っ

た
の
は
頭
部
だ
け
で
、
耳
と
角
の
先
端
は
欠
損
し
て
い
ま
す
。
目
は
ヘ
ラ
先
で
突
き
刺
し

た
点
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
一
見
、
ヤ
ギ
に
も
見
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
平
城
京
跡
や
三

重
県
の
斎さ
い
く
う宮
跡
で
は
、
硯す
ず
りに
羊
の
頭
部
を
つ
け
た
「
羊よ
う
け
ん硯
」
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
平
城

京
跡
や
斎
宮
跡
の
例
は
当
品
よ
り
も
羊
ら
し
く
見
え
る
の
が
悔
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ

れ
ら
を
参
考
に
復
元
し
ま
し
た
。
中
国
で
羊
は
霊
獣
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
お
り
、
羊
硯
は

高
位
の
人
が
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
羊
硯
の
表
面
に
は
灰か
い
ゆ
う釉

が
う
っ
す
ら
と
か

か
っ
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代
に
は
ま
だ
灰
釉
陶
器
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
奈
良
三さ
ん
さ
い彩
も

多
数
出
土
し
て
お
り
、
意
図
的
に
掛
け
た
、
原
始
的
な
灰
釉
陶
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ツール



灰釉龍（羊）形陶器



古代

垣
間
見
え
た
！
山
水
の
世
界

彩
釉
山
水
陶
器（
神
雄
寺
跡
）

　

木
津
川
市
史
跡
神か
み
お
で
ら

雄
寺
跡（
馬
場
南
遺
跡
）か
ら
は
長
さ
一
〇
～
二
〇
㎝
の
陶
片
が
五
八

点
ほ
ど
出
土
し
ま
し
た
。
色
と
り
ど
り
の
釉ゆ
う
や
く薬

が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
奈
良
時
代
中
期
の

三さ
ん
さ
い彩

陶
器
と
ま
で
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
用
途
は
不
明
で
す
。

　

第
一
の
ヒ
ン
ト
は
、
う
ね
る
よ
う
な
立
体
的
な
表
面
。
ど
う
や
ら
山
や
水
の
流
れ
を
ヘ

ラ
で
表
現
し
て
お
り
、
山
は
褐か
っ
し
ょ
く色、

川
は
緑
色
、
魚
は
深
緑
色
と
釉
薬
の
色
を
分
け
て
い

ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
は
、
側
面
や
裏
面
に
ヘ
ラ
で
刻
ま
れ
た
「
右
三
」
や
「
左

五
」
と
い
う
文
字
。
そ
れ
ぞ
れ
を
配
置
す
る
位
置
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

復
元
す
る
と
縦
横
に
一
五
〇
㎝
に
広
が
っ
た
八
葉
の
蓮れ
ん
べ
ん弁

に
な
り
、
そ
の
中
に
山
水
の

世
界
を
立
体
的
に
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
制
作
さ
れ
た
頃
は
、

漢
詩
集
『
懐か
い
ふ
う
そ
う

風
藻
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
吉
野
離り
き
ゅ
う宮

や
み
か
の
原
離
宮
の
風
景
を
愛
で

て
山
水
の
世
界
を
歌
っ
た
作
品
が
多
い
の
で
、こ
の
世
界
観
が
反
映
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

ツール



拡大図

彩釉山水陶器



古代

辻
を
鎮
め
、
地
を
鎮
め
る

二
彩
小
壺（
長
岡
京
跡
）

　

長
岡
京
左
京
二
条
三
坊
一
五
町
で
確
認
さ
れ
た
掘
ほ
っ
た
て
ば
し
ら

立
柱
建
物
跡
で
は
、
南
面
中
央
の
柱

と
柱
の
間
に
二に
さ
い彩

の
小
壺
を
埋ま
い
の
う納

し
た
地じ
ち
ん鎮

の
穴
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
長
岡

京
東
三
坊
大
路
と
二
条
条
間
北
小
路
の
辻
に
は
、
和わ
ど
う
か
い
ち
ん

同
開
珎
・
神
功
開
寳
・
萬
年
通
寳
を

納
め
た
木
の
箱
が
埋
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

古
来
、
道
が
交こ
う
さ差

す
る
辻
は
、
今
と
異い
か
い界

を
つ
な
ぐ
境
界
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
辻
か
ら
悪
し
き
も
の
が
「
今
」
に
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
日
本
古
来
の

道ど
う
そ
し
ん

祖
神
や
中
国
起
源
の
石せ
っ
か
ん
と
う

敢
當
な
ど
の
魔
除
け
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、中
国
で
は
、

墳
墓
を
築
造
す
る
際
、
地
神
か
ら
戸
地
を
占
有
す
る
こ
と
を
許
し
願
う
た
め
、
買
地
券
を

墓
室
に
す
え
る
風
習
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

長
岡
京
で
見
つ
か
っ
た
こ
れ
ら
の
穴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
、
鎮し
ず

め
の
穴
な
の
で
す
。

いのり



二彩小壺



古代

癒
し
の
相
乗
効
果

三
彩
陶
器（
神
雄
寺
跡
）

　

木
津
川
市
史
跡
神か
み
お
で
ら

雄
寺
跡（
馬
場
南
遺
跡
）で
は
、
香こ
う
ろ炉

・
壺
・
小
壺
・
杯
・
蓋ふ
た

な
ど
の

ほ
か
極
め
て
珍
し
い
塔と
う
ま
り鋺

な
ど
五
四
点
の
施せ
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
釉ゆ
う
や
く薬

で
カ
ラ
フ

ル
に
彩
っ
た
奈
良
時
代
の
陶
器
を
三さ
ん
さ
い彩

と
言
い
、
本
例
の
よ
う
に
日
本
で
製
作
さ
れ
た
も

の
を
「
奈な
ら
さ
ん
さ
い

良
三
彩
」
と
言
い
ま
す
。

　

と
く
に
、
火か
し
ゃ
が
た
こ
う
ろ

舎
型
香
炉
は
足
の
裏
に
も
動
物
の
肉に
く
き
ゅ
う球を

表
現
す
る
な
ど
精せ
い
こ
う巧

な
も
の
で

す
。
香
炉
と
壺
は
香
を
焚た

き
、
両
側
に
花
を
生
け
た
壺
を
置
く
と
い
う
、
仏
教
儀
式
で
の

使
い
方
を
想
像
で
き
る
組
み
合
わ
せ
で
す
。
仏
教
の
祈
り
と
は
別
に
、
香
の
香
り
と
動
物

の
肉
球
に
癒い
や

さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

神
雄
寺
跡
で
は
灯と
う
み
ょ
う明
を
灯
し
、
聖し
ょ
う
む
て
ん
の
う

武
天
皇
の
病
気
平へ
い
ゆ癒
を
願
っ
た
供く
よ
う養
の
跡
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に
も
三
彩
陶
器
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

灯
明
の
あ
か
り
に
照
ら
さ
れ
た
三
彩
陶
器
は
よ
り
い
っ
そ
う
荘そ
う
ご
ん厳
さ
を
増
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

ツール



三彩陶器



古代

調
度
品
と
し
て
の
「
唾だ

こ壺
」

緑
釉
唾
壺（
長
岡
宮
跡
）

　

昭
和
四
〇
年
頃
、
役
場
に
行
く
と
ホ
ー
ロ
ー
製
の
白
い
蓋ふ
た

付
き
の
バ
ケ
ツ
風
の
唾だ

こ壺
が

置
い
て
あ
っ
た
の
を
強
烈
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

長
岡
宮
西
方
官
衙
地
区
で
は
、
平
安
時
代
の
緑
り
ょ
く
ゆ
う釉

唾
壺
が
出
土
し
ま
し
た
。
唾
壺
は
、

中
国
を
起
源
と
し
ま
す
。
中
国
は
大
陸
性
気
候
で
あ
り
、
乾
燥
が
激
し
く
唾つ
ば

を
吐
き
出
し

ま
す
が
、
日
本
は
湿
潤
な
気
候
で
あ
り
、
唾
を
出
す
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
仮
に
唾
を
吐
く
と
し
て
も
、
礼
儀
と
し
て
懐か
い
し紙

な
ど
を
使
用
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。『
類
る
い
じ
ゅ
う
ざ
つ
よ
う
し
ょ
う

聚
雑
要
抄
』
に
は
、
唾
壺
が
調ち
ょ
う
ど
ひ
ん

度
品
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、

京
都
御
所
に
も
銀
製
品
の
唾
壺
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
唾
壺
は
、
実
際
に
使
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
部
屋
を
飾
り
立
て
る
た
め
の

道
具
立
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
都
で
出
土
す
る
緑
釉
陶
器
の
全
て
が
調
度
品
だ

と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
今
後
少
し
見
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
で
す
。

ツール



緑釉唾壺



古代

寺
院
へ
の
あ
こ
が
れ

瓦
塔（
瀬
後
谷
瓦
窯
跡
）

　

飛
鳥
・
奈
良
時
代
は
仏
教
が
日
本
で
開
花
し
た
時
期
で
、
各
地
域
で
競
っ
て
寺
院
を
建

築
し
て
い
ま
し
た
。
寺
院
に
は
釈し
ゃ
か迦

の
骨
を
納
め
た
塔
、
仏
像
を
安
置
し
た
金こ
ん
ど
う堂

、
僧そ
う
り
ょ侶

の
講
義
の
場
で
あ
る
講
堂
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
寺
院
は
国
家
が
主
導
し
、
国
が

直
接
か
か
わ
っ
た
寺
院
の
ほ
か
、
各
氏し
ぞ
く族

が
氏う
じ
で
ら寺

と
し
て
造
営
し
ま
す
が
、
寺
院
を
造
営

す
る
に
は
多
大
な
財
力
を
必
要
と
し
、だ
れ
も
が
寺
院
を
造
営
で
き
た
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
塔
や
金
堂
を
か
た
ど
っ
た
土
製
の
塔
・
金
堂
が
奈
良
か
ら
平
安
時
代
に
数
多

く
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

瓦
塔
は
、
塔
を
表
し
た
土
製
品
で
、
木
津
川
市
瀬せ
ご
だ
に

後
谷
瓦が
よ
う窯

跡
か
ら
奈
良
時
代
の
瓦

や
須
恵
器
と
と
も
に
出
土
し
ま
し
た
。
ば
ら
ば
ら
の
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
が
、
そ
の

一
部
が
復
元
で
き
た
も
の
で
す
。
塔
の
最
上
部
を
飾
る
相そ
う
り
ん輪

や
、
屋
根
瓦
を
表
し
た

波な
み
い
た
も
ん
よ
う

板
紋
様
、
そ
し
て
縁
先
の
手
す
り
な
ど
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
面
に
は
鉛な
ま
りを
含
む

釉ゆ
う
や
く薬

が
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

いのり



瓦
がとう

塔
（木津川市教育委員会所蔵）



古代

仏
具
も
進
化
す
る

ひ
さ
ご
形
土
製
品
・
覆
鉢
形
土
製
品

　
　
　
　
　
　
　
（
美
濃
山
廃
寺
跡
）

　

八
幡
市
に
あ
る
美み
の
や
ま

濃
山
廃は
い
じ寺

の
発
掘
調
査
で
は
、
他
で
は
見
ら
れ
な
い
不
思
議
な
形
を

し
た
土
製
品
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

ひ
さ
ご
形
土
製
品
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
三
連
の
ひ
ょ
う
た
ん
形
で
先
端
部
に
宝ほ
う
じ
ゅ珠

、

基
部
に
は
孔あ
な

が
あ
り
ま
す
。
塔
の
最
上
部
で
あ
る
相そ
う
り
ん輪

の
先
端
部
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と

見
ら
れ
、
木
製
な
ど
の
小
型
の
塔
と
組
み
合
わ
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

覆ふ
く
ば
ち鉢

形
土
製
品
は
半
球
形
で
底
部
に
突
帯
が
め
ぐ
っ
て
ま
す
。
裏
か
ら
は
、
貫
通
し
ま

せ
ん
が
、
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
相
輪
の
覆
鉢
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
み

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
緒
に
出
土
し
た
土
器
の
年
代
か
ら
八
世
紀
前
半
の
も
の
と
み
ら

れ
、
小
型
の
塔
を
用
い
た
仏
教
儀
式
に
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

八
世
紀
後
半
に
は
藤ふ
じ
わ
ら
の
な
か
ま
ろ

原
仲
麻
呂
の
乱
後
の
平
安
を
願
う
た
め
、
称
し
ょ
う
と
く徳

天
皇
の
発ほ
つ
が
ん願

で

百ひ
ゃ
く
ま
ん
と
う

万
塔
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
美
濃
山
廃
寺
の
土
製
品
は
そ
れ
以
前
に
小
型
の
塔
を

使
っ
た
仏
教
儀
式
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
貴
重
な
例
で
す
。

いのり



覆鉢形土製品

ひさご形土製品



古代

た
か
が
陶
片
さ
れ
ど
陶
枕

絞
胎
陶
枕（
内
里
八
丁
遺
跡
）

　

八
幡
市
の
内
う
ち
さ
と
は
っ
ち
ょ
う

里
八
丁
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
絞こ
う
た
い
と
う
ち
ん

胎
陶
枕
は
、
中
国
で
唐
の
時
代
に
生
産
さ

れ
た
軟な
ん
し
つ
え
ん
ゆ
う
と
う
き

質
鉛
釉
陶
器
の
枕
で
、
唐と
う
さ
ん
さ
い

三
彩
の
一
種
で
す
。
白
色
と
赤せ
き
か
っ
し
ょ
く

褐
色
の
粘
土
を
練
り
合

わ
せ
て
マ
ー
ブ
ル
模
様
の
粘
土
の
塊
を
作
り
、
そ
れ
を
板
状
に
切
り
出
し
、
箱
形
に
貼
り

合
わ
せ
て
作
り
ま
す
。
七
世
紀
中
頃
か
ら
八
世
紀
中
頃
に
か
け
て
生
産
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
絞
胎
陶
枕
は
、
三
㎝
四
方
に
も
満
た
な
い
小
破
片
で
す
。
外
面
に
は
黄
色
味
を
帯

び
た
透
明
な
釉
う
わ
ぐ
す
りが

掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
粘
土
板
を
貼
り
合
わ
せ
た
痕あ
と

も
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
陶
枕
は
、
頭
を
の
せ
る
枕
で
は
な
く
、
字
を
書
く
時
に
腕
を
支
え
る
道
具
と

い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

中
国
唐
代
の
陶
器
は
、
一
般
的
な
集
落
跡
か
ら
は
あ
ま
り
出
土
せ
ず
、
役
所
や
寺
の
跡

な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
内
里
八
丁
遺
跡
に
隣
接
す
る
上か
み
な
ら

奈
良
遺
跡
は
、
宮
廷
の
農

場
で
あ
る
「
奈な
ら
え
ん

良
園
」
の
候
補
地
で
す
。
付
近
に
園
を
管
理
す
る
役
所
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

むすぶ



絞胎陶枕



古代

平
安
時
代
の
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト

瑞
雲
双
鸞
八
花
鏡

　
　
　
　
　
（
女
谷
・
荒
坂
横
穴
群
）

　

八
幡
市
女お
ん
な
だ
に

谷
・
荒あ
ら
さ
か
お
う
け
つ

坂
横
穴
群
は
六
世
紀
後
半
～
七
世
紀
前
半
に
造
ら
れ
た
墓
で
す
が
、

同
時
に
九
世
紀
頃
の
墓
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。
横
着
を
し
た
の
か
は
不
明
で
す
が
、
古
墳

時
代
～
奈
良
時
代
に
墓
と
し
て
掘
ら
れ
た
空
間
を
、
平
安
時
代
の
人
が
や
は
り
墓
と
し
て

利
用
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
再
利
用
さ
れ
た
墓
に
は
銅ど
う
き
ょ
う鏡が

副
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

鏡
の
図
像
は
、
上
に
吉
兆
を
つ
げ
る
雲
で
あ
る
「
瑞ず
い
う
ん雲

」。
左
右
に
は
翼
を
広
げ
て
向
か

い
合
う
鳥
、「
双そ
う
ら
ん鸞

」。
下
に
は
雲
に
留
ま
る
鳥
が
表
現
さ
れ
ま
す
。
周
縁
は
八
弁
の
花
形

を
し
て
い
て
、
め
で
た
い
も
の
尽
く
し
。
姿
を
写
す
鏡
面
に
は
紙
が
付
着
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
鏡
は
、中
国
の
唐
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
鏡
に
粘
土
な
ど
を
押
し
付
け
て
型
を
と
り
、

日
本
で
鋳
造
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
コ
ピ
ー
作
業
を
踏ふ

み
返か
え

し
と
言
い
ま
す
。
コ
ピ
ー
の

コ
ピ
ー
で
造
ら
れ
た
よ
う
で
、
唐
の
鏡
よ
り
も
文
様
が
ぼ
や
け
、
大
き
さ
も
小
さ
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
社
会
の
現
在
で
も
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
の

あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
話
で
す
。

いのり



瑞
ずいうんそうらんはっかきょう

雲双鸞八花鏡







中近世

ほ
ん
ま
や
っ
た
ら
重
文
な
ん
や
け
ど

越
州
窯
青
磁
水
注（
平
安
京
跡
）

　

こ
の
青
磁
の
水す
い
ち
ゅ
う注

は
、
中
国
南
部（
現
在
の
浙せ
っ
こ
う
し
ょ
う

江
省
）の
越え
っ
し
ゅ
う
よ
う

州
窯
の
製
品
で
、
一
〇
～

一
一
世
紀
頃
の
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
日に
っ
そ
う
ぼ
う
え
き

宋
貿
易
な
ど
で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
水
注
が
出
土
し
た
場
所
は
、
平
安
京
の
条
坊
で
は
左
京
四
条
一
坊
六
・
一
一

町
、
壬み
ぶ

生
大
路
に
あ
た
り
ま
す
。
平
安
時
代
後
期
に
は
、
白
河
法
皇
の
近
臣
で
内く
ら
の
か
み

蔵
頭
の

藤ふ
じ
わ
ら
の
く
に
あ
き

原
国
明
の
邸て
い
た
く宅

が
あ
っ
た
所
で
、
旧
市
電
の
壬
生
車
庫
跡
地
に
中
京
警
察
署
が
建
設
さ

れ
る
の
に
先
立
ち
調
査
し
ま
し
た
。
水
注
の
下
半
部
は
失
わ
れ
て
い
て
、
本
来
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
帯
状
の
把と
っ
て手
は
石せ
っ
こ
う膏
で
復
元
し
ま
し
た
。一
二
世
紀
に
は
付
近
で
大
火
が
あ
り
、

邸
宅
が
一
部
焼
け
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
釉
は
く
す
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
時
に
火
を

被
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

よ
く
似
た
越
え
っ
し
ゅ
う
よ
う

州
窯
青せ
い
じ磁

の
水
注
は
、
藤
原
摂せ
っ
か
ん
け

関
家
に
関
わ
る
寺
院
で
あ
る
宇
治
市
木こ
ば
た幡

浄じ
ょ
う
み
ょ
う
じ

妙
寺
跡
で
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
京
都
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
重
要
文
化
財
で
、

も
ち
ろ
ん
完
形
品
。
こ
っ
ち
も
ほ
ん
ま
や
っ
た
ら
な
ぁ
・
・
・

むすぶ



越州窯青磁水注　（残存高 10.8cm）



中近世

だ
れ
の
腰
刀

黒
漆
腰
刀（
佐
山
遺
跡
）

　

久
御
山
町
佐さ
や
ま山

遺
跡
で
は
、
一
一
～
一
三
世
紀
頃
の
在ざ
い
ち
り
ょ
う
し
ゅ

地
領
主
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

一
町
四
方
の
居き
ょ
か
ん館

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
居
館
を
方
形
に
囲
む
堀
の
中
か
ら
は
、
腰こ
し
が
た
な刀が

鞘さ
や

と
柄つ
か

を
装
着
し
た
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
。

　

刀
身
は
錆さ
び

付
い
て
お
り
、
銘め
い

な
ど
の
有
無
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
白
木
で
つ
く
っ
た
柄
と

鞘
は
、
糸
を
巻
い
た
上
か
ら
全
面
に
黒
漆う
る
しを

塗
っ
て
規
則
的
に
凸
凹
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
実
用
的
に
は
強
化
と
滑
り
止
め
、
装
飾
と
し
て
も
外
見
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
与
え
て
い
ま

す
。
柄
の
元
は
丸
味
を
も
っ
て
お
り
、
柄
の
端
が
鞘
に
収
ま
る
呑の
み
く
ち
し
き

口
式
の
腰
刀
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
鞘
の
差さ
し
お
も
て表に

は
紐ひ
も（

下さ
げ
お緒

）を
通
す
た
め
の
金
具（
栗く
り
か
た形

）が
あ
り
、

差さ
し
う
ら裏
に
は（
小こ
づ
か
び
つ

柄
櫃
）が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
腰
刀
は
簡
素
な
拵こ
し
らえ

で
、
実
用
品
と
見
ら
れ
ま
す
。
実
用
品
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て

あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
資
料
で
す
。

ツール



黒漆腰刀
（久御山町教育委員会所蔵）



中近世

砂
に
守
ら
れ
た
器

中
国
製
白
磁
椀（
門
田
遺
跡
）

　

木
津
川
は
昔
か
ら
氾は
ん
ら
ん濫

を
繰
り
返
し
て
お
り
、
付
近
の
発
掘
調
査
で
も
洪
水
の
痕こ
ん
せ
き跡

が

見
つ
か
り
ま
す
。
水
の
流
れ
が
も
た
ら
し
た
砂
の
層
は
非
常
に
崩
れ
や
す
く
、
発
掘
調
査

で
は
調
査
員
泣
か
せ
の
存
在
で
す
。

　

木
津
川
左
岸
に
あ
る
京
田
辺
市
門か
ど
た田

遺
跡
で
は
約
二
〇
㎝
の
砂
層
の
中
か
ら
、
平
安

時
代
後
期（
一
二
世
紀
末
～
一
三
世
紀
初
頭
頃
）の
中
国
製
の
白は
く
じ
わ
ん

磁
椀
が
出
土
し
ま
し
た
。

口こ
う
え
ん
た
ん
ぶ

縁
端
部
が
厚
い
の
が
特
徴
的
で
、
見
込
み
に
は
茶ち
ゃ
だ
ま溜

り
が
あ
り
ま
す
。
外
面
の
下
半
分

は
釉ゆ
う
や
く薬
が
か
か
っ
て
お
ら
ず
、
製
作
の
際
に
削
っ
た
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
白
磁
椀
は
、
日に
っ
そ
う
ぼ
う
え
き

宋
貿
易
な
ど
で
か
な
り
多
量
に
輸
入
さ
れ
た
よ
う
で
、
多
く
の
遺
跡

か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
割
れ
た
破
片
の
状
態
で
出
土
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
完
全
な
形
で
出
土
す
る
こ
と
は
非
常
に
稀ま
れ

で
、
京
都
府
内
で
も
数
点
を
数

え
る
の
み
で
す
。
発
掘
調
査
で
は
悩
み
の
タ
ネ
で
あ
る
、
洪
水
が
つ
く
っ
た
砂
の
層
に
遺

物
が
守
ら
れ
た
の
で
す
。

うつわ



中国製白磁椀



中近世

五
六
億
七
千
万
年
後
へ
の
望
み

越
前
焼
壺（
エ
ノ
ク
経
塚
）

　

仏
法
が
廃す
た

れ
る
末ま
っ
ぽ
う法

の
世
は
、
日
本
で
は
永
え
い
し
ょ
う承

七（
一
〇
五
二
）年
に
始
ま
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
釈し
ゃ
か迦

の
死
か
ら
五
六
億
七
千
万
年
後
に
は
、
弥み
ろ
く
ぶ
つ

勒
仏
が
こ
の
世

に
下げ
し
ょ
う生

し
再
度
仏
法
を
説
く
と
さ
れ
、
そ
の
時
ま
で
経
典
な
ど
を
伝
え
る
た
め
、
経き
ょ
う
づ
か塚が

盛
ん
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

与
謝
野
町
エ
ノ
ク
経
塚
で
は
、
経き
ょ
う
づ
つ筒

と
し
て
、
越え
ち
ぜ
ん前

焼
の
壺
が
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
一
三
世
紀
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
経
塚
に
は
、
経
筒
に
納
め
た
経
典
と
共

に
、
陶
磁
器
な
ど
が
埋
め
ら
れ
ま
す
。
エ
ノ
ク
経
塚
で
は
日
本
で
つ
く
ら
れ
た
鏡
で
あ
る

「
和わ
き
ょ
う鏡

」
や
宋
か
ら
の
輸
入
銭
、
土
師
器
の
皿
や
須
恵
器
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

経
塚
に
納
め
ら
れ
た
器
の
中
の
経
典
は
、
長
い
年
月
の
間
に
朽
ち
て
し
ま
っ
た
の
か
、

残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
弥
勒
仏
の
下
生
を
待
ち
望
む
思
い
は
、
朽
ち
果
て

る
こ
と
な
く
、
器
の
中
に
籠
り
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

いのり



越前焼壺



中近世

宋
か
ら
来
た
器

同
安
窯
青
磁
椀（
内
里
八
丁
遺
跡
）

　

八
幡
市
の
内
う
ち
さ
と
は
っ
ち
ょ
う

里
八
丁
遺
跡
で
は
中
世
の
墓
と
見
ら
れ
る
楕だ
え
ん円

形
の
穴
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
墓
に
は
副
葬
品
と
し
て
瓦が

き器
・
土
師
皿
・
短
刀
な
ど
と
共
に
青せ
い
じ
わ
ん

磁
椀
が
出
土
し
ま
し

た
。
一
二
世
紀
～
一
三
世
紀
初
頭
頃
の
も
の
で
す
。

　

椀
と
い
う
に
は
や
や
大
き
目
で
、
内
面
に
は
櫛く
し

状
の
も
の
で
描
か
れ
た
「
Ｗ
」
字
が
五

つ
あ
り
ま
す
。
本
来
な
ら
素そ

じ地
に
文
様
を
彫
り
込
ん
で
「
劃か
く
か
も
ん

花
文
」
と
呼
ば
れ
る
草
花
が

描
か
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
椀
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
省
略
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
外
面

に
は
、放
射
状
の
櫛く
し
が描

き
文
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
櫛
描
き
文
は
、中
国
南
部
、

現
在
の
福ふ
っ
け
ん
し
ょ
う

建
省
に
あ
る
同ど
う
あ
ん
よ
う

安
窯
の
製
品
の
特
徴
で
す
。
同
安
窯
の
青
磁
器
は
平
た
い
ら
の
き
よ
も
り

清
盛
が
始

め
た
日に
っ
そ
う
ぼ
う
え
き

宋
貿
易
な
ど
で
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
よ
ほ
ど
愛
用
さ
れ
た

の
か
、
よ
く
見
る
と
口
縁
部
に
は
、
小
さ
い
欠
け
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
青
磁
椀
は
室
町
時
代
後
期
の
茶
人
、
村む
ら
た
じ
ゅ
こ
う

田
珠
光
好
み
の
茶
椀
で

「
珠じ
ゅ
こ
う
せ
い
じ

光
青
磁
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
唐か
ら
も
の物

で
は
あ
り
ま
す
が
、
枯
れ
た
感
が
あ
り
ま
す
。

むすぶ



同安窯青磁椀



中近世

お
寺
の
水み
ず
が
め甕

？

常
滑
焼
大
甕（
成
勝
寺
跡
）

　

左
京
区
に
あ
る
京
都
府
立
図
書
館
は
、弥
生
～
古
墳
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
岡お
か
ざ
き崎

遺
跡
と
、

成じ
ょ
う
し
ょ
う
じ

勝
寺
跡
に
あ
た
り
ま
す
。
成
勝
寺
は
平
安
時
代
末
の
院
政
期
、
白
河
の
地
に
建
て
ら

れ
た
六り
く
し
ょ
う
じ

勝
寺
の
ひ
と
つ
で
、
崇す
と
く徳

天
皇
の
発ほ
つ
が
ん願

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
木
製
の
板
を
四
角
に
組
ん
だ
井
戸
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

井
戸
の
中
に
は
、
高
さ
が
八
〇
㎝
を
超
え
る
常と
こ
な
め
や
き

滑
焼
の
大お
お
が
め甕

が
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

一
三
世
紀
前
半
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
常
滑
は
愛
知
県
知ち

た多
半
島
に
あ
る
焼
き
物

の
生
産
地
で
す
。
越え
ち
ぜ
ん前
・
信し
が
ら
き楽
・
丹
波
と
い
っ
た
生
産
地
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、

中
世
に
お
い
て
は
一
大
生
産
地
で
し
た
。

　

成
勝
寺
は
史
料
が
少
な
く
、
廃
絶
時
期
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
三
世
紀
前

半
に
は
、
ま
だ
寺
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
大
甕
は
井
戸
か
ら
く
み
上
げ
た
水
を

貯
め
て
お
く
た
め
、
井
戸
の
そ
ば
に
置
か
れ
、
水
甕
と
し
て
寺
で
使
う
水
を
ま
か
な
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

うつわ



常滑焼大甕



中近世

中
世
丹
後
の
栄
華

漆
絵
漆
器（
難
波
野
遺
跡
）

　

日
本
三
景
天あ
ま
の
は
し
だ
て

橋
立
の
北
側
に
あ
る
宮
津
市
難な
ん
ば
の

波
野
遺
跡
で
は
、
漆う
る
しに

よ
っ
て
絵
が
描
か

れ
た
漆し
っ
き器

が
良
好
な
状
態
で
多
数
出
土
し
ま
し
た
。
遺
跡
は
、
伏ふ
く
り
ゅ
う
す
い

流
水
に
恵
ま
れ
た
扇
状

地
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
土
の
中
で
は
残
り
に
く
い
木
製
品
が
保
存
さ
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
漆
器
に
は
椀
・
皿
・
鉢
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ケ
ヤ
キ
の
木
地
に
黒
漆
を
塗
り
、

そ
の
上
か
ら
朱
漆
で
「
花
鳥
」
や
「
扇せ
ん
め
ん面

」
を
描
い
て
い
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
で
花
文
を
施

し
た
も
の
も
あ
り
、
非
常
に
華
や
か
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
一
三
世
紀
後
半
頃
の
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

漆う
る
し
え
し
っ
き

絵
漆
器
は
当
時
の
高
級
食
器
で
す
。
遺
跡
か
ら
は
同
じ
く
高
級
品
で
あ
る
中
国
製
の

青せ
い
じ磁
や
天て
ん
も
く目
な
ど
も
出
土
し
て
お
り
、在ざ
い
ち
り
ょ
う
し
ゅ

地
領
主
な
ど
有
力
者
の
存
在
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

遺
跡
の
周
辺
は
府
中
と
呼
ば
れ
る
地
区
で
、
す
ぐ
西
に
は
籠こ
の

神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
神

社
は
式し
き
な
い
し
ゃ

内
社
で
、
丹
後
国
の
一
の
宮
で
す
。
周
辺
に
は
、
宗
教
施
設
や
居
館
の
存
在
が
想

定
で
き
る
地
名
が
多
く
残
っ
て
お
り
、神
社
を
中
心
と
し
た
当
時
の
繁は
ん
え
い栄

が
偲し
の

ば
れ
ま
す
。 うつわ



漆絵漆器



中近世

永
遠
の
住
処

古
瀬
戸
灰
釉
瓶（
山
田
館
跡
）

　

福
知
山
市
山
田
館
跡
か
ら
中
世
の
蔵ぞ
う
こ
つ
き

骨
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
日
本
で
の
火
葬
は
飛
鳥

時
代
に
始
ま
り
、
中
世
に
は
各
地
で
つ
く
ら
れ
た
焼
き
物
が
、
火
葬
骨
を
納
め
る
蔵
骨
器

と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
蔵
骨
器
は
、
現
在
の
愛
知
県
瀬
戸
市
周
辺
で
つ
く
ら
れ
た

瓶へ
い

で
す
。
瀬
戸
で
つ
く
ら
れ
た
焼
き
物
は
、と
く
に
中
世
に
お
い
て
は
唯
一
、釉ゆ
う
や
く薬

を
使
っ

た
焼
き
も
の
で
、
中
国
の
焼
物
を
志
向
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
焼
き
物
は
、
古こ

せ

と
瀬
戸
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
瓶
に
は
草
木
の
灰
を
混
ぜ
た
釉
薬
が
掛
け
ら
れ
て
い
て
、
形
も
中
国
製
の
青せ
い
は
く
じ

白
磁

瓶
な
ど
に
似
て
い
ま
す
。
胴
部
の
全
面
に
は
菊
花
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
お
り
、
華
や

か
で
す
。
火
葬
骨
を
納
め
る
た
め
、
故
意
に
口
の
部
分
を
打
ち
欠
い
た
状
態
で
出
土
し
ま

し
た
が
、
石せ
っ
こ
う膏

で
復
元
し
て
い
ま
す
。

　

古
瀬
戸
は
丹
波
で
は
出
土
数
が
少
な
く
、
地
元
の
有
力
者
が
所
有
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
愛
蔵
の
器
に
骨
を
納
め
て
も
ら
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

うつわ



古瀬戸灰釉瓶（福知山市教育委員会所蔵）



中近世

こ
ん
な
も
の
も
リ
サ
イ
ク
ル

青
銅
製
錘（
シ
ミ
ズ
谷
城
跡
）

　

京
丹
後
市
弥
栄
町
の
シ
ミ
ズ
谷
城
跡
は
、
中
世
後
期
の
一
六
世
紀
に
築
か
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
山や
ま
じ
ろ城

で
す
。
発
掘
調
査
で
は
土
師
器
の
皿
や
擂す
り
ば
ち鉢

な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
実
際

に
山
城
で
生
活
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

調
査
で
は
、
貯
蔵
用
に
設
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
穴
が
見
つ
か
り
、
中
か
ら
は
青
銅
製

の
錘お
も
りが

出
土
し
ま
し
た
。
上
か
ら
見
る
と
六
角
形
で
、
横
か
ら
見
る
と
仏
像
の
台
座
の
よ

う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
全
体
に
小
さ
い
円
形
や
線
形
の
刻
み
が
あ
り
、
繊せ
ん
さ
い細

に
装
飾
さ

れ
て
い
ま
す
。
上
部
の
穴
に
は
円え
ん
か
ん環

が
あ
り
、
紐ひ
も

を
通
し
て
竿さ
お
ば
か
り秤で

使
わ
れ
た
と
見
ら
れ

ま
す
。
貯
蔵
用
の
穴
か
ら
は
、
太た

ち刀
を
吊
る
す
為
の
部
品
「
足あ
し
か
な
も
の

金
物
」
や
兜か
ぶ
との
頂
部
に
あ

る
部
品
「
八は
ち
ま
ん
ざ

幡
座
」
な
ど
、
城
ら
し
い
銅
製
品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
鍛か

じ冶
を
す
る
た
め

の
炉
も
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
、
銅
を
溶
か
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
た
め
に
、
銅
製
の
部

品
だ
け
が
集
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

い
っ
た
い
何
に
生
ま
れ
変
わ
る
予
定
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ツール



青銅製錘



中近世

世
界
に
は
ば
た
く
磁
器

青
花
大
皿（
平
安
京
跡
）

　

上
京
区
の
京
都
府
民
ホ
ー
ル
建
設
に
先
立
つ
発
掘
調
査
で
は
、
青せ
い
か花

の
大
皿
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
青
花
と
は
、
コ
バ
ル
ト
顔
料
で
絵
付
け
を
し
た
中
国
の
磁
器
の
こ
と
で
す
。

こ
の
大
皿
は
、
現
在
の
中
国
福ふ
っ
け
ん
し
ょ
う

建
省
に
あ
る
漳
し
ょ
う
し
ゅ
う
よ
う

州
窯
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
す
。
漳
州
窯

の
青
花
磁
器
は
一
六
世
紀
後
半
～
一
七
世
紀
に
か
け
て
盛
ん
に
生
産
さ
れ
、
ア
ジ
ア
各
地

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
見
込
み
に
は
空
を
舞
う
鶴
と
雲
・
草
花
が
お

お
ら
か
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
周
縁
に
は
雲
や
鳥
が
廻
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
初
期
の

伊い

ま

り
万
里（
肥ひ
ぜ
ん前
磁
器
）に
通
じ
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
で
は
一
七
世
紀
初
頭
頃
に
肥
前
で
、
朝
鮮
半
島
の
技
術
を
用
い
て
磁
器
の
生
産
が

始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
ご
く
初
期
の
肥
前
磁
器
に
は
朝
鮮
王
朝
磁
器
に
似

た
製
品
が
あ
る
一
方
、
中
国
製
青
花
磁
器
に
倣な
ら

っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
中
国

製
の
磁
器
を
使
っ
て
い
た
日
本
人
に
は
、
な
じ
み
の
あ
る
文
様
の
方
が
好
ま
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

いのり



青花大皿



中近世

秀
吉
の
京

金
箔
瓦（
聚
楽
第
跡
）

　

豊
臣
秀
吉
は
、
天
正
一
三（
一
五
八
五
）年
に
関か
ん
ぱ
く白

に
就
任
し
ま
す
。
天
下
人
と
な
っ
た

秀
吉
は
、
京
都
に
お
け
る
政
庁
、
居
所
と
し
て
絢け
ん
ら
ん
ご
う
か

爛
豪
華
な
聚じ
ゅ
ら
く
だ
い

楽
第
を
造
り
ま
す
。
聚
楽

第
は
、
秀
吉
か
ら
関
白
を
譲
ら
れ
た
甥お
い

の
秀ひ
で
つ
ぐ次

に
受
け
継
が
れ
ま
す
が
、
二
人
の
関
係
が

悪
化
し
、
秀
次
が
自
害
さ
せ
ら
れ
、
文ぶ
ん
ろ
く禄

四（
一
五
九
五
）年
に
秀
吉
に
よ
っ
て
徹
底
的
に

破
壊
さ
れ
、
幻
の
城
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
丸
東
堀
跡
と
大
名
屋
敷
の
調
査
で
、

大
量
の
金
箔
瓦
が
出
土
し
ま
し
た
。
金
箔
の
貼
り
方
は
武
将
に
よ
っ
て
異
な
り
、
信
長

の
瓦
が
凹お
う

面
に
金
箔
を
貼
る
の
に
対
し
、
秀
吉
の
瓦
は
凸と
つ

面
に
金
箔
を
貼
る
の
が
特
徴
で

す
。
残
り
の
良
い
瓦
は
、
今
も
燦さ
ん
ぜ
ん然

と
輝
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
瓦
は
、
使
わ
れ
た
時

期
が
特
定
で
き
る
基
準
資
料
と
し
て
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
近
年
聚

楽
第
の
調
査
で
、
本
丸
南
辺
の
石
垣
を
長
さ
三
二
ｍ
に
わ
た
っ
て
検
出
し
ま
し
た
。
大
き

な
花か
こ
う
が
ん

崗
岩
を
巧
み
に
積
み
上
げ
た
野の
づ
ら
づ
み

面
積
の
豪
壮
な
石
垣
で
す
。
金
箔
瓦
と
と
も
に
、
秀

吉
の
栄
華
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ツール



金箔瓦



中近世

海
の
向
こ
う
の
イ
ケ
メ
ン

華
南
三
彩
男
子
像（
平
安
京
跡
）

　

こ
の
三さ
ん
さ
い彩
男
子
像
は
、
京
都
府
庁
西
別
館
の
調
査
で
出
土
し
ま
し
た
。
施
さ
れ
た
釉
う
わ
ぐ
す
りが

華か
な
ん
さ
ん
さ
い

南
三
彩
と
同
じ
で
あ
り
、
中
国
南
部
で
明み
ん

の
時
代
に
焼
か
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。

中
国
の
墓
に
副
葬
さ
れ
る
俑よ
う

と
見
ら
れ
、
男
子
俑
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本

で
は
調
度
品
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

男
子
像
は
、
幘さ
く

と
よ
ば
れ
る
頭ず
き
ん巾

の
よ
う
な
も
の
を
被
っ
て
い
ま
す
。
幘
に
は
緑り
ょ
く
ゆ
う釉が

施
さ
れ
、頭
上
に
巻
き
上
げ
ら
れ
た
部
分
に
は
黄
色
や
褐
色
の
釉
薬
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

顔
は
焼
成
後
に
眉
、
目
、
髭ひ
げ

な
ど
を
墨
描
き
し
て
い
ま
す
。
ま
た
幘
と
額
の
境
に
は
朱
線

が
引
か
れ
て
い
ま
す
。
出
土
地
の
町
名
は
「
勘か
ん
べ
え
ち
ょ
う

兵
衛
町
」
で
す
。
近
世
初
期
に
京
の
富
者

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
三さ
ん
か
ん
べ
え

勘
兵
衛
の
一
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
出
土
地

の
北
側
に
は
豪
商
茶ち
ゃ
や
し
ろ
じ
ろ
う

屋
四
朗
次
郎
の
屋
敷
が
あ
り
、
付
近
に
は
京
の
裕
福
な
町ま
ち
し
ゅ
う衆が
居
を

構
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
男
子
像
は
、
上
級
町
衆
の
屋
敷
の
一
室
に
飾
ら
れ
て
い
た

陶
人
形
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

むすぶ



華南三彩男子像



中近世

南
蛮
の
華

華
南
三
彩
盤（
平
安
京
跡
）

　

華か
な
ん
さ
ん
さ
い
ば
ん

南
三
彩
盤
は
、京
都
府
庁
内
の
調
査
で
出
土
し
ま
し
た
。「
華
南
三
彩
」は
、緑
色
や
黄
、

茶
、
紫
色
の
鉛え
ん
ゆ
う釉
を
か
け
た
、
色
彩
豊
か
な
美
し
い
焼
き
物
で
、
中
国
南
部
で
生
産
さ
れ

た
も
の
で
す
。
中
国
明み
ん

代
末
期
の
一
六
世
紀
末
前
後
頃
の
製
品
と
見
ら
れ
ま
す
。
主
要
貿

易
港
の
博
多
や
堺
、
大
友
氏
の
城
下
町
豊ぶ
ん
ご
ふ
な
い

後
府
内
な
ど
で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ

か
で
は
出
土
例
が
少
な
い
焼
物
で
す
。

　

こ
の
華
南
三
彩
盤
は
内
面
見
込
み
に
は
草
花
が
ヘ
ラ
で
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
周
縁
の
部

分
は
平
坦
に
な
っ
て
お
り
、
端
部
は
花
の
形
に
成
形
さ
れ
て
い
ま
す
。
楽ら
く
や
き焼

を
始
め
た
と

い
わ
れ
る
長
次
郎
も
華
南
三
彩
盤
を
摸
作
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
軟
質
陶
器
が
楽
焼
の

ル
ー
ツ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
六
世
紀
中
頃
～
一
七
世
紀
初
頭
に
行
わ
れ
た
南な
ん
ば
ん
ぼ
う
え
き

蛮
貿
易
で
は
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
か
ら
多
く
の
品
物
が
博
多
や
堺
な
ど
の
貿
易
港
を
経
て
、
都
ま
で
も
た
ら
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
華
南
三
彩
盤
も
南
蛮
貿
易
船
に
積
ま
れ
て
き
た
も
の
で
し
ょ
う
。

むすぶ



華南三彩盤



中近世

詫
び
を
支
え
た
朝
鮮
半
島
の
茶
器

白
磁
鉢
・
粉
青
沙
器
椀（
平
安
京
跡
）

　

京
都
府
庁
内
の
発
掘
調
査
で
は
、
朝
鮮
半
島
製
の
陶
磁
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
付
近
は

茶ち
ゃ
や
し
ろ
じ
ろ
う

屋
四
朗
次
郎
な
ど
の
裕
福
な
町ま
ち
し
ゅ
う衆が

い
た
場
所
で
、
彼
ら
が
持
っ
て
い
た
茶
道
具
と
見

ら
れ
ま
す
。

　

白
磁
鉢
は
丸
味
を
持
つ
器
形
で
、
見
込
み
に
茶ち
ゃ
だ
ま溜

り
が
あ
り
ま
す
。
漆う
る
しで

修
復
し
た
痕

跡
が
あ
り
、
大
切
な
器
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
く
ら
れ
た
年
代
は
一
六
世
紀
で

す
。
粉ふ
ん
せ
い
さ
き
わ
ん

青
沙
器
椀
は
平
椀
に
近
い
器
形
で
す
。
内
外
面
に
は
檜ひ
が
き
も
ん

垣
文
を
線
刻
し
て
い
ま
す
。

「
彫ほ
り
み
し
ま

三
島
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
日
本
か
ら
の
注
文
品
で
す
。
見
込
み
に
は
花
文
や
蓮れ
ん

弁べ
ん

文
を
印
刻
し
て
い
ま
す
。
上
品
で
華
や
か
な
茶
椀
で
す
。
こ
ち
ら
は
一
七
世
紀
前
期
頃

の
製
品
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

簡
素
な
「
侘わ

び
茶
」
は
一
六
世
紀
頃
か
ら
、
流
行
し
始
め
ま
し
た
。
格
式
の
高
い
書
院

の
茶
で
は
中
国
製
の
天て
ん
も
く目
や
青せ
い
じ磁
を
用
い
る
の
に
対
し
、
侘
び
茶
で
は
朝
鮮
王
朝
の
焼
物

が
ふ
さ
わ
し
い
茶
道
具
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
す
。

むすぶ



白磁鉢

粉青沙器椀



中近世

黄
色
と
緑
の
共
演

黄
瀬
戸
銅
鑼
鉢（
平
安
京
跡
）

　

美み

の濃
で
、一
六
世
紀
後
期
頃
に
「
黄き

せ

と
瀬
戸
」
と
呼
ば
れ
る
焼
物
が
作
ら
れ
始
め
ま
し
た
。

灰
を
混
ぜ
た
釉ゆ
う
や
く薬

を
黄
色
に
発
色
さ
せ
た
陶
器
で
す
。

　

こ
の
鉢
は
、
京
都
府
庁
東
側
の
京
都
府
警
察
本
部
一
一
〇
番
指
令
セ
ン
タ
ー
で
の
発
掘

調
査
で
出
土
し
ま
し
た
。
寺
な
ど
で
鳴
ら
す
ド
ラ
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
銅ど
ら
ば
ち

鑼
鉢
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
黄
瀬
戸
の
特
長
で
も
あ
る
胆た
ん
ば
ん礬

と
呼
ば
れ
る
硫り
ゅ
う
さ
ん
ど
う

酸
銅
を
使
っ
た
緑

色
の
釉
薬
が
器
面
を
引
き
締
め
て
い
ま
す
。
平
坦
な
周
縁
部
や
端
部
が
花
弁
の
よ
う
に
つ

く
ら
れ
て
い
る
点
は
華か
な
ん
さ
ん
さ
い
ば
ん

南
三
彩
盤
と
同
じ
で
、影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

内
面
に
は
、
華
南
三
彩
盤
と
同
じ
く
、
草
花
文
な
ど
を
ヘ
ラ
で
描
い
て
い
ま
す
。

　

見
込
み
中
央
の
文
様
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
わ
ず
か
に
残
る
葉
の
形
か
ら
、
大
根
に

復
元
し
ま
し
た
。
黄
瀬
戸
で
は
草
花
の
ほ
か
に
、
大
根
が
よ
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
大
根

は
春
の
七
草
の
一
つ
で
あ
り
、
吉
き
っ
し
ょ
う祥
文
と
い
え
る
の
か
も
。
葉
文
の
部
分
な
ど
に
施
さ
れ

た
胆
礬
が
印
象
的
で
す
。

うつわ



黄瀬戸銅鑼鉢



中近世

癒
し
の
志
野

志
野
水
差（
寺
町
旧
域
・
法
成
寺
跡
）

　

志し

の野
は
、
一
六
世
紀
末
頃
に
現
在
の
岐
阜
県
土と

き岐
・
可か

に児
市
一
帯
に
あ
た
る
美み

の濃
で
焼

か
れ
始
め
た
陶
器
で
す
。
白
色
の
素そ

じ地
に
半
透
明
の
長ち
ょ
う
せ
き石を

使
っ
た
釉ゆ
う
や
く薬

を
施
す
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
り
、
白
い
ふ
く
よ
か
な
肌
を
し
て
い
ま
す
。

　

上
京
区
に
あ
る
府
立
鴨お
う
き沂

高
校
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
志
野
焼
の
水
差
が
出
土
し
ま
し

た
。
京
都
御
苑
の
東
隣
に
あ
り
、
豊
臣
秀
吉
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
～
一
五
九
三
）に
京

の
街
中
に
あ
っ
た
寺
院
を
移
転
さ
せ
た
寺
町
の
範
囲
に
も
あ
た
り
ま
す
。
水
差
は
こ
の
地

に
あ
っ
た
寺
院
で
使
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
瓢ひ
さ
ご
が
た形を

し
て
お
り
、
緩
や
か
に
う
ね

る
注そ
そ
ぎ
ぐ
ち口と
把と
っ
て手
が
付
い
て
い
ま
す
。
今
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
蓋ふ
た

が
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
鉄
釉
で
、
間
垣
や
植
物
が
ゆ
っ
た
り
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

把
手
の
一
部
は
、
淡
い
橙
色
を
し
て
い
ま
す
。
緋ひ
い
ろ色
と
言
っ
て
、
陶
器
を
焼
く
際
に
お

こ
る
偶
然
の
発
色
で
す
。
こ
れ
も
志
野
が
愛
さ
れ
る
特
長
の
ひ
と
つ
で
す
。
な
ん
と
も
、

ほ
の
ぼ
の
と
し
た
器
で
す
。

うつわ



志野水差



中近世

広
が
る
「
ひ
ょ
う
げ
も
の
」
の
世
界

織
部
焼（
平
安
京
跡
）

　

古ふ
る
た
お
り
べ

田
織
部
正の
か
み

重し
げ
な
り然

は
近
世
初
頭
の
武
将
で
、
茶
で
は
千
利
休
の
高こ
う
て
い弟

で
す
。
利
休
の

自
刃
後
は
、
豊
臣
秀
吉
の
茶さ
ど
う頭

と
な
り
ま
し
た
。
利
休
の
簡
素
な
町
ま
ち
し
ゅ
う衆

風
の
茶
風
に
対
し

て
、
華
や
か
な
破
格
の
武
家
風
の
茶
風
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

織お
り
べ
と
う

部
陶
は
美
濃
で
生
産
さ
れ
た
陶
器
で
す
。
古
田
織
部
が
係
わ
っ
た
と
も
言
わ
れ
ま
す

が
、
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
織
部
陶
は
一
六
〇
〇
年
前
後
の
頃
、
古
田
織
部
の
全
盛
期

に
焼
成
さ
れ
始
め
ま
し
た
。織
部
陶
の
特
色
は
、銅
緑り
ょ
く
ゆ
う

釉
に
あ
り
、織
部
釉
と
も
言
い
ま
す
。

白
地
に
鉄
絵
を
描
き
織
部
釉
を
施
し
た
華
や
か
な
焼
物
で
す
。
こ
の
特
色
が
最
も
発
揮
さ

れ
た
の
は
、
懐
石
用
の
向む
こ
う
づ
け付で

す
。
洒し
ゃ
だ
つ脱

な
絵
付
け
と
と
も
に
、
様
々
な
形
の
向
付
が
作

ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
丸
い
茶
椀
を
わ
ざ
と
歪ゆ
が

ま
せ
て
不
定
形
に
し
た
「
沓く
つ
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
椀
」
も
作

ら
れ
ま
し
た
。
古
田
織
部
が
催
し
た
茶
会
で
沓
茶
椀
と
思
わ
れ
る
器
を
見
た
茶
人
は
、「
ヘ

ウ
ケ
モ
ノ
也
」
と
日
記
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
形
を
造
り
出
し
た

織
部
陶
の
創
造
力
は
画
期
的
で
す
。

うつわ



織部沓茶椀

織部向付



中近世

唐
津
で
一
杯

唐
津
焼（
平
安
京
跡
）

　

京
都
府
庁（
中
京
区
）の
一
角
で
お
こ
な
っ
た
発
掘
調
査
で
は
、
ゴ
ミ
捨
て
用
と
見
ら
れ

る
深
さ
三
ｍ
に
も
及
ぶ
穴
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
裕
福
な
町ま
ち
し
ゅ
う衆が

い
た
と
考
え
ら
れ
る
場

所
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
唐か
ら
つ
や
き

津
焼
と
呼
ば
れ
る
陶
器
も
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

唐
津
焼
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
技
法
に
よ
っ
て
、
現
在
の
佐
賀
県
で
一
六
世
紀

末
か
ら
始
ま
っ
た
陶
器
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
片か
た
く
ち口

の
ほ
か
に
、
一
合
も
入
ら
な
い
よ
う

な
徳と
っ
く
り利

が
あ
り
、
茶
会
の
懐
石
に
で
も
使
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
交
わ

さ
れ
た
会
話
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
・
・
・
・
・

　
「
せ
っ
か
く
の
席
や
さ
か
い
商
売
の
話
で
も
・
・
」「
ち
ょ
っ
と
前
に
孫
が
・
・
」

お
茶
と
料
理
を
い
た
だ
き
、お
酒
も
少
々
い
た
だ
い
て
。
そ
れ
で
終
わ
れ
ば
よ
い
も
の
を
。

「
こ
の
徳
利
は
ち
ょ
っ
と
し
か
入
り
ま
へ
ん
。
め
ん
ど
く
さ
い
よ
っ
て
、
片
口
に
酒
を
汲

ん
ど
き
ま
す
ん
で
、
お
好
き
に
」。
さ
っ
き
ま
で
上
品
な
料
理
が
入
っ
て
い
た
器
に
漬
物

を
山
盛
り
に
し
て
。
京
の
一
夜
は
、
こ
う
し
て
更
け
て
い
き
ま
し
た
。

うつわ



唐津焼　（徳利の残存高 10.2cm）
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