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②
縄文
中
期
末
～
後
期
前
葉
の
再
葬

③
縄文
晩
期
～
弥
生
時
代
の
再
葬

④集
落
の
消
長
と
環
境
の
変
動

⑤
再葬
の
背
景

⑥ま
と
め

［論文
要
旨
］

　縄
文中
期
終
末
か
ら
後
期
へ
、
縄
文
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
の
始
ま
り
へ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
列
　
　
　
　
再
葬
が
発
達
し
た
縄
文
後
期
前
葉
の
京
葉
地
方
は
、
気
候
の
再
温
暖
化
に
よ
っ
て
大
貝
塚
を
形
成
し

島
規
模
で
、
文
化
や
社
会
が
大
き
く
転
換
し
た
時
代
で
あ
り
、
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
の
節
目
　
　
　
た
よ
う
に
、
再
葬
が
す
べ
て
悪
い
環
境
の
と
き
に
発
達
し
た
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
自
然
環
境
の

に
、
地
域
や
時
代
を
超
え
て
再
葬
墓
が
営
ま
れ
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
再
葬
が
発
　
　
　
　
回
復
あ
る
い
は
集
落
の
発
展
を
迎
え
て
も
、
ひ
と
た
び
制
度
と
し
て
定
着
し
た
再
葬
は
、
な
お
も
集

達し
た
地
域
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
転
換
点
で
共
通
す
る
の
は
、
集
落
の
衰
退
す
な
わ
ち
人
口
の
減
　
　
　
　
落
結
集
の
装
置
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

少
であ
る
。
環
境
変
動
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
転
換
期
に
共
通
し
た
要
素
と
し
て
気
候
の
寒
冷
化
　
　
　
　
琉
球
・
奄
美
諸
島
の
洗
骨
葬
は
、
祖
先
祭
祀
の
意
味
が
あ
り
、
縄
文
．
弥
生
時
代
の
再
葬
を
考
え

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
、
環
境
の
悪
化
が
再
葬
を
誘
発
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
　
　
　
　
る
手
が
か
り
に
な
る
。
そ
こ
で
再
葬
は
一
種
の
通
過
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
縄
文
晩
期
～
弥

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
時
代
前
半
は
、
抜
歯
を
は
じ
め
と
す
る
儀
礼
を
発
達
さ
せ
た
時
期
で
あ
る
。
再
葬
制
も
こ
の
時
期

　歴史
の
中
で
再
葬
が
出
現
す
る
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
死
者
を
基
軸
に
集
落
あ
る
　
　
　
　
に
儀
礼
的
要
素
を
強
め
る
の
で
あ
り
、
祖
先
祭
祀
と
通
過
儀
礼
の
強
化
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

い
は
地
域
の
結
束
を
固
め
る
た
め
の
祖
先
祭
祀
と
し
て
発
生
し
た
こ
と
が
、
理
由
の
一
つ
に
あ
げ
ら
　
　
　
　
る
。
そ
れ
は
厳
し
い
自
然
環
境
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
生
活
技
術
で
あ
り
、
再
葬
の
背
景
で
あ
っ
た
。

れる
。
自
然
環
境
の
悪
化
に
よ
っ
て
小
規
模
に
な
り
分
散
化
し
た
集
落
を
統
合
す
る
原
点
と
し
て
再

葬
墓
が
機
能
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
が
再
葬
さ
れ
た
祖
先
で
あ
り
あ
る
い
は
墓
自
体
で
あ
っ
た
。

5
7

3
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0
は
じ
め
に

　
葬
法
の
基
本
的
な
区
分
は
、
葬
儀
が
一
回
で
終
わ
る
単
葬
と
、
二
回
以
上
に
お
よ

　
　
　
　
（
1
）

ぶ

再
葬
で
あ
る
〔
大
林
一
九
六
五
”
三
三
～
三
五
頁
〕
。
再
葬
は
、
い
っ
た
ん
遺
体

を
骨
に
し
て
再
び
葬
る
葬
法
で
あ
り
、
民
俗
・
民
族
学
で
は
洗
骨
葬
、
複
葬
、
二
次

葬
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
縄
文
時
代
の
再
葬
例
を
集
成

し
、
そ
の
特
徴
に
考
察
を
加
え
た
〔
設
楽
一
九
九
三
a
〕
。
縄
文
時
代
の
再
葬
例
は
、

一
九
九

三

年
時
点
の
集
成
で
八
〇
遺
跡
に
お
よ
ん
だ
が
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
限
ら

れ

た
時
期
に
制
度
と
し
て
発
達
し
た
も
の
は
、
以
下
の
三
群
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
縄
文
中
期
末
葉
か
ら
後
期
前
葉
に
、
青
森
県
を
中
心
に
土
器
に
遺
骨
を
納

　
　
（
2
）

め

た
再
葬
が
発
達
し
た
。
二
番
目
に
縄
文
中
期
末
か
ら
後
期
前
葉
に
お
け
る
千
葉
・

茨
城
県
の
房
総
地
方
に
、
遺
骨
を
数
体
か
ら
時
に
は
百
体
以
上
寄
せ
集
め
た
多
人
数

集
骨
葬
が
展
開
し
た
。
三
番
目
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
縄
文
中
期
に
長
野
県
で
出
現

し
、
晩
期
に
発
達
す
る
と
と
も
に
近
畿
地
方
や
北
陸
地
方
に
ま
で
拡
散
し
た
、
骨
を

焼
い
て

再
葬
す
る
焼
人
骨
葬
で
あ
る
。
東
日
本
の
弥
生
時
代
前
半
に
は
、
大
型
の
壷

形
土
器

に
人
骨
を
納
め
て
埋
納
し
た
再
葬
が
発
達
し
た
が
、
焼
人
骨
は
こ
の
再
葬
墓

に
も
し
ば
し
ば
伴
っ
て
い
る
。

　
縄
文

中
期
終
末
か
ら
後
期
へ
、
縄
文
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
の
始
ま
り
へ
、
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
列
島
規
模
で
、
文
化
や
社
会
が
大
き
く
転
換
し
た
時
期
や
時
代
で
あ
っ

た
。
そ
の
歴
史
の
節
目
に
再
葬
が
発
達
す
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
葬
に
簡
単
に
目
を
通
し
て
お
き
た
い
。

②
縄
文
中
期
末
～
後
期
前
葉
の
再
葬

（
1
）
　
東
北
地
方
北
部
の
再
葬

東
北
地
方
北
部
で
は
、
縄
文
中
期
末
葉
か
ら
後
期
前
葉
に
、

土
器

に
人
骨
を
納
め

た
再
葬
が
顕
著
に
認

め

ら
れ
る
。
土
器
は

再
葬
専
用
に
つ
く
ら

れ

た
大
型
の
壷
を
基

本

と
す
る
特
殊
な
も

の

で

あ
る
。
こ
の
葬

制
を
研
究
し
た
葛
西

励
に
よ
れ
ば
、
再
葬

土
器

は
青
森
県
を
中

心
に
、
秋
田
、
岩
手
、

北
海
道
渡
島
半
島
に

及
ぶ
四
九
遺
跡
で
発

見
さ
れ
て
い
る
〔
葛

西
一
九
九
八
〕
。
そ

の

出
現
は
縄
文
中
期

末
葉
の
大
木
1
0
式
ご

ろ
と
み
な
さ
れ
て
お

り
、
後
期
前
葉
の
十

腰
内
－
式
期
前
後
に

発

達
し
た
（
図
1
1

1
）
。
青
森
市
山
野

峠
遺
跡
の
よ
う
に
再

葬
の
土
器
に
付
随
し

て
、
腕
や
脚
の
散
乱

～ 5遺構

2．埼玉県坂東山遺跡

｛

1．青森県鷹架遺跡13号

図1　縄文後期の再葬墓

骨
が
入
っ
た
石
棺
墓
が
発
掘
さ
れ
る
遺
跡
も
あ
り
、
葛
西
は
そ
れ
が
一
次
葬
の
場
所

で

あ
る
と
考
え
た
〔
葛
西
一
九
八
三
一
二
七
四
頁
〕
。
こ
の
考
え
が
正
し
い
と
す
る

と
、
一
次
葬
を
石
棺
で
お
こ
な
っ
て
骨
化
を
待
ち
、
土
器
を
用
い
て
骨
を
再
葬
す
る

358
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と
い
う
、
制
度
的
に
組
織
化
さ
れ
た
再
葬
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。
さ
ら
に
、
青
森

市
小
牧
野
遺
跡
の
よ
う
な
大
規
模
配
石
遺
構
に
再
葬
の
土
器
が
伴
う
こ
と
も
あ
り
、

そ
う
し
た
施
設
で
再
葬
墓
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。

　

土
器
の
中
か
ら
人
骨
が
確
認
さ
れ
た
の
は
一
四
遺
跡
で
、
鑑
定
で
き
た
の
は
八
遺

跡
。
男
性
が
五
遺
跡
、
女
性
が
四
遺
跡
。
一
八
～
一
九
歳
の
女
性
が
一
例
あ
る
他
は
、

成
人
～
熟
年
で
あ
る
。
子
ど
も
の
人
骨
が
出
土
し
た
例
は
な
い
が
、
葛
西
は
大
木
1
0

式
に
突
然
現
れ
、
十
腰
内
－
式
と
と
も
に
消
滅
す
る
、
蓋
の
つ
い
た
小
型
の
壷
形
土

器
が
赤
ん
坊
用
の
蔵
骨
器
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
六
ヶ
所
村
薬
師

前
遺
跡
で
は
一
つ
の
土
坑
か
ら
三
つ
の
土
器
が
出
土
し
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
に
そ
れ

ぞ
れ
壮
年
の
男
女
の
人
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
の
土
器
に
一
体
の
人
骨
を
納

め

る
の
を
原
則
と
す
る
が
、
一
つ
の
土
坑
や
石
榔
状
遺
構
に
二
～
三
個
体
の
土
器
を

納
め
た
例
が
あ
る
の
で
、
一
つ
の
施
設
に
は
合
葬
の
機
能
を
も
つ
も
の
が
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
薬
師
前
遺
跡
の
第
1
号
土
器
の
被
葬
者
は
壮
年
男
性
で
、
骨
は
ほ
ぼ
全
身
に
及
び
、

椎
骨
を
横
た
え
そ
の
上
に
頭
蓋
骨
を
置
き
、
上
下
肢
の
長
骨
を
側
方
に
斜
め
に
立
て

か

け
て
お
り
、
踵
鋸
姿
勢
を
復
元
し
た
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
第
3
号
は
壮
年

女
性

で
、
や
は
り
踵
鋸
姿
勢
を
と
る
。
似
た
よ
う
な
例
は
数
件
報
告
さ
れ
て
い
る
の

で
、
偶
然
の
結
果
で
は
な
い
。
躍
鋸
姿
勢
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
本
岩
太
郎

が
東
南

ア
ジ
ア
の
民
族
例
を
ふ
ま
え
て
再
生
を
願
っ
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
〔
森

本
一
九
八
八
一
七
四
頁
〕
。

　
（
2
）
　
関
東
地
方
中
・
北
部

　
埼
玉

県
入
間
市
坂
東
山
遺
跡
か
ら
、
十
腰
内
－
式
に
発
達
し
た
再
葬
に
極
め
て
よ

く
似
た
事
例
が
あ
が
っ
て
い
る
〔
並
木
ほ
か
一
九
七
三
二
一
八
～
二
九
頁
〕
。

た
ら
い
の
よ
う
な
形
の
土
坑
の
底
に
頭
蓋
骨
を
置
き
、
そ
の
上
に
肋
骨
や
寛
骨
を
積

み
、
上
下
肢
骨
を
立
て
か
け
、
底
部
を
欠
い
た
土
器
を
逆
さ
に
か
ぶ
せ
た
も
の
で
あ

る
（
図
1
－
2
）
。
土
器
は
縄
文
後
期
初
頭
の
称
名
寺
－
式
で
あ
り
、
人
骨
は
熟
年

の

男
性
で
あ
っ
た
。
全
身
の
骨
を
用
い
て
い
る
点
と
そ
の
配
置
方
法
は
、
東
北
地
方

北
部
の
例
と
合
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
土
器
を
倒
立
さ
せ
て
人
骨
に
か
ぶ
せ
て
い
る

点
も
薬
師
前
例
な
ど
と
共
通
し
て
い
る
。
後
期
初
頭
と
い
う
東
北
地
方
北
部
で
土
器

を
用
い
た
再
葬
が
発
達
し
よ
う
と
す
る
時
期
か
ら
し
て
も
、
坂
東
山
例
と
東
北
地
方

の
再
葬
と
の
間
に
関
係
が
な
い
と
す
る
ほ
う
が
む
ず
か
し
い
。

　

同
様
な
土
器
を
用
い
た
再
葬
は
、
群
馬
県
板
倉
町
板
倉
遺
跡
で
も
報
告
さ
れ
て
い

る
〔
外
山
ほ
か
一
九
八
九
一
三
〇
七
・
四
一
〇
～
四
＝
頁
〕
。
縄
文
中
期
後
葉
の

加
曾
利
E
皿
式
で
あ
る
。
人
骨
は
頭
蓋
骨
だ
け
で
あ
る
が
、
他
の
骨
は
消
失
し
て
し

ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
深
鉢
を
逆
位
に
し
て
人
骨
に
か
ぶ
せ
て
お
り
、
坂
東
山
例

と
の
共
通
性
が
う
か
が
え
、
こ
う
し
た
例
が
中
期
後
葉
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
〔
花
輪
一
九
九
九
一
一
二
三
頁
〕
。

　
（
3
）
　
一
房
総
地
方

　
京
葉
地
方
に
は
、
一
つ
の
小
竪
穴
に
多
数
の
遺
体
を
合
葬
し
た
多
人
数
合
葬
が
葬

法
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
さ
ら
に
利
根
川
沿
い
や
外
房
地
方
に
も
分
布
を
の
ば
し

て

い

る
。
複
数
の
遺
体
を
一
箇
所
に
葬
っ
た
も
の
を
合
葬
と
い
う
が
、
こ
れ
に
も
一

次
葬
遺
体
の
集
積
で
あ
る
単
葬
と
、
人
骨
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
再
葬

と
が
あ
る
。
筆
者
は
、
明
ら
か
に
人
の
手
が
加
わ
っ
て
集
積
さ
れ
た
再
葬
人
骨
を
集

骨
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
再
葬
さ
れ
た
多
人
数
合
葬
を
多
人
数
集
骨
葬
と
呼
ぶ
〔
設

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

楽
一
九
九
三
a
一
一
一
頁
〕
。
多
人
数
集
骨
葬
の
多
く
は
円
形
あ
る
い
は
楕
円
形
の

土
坑
を
掘
り
、
そ
の
中
に
再
葬
人
骨
を
集
積
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
頭
蓋
骨
を
土
坑

の

壁

に
沿
っ
て
配
列
し
た
り
、
長
管
骨
を
束
ね
て
積
み
上
げ
た
り
し
た
も
の
が
多
い
。

　
房
総
地
方
の
多
人
数
集
骨
葬
は
、
千
葉
県
市
川
市
権
現
原
遺
跡
で
一
八
体
、
船
橋

市
古
作
遺
跡
で
一
四
体
、
千
葉
市
誉
田
高
田
遺
跡
で
二
八
体
以
上
、
市
原
市
砥
園
原

遺
跡
で
五
体
以
上
の

も
の
が
二
基
認
め
ら
れ
た
。
茨
城
県
取
手
市
中
妻
遺
跡
で
は
一

つ
の

土
坑

に
一
〇
〇
体
以
上
の
人
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
た
（
図
2
1
4
）
。
最
近
で

は
、
千
葉
県
茂
原
市
下
太
田
遺
跡
で
三
基
の
多
人
数
集
骨
葬
が
見
つ
か
っ
た
が
、
そ

の
う
ち
の
一
基
に
は
四
〇
体
近
く
の
人
骨
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
合
計
で
八
〇
体
以
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上

と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
来
は
単
葬
人
骨
の
集
合
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
再
葬
や
二
次
的
に
動
か
さ
れ
た
骨
を
含
ん
だ
多
人
数
合
葬
が
二
例
知
ら
れ
て
い
る
。

船
橋
市
宮
本
台
遺
跡
で
は
再
葬
さ
れ
た
集
骨
や
動
か
さ
れ
た
人
骨
を
含
ん
だ
一
三
体

の
多
人
数
合
葬
が
、
砥
園
原
遺
跡
で
は
、
こ
れ
も
一
部
の
骨
に
動
か
さ
れ
た
形
跡
の

あ
る
六
～
七
体
の
多
人
数
合
葬
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
集
骨
葬
を
中
心
と
す
る
多
人
数
合
葬
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
認
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
す
で
に
渡
辺
新
や
山
田
康
弘
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
が
〔
渡
辺
一
九
九
一
・
山
田
一
九
九
五
〕
、
最
近
の
事
例
を
含
め
て
再
整
理
し
て

お

こ
う
。
出
現
の
時
期
に
関
し
て
、
今
の
と
こ
ろ
最
も
古
い
例
は
権
現
原
例
で
あ
る
。

権
現
原
遺
跡
は
中
期
末
葉
の
加
曾
利
E
W
式
新
段
階
か
ら
後
期
前
葉
の
堀
之
内
1
式

終
末
な
い
し
2
式
初
頭
に
及
ぶ
環
状
集
落
で
あ
る
〔
渡
辺
二
〇
〇
一
　
六
五
頁
〕
。

渡
辺

は
こ
の
遺
跡
の
多
人
数
集
骨
は
、
加
曾
利
E
W
式
の
二
群
に
分
か
れ
た
土
坑
の

埋
葬
人
骨
を
、
後
期
初
頭
の
称
名
寺
－
式
期
に
一
つ
の
土
坑
に
再
葬
し
て
成
立
し
た

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
他
の
も
の
は
、
古
作
遺
跡
が
縄
文
後
期
中
葉
の
加
曾
利
別
式

期
ま
で
継
続
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
〔
設
楽
二
〇
〇
一
　
五
八
～
六
〇
頁
〕
、
そ
れ

以

外
の
も
の
は
大
半
が
堀
之
内
1
・
2
式
期
で
あ
る
。
誉
田
高
田
遺
跡
は
堀
之
内
1

式
か
ら
始
ま
る
集
落
で
、
多
人
数
集
骨
葬
は
集
落
開
設
後
間
も
な
い
こ
ろ
の
集
骨
で

あ
り
、
中
妻
遺
跡
は
称
名
寺
n
式
期
に
開
設
さ
れ
た
集
落
だ
が
、
加
曾
利
田
式
で
隆

盛

を
迎
え
る
の
で
、
堀
之
内
2
式
と
さ
れ
る
集
骨
は
集
落
隆
盛
以
前
の
も
の
と
い
え

る
。
下
太
田
遺
跡
は
加
曾
利
E
H
式
か
ら
加
曾
利
田
式
ま
で
の
墓
地
で
あ
り
、
多
人

数
集
骨
葬
は
堀
之
内
2
式
と
加
曾
利
別
式
の
面
に
あ
る
が
、
中
期
の
墓
地
が
い
く
つ

か

の
環
状
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
堀
之
内
2
式
以
降
は
方
形
区
画
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て

い

る
〔
萩
原
ほ
か
一
九
九
九
一
五
四
］
頁
〕
。
称
名
寺
～
堀
之
内
1
式
期
は
乳
幼

児
の
土
器
棺
し
か
見
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
時
期
の
人
骨
を
ま
と
め
て
再
葬

し
た
可
能
性
が
あ
る
。
多
人
数
集
骨
は
、
集
落
開
設
か
ら
ほ
ど
な
い
段
階
や
集
落
が

隆
盛
す
る
前
段
階
、
あ
る
い
は
墓
地
構
成
の
大
き
な
転
換
期
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
多
人
数
集
骨
葬
に
は
、
集
落
の
中
あ
る
い
は
墓
地
の
中
で
特
別
な
位
置
に
設
け
ら

れ

る
も
の
が
あ
る
。
権
現
原
例
は
環
状
集
落
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
二
群
か
ら
な

る
激
し
く
重
複
し
た
堀
之
内
1
式
の
建
物
跡
群
そ
れ
ぞ
れ
に
近
接
し
て
、
多
人
数
集

骨
土
坑
と
焼
人
骨
一
体
分
を
納
め
た
土
坑
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
図
2
1
1
）
。
こ

の
建
物
跡
を
渡
辺
は
祭
祀
建
物
跡
と
性
格
付
け
て
い
る
〔
渡
辺
一
九
九
一
一
三
四
～

四
一
頁
〕
。
砥
園
原
例
は
二
つ
の
集
骨
葬
が
対
に
な
る
よ
う
な
形
で
、
環
状
集
落
の

広
場
の
部
分
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
の
一
例
は
竪
穴
住
居
跡
に
接
近
し
た
他

の
埋
葬
と
は
異
な
る
位
置
を
占
め
、
も
う
一
例
は
他
の
埋
葬
人
骨
が
弧
状
に
取
り
巻

く
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
古
作
例
も
、
他
の
埋
葬
人
骨
が
取
り
囲
ん
で
お
り
、
多
人

数
集
骨
が
埋
葬
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
中
妻
例
は
、
集
落
の
入
り
口
付
近
に
設
け

ら
れ
て
い
る
。
下
太
田
例
は
、
伸
展
葬
人
骨
が
集
合
し
て
構
成
さ
れ
た
い
く
つ
か
の

方
形
区
画
に
挟
ま
れ
た
地
点
に
存
在
し
て
い
る
。

　
多
人
数
合
葬
に
は
上
屋
構
造
あ
る
い
は
目
印
を
想
定
さ
せ
る
施
設
を
も
つ
も
の
が

多
い
。
権
現
原
例
は
土
坑
の
真
中
に
深
い
柱
の
穴
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
上
部

に
は
人
骨
が
円
形
に
空
白
に
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
木
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の

で

あ
ろ
う
。
そ
の
周
り
に
人
骨
が
四
角
形
の
盤
状
を
な
す
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る

（図
2
1
2
）
。
砥
園
原
の
二
例
は
い
ず
れ
も
土
坑
の
中
に
柱
の
穴
が
あ
り
、
そ
の
う

ち
の
一
例
は
土
坑
の
周
囲
を
柱
の
穴
が
取
り
巻
き
、
小
屋
が
け
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ

る
（
図
2
－
3
）
。
誉
田
高
田
例
も
復
元
す
る
と
直
径
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
円
形

を
な
す
竪
穴
住
居
跡
状
の
掘
り
込
み
に
な
る
。
宮
本
台
遺
跡
の
多
人
数
合
葬
例
を
再

検
討
し
た
渡
辺
新
は
、
二
二
体
の
う
ち
確
実
に
再
葬
さ
れ
た
も
の
や
骨
の
動
か
さ
れ

た
も
の
が
八
体
ほ
ど
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
〔
渡
辺
一
九
九
四
二
〇
頁
〕
。

そ
し
て
、
人
骨
の
集
積
は
一
気
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
三
回
ほ
ど
の
断
絶
が
認

め

ら
れ
、
時
間
差
を
も
っ
て
集
積
さ
れ
た
と
い
う
。
土
坑
の
周
り
に
は
柱
の
穴
の
よ

う
な
ピ
ッ
ト
列
が
認
め
ら
れ
る
。
砥
園
原
で
見
つ
か
っ
た
単
葬
の
多
人
数
合
葬
墓
は

壁
柱
穴
を
も
つ
方
形
の
竪
穴
の
中
に
伸
展
葬
さ
れ
た
人
骨
が
井
桁
状
に
重
な
っ
た
も

の

で
、
頭
骨
な
ど
に
二
次
的
な
移
動
が
認
め
ら
れ
る
。
米
田
耕
之
助
は
上
屋
の
存
在
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を
考
え
て
お
り
、
遺
体
は
埋
め
ら
れ
ず
に
露
出
し
て
い
て
、
追
葬
に
よ
っ
て
集
積
さ

れ

た
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
お
り
〔
米
田
一
九
八
〇
‥
三
五
頁
〕
、
そ
の
際
に
頭
骨

を
中
心
に
片
寄
せ
行
為
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
権
現
原
、
中
妻
、
古
作
の
多
人
数
集
骨
は
、
お
そ
ら
く
別
に
埋
葬
さ
れ
た
乳
児
を

除
く
あ
ら
ゆ
る
性
と
年
齢
の
構
成
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
男
女
の
比
率
は
、
権
現

原
の
性
の
分
か
る
一
六
体
の
内
訳
は
、
男
性
九
体
、
女
性
七
体
と
ほ
ぼ
釣
り
合
い
が

と
れ
て
お
り
、
夫
婦
を
含
む
複
数
世
帯
の
集
合
か
ら
な
る
と
さ
れ
る
〔
渡
辺
一
九
九

一
一

六
九

～
七
二
頁
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
中
妻
は
男
性
対
女
性
が
お
よ
そ
二
対
一
、

古
作
は
三
対
一
と
男
性
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
松
村
博
文
は
中
妻
で
分
析
に
耐
え
う
る

二
九
例
の

歯
冠
を
計
測
し
、
他
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
時
代
の
人
骨
も
ま
じ
え

て

Q
モ
ー
ド
相
関
係
数
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
を
お
こ
な
っ
た
が
、
相
関
関
係
が

高
い
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
、
そ
の
う
ち
血
縁
関
係
が
強
い
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

を
抽
出
し
た
〔
松
村
ほ
か
一
九
九
六
〕
。
歯
冠
計
測
に
よ
る
血
縁
関
係
の
推
定
に
は
、

他
人
の
空
似
が
二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
出
現
し
た
り
、
逆
に
血
縁
関
係
に
あ
っ
て
も

相
関
係
数
が
低
く
な
る
と
い
う
よ
う
に
信
頼
性
に
問
題
を
含
む
と
さ
れ
る
が
、
歯
冠

計
測

を
し
た
も
の
と
同
一
個
体
二
一
体
を
含
む
二
九
個
体
の
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
D
N

A
解
析
の
結
果
は
、
一
七
個
体
が
同
一
の
ハ
プ
ロ
タ
イ
プ
を
も
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

分
析
資
料
は
血
縁
関
係
の
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
〔
篠
田
ほ
か
一
九
九
八
〕
。
こ
の

中
に
は
抜
歯
人
骨
が
六
体
含
ま
れ
る
が
、
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
抜
歯
人
骨
が
婚
入
者

だ

と
す
れ
ば
、
中
妻
は
血
縁
関
係
に
あ
る
も
の
を
中
心
に
そ
の
配
偶
者
も
若
干
含
ん

だ

構
成
と
い
え
る
。
古
作
例
は
、
男
性
を
中
心
と
し
た
多
人
数
集
骨
を
多
く
の
女
性

と
少
数
の
男
性
が
取
り
巻
い
て
お
り
、
墓
地
全
体
が
世
帯
の
集
合
体
を
な
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
〔
設
楽
二
〇
〇
一
一
五
八
～
六
一
頁
〕
。

③
縄
文
晩
期
～
弥
生
時
代
の
再
葬

（
1
）
　
縄
文
晩
期
の
焼
人
骨
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
人

の

骨
を
焼
い
て
埋
葬
す
る
葬
法
を
、
焼
人
骨
葬
と
呼
ん
で
い
る
〔
設
楽
一
九
九

三

a
一
二
八
頁
〕
。
最
も
古
い
焼
人
骨
葬
と
し
て
は
、
岡
山
県
灘
崎
町
彦
崎
貝
塚
に

縄
文
前
期
の
例
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
以
降
中
期
、
後
期
を
通
じ
て
散
発
的
に
見
ら
れ

る
が
、
葬
法
と
し
て
定
着
す
る
の
は
縄
文
晩
期
の
長
野
県
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ

る
。
長
野
県
伊
那
市
野
口
遺
跡
、
飯
田
市
中
村
中
平
遺
跡
、
大
桑
村
大
明
神
遺
跡
、

山
梨
県
長
坂
町
上
条
遺
跡
、
新
潟
県
青
海
町
寺
地
遺
跡
、
奈
良
県
中
荘
村
宮
滝
遺
跡
、

橿
原
市
橿
原
遺
跡
な
ど
が
縄
文
晩
期
前
～
中
葉
で
あ
り
、
長
野
県
日
義
村
芝
垣
外
遺

跡
、
茅
野
市
御
社
宮
司
遺
跡
、
山
梨
県
大
泉
村
金
生
遺
跡
な
ど
が
晩
期
終
末
で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
例
の
う
ち
、
芝
垣
外
と
御
社
宮
司
、
橿
原
例
以
外
は
、
い
ず
れ
も
配
石
遺

構
あ
る
い
は
組
石
遺
構
に
伴
っ
た
〔
設
楽
一
九
九
三
a
　
二
八
頁
〕
。

　
野
口

遺
跡
は
長
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
長
方
形
の
石
組
み
の
中
に
七
群
の
配
石

が
あ
り
、
各
配
石
に
合
計
で
少
な
く
と
も
三
二
体
の
細
片
化
し
た
焼
人
骨
が
入
れ
ら

れ
て

い

た
。
中
村
中
平
遺
跡
で
は
不
整
台
形
の
9
号
配
石
墓
に
細
片
化
し
た
焼
人
骨

が
お
よ
そ
三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
は
焼
人
骨
が
数
一
〇
グ
ラ

ム

入
っ
た
小
型
壷
二
個
体
も
出
土
し
て
い
る
〔
馬
場
一
九
九
四
一
四
七
頁
〕
。
大
明

神
遺
跡
で
は
円
形
配
石
の
集
合
体
に
一
二
体
以
上
の
故
意
に
砕
か
れ
て
細
片
化
し
た

焼
人

骨
が
層
を
な
し
て
お
り
、
焼
け
た
獣
骨
も
伴
っ
た
。
寺
地
遺
跡
は
円
形
の
炉
状

配
石

を
も
つ
土
坑
中
に
二
体
以
上
の
細
片
化
し
た
焼
人
骨
が
焼
け
た
獣
骨
と
と
も

に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
中
村
中
平
遺
跡
で
は
ほ
か
に
も
焼
人
骨
を
出
土
す
る
土
坑
が

み

と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
あ
っ
て
9
号
配
石
墓
は
多
量
の
焼
人
骨

や

蔵
骨
土
器
を
納
め
た
ひ
と
き
わ
目
立
つ
存
在
で
あ
る
。
付
随
す
る
い
く
つ
か
の
配

石
墓

に
は
人
骨
が
伴
わ
な
い
の
で
、
そ
こ
が
一
次
葬
の
場
で
あ
り
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
見

合
っ
た
数
の
土
坑
に
再
葬
人
骨
を
埋
納
し
、
残
り
の
焼
人
骨
を
9
号
配
石
墓
に
埋
納

し
た
可
能
性
が
あ
る
（
図
3
－
1
）
。
野
口
遺
跡
は
石
組
み
遺
構
だ
け
が
調
査
さ
れ

て

お
り
、
周
辺
の
状
況
は
分
か
ら
な
い
が
、
中
村
中
平
9
号
墓
と
同
じ
く
墓
地
の
中

心
を
な
す
施
設
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
焼
人
骨
葬
は
多
人
数
の
遺
骨
を
ま
と
め
て
埋
葬
し
て
い
る
点
に
特
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色
が
あ
り
〔
永
峯
一
九
八
四
”
二
二
頁
・
石
川
一
九
八
八
二
〇
〇
頁
〕
、
墓
地
の

中
心
を
な
す
施
設
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
が
注
意
を
引
く
。
故
意
に
砕
か
れ
た

も
の
や
同
じ
扱
い
を
受
け
た
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
焼
獣
骨
を
伴
う
こ
と
が
あ
る

こ
と
も
特
徴
と
い
え
よ
う
。
全
身
の
骨
が
確
認
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
細
片
化
し

た
焼
骨
と
い
う
性
格
上
男
女
の
性
別
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
年
齢
も
正
確
に

は
わ
か
ら
な
い
が
、
野
口
遺
跡
は
熟
年
、
壮
年
を
中
心
に
若
年
を
含
み
、
大
明
神
遺

跡

2
号
配
石
は
成
人
以
上
の
高
齢
者
、
寺
地
遺
跡
は
未
成
人
一
個
体
を
含
む
が
お
お

む
ね
成
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
成
人
以
上
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し

か

し
、
分
析
資
料
の
性
格
か
ら
明
確
と
は
い
い
が
た
い
。
焼
人
骨
に
は
2
C
型
の
抜

歯
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
大
明
神
遺
跡
で
は
4
1
2
C
型
の
抜
歯
人
骨
が
含

ま
れ
て
い
た
。
抜
歯
型
式
が
出
自
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
春
成
秀
爾
の
説
に
従

え
ば
、
集
落
出
身
の
も
の
も
婚
入
者
も
と
も
に
再
葬
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
も
乏
し
い
資
料
で
あ
り
確
証
は
な
い
。

　
（
2
）
　
縄
文
晩
期
終
末
～
弥
生
時
代
の
再
葬

　

弥
生
時
代
に
は
再
葬
が
各
地
で
見
出
さ
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
発
達
し
た
の
は

弥
生
時
代
前
半
す
な
わ
ち
前
期
～
中
期
中
葉
の
東
日
本
で
あ
る
。
蔵
骨
器
に
大
型
の

壷

を
多
く
用
い
て
お
り
、
一
つ
の
土
坑
に
複
数
の
土
器
を
埋
納
す
る
こ
と
に
特
色
が

あ
る
。
こ
う
し
た
特
色
を
も
つ
再
葬
墓
を
こ
こ
で
は
仮
に
弥
生
再
葬
墓
と
呼
ん
で
お

　
（
6
）

き
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
一
〇
〇
を
こ
え
る
弥
生
再
葬
墓
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ

に
み
あ
う
集
落
跡
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

　

か

つ
て

東
日
本
の
弥
生
時
代
が
中
期
か
ら
は
じ
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
頃
に
は
、

最

も
古
い
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
再
葬
墓
遺
跡
で
あ
る
こ
と
や
、
各
地
の
再
葬
墓
遺
跡

で
愛
知
県
方
面
の
壷
形
土
器
が
蔵
骨
器
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
西

方
か
ら
の
農
耕
の
伝
播
と
と
も
に
成
立
し
た
葬
墓
制
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た

〔星

田
一
九
七
六
”
三
七
頁
〕
。
し
か
し
、
最
古
の
弥
生
再
葬
墓
は
霊
山
町
根
古
屋
遺

跡

な
ど
福
島
県
下
の
縄
文
晩
期
終
末
に
さ
か
の
ぼ
り
、
用
い
ら
れ
て
い
る
蔵
骨
器
は

そ
の
地
方
の
縄
文
時
代
終
末
の
大
洞
A
式
土
器
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
〔
大
竹
編
一
九
八
六
〕
、
在
地
的
な
縄
文
時
代
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
そ
の
起

源
を
考
え
直
す
必
要
が
生
じ
た
。

　
根
古
屋
遺
跡
の
土
器
と
人
骨
に
み
る
抜
歯
型
式
は
、
在
地
的
な
伝
統
と
中
部
地
方

か

ら
の
影
響
が
強
く
う
か
が
え
る
〔
設
楽
一
九
九
こ
。
出
土
し
た
人
骨
は
推
定
一

〇
〇
～
二
〇
〇
体
に
の
ぼ
る
が
す
べ
て
焼
け
て
お
り
、
長
野
県
を
中
心
に
縄
文
晩
期

に
発
達
し
、
晩
期
終
末
ま
で
継
続
す
る
集
団
的
な
焼
人
骨
葬
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。

人
骨
の
中
に
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
な
ど
の
焼
け
た
獣
骨
が
混
じ
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ

以
前
か
ら
の
流
れ
の
中
で
理
解
で
き
よ
う
。
弧
状
の
墓
地
は
そ
の
中
が
埋
葬
小
群
と

呼
ば
れ
る
い
く
つ
か
の
墓
坑
群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
構
造
の
分
析
か

ら
筆
者
は
縄
文
時
代
の
環
状
墓
域
と
同
じ
原
理
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
〔
設

楽
一
九
九
三
b
‥
三
四
～
三
六
頁
〕
。
手
足
の
指
の
骨
や
臼
歯
に
穿
孔
し
た
垂
飾
が
、

焼
人
骨
に
混
じ
っ
て
二
三
点
見
つ
か
っ
て
い
る
。
近
年
、
岩
手
県
大
船
渡
市
大
洞
貝

塚
で

縄
文
晩
期
前
半
の
例
が
見
つ
か
り
、
こ
の
習
俗
が
東
北
地
方
中
部
の
縄
文
時
代

に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

弥
生
再
葬
墓
の
蔵
骨
器
は
ま
れ
に
全
身
の
骨
を
納
め
て
い
る
が
、
四
肢
骨
な
ど
部

分
的
な
骨
が
認
め
ら
れ
る
例
や
骨
粉
の
み
の
場
合
が
多
く
、
部
分
的
な
骨
し
か
納
め

な
か
っ
た
の
が
通
例
ら
し
く
、
残
り
は
焼
い
て
遺
棄
さ
れ
た
り
し
た
。
長
野
市
宮
崎

遺
跡
で
は
縄
文
晩
期
終
末
の
土
器
の
下
に
成
人
の
下
顎
骨
が
再
葬
さ
れ
て
い
た
。
部

分
骨
再
葬
の
原
形
は
、
こ
の
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
群
馬
県
月
夜
野
町
八
束
脛

岩
陰
遺
跡
で
は
最
少
三
四
個
体
に
及
ぶ
よ
う
に
、
岩
陰
か
ら
多
量
の
焼
人
骨
が
見
つ

か

る
場
合
が
あ
る
。
遺
体
な
い
し
遺
骨
処
理
の
場
で
あ
ろ
う
。
群
馬
県
藤
岡
市
沖
n

遺
跡
で
は

弥
生
再
葬
墓
の
ほ
か
に
焼
人
骨
を
多
数
入
れ
た
石
敷
き
の
土
坑
が
見
出
さ

れ
て

お
り
（
図
3
－
2
）
、
中
村
中
平
遺
跡
の
9
号
配
石
墓
と
の
類
似
が
注
意
を
引

く
。

　

こ
れ
ら
の
遺
構
群
か
ら
、
縄
文
晩
期
終
末
以
降
の
再
葬
に
は
、
①
土
葬
あ
る
い
は

風
葬
に
よ
っ
て
一
次
葬
を
お
こ
な
い
、
②
遺
骨
の
一
部
を
土
器
に
納
め
て
埋
葬
し
、

③
残
り
の
骨
を
岩
陰
な
ど
で
焼
き
、
④
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
岩
陰
に
残
し
た
り
、
土
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坑

に
埋
納
し
た
、
と
い
う
葬
儀
の
過
程
が
復
元
で
き
る
。
細
部
の
違
い
は
あ
る
が
、

こ
う
し
た
葬
儀
の
原
形
は
縄
文
晩
期
前
葉
の
中
村
中
平
遺
跡
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
古
の
弥
生
再
葬
墓
は
、
こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
以
来
の
墓
制
の
様
相
を
強
く
維

持

し
て
い
る
一
方
で
、
縄
文
時
代
か
ら
の
伝
統
だ
け
で
は
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
な

い

現
象
も
多
数
指
摘
で
き
る
。
弥
生
前
期
に
は
早
く
も
長
野
県
方
面
か
ら
環
状
墓
域

が
集
塊
状
に
変
質
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
そ
れ
は
栃
木
県
に
も
及
ん
だ
〔
設
楽

一
九
九
三

b
‥
三
三
～
三
八
頁
〕
。
ま
た
、
愛
知
県
方
面
か
ら
は
条
痕
文
土
器
が
流

れ
込

み
、
そ
れ
に
伴
っ
て
あ
る
種
の
土
器
の
埋
設
方
法
も
伝
わ
っ
た
〔
設
楽
一
九
九

四
‥
四
一
五
～
四
一
六
頁
〕
。
大
型
の
壷
を
棺
や
蔵
骨
器
に
用
い
る
の
は
弥
生
時
代

に
普
及
す
る
。
初
期
の
弥
生
再
葬
墓
の
大
型
壷
に
は
在
来
の
甕
を
変
容
さ
せ
て
大
型

壷
に
仕
上
げ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
う
し
た
現
象
も
弥
生
時
代
へ
の
移
行
期
な
い
し
弥

生
時
代
に
な
っ
て
日
本
列
島
内
に
広
域
に
認
め
ら
れ
る
。
弥
生
再
葬
墓
は
、
ま
さ
に

時
代
転
換
期
の
複
雑
な
事
情
が
反
映
し
た
墓
制
だ
と
い
え
よ
う
。

　

弥
生
再
葬
墓
の
特
徴
は
、
複
数
の
土
器
が
一
つ
の
土
坑
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
な
か
に
は
一
〇
個
体
以
上
に
及
ぶ
も
の
も
あ
る
。
土
器
が
す
べ
て
蔵
骨
器
で

あ
っ
た
か
は
問
題
で
、
副
葬
品
や
玉
類
を
納
め
た
容
器
と
し
て
副
葬
さ
れ
た
も
の
も

あ
っ
た
〔
設
楽
］
九
九
三
b
‥
二
六
～
二
七
頁
〕
。
し
か
し
、
一
つ
の
土
坑
に
埋
葬

さ
れ
た
複
数
の
土
器
か
ら
複
数
人
の
遺
骨
が
見
つ
か
っ
た
例
も
、
一
つ
の
土
器
の
中

に
複
数
人
の
遺
骨
が
納
め
ら
れ
た
例
も
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
、
再
葬
に
は
あ
る
種

の

合
葬
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
蔵
骨
器
や
岩
陰
あ
る
い
は
包
含
層
に
残
さ
れ
た
骨
は
男
女
と
も
に
見
ら
れ
る
が
、

蔵
骨
器
の

そ
れ
に
は
少
年
以
下
の
若
年
例
の
も
の
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
根
古
屋

の
包
含
層
や
八
束
脛
岩
陰
の
焼
人
骨
は
胎
児
か
ら
老
年
ま
で
各
年
齢
層
の
も
の
が
認

め

ら
れ
る
〔
設
楽
一
九
九
三
b
二
七
～
一
八
頁
〕
。
蔵
骨
器
の
人
骨
事
例
が
少
な

い

こ
と
や
、
性
、
年
齢
の
細
か
い
同
定
が
困
難
な
現
状
で
は
明
言
し
か
ね
る
が
、
縄

文
晩
期
の
焼
人
骨
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
る
と
、
骨
を
焼
く
習
俗
は
縄
文
時
代
に
成
人

以
上

の
も
の
を
中
心
に
お
こ
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
終
末
か
ら
弥
生
時
代
に
は

あ
ら
ゆ
る
年
齢
層
に
拡
大
し
た
一
方
、
土
器
に
納
め
る
の
は
ほ
ぼ
成
人
以
上
に
限
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
お
く
。

　

こ
こ
ま
で
、
制
度
的
に
発
達
し
た
再
葬
の
特
徴
を
事
例
に
即
し
て
述
べ
て
き
た
。

こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
な
変
化
が
訪
れ
た
時
期
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
集
落
の

消
長
と
環
境
の
変
動
と
い
う
点
か
ら
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

④
集
落
の
消
長
と
環
境
の
変
動

　
（
1
）
東
北
地
方
北
部
に
お
け
る
縄
文
中
期
末
葉
の
集
落
動
態

　
青
森
市
三
内
丸
山
遺
跡
は
縄
文
前
・
中
期
に
発
達
し
た
巨
大
集
落
と
し
て
知
ら
れ

て

い

る
が
、
こ
の
集
落
は
中
期
末
葉
に
衰
退
し
た
。
東
北
地
方
北
部
に
お
け
る
中
期

末
葉
か
ら
後
期
初
頭
で
は
、
大
規
模
集
落
は
減
少
し
、
小
型
化
、
分
散
化
の
傾
向
を

示
す
と
と
も
に
、
尾
根
筋
や
谷
な
ど
へ
進
出
す
る
立
地
の
変
化
を
み
て
と
る
こ
と
が

で

き
る
と
い
う
〔
岡
田
一
九
九
八
‥
三
五
頁
〕
。
縄
文
前
・
中
期
を
通
じ
て
形
成
さ

れ

た
円
筒
土
器
と
い
う
こ
の
地
域
固
有
の
土
器
型
式
が
途
絶
え
、
後
期
に
は
異
な
る

土
器
文
化
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
東
北
地
方
北
部
の
縄
文

中
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
期
は
、
文
化
的
再
編
成
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
十
腰
内
－
式
期
に
な
る
と
集
落
は
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は

集
落
数
が
増
加
し
た
関
東
地
方
の
堀
之
内
1
式
期
に
並
行
し
、
中
期
末
葉
か
ら
後
期

前
葉
に
か
け
て
の
集
落
の
衰
退
と
再
生
は
、
地
域
を
超
え
て
よ
く
一
致
し
た
動
向
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
期
の
大
規
模
な
拠
点
集
落
が
途
絶
え
る
一
方
で
、
後
期
に
な
る
と
小
牧
野
遺
跡

や
秋

田
県
鹿
角
市
大
湯
遺
跡
の
よ
う
な
方
形
あ
る
い
は
円
形
の
列
石
が
出
現
し
て
く

る
。
こ
れ
ら
の
列
石
は
、
径
あ
る
い
は
辺
が
四
〇
～
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
巨
大
で
あ
る
。

小
牧
野
遺
跡
の
列
石
の
性
格
は
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
の
二
箇
所
か
ら
再
葬
の

土
器
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
葬
墓
祭
制
に
か
か
わ
る
大
規
模
配
石

記
念
物
〔
小
杉
一
九
九
五
二
四
一
頁
〕
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
そ
の
規
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模
や
配
石
の

状
態
か
ら
す
る
と
、
と
て
も
一
つ
の
集
落
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の

と
は
考
え
が
た
く
、
地
域
集
団
の
協
業
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
多
く
の
研

究
者
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
小
林
克
は
秋
田
県
内
の
縄
文
晩
期
の
墓
制
を
分
析
し
、
東
由
利
町
湯
出
野
遺
跡
な

ど
で
は
頭
位
方
向
が
東
西
の
群
と
南
北
の
群
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を

つ
け
、
系
譜
を
異
に
す
る
二
つ
の
居
住
集
団
の
存
在
を
想
定
し
た
。
つ
ま
り
縄
文
中

期
後
葉
に
集
中
し
て
居
住
し
て
い
た
集
団
が
、
後
期
以
来
分
散
居
住
す
る
よ
う
に
な

……

㎝

蜘
肚
8
一
＼
掻
眠
潔
封
随
坦

式

＿ノ↓

期．

図4　西南関東における土器型式ごとの発掘された竪穴住居跡数（100年あたりの軒

　　　数に換算）

り
、
そ
れ
が
晩
期
に
も
引
き
継
が
れ
た
結
果
で
あ
り
、
分
散
居
住
し
て
い
る
居
住
集

団
が
共
同
の
墓
地
を
形
成
す
る
場
合
に
、
各
集
団
の
社
会
的
な
関
係
が
頭
位
方
向
に

反
映
さ
れ
た
の
だ
、
と
解
釈
し
た
〔
小
林
一
九
九
五
〕
。
そ
し
て
、
分
散
居
住
の
要

因
を
気
候
の
寒
冷
化
な
ど
に
求
め
て
い
る
〔
小
林
一
九
九
七
‥
二
八
一
～
二
八
二
頁
〕
。

　
三

内
丸
山
遺
跡
な
ど
、
縄
文
前
・
中
期
に
頂
点
を
迎
え
た
東
北
地
方
北
部
の
集
落

は
中
期
終
末
に
な
る
と
解
体
し
、
後
期
に
は
小
規
模
集
落
へ
変
貌
し
て
い
く
。
そ
れ

に
引
き
換
え
、
墓
地
は
あ
い
か
ら
わ
ら
ず
大
き
な
も
の
が
あ
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
小

牧
野
や
大
湯
の
よ
う
な
巨
大
な
葬
祭
記
念
物
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
点
、
ま
た

山
野
峠
の
石
棺
墓
が
中
期
の
列
状
墓
の
伝
統
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
巨

大
集
落
が
解
体
し
て
か
ら
も
、
な
お
も
人
び
と
を
結
び
つ
け
る
絆
は
、
墓
地
あ
る
い

は
葬
祭
記
念
物
の
建
造
お
よ
び
利
用
の
な
か
に
維
持
さ
れ
て
い
た
〔
岡
田
一
九
九

八
一
三
五
頁
〕
。
さ
ら
に
、
小
牧
野
遺
跡
に
は
再
葬
墓
が
伴
い
、
大
湯
遺
跡
も
再
葬

墓
の

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
指
摘
〔
林
一
九
九
一
　
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
〕
を
肯
定

す
れ
ば
、
大
規
模
葬
祭
と
再
葬
の
密
接
な
関
係
も
う
か
が
え
る
。
分
散
居
住
を
し
た

後
も
小
集
団
の
結
集
の
原
点
が
墓
で
あ
っ
た
と
い
う
小
林
説
は
肯
定
で
き
る
し
、
再

葬
と
い
う
死
者
儀
礼
が
そ
れ
を
媒
介
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
南
関
東
地
方
に
お
け
る
縄
文
中
期
以
降
の
竪
穴
住
居
数
の
変
動

　
南
関
東
地
方
で
は
、
縄
文
前
期
末
葉
に
激
減
し
た
遺
跡
数
は
中
期
に
入
っ
て
か
ら

上

昇
し
、
中
期
中
葉
の
勝
坂
、
加
曾
利
E
I
・
E
H
式
に
頂
点
を
迎
え
る
が
、
後
葉

の
加
曾
利

E
皿
式
か
ら
終
末
の
加
曾
利
E
W
式
に
集
落
の
規
模
は
縮
小
し
た
り
数
が

減
っ
た
り
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
後
期
初
頭
の
称
名
寺
式
期
に
遺
跡
数
減
少
の

ピ
ー
ク
が
あ
り
、
前
葉
の
堀
之
内
1
式
に
は
東
京
湾
岸
で
再
び
大
遺
跡
群
を
展
開
す

る
よ
う
に
な
る
と
も
い
わ
れ
る
〔
今
村
一
九
七
七
二
三
二
頁
〕
。
後
期
後
葉
か
ら

晩
期
に
遺
跡
数
が
減
少
す
る
の
は
定
説
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
遺
跡
数
の
変
動
が

た
だ
ち
に
人
口
の
増
減
と
結
び
つ
く
も
の
で
な
く
、
今
村
啓
爾
は
竪
穴
住
居
跡
の
数

の

変
動
を
人
口
の
増
減
を
類
推
す
る
手
が
か
り
と
し
た
。
西
南
関
東
地
方
で
発
見
さ

れ

た
竪
穴
住
居
跡
の
数
の
変
動
グ
ラ
フ
（
図
4
）
〔
今
村
一
九
九
七
一
四
九
頁
〕
は
、
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上
述
の
遺
跡
数
の
変
動
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
多
人
数
集
骨
葬
が
展
開
す
る
千
葉

県
下
で
、
こ
う
し
た
変
動
を
具
体
的
な
数
字
と
し
て
示
し
た
例
は
寡
聞
に
し
て
知
ら

な
い
の
で
、
資
料
に
も
と
つ
い
て
集
計
し
た
。

　

表
2
・
図
5
は
多
人
数
集
骨
葬
が
発
達
す
る
京
葉
地
方
東
京
湾
東
岸
の
船
橋
・
市

川
・
松
戸
・
鎌
ケ
谷
・
千
葉
・
市
原
市
の
縄
文
時
代
竪
穴
住
居
跡
数
の
移
り
変
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
示
し
た
表
お
よ
び
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
縄
文
前
期
で
は
前
葉
の
関
山
式
に
ピ
ー
ク
が

あ
り
、
そ
の
後
減
少
に
転
じ
、
末
葉
に
は
0
棟
と
壊
滅
状
態
に
な
る
。
中
期
初
頭
は

ま
だ
低
い
水
準
だ
が
、
中
葉
の
阿
玉
台
・
勝
坂
式
期
か
ら
急
上
昇
し
、
加
曾
利
E
H

式
期
で
頂
点
に
達
し
た
。
加
曾
利
E
皿
式
は
高
水
準
を
保
っ
て
い
る
が
、
E
W
式
に

激
減
し
て
後
期
初
頭
の
称
名
寺
式
期
に
そ
の
前
後
で
最
低
に
な
る
。
堀
之
内
1
式
で

再
び
急
増
し
て
全
期
間
を
通
じ
て
最
も
竪
穴
住
居
棟
数
の
多
い
時
期
に
な
る
が
2
式

で
急
減

し
、
そ
れ
以
降
晩
期
終
末
に
い
た
る
ま
で
低
水
準
を
保
つ
。
西
南
関
東
地
方

と
の
間
に
は
加
曾
利
E
皿
式
お
よ
び
堀
之
内
1
式
の
比
率
に
著
し
い
違
い
が
あ
り
地

域
的
な
特
性
を
反
映
し
て
い
る
も
の
の
、
変
動
の
傾
向
は
お
お
む
ね
西
南
関
東
地
方

と
共
通
し
た
傾
向
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
加
曾
利
E
H
式
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
、
称
名
寺
式
期
に
減
少
し
、
堀
之
内
1
式
に
再
び
増
加
す
る
と
い
う

こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
動
態
が
京
葉
地
方
東
京
湾
東
岸
で
も
実
態
と
し
て
裏
付
け

　
　
　
　
　
　
（
8
）

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
細
別
さ
れ
た
土
器
型
式
の
継
続
年
数
は
一
定
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
こ

こ
に
示
し
た
数
字
も
短
期
間
に
お
け
る
棟
数
な
の
か
長
期
間
の
累
積
の
結
果
な
の
か

わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
A
M
S
法
に
よ
る
炭
素
1
4
年
代
測
定
と
そ
の
較
正
の
結
果
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

も
と
つ
く
細
別
土
器
型
式
継
続
年
の
概
数
（
表
3
1
②
）
か
ら
割
り
出
し
た
土
器
型

式
存
続
年
数
の
比
率
（
表
3
1
③
）
に
も
と
つ
い
て
、
各
土
器
型
式
ご
と
の
竪
穴
住

居
跡
数
の
比

率
を
求
め
た
（
表
3
1
④
）
。
そ
の
結
果
が
表
3
・
図
6
で
あ
る
。
加

曾

利
E
n
式
が
最
高
水
準
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
が
、
E
皿
式
に
顕
著
な
減
少

が
指
摘
で
き
る
一
方
、
E
W
式
の
落
ち
込
み
が
う
ち
わ
に
な
っ
て
い
る
。
称
名
寺
式

期
が
こ
の
前
後
で
も
っ
と
も
低
水
準
で
あ
る
こ
と
も
変
わ
ら
な
い
が
、
堀
之
内
1
式

の
増
加
が
控
え
め
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
変
更
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
見
か
け
の
竪
穴
住
居
数
で
そ
の
消
長
を
議

論
す
る
こ
と
は
危
険
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
A
M
S
法
に
よ
る
年
代
測
定
や
、
そ

れ

を
利
用
し
て
土
器
型
式
の
時
間
幅
を
ど
の
よ
う
に
見
積
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
は

今
後
の
研
究
の
深
化
を
待
つ
ほ
か
な
い
が
、
図
5
と
6
に
共
通
す
る
傾
向
と
し

て
、
加
曾
利
E
n
式
に
増
加
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
称
名
寺
式
で
も
っ
と
も
低
水
準
に

な
り
、
堀
之
内
1
式
で
再
び
増
加
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
以
上

の
結
果
に
も
と
つ
い
て
、
称
名
寺
式
期
と
堀
之
内
1
式
期
の
傾
向
に
つ
い
て

多
少
触
れ
て
お
き
た
い
。
称
名
寺
式
期
の
集
落
は
規
模
が
小
さ
い
も
の
の
多
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
傾
向
は
下
総
台
地
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

称
名
寺
式
期
に
は
集
落
の
分
散
が
強
ま
っ
て
規
模
が
小
さ
く
な
り
、
人
口
も
激
減
し

た
と
い
う
予
測
〔
今
村
一
九
七
七
一
二
三
一
頁
〕
は
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

称
名
寺
式
土
器
が
加
曾
利
E
W
式
を
母
体
と
し
な
が
ら
も
、
西
方
の
中
津
－
式
系
統

の

侵
入
と
い
う
特
異
な
状
況
下
で
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
〔
今
村
一
九
七
七
二
三

一
頁
〕
や
、
柄
鏡
形
の
住
居
形
態
や
石
棒
が
加
曾
利
E
W
式
～
称
名
寺
－
式
に
西
関

東
と
い
う
外
部
か
ら
導
入
さ
れ
た
こ
と
〔
渡
辺
一
九
九
五
　
五
七
～
五
八
頁
〕
も
、

中
期
後
葉
に
顕
著
に
な
る
人
口
激
減
と
そ
れ
に
伴
う
文
化
衰
退
を
背
景
と
し
た
結
果

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
堀
之
内
1
式
の
竪
穴
住
居
数
の
増
加
は
見
か
け
よ
り
割
り
引
い
て
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
、
称
名
寺
式
期
の
分
散
的
小
規
模
集
落
の
傾
向
か
ら
比
べ
る
と
、
集
落

規
模
の
拡
大
は
や
は
り
顕
著
な
現
象
と
し
て
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
継
続
期
間
に

比

べ
て

土
器
型
式
の
変
化
が
う
ち
わ
に
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
安
定
し
た
社
会
生

活
が
営
ま
れ
た
可
能
性
も
考
え
さ
せ
る
。
こ
の
時
期
の
竪
穴
住
居
数
の
見
か
け
の
多

さ
は
、
土
器
型
式
継
続
年
数
の
長
さ
と
同
時
に
竪
穴
住
居
数
の
増
加
か
ら
う
か
が
え

る
人
口
の
増
加
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
竪
穴
住
居
数
の
変
動
の
要
因
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
食
料
と
い
う
こ
と
に
限
っ
て
み
て
も
、
一
般
論
と
し
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市原市）の縄文時代遺跡数千葉鎌ケ谷松戸市1京葉地方東京湾東岸（船橋表1

時期 草創期 早期 前期 中期 後期 晩期

井夏稲花三田子野鵜茅 花関黒諸諸諸十 五　勝　中　加　加　加加 称　堀　堀　加　加　加曽安安 安安安安千荒
草島荷輪戸戸母島　ケ　山 積山浜磯磯磯三 領坂峠　曾　曾　曾曾 名　之　之　曾　曾曾谷行行 行行行行網海

台台　　下口　　島下 下　　　　a　b　c菩 ケ　　・　　　　利　　利　　利　利 寺　内　内　利　利　利　　　1　2 3a　3b　3c　3d

土器型式 　　　台　・
上　　　　　　上

層　　　　　　・　・提

　　　　浮興

台阿　　　EIE皿E皿EW・　玉

“　　　　　　．

前前
層　　　　　層 島津 下台 H 浦浦

小
野

1　［1

7318113　254　100　168　114　72　15　77　50　　23　1447　245　13　138　309　184　8525　71　160　56　163　60　1312　34　10　12　20　22762027330遺跡数

市原市）の縄文時代竪穴住居跡数鎌ヶ谷・千葉京葉地方東京湾東岸（船橋・市川・松戸表2
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て

た
と
え
ば
製
塩
や
そ
れ
を
含
む
食
料
交
換
、
あ
る
い
は
狩
猟
漁
携
の
道
具
の
改
良

な
ど
、
人
間
が
生
み
出
す
文
化
が
も
た
ら
し
た
経
済
的
効
果
と
い
う
内
的
要
因
に

よ
っ
て
人
口
が
増
大
し
、
遺
跡
の
数
が
増
え
る
場
合
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
、

採
集
狩
猟
を
基
本
的
な
生
業
と
し
て
い
る
縄
文
時
代
に
お
い
て
は
、
集
落
を
取
り
巻

く
自
然
環
境
の
変
動
に
食
料
の
寡
多
な
ど
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。

本
稿
で

は
、
こ
の
う
ち
の
環
境
変
動
と
い
う
外
的
要
因
に
焦
点
を
当
て
て
、
関
東
地

方
に
お
け
る
集
落
の
消
長
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
（
3
）
環
境
変
動
と
遺
跡
の
消
長
　
後
氷
期
に
お
け
る
海
面
上
昇
は
、
お
よ
そ
⊥
ハ
○

　
　
　
（
1
0
）

○

○

年
前
の
縄
文
前
期
を
ピ
ー
ク
と
し
、
そ
れ
以
降
海
退
に
転
じ
、
温
暖
で
あ
っ
た

気
候
も
冷
涼
化
に
向
か
っ
た
。
埼
玉
県
川
口
市
赤
山
陣
屋
遺
跡
な
ど
で
は
、
縄
文
中

期
初
頭
に
明
瞭
な
浅
谷
形
成
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
急

激
な
海
面
低
下
、
気
候
の
寒
冷
化
を
意
味
す
る
と
い
う
〔
辻
一
九
八
九
二
六
六
頁
〕
。

こ
れ
を
契
機
に
暖
温
帯
か
ら
冷
温
帯
に
か
け
て
の
植
物
群
に
ト
ウ
ヒ
属
や
ヤ
チ
ダ
モ

と
い
っ
た
高
所
あ
る
い
は
北
方
の
要
素
が
加
わ
っ
た
よ
う
に
、
気
候
の
寒
冷
化
は
植

物
遺
体
や
花
粉
か
ら
も
゜
証
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。
長
野
県
八
島
ヶ
原
湿
原
に
お
け
る

泥
炭
層
の
花
粉
分
析
の
結
果
、
四
九
〇
〇
年
ほ
ど
前
を
ピ
ー
ク
と
し
て
ミ
ズ
ナ
ラ
が

減
少

を
は
じ
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
〔
金
井
ほ
か
一
九
六
八
二
九
頁
〕
、
お

そ
ら
く
そ
れ
が
南
関
東
地
方
な
ど
で
遺
跡
が
激
減
す
る
縄
文
前
期
終
末
～
中
期
初
頭

の

寒
冷
化
の
時
期
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
。
お
よ
そ
二
八
〇
〇
年
前
以
降
二
〇
〇
〇

年
程
前
ま
で
は
ト
ウ
ヒ
が
多
く
な
り
、
縄
文
海
進
以
降
も
っ
と
も
寒
冷
な
時
期
に
な

る
（
図
7
）
。

　
太

田
陽
子
ら
は
、
縄
文
海
進
以
降
に
二
つ
の
小
さ
な
海
面
低
下
期
あ
る
い
は
海
面

停
滞
期
を
認
め
た
〔
太
田
ほ
か
一
九
入
二
二
三
九
頁
〕
。
そ
れ
は
①
五
〇
〇
〇
～

四

〇

〇

〇
年
前
と
②
三
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
年
前
で
あ
り
、
①
は
「
縄
文
中
期
の
小

海
退
」
と
呼
ば
れ
た
。
上
述
の
赤
山
陣
屋
遺
跡
な
ど
で
そ
の
後
確
認
さ
れ
た
の
は
①

の
海
退
の

痕
跡
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
一
地
点
で
②
の
谷
に
よ
っ
て
削
ら
れ
て
し

ま
う
な
ど
し
て
、
そ
れ
ま
で
確
認
が
困
難
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
は
②
の
谷
の
性

格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
井

関
弘
太
郎
は
、
現
在
の
海
水
準
面
下
に
弥
生
時
代
の
海
岸
侵
食
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
浅
い
谷
が
埋
も
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
埋
積
浅
谷
の
存
在
を
愛
知
県
豊

橋
市
瓜
郷
遺
跡
周
辺
地
形
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
っ
て
つ
き
と
め
た
〔
井
関
一
九

五

〇
〕
。
当
時
の
水
面
が
現
海
水
面
よ
り
も
低
か
っ
た
こ
と
は
、
瓜
郷
遺
跡
の
弥
生

中
期
の
竪
穴
住
居
跡
床
面
が
現
海
水
面
と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
満
潮
時
に
は

浸
水
し
て
し
ま
う
こ
と
や
、
二
〇
〇
〇
ロ
頃
の
年
代
が
測
定
さ
れ
て
い
る
富
山
湾
の

埋
没
林
の
存
在
、
ほ
ぼ
同
じ
年
代
を
示
す
北
陸
地
方
の
旧
期
ク
ロ
ス
ナ
層
と
呼
ば
れ

る
腐
食
土
層
が
海
面
下
に
広
が
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
〔
井
関
一

九

八
五

二
八
〇
頁
〕
。
そ
の
低
下
は
、
現
海
水
面
よ
り
も
二
～
三
メ
ー
ト
ル
低

か

っ

た
も
の
と
さ
れ
、
弥
生
中
～
後
期
頃
か
ら
埋
積
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

〔井
関
一
九
八
五
一
一
八
四
～
一
八
五
頁
〕
。

　
古
川
博
恭
は
こ
れ
を
「
弥
生
の
小
海
退
」
と
呼
ん
だ
が
〔
古
川
一
九
七
二
〕
、
そ

369



国立歴史民俗博物館研究報告

　第112集2004年2月

の
海
面
低
下
現
象
は
縄
文
後
・
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ

て

い

る
の
で
〔
井
関
一
九
八
五
二
八
〇
頁
〕
、
こ
の
時
期
の
海
退
の
一
面
を
と
ら

え
た
言
葉
と
い
え
よ
う
。
問
題
は
、
こ
の
小
海
退
の
始
ま
る
時
期
で
あ
る
。
赤
山
陣

屋
遺
跡
で
は
、
後
期
以
降
堆
積
し
た
木
本
質
泥
炭
の
上
に
広
範
囲
の
ゆ
る
や
か
な
切

れ
込
み
が
あ
り
、
こ
の
面
を
境
に
草
本
質
の
泥
炭
に
が
ら
り
と
変
わ
る
。
そ
の
境
に

堆
積
し
た
テ
フ
ラ
の
年
代
は
三
〇
〇
〇
田
を
示
す
。
辻
誠
一
郎
は
、
上
位
の
谷
の
形

成
を
晩
期
終
末
か
ら
弥
生
時
代
初
頭
と
し
て
い
る
が
〔
辻
一
九
入
九
二
六
一
頁
〕
、

こ
れ
は
晩
期
末
で
な
く
後
期
終
末
な
い
し
晩
期
初
頭
で
は
な
い
か
。
石
狩
地
方
と
尾

瀬
の

泥
炭
層
に
お
け
る
花
粉
を
分
析
し
た
阪
口
豊
は
、
三
〇
〇
〇
年
前
頃
を
境
に
し

て

気
候
が
急
変
し
た
と
し
て
お
り
〔
坂
口
一
九
六
一
‥
二
六
四
～
二
六
五
頁
〕
、
遠

藤
邦
雄
・
小
杉
正
人
は
関
東
平
野
の
潮
間
帯
に
す
む
貝
類
と
植
物
遺
体
の
炭
素
1
4
年

代
測
定
か
ら
相
対
的
海
水
準
の
変
動
を
割
り
出
し
た
結
果
、
五
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇

年
前
と
、
三
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
年
前
と
に
海
水
準
の
小
規
模
な
低
下
が
あ
っ
た
と

推
定
し
て
い
る
〔
遠
藤
ほ
か
一
九
八
九
二
四
二
頁
〕
。
い
わ
ゆ
る
弥
生
小
海
退
の

開
始
は
、
三
〇
〇
〇
旺
す
な
わ
ち
縄
文
後
期
終
末
～
晩
期
初
頭
に
求
め
る
の
が
妥
当

だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
縄
文
中
期
の
小
海
退
と
、
い
わ
ゆ
る
弥
生
の
小
海
退
の
間

に
、
海
水
準
が
上
昇
す
る
時
期
、
す
な
わ
ち
小
海
進
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
遠
藤
ら
は
直
接
的
デ
ー
タ
を
欠
く
も
の
の
上
昇
し
た
根
拠
は
見
当
た
ら

ず
、
む
し
ろ
海
水
準
は
段
階
的
に
低
下
し
て
い
っ
た
と
し
た
ほ
う
が
沖
積
層
の
発
達

過
程

を
説
明
し
や
す
い
と
す
る
〔
遠
藤
ほ
か
一
九
八
九
‥
一
四
二
頁
〕
。
一
方
、
堀

之

内
式
期
に
急
激
な
海
進
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
酒
詰
仲
男
〔
酒
詰
一
九
六

一
‥

三
二
〇

～
三
二
一
頁
〕
や
、
千
葉
県
九
十
九
里
地
方
で
後
期
に
海
進
が
あ
っ
た

と
す
る
中
野
尊
正
の
指
摘
〔
中
野
一
九
五
二
‥
六
二
頁
〕
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
小
野

田
正
樹
は
縄
文
海
進
以
降
の
海
退
は
、
海
岸
線
が
後
退
す
る
一
方
で
あ
っ
た
と
い
う

従
来
の
見
解
に
疑
問
を
投
げ
た
〔
小
野
田
一
九
八
二
二
五
四
～
一
五
五
頁
〕
。
前

田
保
夫
ら
は
愛
知
県
下
別
所
遺
跡
や
林
ノ
峰
遺
跡
な
ど
後
期
の
貝
塚
が
、
中
期
の
乙

福
谷
遺
跡

よ
り
も
高
所
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
縄
文
後
期
に
小
規
模
な
海
面
上
昇

が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
〔
前
田
ほ
か
一
九
八
三
‥
二
二
〇
頁
〕
。

　
八
島
ヶ
原
湿
原
で
は
、
四
九
〇
〇
年
前
以
降
二
八
〇
〇
年
前
ま
で
の
間
に
ミ
ズ
ナ

ラ
は
二
回
ほ
ど
の
増
減
を
繰
り
返
す
の
で
、
寒
冷
と
温
暖
の
小
さ
な
繰
り
返
し
に

よ
っ
て
最
寒
冷
期
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
花
粉
変
遷
グ
ラ
フ
（
図
7
）
か
ら
読
み

　
（
1
1
）

取
れ

る
。
北
江
古
田
遺
跡
で
は
、
中
期
の
小
海
退
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
谷
の
上
に

は
堀
之
内
式
土
器
が
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ
ど
堆
積
し
て
い
た
〔
辻
ほ
か
一
九
八

七
‥
四
＝
頁
〕
。
縄
文
後
期
に
小
海
進
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
開
始
は
、
中

期
海
退
に
よ
る
谷
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
埋
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
堀
之
内
式
期
で

あ
ろ
う
。
関
東
地
方
で
こ
の
時
期
に
集
落
や
竪
穴
住
居
の
数
が
増
加
す
る
現
象
は
、

こ
う
し
た
気
候
の
一
時
的
回
復
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
南
関
東
地
方
で
遺
跡
数
が
も
っ
と
も
落
ち
込
む
縄
文
前
期
末
葉
か
ら
中
期
初
頭
が
、

急
速
な
寒
冷
化
の
始
ま
り
で
あ
る
。
寒
冷
化
は
中
期
を
通
じ
て
進
行
し
た
よ
う
だ
が
、

中
期
中
葉
は
文
化
的
な
上
昇
期
で
あ
り
、
遺
跡
数
が
急
増
し
た
。
安
田
喜
憲
は
こ
の

状
況

を
、
前
期
以
来
の
内
轡
性
集
落
が
気
候
変
動
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
か
わ
り
に
内

陸
部
で
お
も
に
植
物
食
に
依
存
す
る
集
落
が
発
展
し
た
た
め
と
説
明
す
る
〔
安
田
一

九
九
〇

二
八
五
頁
〕
。
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
気
候
の
寒
冷
化
と
文
化
の
衰

退
が
結
び

つ
く
と
は
限
ら
な
い
一
つ
の
例
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
遺
跡
の
消
長
と

気
候
変
動
に
は
相
関
関
係
も
大
い
に
認
め
ら
れ
る
。
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
が
そ
れ

以

来
の
最
寒
冷
期
で
あ
り
、
つ
い
に
耐
え
切
れ
ず
中
部
高
地
で
は
壊
滅
的
な
崩
壊
を

引
き
起
こ
し
て
遺
跡
が
激
減
す
る
〔
安
田
一
九
九
〇
一
一
八
五
頁
〕
が
、
小
海
進
が

あ
る
後
期
前
葉
に
は
南
関
東
地
方
で
は
遺
跡
が
増
加
し
て
大
規
模
化
し
、
再
び
強
い

寒
冷
化
現
象
が
お
と
ず
れ
る
晩
期
は
集
落
・
竪
穴
住
居
の
激
減
期
で
あ
る
、
と
い
う

よ
う
に
。
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⑤
再
葬
の
背
景

　
（
1
）
　
祖
先
祭
祀
と
し
て
の
再
葬

　
再
葬
が
と
く
に
制
度
と
し
て
発
達
し
た
の
は
、
縄
文
中
期
末
葉
～
後
期
前
葉
の
東

北
地
方
北
部
お
よ
び
房
総
地
方
と
、
縄
文
晩
期
～
弥
生
時
代
前
半
の
中
部
日
本
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
時
期
に
共
通
す
る
の
は
、
海
面
変
動
や
花
粉
分
析
な
ど
か
ら
分

か

る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
相
対
的
な
寒
冷
期
に
相
当
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
気
候

の
寒
冷
化
と
再
葬
の
発
達
に
は
、
地
域
や
時
期
を
超
え
た
因
果
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。

　
権
現
原
遺
跡
の
多
人
数
集
骨
葬
を
分
析
し
た
渡
辺
新
は
、
一
八
体
の
人
々
は
歯
の

型
式
か
ら
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。
そ
し
て
、
多
人
数

集
骨
墓
を
一
つ
の
集
落
の
中
で
墓
所
を
異
に
し
て
い
た
出
自
の
異
な
る
二
つ
の
集
団

の
子
孫
が
、
生
活
に
弊
害
を
も
た
ら
す
排
他
的
な
関
係
を
撤
廃
す
る
た
め
の
決
意
表

明
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
記
念
碑
的
存
在
と
み
な
し
、
そ
れ
が
集
落
の
中
心
に
位
置

す
る
こ
と
か
ら
、
環
状
集
落
を
形
づ
く
っ
た
の
は
い
わ
ば
集
落
の
始
祖
で
あ
る
、
と

結
ん
で
い
る
〔
渡
辺
一
九
九
一
‥
七
二
頁
〕
。
さ
ら
に
、
権
現
原
例
を
き
っ
か
け
に

多
人
数
集
骨
葬
が
広
ま
っ
て
い
く
と
考
え
た
〔
渡
辺
一
九
九
四
一
一
六
頁
〕
。
山
田

康
弘
は
、
加
曾
利
E
皿
式
期
に
大
型
集
落
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上

終
焉
を
迎
え
、
加
曾
利
E
W
式
か
ら
称
名
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体

式
期
に
小
規
模
集
落
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う

関
東
地
方
の
集
落
の
消
長
を
も
と
に
、
堀
之

内
1
式
期
に
多
発
す
る
多
人
数
集
骨
葬
は
、

小
規
模
集
落
が
集
ま
っ
て
大
型
の
集
落
を
開

設
し
た
と
き
に
祖
先
の
骨
を
持
ち
寄
っ
て
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

く
っ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
祖
先
崇
拝

の

あ
ら
わ
れ
と
み
た
〔
山
田
一
九
九
五
‥
六

四
～
六
五
頁
〕
。

　
縄
文
後
期
終
末
の
福
島
県
新
地
町
三
貫
地
遺
跡
の
多
人
数
集
骨
葬
も
、
そ
れ
を
中

心

と
し
て
回
り
に
埋
葬
が
展
開
し
て
い
た
が
（
図
8
）
、
林
謙
作
は
そ
れ
ら
先
葬
者

と
そ
の
後
の
埋
葬
を
お
こ
な
っ
た
人
々
と
の
つ
な
が
り
が
、
「
集
団
の
始
祖
、
祖
霊

と
い
っ
た
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
お
り
〔
林
一
九
七
七
‥

二

三
一
頁
〕
、
渡
辺
・
山
田
の
考
え
の
原
形
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
渡
辺
の
分

析
し
た
権
現
原
例
は
、
社
会
的
な
変
動
期
に
お
け
る
再
葬
墓
出
現
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

解
明
す
る
仮
説
を
提
示
で
き
た
稀
有
な
例
で
あ
る
。
そ
れ
を
含
め
た
多
人
数
集
骨
葬

の

集
落
や
墓
地
の
中
で
の
位
置
や
構
造
か
ら
、
そ
れ
が
集
落
の
子
孫
た
ち
に
と
っ
て

埋
葬
の
中
心
と
な
る
象
徴
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

い
の

で
、
そ
こ
に
祖
先
祭
祀
の
た
め
の
記
念
碑
的
施
設
、
と
い
う
性
格
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
東
北
地
方
北
部
で
再
葬
が
出
現
、
発
達
す
る
縄
文
中
期
終
末
～
後
期
前
葉
は
、
大

規
模
集
落
が
解
体
し
、
小
規
模
分
散
化
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

縄
文
前
・
中
期
に
肥
大
化
し
た
集
落
は
、
寒
冷
化
や
人
口
の
増
大
に
よ
る
領
域
の
資

源
枯
渇
を
集
団
の
分
散
化
と
そ
れ
に
伴
う
相
対
的
な
生
活
領
域
の
拡
大
と
い
う
方
法

に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
墓
地
に
は
な
お
も
大
規
模

な
も
の
が
あ
り
、
複
数
の
居
住
集
団
が
一
つ
の
墓
地
を
造
営
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

、
、
戸
咳
／

　
　
＾
『

，
，
，
“
、
㎏

　
　
番

パ
二

賀

06
い
叉

≧．　　　　
鐸

成人男性

成人女性

子　　供

図8　福島県三貫地遺跡の埋葬（晩期）
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ら
、
分
散
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
び
と
を
結
び
付
け
て
い
た
原
点
は
墓
地
だ
っ

た
と
い
え
る
〔
小
林
一
九
九
五
‥
七
〇
頁
・
設
楽
一
九
九
五
　
九
〇
～
九
一
頁
〕
。

京
葉
地
方
東
京
湾
東
岸
の
同
じ
時
期
に
、
集
落
の
減
少
化
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
今
回

の

遺
跡
集
計
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
山

田
の
分
析
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
集
落
の
小
規
模
、
分
散
化
傾

向
が
東
北
地
方
北
部
と
同
様
に
指
摘
で
き
る
。
埼
玉
県
坂
東
山
の
再
葬
例
は
、
東
北

地
方
北
部
と
関
東
地
方
と
い
う
広
域
か
つ
遠
隔
地
で
ほ
ぼ
同
時
に
生
じ
た
二
つ
の
現

象
の
間
に
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

時
期
の
再
葬
の
発
達
が
広
域
的
に
因
果
関
係
を
も
っ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
縄
文
中
期
に
は
海
面
低
下
が
広
域
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
中
期
末
か
ら
後
期

初
頭
を
頂
点
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
広
い
範
囲
で
襲
っ
た
気
候
の

寒
冷
化
現
象
が
、
人
口
の
減
少
を
導
く
と
と
も
に
集
落
の
小
規
模
分
散
化
を
も
た
ら

し
、
そ
れ
ま
で
の
人
び
と
の
結
集
を
象
徴
的
に
再
現
し
た
り
す
る
装
置
で
あ
る
祖
先

祭
祀
の
中
心
的
存
在
と
し
て
再
葬
墓
が
地
域
を
超
え
て
発
達
し
た
。
こ
の
装
置
の
出

現
の

背
景
は
気
候
寒
冷
化
に
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
制
度
と
し
て
定
着
す
れ
ば
集
落
の

人
び

と
の
結
合
を
強
化
し
円
滑
化
す
る
機
能
を
強
め
る
の
で
、
上
昇
期
に
お
け
る
堀

之
内
1
式
期
に
発
達
し
て
加
曾
利
B
式
期
ま
で
継
続
す
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
山

田
の
言
う
よ
う
な
集
落
開
設
時
だ
け
で
は
な
く
、
下
太
田
例
の
よ
う
に
集
落
継
続
期

の
中
で
も
何
ら
か
の
理
由
に
お
い
て
墓
制
転
換
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
縄
文
晩
期
は
再
び
気
候
の
寒
冷
化
が
進
行
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
晩
期
か
ら
弥
生

時
代
前
半
に
か
け
て
再
葬
が
発
達
す
る
が
、
や
は
り
気
候
変
動
と
の
関
連
性
に
注
意

が
向
け
ら
れ
る
。
弥
生
時
代
の
中
部
日
本
で
は
、
再
葬
墓
が
数
多
く
検
出
さ
れ
る
の

に
対
し
て
、
そ
れ
に
見
合
う
集
落
は
極
め
て
限
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

石

川
日
出
志
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
分
散
化
し
て
い
る
小
集
団
が
集
ま
っ
て
つ
く
っ

た
再
葬
墓
は
い
わ
ば
共
同
墓
地
で
あ
り
、
再
葬
は
同
族
意
識
を
確
認
す
る
儀
式
だ
と

理
解

し
て
い
る
〔
石
川
一
九
九
九
‥
一
七
五
頁
〕
。
今
後
集
落
の
発
見
が
再
葬
墓
な

み

に
な
さ
れ
る
と
も
思
え
な
い
の
で
、
こ
の
考
え
は
妥
当
だ
ろ
う
。
群
馬
県
安
中
市

で

は
段
丘
上
に
こ
の
時
期
の
再
葬
墓
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
小
集
落
が
点
々
と
見
つ

か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
数
少
な
い
例
の
一
つ
で
あ
る
。
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、

こ
れ
ら
は
畠
作
な
ど
の
農
耕
を
お
こ
な
っ
て
い
た
移
動
性
の
強
い
小
集
落
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
分
散
化
し
た
集
落
と
そ
れ
に
見
合
わ
な
い
墓
地
の
大
き
さ
と

再
葬
の
発
達
は
東
北
地
方
北
部
の
後
期
前
葉
の
あ
り
方
と
共
通
す
る
。
縄
文
晩
期
の

中
部
日
本
は
集
落
や
竪
穴
住
居
の
数
が
激
減
す
る
時
期
で
、
人
口
が
急
減
し
た
こ
と

は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
再
葬
が
焼
人
骨
葬
や
部
分
骨
再
葬
あ
る
い

は
穿
孔
人
歯
骨
の
侃
用
な
ど
数
々
の
儀
礼
を
発
達
さ
せ
て
頂
点
を
迎
え
て
お
り
、
気

候
変
動
と
再
葬
の
展
開
に
時
代
を
こ
え
た
因
果
関
係
の
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
時
期
の
海
面
変
動
は
世
界
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
気
候
の
寒
冷
化
も
広
範

囲
で
生
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
東
北
地
方
で
は
集
落
の
数
は
中

部
日
本
ほ
ど
に
落
ち
込
ん
で
お
ら
ず
、
再
葬
も
み
ら
れ
な
い
。
気
候
変
動
が
必
ず
し

も
す
べ
て
の
地
域
の
文
化
に
等
し
い
変
化
を
与
え
た
も
の
で
な
い
こ
と
の
証
で
あ
り
、

そ
こ
に
自
然
環
境
に
対
応
し
た
地
域
ご
と
の
個
性
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
（
2
）
合
葬
の
意
昧

　
東
北
地
方
北
部
に
お
け
る
縄
文
後
期
の
再
葬
で
は
、
土
器
に
成
人
の
遺
骨
を
納
め

る
に
あ
た
り
、
全
身
の
骨
を
集
め
て
い
る
。
さ
ら
に
生
前
の
姿
に
近
づ
け
た
踵
鋸
姿

勢
で
再
葬
し
て
い
る
点
か
ら
は
、
再
生
あ
る
い
は
母
体
回
帰
と
い
っ
た
意
図
が
う
か

が
え
る
。
房
総
地
方
の
再
葬
が
こ
う
し
た
再
生
観
を
伴
う
か
否
か
不
明
だ
が
、
両
地

方
の
再
葬
は
合
葬
を
目
的
と
し
た
点
に
共
通
性
が
あ
り
、
と
く
に
房
総
地
方
の
そ
れ

は
出
自
集
団
と
し
て
の
血
縁
関
係
を
重
視
し
た
世
帯
構
成
員
の
合
葬
と
い
う
点
に
再

葬
の
目
的
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
北
地
方
北
部
の
合
葬
さ
れ
た
人
々
の
関
係

に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
権
現
原
例
な
ど
は
被
葬
者
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、

合
葬
の
具
体
的
な
契
機
を
知
り
う
る
可
能
性
を
も
っ
た
例
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
も
う
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少

し
、
多
人
数
集
骨
葬
の
起
源
と
合
葬
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　
多
人
数
合
葬
出
現
以
前
、
す
な
わ
ち
縄
文
中
期
の
京
葉
地
方
で
は
、
廃
屋
の
床
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ど
に
遺
体
を
葬
る
廃
屋
墓
が
展
開
し
て
お
り
、
後
期
中
葉
ま
で
続
い
た
。
廃
屋
に
葬

る
遺
体
の
数
は
一
、
二
体
が
多
い
が
、
四
体
以
上
最
高
九
体
に
及
ぶ
。
四
体
以
上
の

も
の
は
成
人
男
女
と
子
ど
も
の
組
み
合
わ
せ
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
住
居

に
か
つ
て
居
住
し
て
い
た
夫
婦
と
子
ど
も
を
核
と
し
た
世
帯
構
成
員
の
可
能
性
が
高

く
〔
春
成
一
九
入
一
二
九
一
～
一
九
二
頁
〕
、
山
田
は
そ
れ
を
形
質
学
的
に
明
ら

か

に
し
て
い
る
〔
山
田
一
九
九
五
‥
六
二
～
六
四
頁
〕
。

　
権
現
原
例
の

よ
う
な
多
人
数
集
骨
成
立
期
に
お
け
る
人
員
構
成
や
上
屋
構
造
の
存

在
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
多
人
数
集
骨
は
廃
屋
墓
の
被
葬
者
で
あ
る
世
帯
構
成
員
を
一

セ

ッ
ト
あ
る
い
は
数
セ
ッ
ト
再
葬
し
た
も
の
か
、
ま
た
は
廃
屋
墓
を
象
徴
的
に
表
現

し
た
〔
春
成
一
九
八
〇
‥
三
三
三
頁
〕
形
で
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
渡
辺
は
市

原
市
草
刈
遺
跡
の
廃
屋
墓
の
一
つ
に
、
四
本
の
柱
の
間
に
頭
位
方
向
を
そ
れ
ぞ
れ
変

え
て
四
角
形
に
な
る
よ
う
に
葬
っ
た
も
の
と
、
権
現
原
の
盤
状
集
骨
状
の
形
態
的
類

似

を
指
摘
し
て
い
る
〔
渡
辺
一
九
九
四
二
六
頁
〕
。
千
葉
県
市
川
市
向
台
遺
跡
の

22

号
住
居
跡
の
廃
屋
墓
で

は
、
壁
際
の
柱
穴
の
間
に
八
体
が
葬
ら
れ
て
お
り
（
図
9
）
、

土
坑
の

中
央
を
空
間
と
し
て
壁
際
に
頭
を
寄
せ
た
り
向
け
た
り
す
る
葬
法
に
多
人
数

集
骨
葬
と
の
類
似
点
を
見
出
せ
る
。
高
橋
龍
三
郎
は
、
草
刈
遺
跡
に
お
け
る
中
期
後

半
以
降
の
環
状
集
落
の
住
居
が
内
側
に
向
か
っ
て
む
し
ろ
居
住
ス
ペ
ー
ス
を
狭
め
る

よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
は
、
外
側
に
設
け
ら
れ
た
中
期
中
葉
の
廃
屋
墓
を
祖
先

と
し
て
意
識
し
た
結
果
、
重
複
を
慎
ん
で
外
側
に
拡
張
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か

と
推
測
し
て
お
り
〔
高
橋
一
九
九
一
‥
六
一
～
六
二
頁
〕
、
祖
先
祭
祀
の
面
か
ら

も
そ
の
連
続
性
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
縄
文
後
期
に
な
る
と
、
千
葉
県
松
戸
市
貝
の
花
遺
跡
や
市
原
市
西
広
遺
跡
で
は
廃

屋
墓
か

ら
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
な
お
も

同
時
期
の
竪
穴
住
居
周
辺
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
東
北
地
方
な
ど
が
あ
る
程

度
竪
穴
か
ら
自
立
し
て
埋
葬
を
集
中
さ
せ
た
墓
域
を
形
成
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
京
葉
地
方
で
は
依
然
と
し
て
竪
穴
住
居
へ
の
こ
だ
わ
り
を
強
く
見
せ
て
い
る
。

ま
た
、
貝
の
花
遺
跡
な
ど
に
は
抜
歯
と
無
抜
歯
の
合
葬
が
み
ら
れ
、
夫
婦
合
葬
も
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
帯
の
自
立
化
傾
向
、
つ
ま
り
婚
入
者
を

含
み

こ
ん
だ
竪
穴
住
居
構
成
員
の
結
束
が
京
葉
地
方
で
根
強
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の

で
あ
り
、
世
帯
原
理
が
優
先
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
祖
先
祭
祀
の
意
義

を
も
つ
多
人
数
集
骨
が
、
世
帯
構
成
員
を
軸
と
し
て
成
立
す
る
要
因
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
多
人
数
合
葬
は
基
本
的
に
は
世
帯
構
成
員
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
中

妻
や
古
作
例
な
ど
の
性
の
偏
り
か
ら
す
る
と
そ
の
後
半
に
は
世
帯
構
成
員
の
一
部
が

排
除
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
排
除
さ
れ
た
者
が
婚
入
者
を
中
心
と
し
て
い
る

と
す
れ
ば
、
多
人
数
合
葬
は
世
帯
構
成
員
全
体
か
ら
血
縁
関
係
を
中
心
に
構
成
さ
れ

る
よ
う
に
推
移
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
後
期
中
葉
以
降
、
出
自
と
世
帯
の
相
反

す
る
原
理
〔
春
成
一
九
八
三
‥
五
一
頁
〕
を
か
か
え
た
千
葉
県
千
葉
市
姥
山
遺
跡
M

　
　
　
　
　
（
1
5
）

地

点
な
ど
の
墓
地
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
の
場
合
の
排
除
さ
れ
た
者
に
関
し
て
は
、
中

妻
と
古
作
の
多
人
数
集
骨
が
と
も
に
男
性
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
と
、
中
妻
の
分
析

｛

　プノノ　　　　　／ク　　／
ヅ泡／

○

幡

0　　　　　　　　　4m

図9　干葉県向台遺跡の廃屋墓（中期）
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資
料
に
血
縁
関
係
が
強
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
夫
方
居
住
婚
を
適
用
し

て

中
妻
に
婚
入
し
た
女
性
の
多
く
は
古
作
例
の
よ
う
に
多
人
数
集
骨
葬
の
周
り
に
埋

葬
さ
れ
て
い
る
か
、
出
身
集
落
に
帰
葬
さ
れ
た
と
考
え
る
と
そ
の
現
象
を
理
解
し
や

す
い
。
し
か
し
、
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
D
N
A
が
母
系
に
遺
伝
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

分
析
例

は
母
系
の
血
縁
関
係
を
強
く
示
唆
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
男
性
が
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
で
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
。

　
世

帯
別
原
理
が
優
先
し
て
い
た
縄
文
中
期
の
墓
制
か
ら
、
世
帯
を
統
合
し
た
性
格

を
も
つ
多
人
数
集
骨
葬
が
後
期
初
頭
に
出
現
し
、
後
期
中
葉
に
墓
域
が
成
立
し
て
く

る
と
い
う
流
れ
は
、
中
期
後
半
ま
で
屋
内
祭
祀
を
主
体
と
し
た
石
棒
祭
祀
が
、
中
期

末
・
後
期
初
頭
を
境
に
徐
々
に
屋
外
石
棒
祭
祀
へ
と
移
行
し
て
い
く
と
い
う
流
れ

〔
山
本
一
九
八
三
‥
一
七
七
頁
〕
と
一
致
す
る
。
山
本
暉
久
は
、
こ
の
個
別
竪
穴
成

員
祭
祀
↓
集
落
共
同
体
成
員
祭
祀
へ
の
移
行
が
、
中
期
末
・
後
期
初
頭
を
画
期
と
し

た
個
別
化
の
方
向
性
の
崩
壊
n
集
落
共
同
体
成
員
間
の
紐
帯
の
再
編
・
強
化
を
意
味

す
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
を
促
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
気

候
変
動
が
想
定
で
き
る
。

　
縄
文
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
に
は
、
蔵
骨
器
に
再
葬
す
る
遺
骨
保
存
の
意
図
が
一
貫

し
て
み
ら
れ
る
一
方
、
焼
人
骨
葬
と
い
う
遺
骨
破
壊
の
習
俗
が
新
た
に
加
わ
り
定
着

し
た
。
遺
骨
破
壊
の
背
景
と
し
て
、
焼
獣
骨
の
共
存
な
ど
か
ら
再
生
の
意
図
を
推
測

す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
死
と
い
う
通
過
儀
礼
最
大
の
集
団
的
危
機
を
も
た
ら
す

ど
っ
ち
つ
か
ず
の
境
界
的
状
況
下
〔
V
・
W
・
タ
ー
ナ
ー
一
九
七
六
一
一
九
一
頁
〕

に
お
い
て
蘇
り
や
た
た
り
を
恐
れ
る
と
い
う
相
反
す
る
意
図
も
想
定
で
き
る
の
で
、

こ
の
決
着
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
遺
骨
か
ら
歯
や
指
を
取
り
出
し
て
穿
孔
、

侃
用
し
、
再
葬
の
儀
式
期
間
の
終
了
と
と
も
に
廃
棄
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
は
じ
め

と
し
て
、
再
葬
の
儀
礼
が
一
段
と
複
雑
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
を
踏
ん
で
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
埋
設
土
器
は
す
べ
て
蔵
骨
器
と
認

め

ら
れ
な
い
も
の
の
、
複
数
の
土
器
を
一
つ
の
土
坑
に
埋
納
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ

ば
、
あ
る
種
の
合
葬
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
も
の
と
み
る
べ
き
だ

ろ
う
。
遺
骨
の
ほ
と
ん
ど
は
焼
か
れ
て
土
器
に
納
め
ら
れ
た
骨
は
ほ
ん
の
一
部
分
で

あ
る
の
で
合
葬
の
内
容
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
不
明
だ
が
、
世
帯
ご
と
に

設

け
た
埋
葬
小
群
が
集
ま
っ
て
弧
状
を
な
す
と
い
う
墓
域
構
成
か
ら
す
る
と
、
出
自

規
制
が
働
い
た
世
帯
構
成
員
の
合
葬
と
い
う
縄
文
晩
期
以
来
の
あ
り
か
た
が
、
集
合

し
た
蔵
骨
器
に
合
葬
さ
れ
て
い
る
人
々
の
関
係
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
（
3
）
　
通
過
儀
礼
と
し
て
の
再
葬

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
再
葬
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
つ
き

ま
と
う
。
確
か
に
権
現
原
例
に
対
す
る
渡
辺
の
解
釈
は
再
葬
の
理
由
を
説
明
し
う
る

す
ぐ
れ
た
仮
説
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
制
度
と
し
て
定
着
す
れ
ば
、
再
葬
せ
ず
と
も

共
同
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
設
け
て
そ
こ
に
次
々
と
葬
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
事
実
、

後
期
前
葉
に
は
多
人
数
合
葬
が
出
現
し
て
、
一
つ
の
墓
坑
に
単
葬
遺
体
を
追
葬
し
て

い

く
様
式
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
人
類
学
で
は
、
死
や
葬
儀
は
死
者
が
先
祖
に
な
る
前
に
必
ず
通
過
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
自
身
、
祖
先
と
し
て
の
身
分
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
く
、

先
祖
に
な
る
た
め
に
は
特
別
の
儀
礼
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
〔
M
・
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九

八
〇

二
四
一
～
一
四
二
頁
〕
。

　
琉
球
・
奄
美
諸
島
な
ど
の
南
島
で
、
洗
骨
葬
と
い
う
一
種
の
再
葬
が
発
達
し
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
加
計
呂
麻
島
で
は
埋
め
て
か
ら
七
年
目
に
洗
骨
を
お
こ

な
っ
た
。
徳
之
島
で
は
三
年
な
い
し
七
年
後
に
掘
り
出
し
て
洗
骨
し
た
。
沖
永
良
部

島
で
は
埋
葬
後
三
年
（
肥
満
は
五
、
六
年
）
、
与
論
島
は
普
通
三
、
四
年
で
あ
っ
た
。

洗
骨
の
目
的
は
浄
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
霊
は
生
ま
れ
変
わ
る
か
昇
天
す
る
が
、
骨

は
か
わ
ら
ず
に
残
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
骨
に
汚
染
が
残
っ
て
い
て
は
霊
も
神

の

仲
間
入
り
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
〔
名
嘉
真
ほ
か
一
九
七
九
〕
。
と
く
に

頭
骨
が
重
視
さ
れ
、
墓
の
中
に
真
綿
に
く
る
ま
れ
て
置
か
れ
た
り
、
厨
子
甕
と
い
う

蔵
骨
器
の
一
番
上
に
置
か
れ
た
り
し
た
。

　

奄
美
本
島
で
は
、
死
者
の
供
養
は
一
・
三
・
五
・
七
・
一
三
・
二
五
・
三
三
回
忌
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で
終
わ
る
。
与
論
島
で
は
改
葬
後
に
骨
を
海
辺
の
砂
地
の
墓
地
に
埋
め
て
お
く
が
、

三
三

回
忌
が
す
む
と
こ
の
白
骨
を
ギ
シ
と
い
う
洞
穴
に
納
め
た
。
奄
美
諸
島
で
は
墓

を
媒
介
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
、
墓
が
祖
先
崇
拝
の
拠
点
で
あ
り
、

祖
先
崇
拝
が
も
っ
と
も
深
い
信
仰
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
〔
赤
田
一
九
八
〇
〕
。

死
者
の
供
養
、
祖
先
の
仲
間
入
り
を
さ
せ
る
た
め
に
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
長
い
手
続

き
が
踏
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
遺
骨
処
理
方
法
の
基
本
は
一
連
の
再
葬
制
で
あ
り
、

そ
の
本
質
は
祖
先
の
仲
間
入
り
を
す
る
た
め
の
祖
先
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

よ
う
。
洗
骨
葬
は
、
死
↓
骨
化
↓
祖
先
へ
の
仲
間
入
り
と
い
う
、
通
過
儀
礼
に
一
般

的
に
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
分
離
期
、
過
渡
期
、
統
合
期
と
い
う
推
移
〔
A
・
V
・
ヘ

ネ
ッ
プ
一
九
七
七
一
九
頁
〕
を
た
ど
る
。
洗
骨
葬
に
は
、
祖
先
に
な
る
た
め
の
通
過

儀
礼
と
い
う
特
別
な
儀
礼
と
し
て
の
役
割
、
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
洗
骨
の

際
、
骨
に
肉
が
つ
い
て
い
る
こ
と
を
忌
む
南
島
の
洗
骨
葬
に
は
稜
れ
を
は

ら
う
観
念
が
色
濃
く
う
か
が
わ
れ
、
洗
骨
ま
で
に
長
い
期
間
を
あ
て
る
の
が
通
例
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
軟
部
が
つ
い
て
い
た
り
椎
骨
が
連
結
し
て
い
た
り
す
る
縄

文
・
弥
生
時
代
の
再
葬
に
稜
れ
の
意
識
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
骨
あ
げ
の
期
間
も
相
当

短
い
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
頭
骨
を
特
別
視
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。
し
た

が
っ

て
、
南
島
の
洗
骨
葬
と
の
間
に
は
観
念
的
な
相
違
も
大
き
く
単
純
に
比
較
で
き

な
い
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
多
人
数
集
骨
葬
の
祖
先
祭
祀
の
可
能
性
と
、
縄
文

晩
期
～
弥
生
時
代
の
再
葬
に
複
雑
な
儀
礼
的
手
続
き
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、

通
過
儀
礼

と
祖
先
祭
祀
が
死
者
儀
礼
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
を
見
出

す
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
縄
文
晩
期
に
は
、
さ
ら
に
抜
歯
や
土
製
耳
飾
り
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
通
過
儀

礼
が
発
達

し
た
。
タ
ー
ナ
ー
は
、
複
雑
な
加
入
儀
式
な
ど
は
形
式
ば
っ
た
組
織
を
形

成
す
る
と
し
、
儀
礼
を
お
こ
な
う
頻
度
は
社
会
的
な
葛
藤
の
増
大
に
対
応
し
て
増
え

る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
V
・
W
・
タ
ー
ナ
ー
一
九
七
六
一
一
五
・

二
七
九

～
二
八
〇
頁
〕
。
悪
化
す
る
自
然
環
境
の
も
と
で
、
と
く
に
縄
文
時
代
の
晩

期
社
会
が
地
域
的
に
通
過
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
発
達
さ
せ
た

が
、
そ
れ
を
理
解
す
る
う
え
で
有
効
な
指
摘
と
い
え
よ
う
。

⑥
ま
と
め

　

縄
文
・
弥
生
時
代
で
再
葬
が
制
度
と
し
て
成
立
し
、
定
着
す
る
の
は
、
縄
文
中
期

末
～
後
期
前
葉
の
東
北
地
方
北
部
と
房
総
地
方
、
縄
文
晩
期
～
弥
生
時
代
前
半
の
中

部
日
本
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
列
島
規
模
で
文
化
や
社
会
が
大
き
く
転
換
し

た
時
期
で
あ
り
、
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
集
落
が
小
規
模
化
し

分
散
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
列
島
の
広
い
範
囲
を

襲
っ
た
気
候
の
寒
冷
化
現
象
が
あ
り
、
そ
れ
が
人
口
の
減
少
を
導
く
と
と
も
に
集
落

の

小
規
模
分
散
化
を
も
た
ら
し
た
。

　
集
落
の
小
規
模
化
、
分
散
化
の
一
方
で
、
な
お
も
墓
地
は
大
規
模
な
場
合
が
あ
る
。

そ
し
て
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
記
念
碑
的
存
在
と
し
て
、
土
器
に
再
葬
し
た
墓
や
多
人

数
集
骨
墓
な
ど
が
複
数
の
地
域
で
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
祖
先
あ
る
い
は
始
祖
の
世

帯
を
中
心
と
し
た
集
団
を
、
そ
の
後
継
者
た
ち
が
合
葬
し
た
墓
で
あ
る
。
悪
い
環
境

に
陥
っ
た
時
に
、
小
規
模
化
し
分
散
化
し
た
集
落
あ
る
い
は
集
団
の
結
束
を
固
め
る

た
め
の
手
段
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
人
び
と
の
結
集
を
象
徴
的
に
再
現
し
た
再
葬
墓

が
、
時
代
や
地
域
を
超
え
て
祖
先
祭
祀
の
中
心
的
存
在
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

ひ

と
た
び
定
着
し
た
再
葬
は
、
集
落
の
規
模
な
ど
が
回
復
し
て
か
ら
も
な
お
社
会
を

統
合
す
る
装
置
と
し
て
継
続
発
展
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
京
葉
地
方

の
再
葬
墓
が
示
し
て
い
る
。

　
本
稿
で

は
集
落
の
衰
退
期
に
制
度
と
し
て
成
立
し
た
再
葬
の
背
景
を
、
寒
冷
化
現

象
と
い
う
自
然
環
境
的
要
因
か
ら
説
明
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
た
ん
な
る
環
境
決
定

論
で

は
な
い
。
む
し
ろ
集
落
を
小
規
模
化
、
分
散
化
さ
せ
た
集
団
編
成
や
祖
先
祭
祀

を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
合
を
維
持
す
る
と
い
う
、
自
然
環
境
の
変
動
に
立
ち

向
か
う
た
め
の
社
会
的
・
文
化
的
な
装
置
と
し
て
の
働
き
と
い
う
技
術
的
側
面
が
強

く
作
用
し
て
い
る
点
を
評
価
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
数
あ
る
再
葬
の
背
景
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が
自
然
環
境
の
変
動
だ
け
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
琉
球
・
奄
美
諸
島
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
洗
骨
葬
の
本
質
は
、
祖
先
祭
祀
を
機
軸

と
し
た
通
過
儀
礼
で
あ
る
。
時
代
や
地
域
を
超
え
た
文
化
を
一
概
に
比
較
は
で
き
な

い

が
、
こ
の
類
似
性
は
縄
文
後
期
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
発
達
し
た
再
葬
を
理
解

す
る
う
え
で
参
考
に
な
る
。
本
稿
で
分
析
し
た
縄
文
・
弥
生
時
代
の
再
葬
は
、
基
本

的
に
世
帯
構
成
員
あ
る
い
は
血
縁
関
係
を
重
視
し
た
親
族
組
織
を
中
心
に
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
子
孫
が
近
い
祖
先
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
、
祖
先
祭
祀
の
性
格
を
も

つ
死
者
儀
礼
で

あ
っ
た
。
祖
先
祭
祀
と
そ
れ
に
伴
う
通
過
儀
礼
は
、
い
わ
ば
危
機
を

乗
り
切
る
た
め
の
縄
文
時
代
の
人
び
と
が
発
達
さ
せ
た
一
つ
の
技
術
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
中
部
日
本
に
お
け
る
縄
文
晩
期
の
再
葬
は
、
死
者
を
祖
先
の
仲
間
入
り
さ
せ

る
た
め
の
複
雑
な
通
過
儀
礼
を
ま
す
ま
す
発
達
さ
せ
た
。
弥
生
時
代
の
同
地
方
に
こ

れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
地
域
文
化
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
。

［謝
辞
］

　
本
稿

を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
青
沼
道
文
・
石
坂
雅
樹
・
上
野
和
男
・
岡
田
康
博
・
小
林
謙

一
・

小
林
克
・
篠
原
徹
・
白
石
太
一
郎
・
新
谷
尚
紀
・
高
橋
康
男
・
辻
誠
一
郎
・
常
光
徹
・
西
野

雅

人
・
西
本
豊
弘
・
春
成
秀
爾
・
峰
村
篤
・
山
田
康
弘
・
四
柳
隆
・
領
塚
正
浩
・
渡
辺
修
一
の
諸

氏
の

お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

註（
1
）
　
ド
イ
ツ
の
人
類
学
者
、
ヴ
ァ
ル
デ
マ
ー
ル
・
シ
ュ
テ
ー
ア
の
分
類
。
大
林
太
良
は
単
葬
と

　
　
複
葬
と
に
区
分
し
て
い
る
。

（
2
）
　
こ
れ
ま
で
、
土
器
の
中
に
再
葬
人
骨
を
納
め
て
葬
る
葬
法
を
土
器
棺
再
葬
と
呼
び
、
大
型

　
　
壷
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
弥
生
時
代
の
そ
れ
を
壷
棺
再
葬
と
す
る
呼
称
に
従
っ
て
き
た
。

　
　
し
か
し
、
白
石
太
一
郎
の
教
示
に
よ
る
と
棺
は
遺
体
を
納
め
る
施
設
で
あ
り
、
遺
骨
を
納
め

　
　
た
も
の
に
は
普
通
使
わ
な
い
。
遺
骨
を
納
め
る
器
は
蔵
骨
器
、
あ
る
い
は
骨
蔵
器
と
い
う
の

　
　
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
器
棺
再
葬
あ
る
い
は
壷
棺
再
葬
と
い
う
名
称
は
不
適

　
　
当
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
れ
ら
の
用
語
を
用
い
て
い
た
が
、
適
当
な
も
の
に
改
め
る
必
要
が
あ

　
　
る
と
考
え
て
い
る
。

（
3
）
　
多
人
数
集
骨
葬
と
少
人
数
の
そ
れ
と
の
境
は
、
四
体
合
葬
は
あ
ま
り
な
く
、
五
体
合
葬
以

　
　
上
の
も
の
に
同
じ
類
型
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
一
応
五
体
以
上
を
多
人
数
集
骨
葬
と

　
　
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
三
体
あ
る
い
は
四
体
の
集
骨
に
も
多
人
数
集
骨
葬
と
同
じ
よ
う
な
合

　

葬
の
契
機
と
意
味
を
も
つ
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
）
　
萩
原
ら
は
、
堀
之
内
2
式
期
と
加
曾
利
別
式
期
の
多
人
数
集
骨
葬
と
単
葬
を
、
集
団
間
の

　
　
区
別
や
社
会
的
要
請
に
も
と
つ
い
て
同
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
遺
骸
の
取
り
扱
い
の
差
と
み

　
　
な
し
て
お
り
、
筆
者
の
想
定
と
は
異
な
る
。

（
5
）
　
火
葬
は
一
般
的
に
遺
体
を
焼
く
こ
と
で
あ
る
が
、
縄
文
・
弥
生
時
代
の
焼
け
た
骨
は
軟
部

　
　
が
つ
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
骨
化
し
て
か
ら
焼
か
れ
た
も
の
が
大
半
で

　
　
あ
り
、
火
葬
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
。

（
6
）
　
註
2
参
照
。
縄
文
時
代
の
再
葬
と
区
別
す
る
た
め
の
本
論
文
で
の
仮
称
に
過
ぎ
な
い
。

（
7
）
表
2
・
図
5
の
集
計
に
用
い
た
デ
ー
タ
は
、
手
元
に
あ
る
発
掘
調
査
報
告
書
か
ら
の
引
用

　
　
に
加
え
て
、
各
地
の
研
究
者
の
教
示
を
得
て
作
成
し
た
。
集
計
に
用
い
た
京
葉
地
方
東
京
湾

　
　
東
岸
の
時
期
の
わ
か
る
竪
穴
式
住
居
跡
が
報
告
さ
れ
た
遺
跡
の
数
は
三
七
八
遺
跡
、
竪
穴
住

　
　
居
跡
総
数
は
三
五
八
七
棟
で
あ
る
。
す
で
に
発
掘
調
査
を
終
え
て
い
る
が
、
整
理
が
進
ん
で

　
　
い
な
い
遺
跡
の
デ
ー
タ
は
は
ず
し
た
。
ま
た
、
細
別
し
た
土
器
型
式
レ
ベ
ル
で
の
時
期
が
わ

　

　
か
ら
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
加
曾
利
E
式
と
し
か
わ
か
ら
な
い
住
居
跡
数
は
、
E
I
～
E
W

　
　
式
ま
で
に
細
別
で
き
た
棟
数
の
比
率
に
応
じ
て
比
例
配
分
し
て
そ
れ
に
加
え
た
。
そ
の
他
に

　
　
も
こ
う
し
た
操
作
を
経
て
い
る
の
で
、
竪
穴
住
居
跡
数
を
、
小
数
点
を
用
い
て
記
載
し
た
も

　
　
の
が
あ
る
。

（
8
）
　
こ
の
地
域
の
遺
跡
数
を
遺
跡
分
布
地
図
〔
千
葉
県
一
九
九
七
・
一
九
九
九
〕
か
ら
集
計
し

　
　
（
表
1
）
、
遺
跡
数
の
変
動
も
棒
グ
ラ
フ
で
示
し
た
（
図
5
）
が
、
加
曾
利
B
式
の
遺
跡
数
と

　
　
竪
穴
住
居
跡
数
の
比
率
に
は
著
し
い
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
遺
跡
の
数
か

　
　
ら
単
純
に
集
落
人
口
を
類
推
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
堀

　
　
之

内
2
式
以
降
、
大
型
竪
穴
建
物
が
登
場
す
る
の
で
、
単
純
に
竪
穴
の
数
か
ら
人
口
を
類
推

　
　
す
る
こ
と
に
も
問
題
を
残
し
て
い
る
。
大
型
竪
穴
の
推
定
居
住
人
数
あ
る
い
は
竪
穴
の
役
割

　
　
自
体
も
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
今

　
　
後
の
課
題
と
し
た
。

（
9
）
　
小
林
謙
一
教
示
。

（
1
0
）
　
以
下
の
年
代
は
炭
素
1
4
年
代
に
統
一
し
て
記
述
し
て
い
る
の
で
、
較
正
年
代
と
は
異
な
る
。

（
1
1
）
　
こ
の
グ
ラ
フ
を
細
か
く
見
る
と
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
増
減
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

　
　
の
小
さ
な
ピ
ー
ク
の
年
代
が
、
縄
文
中
期
前
葉
か
ら
晩
期
前
葉
の
ど
の
土
器
型
式
に
相
当
す

　
　

る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
ミ
ズ
ナ
ラ
の
増
減
（
図
7
）
と
集
落
数
や
竪
穴
住
居
の
増
減

　
　
（
図
5
・
6
）
と
が
対
応
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

（
1
2
）
　
考
古
学
的
な
証
拠
か
ら
祖
先
を
崇
拝
し
て
い
る
と
い
え
る
も
の
以
外
は
、
祖
先
崇
拝
と
い

　
　
う
言
葉
は
さ
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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（
1
3
）
　
再
葬
人
骨
の
中
に
は
椎
骨
が
連
結
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
中
妻
例
の
再
葬

　
　
人
骨
に
傷
が
つ
い
た
も
の
が
あ
ま
り
な
く
、
一
次
葬
の
場
所
を
覚
え
て
い
て
慎
重
に
遺
骨
を

　
　
掘

り
起
こ
し
た
た
め
と
い
う
山
田
の
所
見
な
ど
か
ら
す
る
と
、
こ
の
場
合
の
祖
先
は
遠
い
祖

　
　
先
で
は
な
く
近
い
先
祖
を
想
定
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
多
人
数
集
骨
を
「
祖
先
」
と
し
て
意
識

　
　
し
て
い
た
か
否
か
は
、
小
杉
が
長
野
県
北
村
遺
跡
の
配
石
墓
な
ど
の
事
例
か
ら
お
こ
な
っ
た

　
　
よ
う
な
実
証
的
分
析
〔
小
杉
］
九
九
五
〕
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
を
経
ず
に
「
祖
先
」
の
問

　
　
題
を
軽
々
に
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
権
現
原
や
中
妻
の
考
古
学
的
、
人
類
学
的
な
デ
ー

　
　
タ
か
ら
す
る
と
、
集
骨
を
お
こ
な
っ
た
の
は
そ
れ
ら
の
子
孫
で
あ
り
、
そ
の
集
骨
に
は
血
縁

　
　
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
再
葬
さ
れ
た
の
は
や
は
り
再
葬
実
行
者
に
と
っ
て
の
祖
先
と
み

　
　
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
祖
先
祭
祀
と
は
、
生
き
て
い
る
集
団
の
成
員
が
死
ん
だ
成
員
に
対
し

　
　
て
交
流
を
図
る
一
連
の
儀
礼
〔
新
谷
一
九
九
八
一
三
二
六
頁
〕
と
理
解
し
て
お
く
。

（
1
4
）
　
廃
屋
墓
の
概
念
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
死
者
が
出

　
　
る
と
遺
体
を
置
き
去
り
に
し
て
家
を
放
棄
し
、
そ
の
家
の
床
面
や
埋
ま
っ
て
い
く
土
の
上
に

　

新
た
に
出
た
死
者
を
追
葬
し
て
い
く
も
の
を
典
型
例
と
し
て
お
く
。

（
1
5
）
　
林
謙
作
は
、
墓
域
と
は
そ
の
な
か
が
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
原
理
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た

　

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
姥
山
遺
跡
M
地
点
の
埋
葬
は
墓
域
成
立
直
前
だ
と
し

　
　
て
い
る
〔
林
一
九
八
〇
二
一
七
六
頁
〕
。

（
1
6
）
　
た
だ
し
、
篠
田
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
同
↓
の
ハ
プ
ロ
タ
イ
プ
が
集
落
周
辺
の
集
団
で
も

　

多
数
を
占
め
る
ハ
プ
ロ
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
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あ
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縁
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。
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。
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〇
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縄
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縄
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台
史
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台
史
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端
に
お
け
る
縄
文
時
代
後
期
改
葬
甕
棺
内
人
骨
に
つ
い
て
」
『
日

　

本
民
族
・
文
化
の
生
成
1
』
永
井
昌
文
教
授
退
官
記
念
論
文
集
　
五
五
～
七
六
頁
　
六
興
出
版
。

安

田
喜
憲
　
一
九
九
〇
『
気
候
と
文
明
の
盛
衰
』
朝
倉
書
店
。

山
田
康
弘
　
一
九
九
五
「
多
数
合
葬
例
の
意
義
ー
縄
文
時
代
の
関
東
地
方
を
中
心
に
ー
」
『
考
古
学

　

研
究
』
第
4
2
巻
第
2
号
　
五
二
～
六
七
頁
　
考
古
学
研
究
会
。

山
本
暉
久
　
一
九
八
三
「
石
棒
」
『
縄
文
文
化
の
研
究
』
第
9
巻
　
縄
文
人
の
精
神
文
化
　
一
七
〇

　

～
一
八
〇
頁
　
雄
山
閣
出
版
。

米
田
耕
之
助
　
一
九
八
〇
「
縄
文
時
代
後
期
に
お
け
る
一
葬
法
」
『
古
代
』
第
6
7
号
　
三
一
～
三
八
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頁
　
早
稲
田
大
学
考
古
学
会
。

渡
辺
　
新
　
一
九
九
一
『
千
葉
県
権
現
原
貝
塚
の
研
究
1
』
縄
文
時
代
集
落
の
人
口
構
造
。

渡
辺
　
新
　
一
九
九
四
『
多
数
人
骨
集
積
の
類
例
追
加
と
雑
感
』
ひ
つ
じ
書
房
。

渡
辺
　
新
　
一
九
九
五
「
下
総
台
地
に
お
け
る
石
棒
の
在
り
方
（
瞥
見
）
1
市
川
市
高
谷
津
遺
跡

　
の

出
土
事
例
か
ら
ー
」
『
利
根
川
』
1
6
　
五
四
～
五
九
頁
　
利
根
川
同
人
。

渡
辺
　
新
　
二
〇
〇
一
「
権
現
原
貝
塚
の
人
骨
集
積
か
ら
集
落
の
人
口
構
造
を
考
え
る
」
『
シ
ン
ポ

　

ジ
ウ
ム
縄
文
人
と
貝
塚
』
六
五
～
八
〇
頁
　
学
生
社
。

挿
図
出
典

図
1
－
1
1
1
遠
藤
正
夫
ほ
か
↓
九
八
一
『
鷹
架
遺
跡
』
（
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第

　
63

集
）
三
六
頁
　
青
森
県
教
育
委
員
会
。
　
2
1
1
並
木
ほ
か
一
九
七
三
一
一
一
八
・
一
一
九
頁
。

図
2
－
1
・
2
1
1
渡
辺
一
九
九
一
　
七
・
八
・
四
六
頁
。
3
1
1
米
田
一
九
八
〇
。
4
1
1
設
楽
二
〇

　

〇
一
‥
五
七
頁
。

図
3
－
1
‖
馬
場
一
九
九
四
一
三
九
・
四
〇
・
四
九
頁
。
2
1
1
荒
巻
実
ほ
か
一
九
八
六
『
C
1
1
沖

　

n
遺
跡
』
藤
岡
市
教
育
委
員
会
一
八
五
頁
・
設
楽
一
九
九
三
b
‥
三
七
頁
。

図
4
1
1
今
村
一
九
九
七
　
四
九
頁
。

図
5
・
6
‖
設
楽
作
成
。

図
7
1
1
金
井
ほ
か
一
九
六
八
二
八
頁
。

図
8
1
1
森
幸
彦
ほ
か
一
九
入
五
『
三
貫
地
貝
塚
』
（
『
福
島
県
立
博
物
館
調
査
報
告
』
第
1
7
集
）
七

　

三
・
七
四
頁
　
福
島
県
立
博
物
館
。

図
9
1
1
杉
原
荘
介
・
戸
沢
充
則
一
九
七
一
「
向
台
遺
跡
」
『
市
川
市
史
』
第
1
巻
　
二
二
六
頁
　
吉

　
川
弘
文
館
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
考
古
研
究
部
）

（二
〇
〇
三
年
五
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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ABack餌o皿d　to　Rebu瓢l　Co廿espondence　to　Env加㎜ent凪Chan聖s
in　the　Jomon　and　Yayoi　Periods

S且ITARA　Hiromi

　　　The　periods　between　the　end　of　Middle　Jomon　and　Late　Jomon　and　between　Final　Jomon

and　the　beginning　of　the　Yayoi　period　were　periods　of　great　cultural　and　social　change　in　the

Japanese　archipelago．　But　what　is　the　significance　of　the　custom　of　reburial　that　was　practiced　at

these　junctures　in　our　history　that　exceeds　place　and　time？One　change　that　is　common　to　areas

in　which　reburial　developed　is　the　decline　of　villages，　that　is，　decreases　in　population．　A　study　of

environmental　changes　shows　that　cooling　of　the　climate　was　a　feature　common　to　these　periods

of　change．　It　would　not　be　an　exaggeration　to　say　that　a　deterioration　in　the　environment　in－

duced　reburial．

　　　There　are　no　doubt　various　reasons　for　the　emergence　of　reburial　in　the　course　of　history．

One　reason　is　the　occurrence　of　ancestor　worship　perf6rmed　for　the　purpose　of　solidifying　the

bonds　of　a　village　or　region　with　the　dead　as　the　linchpin．　Reburial　functioned　as　a　starting　point

for　the　integration　of　villages　that　had　been　dispersed　and　had　shrunk　in　size　as　a　result　of　dete－

rioration　in　the　natural　environment，　and　this　was　symbolized　by　the　ancestors　that　were　rebur－

ied　and　by　the　graves　themselves．　It　cannot　be　said，　however，　that　reburial　always　developed　at

times　of　an　unfavorable　environment，　as　illustrated　by　the　Keiyo　region　where　reburial　devel－

oped　during　early　Late　Jomon　when　a　re－warming　of　the　climate　formed　a　huge　shell　midden．

Even　if　the　natural　environment　did　recover　or　villages　started　to　grow，　one　may　assume　that

the　system　of　reburial　that　had　become　a　fixed　custom　at　an　earlier　time　continued　to　function

as　a　device　fOr　bringing　the　village　together．

　　The　washing　of　bones　and　burial　practiced　on　the　Amami　islands　of　the　Ryukyus　signifies　an－

cestor　worship　and　is　helpful　when　considering　reburial　in　the　Jomon　and　Yayoi　periods．　In　this

sense，　reburial　was　carried　out　as　a　type　of　rite　of　passage．　The　period　from　Late　Jomon　through

to　the　first　half　of　the　Yayoi　period　was　a　time　in　which　rites　such　as　the　removal　of　teeth　devel－

oped．　The　reburial　system　also　took　on　stronger　ritualistic　elements　during　this　time，　or　in　other

words，　there　was　a　strengthening　of　ancestor　worship　and　rites　of　passage．　The　background　to

reburial　lies　in　this　ability　to　sustain　life　in　the　face　of　a　harsh　natural　environment．
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