
山

内

清

男

「

縄

文

土

器

の

細

別

と

大

別

」

「

先

史

考

古

学

』

一

’

一

、

一

九

三

七

年

こ
れ
は
、
土
器
型
式
の
細
別
を
進
め
る
べ
き
だ
と
す
る
山
内
の
「
細
別
主
義
」
を
表
明
し
た
文
章
と
し
て
名
高
い
部
分
で
あ
る
。
筆
者

が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
は
、
山
内
が
「
層
位
そ
の
他
の
」
観
点
か
ら
年
代
順
を
定
め
る
以
前
に
、
「
短
い
時
間
の
文
物
」
を
抽
出
す

べ
き
だ
と
断
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
土
器
の
ま
と
ま
り
が
「
短
い
時
間
の
文
物
」
で
あ
る
と
認
識
す
る
た
め
に

は
、
他
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
土
器
の
ま
と
ま
り
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
土
器
の
ま
と
ま
り
と

比
べ
て
、
似
通
っ
た
も
の
ば
か
り
の
土
器
の
ま
と
ま
り
の
方
が
よ
り
「
短
い
時
間
の
文
物
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま

た
、
Ａ
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
土
器
の
ま
と
ま
り
が
、
ａ
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
似
通
っ
た
土
器
の
ま
と
ま
り
と
ｂ

縄
文
土
器
編
年
研
究
と
人
骨
発
掘

縄
文
土
器
編
年
の
基
礎
を
築
い
た
山
内
清
男
は
、
自
ら
の
土
器
編
年
の
基
礎
を
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。

「
文
化
の
進
行
は
進
行
中
の
状
態
で
は
観
察
で
き
な
い
。
（
中
略
）
真
に
執
る
べ
き
科
学
的
手
段
は
先
ず
、
個
々
の
短
い
時
間
の
文
物

を
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
層
位
又
は
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
応
じ
て
年
代
順
を
定
め
る
。
又
は
そ
の
欠
を
補
う
た
め
文
物
の

比
較
を
し
て
先
後
を
推
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
短
時
期
の
文
物
を
年
代
的
に
編
成
し
、
そ
の
間
に
お
け
る
文
物
の
変
遷
を
見
る
の
が

順
序
で
あ
る
。
」

一
山
内
清
男
の
縄
文
土
器
編
年
の
方
法

矢

野

健

一
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山
内
が
「
短
い
時
間
」
を
重
視
す
る
の
は
ま
ず
、
年
代
の
「
単
位
」
を
欲
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
単
位
を
盗
意
的
に
抽
出
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
短
い
時
間
の
文
物
」
の
抽
出
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
。
あ
る
限
定
さ
れ
た
空
間
か
ら
、
そ
れ
だ
け
が

限
定
的
に
見
つ
か
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
あ
る
遺
跡
で
上
下
の
層
位
関
係
を
持
っ
て
二
つ
の
「
短
い
時
間
の
文
物
」
が
発
掘
さ
れ
れ
ば

何
も
問
題
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
多
く
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
場
合
で
も
、
ま
ず
第
一
に
限
定
さ
れ
た
空
間
か
ら
「
短
い
時
間

の
文
物
を
確
認
」
す
る
こ
と
に
注
力
す
べ
き
だ
と
、
山
内
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
、
岩
手
県
大
洞
貝
塚
Ａ
地
点

か
ら
得
ら
れ
た
大
洞
Ａ
式
、
Ｂ
地
点
か
ら
得
ら
れ
た
大
洞
Ｂ
式
、
千
葉
県
加
曾
利
貝
塚
Ｂ
地
点
か
ら
得
ら
れ
た
加
曾
利
Ｂ
式
、
Ｅ
地
点
か

遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
似
通
っ
た
土
器
の
ま
と
ま
り
を
混
合
し
た
も
の
と
型
式
学
的
に
み
て
同
じ
で
あ
れ
ば
、
Ａ
遺
跡
の
「
時
代
」
は
ａ

遺
跡
の
「
時
代
」
と
ｂ
遺
跡
の
「
時
代
」
を
合
わ
せ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
ａ
遺
跡
と
ｂ
遺
跡
と

の
時
代
の
差
を
確
か
め
る
た
め
に
は
山
内
が
述
べ
る
よ
う
に
「
層
位
ま
た
は
そ
の
他
」
の
手
段
で
年
代
順
を
確
定
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
倫

~~
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ﾋｰｰ／
蕊b唖鼠

’C
誠C椋

罫’
二二
L

皆

峠一一幻弄一一一一一一二一ー

~~~~ －－－－－－疹一一一一一可
----一一一一-－

ｒ
１
１
Ｉ
Ｉ
ｉ
－

’

一寺一 ~

n~

Lk。《山
，ﾍB

興
り

ぐ、
~、〆

両
い
）
山

斜幽，
r－．一~1

1療氾I

霧〃
5 LO

…

図1 岡山県黒土遺跡での山内清男設

定発掘区(矢野ほか2004）
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一
九
四
三
年
に
山
内
が
発
掘
し
た
岡
山
県
笠
岡
市
高
島
の
黒
土
遺
跡
で
は
、

器
の
時
間
差
を
分
析
し
て
い
た
（
図
一
、
矢
野
ほ
か
二
○
○
四
）
。
こ
の
よ

う
に
山
内
が
地
点
差
の
抽
出
を
目
的
と
し
て
複
数
地
点
を
発
掘
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
一
九
一
七
年
に
お
け
る
浜
田
耕
作
に
よ
る
大
阪
府
藤
井
寺
市
の
国

府
遺
跡
発
掘
調
査
の
間
接
的
影
響
を
考
え
、
口
頭
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る

（
矢
野
二
○
一
八
）
。
遺
跡
内
の
地
点
差
を
考
慮
し
た
土
器
編
年
研
究
の
重
要

性
は
現
在
も
か
わ
ら
ず
、
土
器
の
形
態
や
文
様
の
分
析
を
行
う
型
式
学
と
一

体
と
な
る
べ
き
「
層
位
学
」
の
一
分
野
を
形
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の

場
合
、
「
層
位
」
を
「
水
平
層
位
」
も
含
め
て
平
面
的
に
広
く
把
握
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
広
義
の
層
位
学
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
、
現
在

で
は
当
然
と
さ
れ
る
地
点
差
の
認
識
が
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
日
本
考
古
学

の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
概
略
を
た

ど
り
、
地
点
差
を
予
想
し
た
発
掘
区
の
設
定
に
い
た
る
経
緯
を
考
察
す
る
一

助
と
し
た
い
。

ら
得
ら
れ
た
加
曾
利
Ｅ
式
な
ど
を
自
ら
の
土
器
編
年
研
究
に
組
み
込
ん
で
い
く
。

一
九
四
三
年
に
山
内
が
発
掘
し
た
岡
山
県
笠
岡
市
高
島
の
黒
土
遺
跡
で
は
、
小
発
掘
区
を
多
数
設
定
し
、

日
本
で
の
遺
跡
発
掘
に
複
数
地
点
に
整
然
と
し
た
発
掘
区
を
設
定
し
た
の

二
垂
直
的
層
位
重
視
の
発
掘

0
や
心

上
Ｅ
舜
豚

、1
~~~~~~

…

各
発
掘
区
か
ら
出
土
し
た
土

）

図2 1905年のマンローによる横浜市三ツ沢貝塚発掘平面図

(MunrOl908)
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は
Ｎ
・
Ｇ
・
マ
ン
ロ
ー
が
一
九
○
五
年
に
横
浜
市
の
三
シ
沢
貝
塚
を
発
掘
し
た
時
で
あ
る
（
巨
匡
日
○
己
吊
、
横
浜
市
歴
博
二
○
一
三
）
。
こ

の
時
、
貝
層
の
範
囲
と
発
掘
さ
れ
た
住
居
の
炉
跡
、
お
よ
び
方
形
の
発
掘
区
と
細
長
い
ト
レ
ン
チ
が
図
示
さ
れ
た
図
が
作
成
さ
れ
、
公
表

さ
れ
た
（
図
二
）
。
こ
の
遺
跡
に
は
貝
塚
が
九
ヶ
所
に
分
散
し
て
存
在
し
て
お
り
、
発
掘
区
の
多
く
は
各
貝
塚
の
状
態
を
調
査
す
る
た
め

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ト
レ
ン
チ
も
そ
の
発
掘
区
か
ら
地
層
の
状
態
を
見
た
り
、
住
居
の
炉
跡
を
探
す
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
地

点
は
貝
塚
が
存
在
し
な
い
場
所
だ
が
、
台
地
周
辺
か
ら
中
央
へ
の
地
層
の
広
が
り
や
住
居
の
炉
跡
を
探
す
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
住
居
の
炉
跡
を
表
示
す
る
た
め
に
は
ト
レ
ン
チ
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ン
ロ
ー
は
縄
文
時
代
の
貝
塚
と
住
居
と
の
関
係
を
説

る
必
要
が
あ
る
。
マ
ン
ロ
ー
は
縄
文
時
代
の
貝
塚
と
住
居
と
の
関
係
を
説

位
明
す
る
た
め
に
こ
の
平
面
図
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
住
居
跡

層と
と
み
ら
れ
た
竪
穴
の
平
面
分
布
図
は
こ
れ
よ
り
早
く
報
告
さ
れ
て

地
い
た
（
佐
藤
重
一
八
九
○
）
。
し
か
し
、
貝
塚
と
住
居
と
の
関
係

遺
を
遺
跡
の
平
面
的
な
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
点
は

の跡
当
時
の
日
本
考
古
学
の
中
で
は
異
例
で
あ
り
、
貝
層
の
層
位
図
の

罐
記
載
を
重
視
し
て
い
た
日
本
人
考
古
学
者
と
の
関
心
の
違
い
が
際

識

立

つ

。

千
マ
ン
ロ
ー
は
貝
層
と
土
層
と
の
関
係
や
上
下
の
地
層
内
の
土
器

Ｉ輔
”
の
差
を
記
録
し
て
い
る
。
「
薄
手
式
」
（
現
在
の
縄
文
後
期
）
に
相

東
肥
当
す
る
土
器
が
上
位
層
、
「
厚
手
式
」
（
現
在
の
縄
文
中
期
）
に
相

の
山

年
内
当
す
る
土
器
が
下
位
層
か
ら
出
土
す
る
と
い
う
層
位
学
的
所
見
も

３
く

”
図
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
発
掘
区
ご
と
の
土
器
や
石

３
器
の
相
違
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
地
点
差
に
つ
い
て
は

図
貝
層
や
炉
の
分
布
な
ど
に
関
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

うぅ
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出
土
遺
物
に
つ
い
て
は
層
位
ご
と
に
記
録
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
横
浜
市
歴
博
二
○
一
三
）
、
地
点
差
に
配
慮
し
た
分
析
を
行
っ
た
と

い
う
証
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
れ
以
前
に
モ
ー
ス
が
一

八
七
七
年
に
行
っ
た
東
京
都
の
大
森
貝
塚
（
員
日
用
品
凶
）
や
、
モ
ー
ス
の
発
掘
に
参
加
し
た
佐
々
木
忠

図4 1893年茨城県椎塚遺跡図（八木・下村1893)

＊中央やや左上に「発掘の場所」を図示。

次
郎
と
飯
島
魁
が
一
八
七
九
年
に
実
施
し
た
茨
城
県
の
陸
平
貝
塚

（
与
目
四
回
目
獣
留
置
品
紹
）
の
報
告
書
は
、
遺
物
の
紹
介
は
詳
細
で
あ

る
が
、
発
掘
区
の
記
載
や
層
位
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
本
論
で
は
、
そ

の
後
の
明
治
期
の
発
掘
成
果
報
告
で
人
類
学
雑
誌
や
考
古
学
雑
誌
な
ど
に

報
告
さ
れ
て
い
る
発
掘
報
告
か
ら
、
当
時
の
発
掘
の
状
況
を
見
て
い
き
た

い
。

古
墳
や
横
穴
等
を
除
き
、
開
地
遺
跡
の
層
位
図
（
断
面
図
）
が
図
示
さ

れ
た
の
は
一
八
九
三
年
の
東
京
都
千
鳥
久
保
遺
跡
が
初
め
て
だ
ろ
う
（
図

三
、
内
山
一
八
九
三
）
。
こ
の
当
時
、
石
器
時
代
の
開
地
遺
跡
の
多
く
は

貝
塚
で
あ
り
、
こ
の
遺
跡
も
貝
塚
で
あ
る
。
地
表
面
か
ら
約
一
・
二
ｍ
ほ

ど
塚
と
し
て
盛
り
上
が
っ
た
状
態
の
断
面
図
が
図
示
さ
れ
て
い
て
、
低
い

貝
塚
側
面
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
き
、
貝
塚
中
央
部
に
向
け
て
掘
り
進
ん
だ

も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
年
の
茨
城
県
椎
塚
貝
塚
の
発
掘
報
告
で
は
、
八
木

奨
三
郎
ら
は
遺
跡
遠
景
の
中
に
発
掘
範
囲
と
層
位
図
（
断
面
図
）
を
図
示

し
て
い
る
（
図
四
、
八
木
・
下
村
一
八
九
三
）
。
発
掘
範
囲
は
不
整
形
で

あ
り
、
当
時
は
発
掘
区
を
方
形
に
設
定
す
る
発
想
は
な
か
っ
た
。
貝
層
が

二
層
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
詳
細
な
土
器
の
記
述
の
中
に
土
器
の
出
土
層

つ句
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に
関
す
る
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
椎
塚
出
土
土
器
が
距
離
的
に
近
い
陸
平
貝
塚
で
は
な
く
、
遠
い
大
森
貝
塚
と
土
器
の
特
徴
が
類
似
し
て

い
る
点
が
注
意
さ
れ
、
こ
の
差
が
「
厚
手
式
（
陸
平
式
ご
「
薄
手
式
（
大
森
式
）
」
の
認
識
を
形
成
す
る
。

八
木
と
下
村
は
翌
一
八
九
四
年
の
茨
城
県
阿
玉
台
貝
塚
の
発
掘
で
は
層
位
図
や
発
掘
地
点
の
図
を
図
示
し
て
い
な
い
（
八
木
・
下
村
一

八
九
四
）
。
同
年
、
佐
藤
伝
蔵
は
茨
城
県
福
田
貝
塚
と
茨
城
県
浮
島
貝
塚
（
貝
ヶ
窪
貝
塚
）
を
発
掘
し
て
お
り
、
前
者
は
層
位
図
も
図
示

さ
れ
て
お
ら
ず
（
佐
藤
伝
一
八
九
四
）
、
後
者
は
層
位
図
の
み
を
図
示
し
て
い
る
（
佐
藤
・
若
林
一
八
九
四
）
。
こ
の
頃
の
層
位
図
の
ほ
と

ん
ど
は
貝
層
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
、
出
土
土
器
の
様
相
の
差
が
層
位
差
と
対
応
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
鳥
居
龍
蔵
は
一
八
九
三
年
、
埼
玉
県
新
郷
貝
塚
（
当
時
「
貝
塚
村
貝
塚
」
と
呼
称
）
の
層
位
図
を
掲
載
し
て
、
貝
層
の
上
位
層
と

下
位
層
で
貝
の
種
類
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
が
、
土
器
の
差
に
は
言
及
し
て
い
な
い
（
鳥
居
一
八
九
三
）
。

錦圃 一

亀
〃
鶴
癒
跡
塞
轆
津
枇
迄
迦
形
繁
劇

こ

の

よ

う

に

、

明

治

期

に

は

貝

塚

の

層

位

図

が

示

さ

》
》
》
甥
畢
》
》
呼
蝿
榊
州
豊
雀
用
踊
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
発
掘
区
画
の
平
面
図
が
示
さ

適

徽

下

り

僻
唖
却
．
〃

~~
~

識

れ

る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

。

そ

の

中

で

、

佐

藤

甸
脚
幽

遺

妨

万

‐

避

駒

郵

多

蕊

第

~
~

圏

図

で

全

体

の

断

面

図

を

得

た

か

っ

た

の

だ

ろ

う

。

佐

藤

は

－34－



上
位
層
と
下
位
層
で
土
器
の
様
相
に
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
に
注
意
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
上
層
と
下
層
で
差
が
み
ら
れ
な
い
と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
大
な
発
掘
区
で
平
面
的
な
分
布
に
関
し
て
の
土
器
の
様
相
の
差
に
つ
い
て
は
注
意
し
て
い
な
い
。
こ
れ
以

外
に
マ
ン
ロ
ー
の
発
掘
に
至
る
ま
で
、
整
然
と
し
た
発
掘
区
画
が
設
定
さ
れ
、
図
示
さ
れ
て
い
る
事
例
は
存
在
し
な
い
の
で
、
佐
藤
の
発

掘
方
法
が
普
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
佐
藤
の
関
心
も
あ
く
ま
で
垂
直
的
層
位
に
あ
り
、
層
位
図
が
得
ら
れ
れ
ば
、
平
面

的
な
発
掘
区
の
拡
張
は
こ
の
頃
に
は
必
要
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

一
方
、
同
一
遺
跡
内
の
地
点
に
関
す
る
記
載
や
図
示
は
、
一
八
九
七
年
の
岡
山
県
沼
貝
塚
発
掘
報
告
が
初
め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
（
図

六
、
山
本
一
八
九
七
）
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
各
地
点
（
「
イ
」
「
ロ
」
な
ど
）
は
、
貝
層
が
か
つ
て
存
在
し
た
範
囲
や
当
時
の
現
地
表
面
で

謬字大剥･画浮郵遠
~

図6 1897年岡山県沼貝塚の地点表示図（山

本1897)

”…一命~‐‐ ‐……幾選，騨遼津上衛患庭 零辮辮犠謝’ 蕊騨"雑"職舞~
図
一

鈍
数
の
貝
層
の
範

層

囲

を

示

し

て

い

含包

る

。

各

地

点

の

う跡
貝
層
が
発
掘
の

遺

対

象

と

な

っ

て

山ノ
、
ｊ
い
る
も
の
の
、

尉
恥
地
点
ご
と
の
士

細
鋤
器
の
様
相
な
ど

年
Ｉ
遺
物
の
違
い
は

８

兄

鋤
灯
言
及
さ
れ
て
い

１

１

７

か

び

い

。

マ

ン

図

ロ

－

が

三

シ

沢

確
認
で
き
る
複

数
の
貝
層
の
範

囲
を
示
し
て
い

る
。
各
地
点
の

貝
層
が
発
掘
の

対
象
と
な
っ
て

い
る
も
の
の
、

地
点
ご
と
の
土

器
の
様
相
な
ど

遺
物
の
違
い
は

言
及
さ
れ
て
い

な

い

。

マ

ン
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貝
塚
に
お
い
て
地
点
別
に
発
掘
区
画
を
設
定
し
た
理
由
も
貝
層
が
各
地
点
に
分
散
し
て
い
た
こ
と
が
根
本
的
な
理
由
で
あ
り
、
マ
ン
ロ
ー

が
地
点
ご
と
の
土
器
の
様
相
の
差
に
は
特
に
関
心
を
示
し
て
い
な
い
点
も
含
め
て
、
沼
貝
塚
も
同
様
で
あ
る
。

明
治
期
に
発
掘
区
が
平
面
的
に
図
示
さ
れ
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
垂
直
に
近
い
崖
面
や
斜
面
に
露
出
し
た
貝
層
や
遺
物
包
含
層
を

横
方
向
に
掘
り
進
む
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
大
野
延
太
郎
に
よ
る
一
八
九
八
年
の
秋
田
県
上
ノ
山
遺
跡
の
発
掘
で
も
、

鴎
仰）

壷－．，－
鶴GW

I ：認
害…-…藩…

㈹

盆

畑

返

や

肌

ｊ

岨
、
翻
形

“
、
ベ

~

亭
収
ガ
ポ

図8 1895年の切通しに見られる遺物包含状

況図（阿部・大野ほか1895)
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図9 1907年神奈川県南加瀬貝塚の層位図

（八木1907)
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磐
線
（
「
海
岸
線
」
）
工
事
で
（
蒔
田
一
八
九
七
）
、
一
九
○
二
年
に
は
山
手
岬

線
（
「
豊
島
線
」
）
工
事
で
（
蒔
田
一
九
○
二
）
生
じ
た
断
層
中
に
確
認
し
た

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
八
木
奨
三
郎
は
一
九
○
七
年
に
、
弥
生
土
器
の
貝

層
下
部
に
石
器
時
代
土
器
（
縄
文
土
器
）
の
貝
層
が
存
在
す
る
こ
と
を
神
奈

川
県
南
加
瀬
貝
塚
の
層
位
図
を
示
し
て
報
告
し
て
い
る
（
図
九
、
八
木
一
九

○
七
）
。
弥
生
土
器
の
年
代
決
定
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
の
遺
跡
の
層

位
図
は
、
弥
生
土
器
と
縄
文
土
器
の
貝
層
の
上
下
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に

貝
層
を
追
っ
て
掘
り
進
め
た
と
推
定
で
き
る
形
状
を
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
所Ｂ

り
、
良
好
な
層
位
図
を
得
る
た
め
に
壁
を
追
っ
て
発
掘
区
を
広
げ
て
お
り
、

発
掘
区
の
平
面
形
に
は
関
心
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
。

都
荒
川
区
道
灌
山
で
弥
生
土
器
を
含
む
多
数
の
竪
穴
を
一
八
九
七
年
に
は
常
嘩
乱
《
塞
鼻
衝
鱈
侭
３
座
。
廻

埠

と

丁

‘

可

梱

に

、

可

ニ

ル

ナ

０

勺

蚕

，

↓

則

に

｜

〆

《

三

１

才

急

‘

、

首

Ｆ

，

Ｔ

Ｊ

ｌ

８

－

、

‐

卦

（

Ｊ

〆

、

－

，

丑

、

ｊ

ノ

凸

一

宰

呈

Ｐ

』

Ｌ

ｋ

Ｉ

Ｊ

口

皇

や

．

Ｔ

○

平
面
的
に
発
掘
す
る
地
点
以
外
に
、
露
出
し
た
包
含
層
を
横
に
掘
り
進
ん
で
い
る
地
点
が
図
示
さ
れ
て
い
る
（
図
七
、
大
野
一
八
九

八
）
。
大
野
は
一
八
九
九
年
の
茨
城
県
吹
上
貝
塚
で
も
同
様
に
崖
面
に
露
出
し
た
貝
層
（
遺
物
包
含
層
）
を
発
掘
し
て
い
る
（
大
野
一
八

九
九
）
。
こ
の
頃
に
は
、
道
路
工
事
な
ど
に
よ
っ
て
遺
物
包
含
層
が
露
出
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
、
大
野
と
鳥
居
は
一
八
九
五
年
の
秩
父

旅
行
で
道
路
工
事
に
よ
る
切
通
し
の
遺
物
包
含
状
況
を
図
示
し
て
い
る
（
図
八
、
阿
部
・
大
野
ほ
か
一
八
九
五
）
。
蒔
田
鎗
次
郎
は
東
京

浜
田
耕
作
は
大
正
期
に
西
欧
で
学
ん
だ
考
古
学
の
調
査
法
を
京
都
帝
国
大

三
発
掘
区
の
拡
大
と
分
散

ｊ
や
画
』

’
う
’
１
１
０
１
０
５

ｌ
４
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
４
ｌ
ｂ

Ｂ

ｊ

１

１

ｌ

Ｉ

ｔ

８

④
ｆ

０

き

い

今
鬼
８
埣
心
従
込
欠
井
凸
＆
脅
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図10 1917年大阪府国府遺跡第1回発掘区平面図

1918)

(浜田
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学
に
お
い
て
数
々
の
遺
跡
発
掘
と
報
告
書
刊
行
に
よ
っ
て
実
践
し
た
。
こ
こ
で
は
、
発
掘
区
の
拡
大
と
分
散
と
い
う
観
点
か
ら
浜
田
の
発

掘
を
検
討
し
た
い
。
浜
田
は
一
九
一
七
年
に
実
施
し
た
大
阪
府
藤
井
寺
市
国
府
遺
跡
の
第
一
回
発
掘
で
Ａ
・
Ｂ
の
二
地
点
を
設
定
し
て
い

る
（
図
一
○
、
浜
田
一
九
一
八
）
。
こ
の
発
掘
の
目
的
は
こ
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
た
前
期
旧
石
器
時
代
の
疑
い
の
あ
る
「
大
型
粗
石

器
」
の
出
土
層
位
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
遺
物
が
多
く
出
土
す
る
Ａ
地
点
を
発
掘
し
て
、
こ
の
石
器
に
類
似
す
る
石
器
が
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弥
生
土
器
等
と
混
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
洪
水
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
り
高
位
に
あ
る
Ｂ
地
点
を
設
定
し
、
発
掘
し
た
。
浜
田
は

貝
塚
で
は
な
い
こ
の
遺
跡
の
地
層
を
整
然
と
区
分
す
る
こ
と
に
苦
慮
し
て
お
り
、
本
格
的
な
層
位
図
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
両
地
点
の
発
掘
区
平
面
図
は
図
示
し
て
い
る
。
Ｂ
地
点
で
は
人
骨
出
土
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
Ａ
地
点
は
奇
妙
な
こ
と
に
空
白

の
方
形
区
画
の
み
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
Ｂ
地
点
で
人
骨
の
出
土
が
な
か
っ
た
場
合
、
各
発
掘
地
点
の
位
置
が
わ
か
る
図
の

提
示
で
終
わ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
発
掘
区
平
面
図
は
図
示
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
人
骨
が
出
土
し
な
か
っ
た
一
九
二
一
年
の

鹿
児
島
県
出
水
貝
塚
報
告
で
は
、
発
掘
区
の
区
割
り
と
位
置
を
示
す
図
し
か
提
示
さ
れ
て
い
な
い
（
浜
田
・
島
田
一
九
二
二
。
発
掘
区

平
面
図
は
人
骨
出
土
状
態
図
示
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

浜
田
は
国
府
遺
跡
第
一
回
発
掘
の
Ａ
・
Ｂ
両
地
点
の
遺
物
の
相
違
に
つ
い
て
の
詳
細
も
述
べ
て
お
り
、
土
器
を
含
む
一
部
の
遺
物
の
出

土
地
点
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
弥
生
土
器
や
須
恵
器
が
両
地
点
か
ら
出
土
す
る
の
に
対
し
て
、
縄
文
土
器
は
人
骨
が
出
土
し

た
Ｂ
地
点
の
み
か
ら
人
骨
を
覆
う
よ
う
に
出
土
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
人
骨
の
年
代
決
定
に
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ

と
を
浜
田
は
強
く
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
Ａ
・
Ｂ
両
地
点
の
比
較
か
ら
、
人
骨
出
土
の
有
無
と
縄
文
土
器
出
土
の
有
無
と
の
相
関

を
導
き
出
せ
た
点
が
、
発
掘
成
果
の
学
術
的
価
値
と
し
て
極
め
て
有
意
義
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

翌
一
九
一
九
年
の
国
府
遺
跡
第
二
回
の
発
掘
で
は
、
人
骨
が
出
土
し
た
Ｂ
地
点
に
隣
接
し
た
場
所
を
Ｆ
地
点
と
し
て
広
く
発
掘
し
、
そ

の
中
を
五
区
画
に
分
割
し
て
い
る
（
図
二
、
浜
田
・
辰
馬
一
九
二
○
）
。
こ
の
発
掘
区
の
選
定
と
拡
大
の
目
的
が
人
骨
の
収
集
に
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
時
、
こ
の
互
い
に
接
し
た
五
区
画
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
各
時
代
の
土
器
の
層
位
的
出
土
状
況
を
表
に
示

し
た
（
図
一
二
。
こ
れ
は
現
在
の
発
掘
水
準
か
ら
み
て
も
異
例
と
い
っ
て
よ
い
非
常
に
精
密
な
層
位
学
的
分
析
で
あ
る
。
浜
田
の
こ
の

分
析
の
主
眼
は
縄
文
土
器
と
弥
生
土
器
と
の
層
位
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
骨
の
年
代
決
定
を
意
図
し
た
た
め

と
考
え
る
。
こ
の
遺
跡
は
貝
塚
と
異
な
り
、
層
位
を
明
確
に
区
分
す
る
の
が
困
難
で
、
し
か
も
当
時
は
人
骨
埋
葬
の
墓
坑
検
出
は
考
慮
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
人
骨
の
年
代
決
定
は
近
く
で
出
土
し
た
土
器
か
ら
決
め
る
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
発
掘
区
の
小
区
分
も
必
要
で
あ

り
、
小
区
分
ご
と
の
土
器
の
層
位
的
出
土
状
況
の
把
握
が
重
要
だ
っ
た
。
掲
載
さ
れ
た
人
工
層
位
に
基
づ
く
層
位
ご
と
の
土
器
出
士
状
況
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を
示
す
表
に
も
文
章
に
も
縄
文
土
器
と
人
骨
と
の
出
土
位
置
の
関
係
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
発
掘
さ
れ
て
い
た
西
日
本
の

人
骨
の
年
代
に
つ
い
て
の
疑
問
を
長
谷
部
言
人
が
論
文
中
で
述
べ
て
お
り
（
長
谷
部
一
九
一
九
）
、
浜
田
は
国
府
遺
跡
発
掘
に
訪
れ
た
長

谷

部

本

人

と
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図12 1919年岡山県津雲貝塚発掘区平面図（島田・清野

1920）

ほか

同
年
、
京
大
が
実
施
し
た
岡
山
県
津
雲
貝
塚
（
島
田
・
清
野
ほ
か

一
九
二
○
）
や
熊
本
県
録
貝
塚
（
浜
田
・
榊
原
一
九
二
○
）
も
人
骨

の
発
掘
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
発
掘
面
積
は
約
四
○
○
㎡
以
上

（
津
雲
）
に
お
よ
び
、
国
府
遺
跡
の
数
十
㎡
を
大
き
く
上
回
る
。
こ

こ
で
も
国
府
遺
跡
第
二
回
発
掘
と
同
様
の
小
区
画
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
人
骨
の
年
代
決
定
の
必
要
性
を
意
識
し
た
も
の
だ
ろ

う
。
遺
物
に
つ
い
て
は
発
掘
区
画
ご
と
に
土
器
の
出
土
状
況
が
記
載

さ
れ
る
が
、
結
局
、
津
雲
で
は
貝
層
中
の
人
骨
に
伴
う
土
器
が
縄
文

土
器
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
轟
で
は
縄
文
土
器
以
外
が
遺
跡
か
ら
出
土

し
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
区
画
ご
と
の
各
種
土
器
の
特
徴
が
詳
述

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
府
の
よ
う
な
分
析
が
な
く
て
も
、
人
骨

が
縄
文
時
代
の
も
の
と
確
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡

発
掘
報
告
で
も
人
骨
発
掘
出
土
状
況
を
図
示
し
た
発
掘
区
平
面
図
が

大
き
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
図
一
二
）
。

人
骨
発
掘
を
目
的
と
し
て
発
掘
区
が
拡
大
し
て
い
き
、
人
骨
出
士

状
況
を
図
示
し
た
平
面
図
が
掲
載
さ
れ
る
の
は
国
府
発
掘
以
前
の
一

九
○
九
年
、
千
葉
県
余
山
貝
塚
発
掘
に
さ
か
の
ぼ
る
（
図
一
三
、
高
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島
一
九
○
九
）
。
余
山
貝
塚
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、

い
た
が
、
一
九
○
六
・
一
九
○
七
・
一
九
○
八
年
の
小
発
掘
で
一
体
ず
つ
人
骨
が
見

つ
か
っ
た
後
、
一
九
○
九
年
の
高
島
唯
峰
の
発
掘
で
新
た
に
一
三
体
の
人
骨

⑲
。
が
出
土
し
た
。
各
年
に
継
続
し
た
余
山
の
発
掘
も
人
骨
発
掘
が
主
目
的
で
あ

艶
珪
り
・
一
九
○
九
年
発
掘
の
平
面
図
に
は
貝
層
の
範
囲
と
人
骨
出
土
地
点
が
頭

槁
吐
位
と
と
も
に
図
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
出
土
例
が
増
加
す
る
人
骨
に

と

図
塒
対
す
る
強
い
関
心
が
継
続
し
、
浜
田
の
国
府
遺
跡
以
後
の
発
掘
区
画
を
明
示

兄

α

灯
こ
し
た
人
骨
出
土
状
況
の
平
面
図
の
図
示
に
い
た
る
と
考
え
て
よ
い
。

ｂ
咄
勾
，
や
込

吐
岬
浜
田
と
同
じ
頃
、
大
山
柏
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
先
史
学
を
学
ぶ
。
帰
国

骨
喝
後
、
大
山
史
前
学
研
究
所
を
設
立
し
、
縄
文
遺
跡
の
発
掘
を
行
い
、
史
前
学

人

骨

”
火
雑
誌
を
刊
行
し
た
。
と
も
に
、
多
く
の
後
進
を
育
て
た
点
も
浜
田
と
共
通
す

掘
画
る
。
こ
こ
で
は
、
同
様
に
、
発
掘
区
の
拡
大
と
分
散
が
大
山
の
発
掘
に
も
認

識
価
め
ら
れ
る
点
を
確
認
し
た
い
。

唄
名
大
山
柏
は
一
九
二
○
年
に
沖
縄
県
伊
波
貝
塚
を
発
掘
し
、
約
二
○
○
㎡
以

止

記
灘

駄

騨

蕊

踊

扉

鮮

遥

騨

蛭

鷆

千

ｒ

年
央
形
で
設
定
さ
れ
た
も
の
に
、
貝
塚
か
ら
下
が
る
斜
面
に
沿
っ
た
ト
レ
ン
チ
を

的
中
含
め
た
も
の
で
、
浜
田
の
設
定
し
た
人
工
的
な
区
画
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

岨

＊

佐
藤
伝
蔵
が
一
八
九
六
年
に
設
定
し
た
亀
ヶ
岡
の
発
掘
区
に
近
い
も
の
と
考

３

勵
え
て
よ
い
。
発
掘
区
の
区
分
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
発
掘
が
人
骨
発
掘

を
期
待
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
述
べ
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大
山
は
、
一
九
二
二
年
、
人
骨
収
集
を
目
的
と
し
て
愛
知
県
保
美
貝
塚
を
発
掘
し
、
約
一
五
○
㎡
以
上
の
長
方
形
に
近
い
発
掘
区
を
人

骨
出
土
状
況
と
と
も
に
図
示
し
て
い
る
（
大
山
一
九
二
三
）
。
発
掘
区
の
小
区
分
は
行
っ
て
い
な
い
。
人
骨
に
伴
う
土
器
は
縄
文
・
弥
生

が
混
在
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
同
年
、
大
山
は
千
葉
県
加
曾
利
貝
塚
を
調
査
し
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
．
Ｄ
各
地
点
の
位
置
を
示
し
た
実

測
図
も
作
成
す
る
が
（
図
一
四
、
大
山
一
九
三
七
）
、
こ
の
調
査
は
初
期
の
人
骨
研
究
を
主
導
し
た
小
金
井
良
精
が
加
曽
利
貝
塚
出
土
の

人
骨
発
掘
に
備
え
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
滝
口
一
九
七
六
）
。
一
九
二
四
年
に
小
金
井
良
精
は
そ
の
実
測
図
に
記
さ
れ
た
Ｂ
・
Ｄ

量

年

地

点

と
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た

に
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し
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郎
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山

内

清

男

・

甲
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勇

・

宮

坂

光

唄

れ

次

と

と

も

に

発

掘

し

、

Ｂ

・

Ｄ

地

点

か

ら

人
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矛

さ

晴

筆

一

二

体

分

を

得

た

（

八

幡

一

九

一

面

）

。

こ

の

発

・
勵
珈
掘
調
査
に
お
い
て
新
た
に
設
定
さ
れ
た
各
発
掘

た
よ
う
に
、

金
海
貝
塚

し
て
い
る
。

大

山

は

、

』
、
、
叱
幾
◇
国
『

、

、

や

、

、

◆

h

人
骨
発
掘
を
目
的
と
し
た
広
い
発
掘
区
を
設
定
し
た
貝
塚
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
。
浜
田
耕
作
に
よ
る
一
九
二
○
年
の
韓
国

（
浜
田
・
梅
原
一
九
二
三
）
は
人
骨
発
掘
を
期
待
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
約
一
三
○
○
㎡
以
上
の
発
掘
区
を
設
定

p号

･迫

‐
他
律
劾
確
区
の
詳
細
な
図
示
は
な
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い
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い
が
、
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”
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成
岨
点
点
地
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ｍ
四
方
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○
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↓
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刈
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こ
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記
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る
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皿
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＊

個

数
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○
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な

い

が

、

グ

リ

ッ

ド

が

図

~

４

Ａ
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さ

れ

て

い

る

（

西

田

二

○

一

四

）

。

野

帳

の
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こ
の
加
曽
利
貝
塚
の
地
点
別
発
掘
に
先
立
つ
一
九
二
一
年
、
榊
原

政
職
が
神
奈
川
県
諸
磯
貝
塚
の
発
掘
に
お
い
て
Ａ
・
Ｂ
と
名
付
け
た

二
地
点
を
発
掘
し
て
い
る
（
榊
原
一
九
一
二
ａ
）
。
榊
原
は
浜
田
の

発
掘
に
影
響
を
受
け
て
お
り
、
同
年
、
続
け
て
神
奈
川
県
江
戸
坂
貝

塚
に
Ａ
～
Ｃ
の
三
地
点
に
小
区
画
を
設
け
て
発
掘
し
、
各
地
点
間
の

貝
お
よ
び
土
器
の
様
相
の
違
い
に
言
及
し
て
い
る
（
図
一
五
、
榊
原

一
九
二
一
ｂ
）
。
い
ず
れ
も
比
較
的
狭
い
範
囲
に
複
数
地
点
を
設
定

す
る
点
、
浜
田
の
国
府
遺
跡
第
一
回
の
地
点
設
定
に
も
似
て
お
り
、

後
の
加
曾
利
貝
塚
の
地
点
設
定
と
も
共
通
す
る
。
こ
の
発
掘
は
人
骨

収
集
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
貝
塚
の
状
況
把
握
と
土
器
へ

の
関
心
が
優
先
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
頃
に
は
隣
接
し
た

地
点
で
土
器
に
差
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

図
や
写
真
に
よ
れ
ば
Ｄ
地
点
も
Ｅ
地
点
も
同
様
の
中
規
模
の
発
掘
区
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大
規
模
貝
塚
の
各
地
点
で
の

人
骨
調
査
を
目
的
と
し
た
発
掘
の
い
わ
ば
副
産
物
と
し
て
、
Ｅ
地
点
出
土
の
土
器
と
Ｂ
地
点
出
土
の
土
器
の
相
違
が
認
識
さ
れ
、
縄
文
中

期
の
加
曽
利
Ｅ
式
、
縄
文
後
期
の
加
曽
利
Ｂ
式
が
設
定
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

四
発
掘
手
法
と
土
器
編
年
研
究

す
＝

ー
４
窪 ろ

潮騒』
《
が
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〃
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図15 1921年神奈川県江戸坂貝塚発掘地点図

（榊原1921b)
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一
九
二
四
年
の
加
曾
利
貝
塚
の
発
掘
に
参
加
し
た
甲
野
勇
は
、
同
年
、
加
曾
利
貝
塚
の
発
掘
に
先
立
っ
て
横
浜
市
風
早
台
貝
塚
（
「
生

見
尾
村
貝
塚
」
）
を
調
査
し
、
総
計
約
一
五
㎡
に
な
る
隣
接
し
た
Ａ
～
Ｄ
の
小
規
模
の
方
形
区
画
を
設
定
し
た
（
図
一
六
、
甲
野
一
九
二

四
）
。
こ
の
設
定
の
仕
方
は
浜
田
が
発
掘
区
を
小
区
画
に
分
割
し
た
状
況
と
似
る
。
甲
野
は
、
こ
の
小
区
画
間
で
、
縄
文
土
器
の
様
相
に

差
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
小
さ
な
発
掘
区
を
分
割
し
て
設
置
す
る
状
況
は
同
年
に
八
幡
と
山
内
が
実
施
し
た
福
島
県
小
川
貝
塚

の
調
査
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
（
山
内
一
九
二
四
）
。
こ
こ
で
は
ま
ず
二
ｍ
四
方
の
小
区
画
を
発
掘
し
、
そ
の
周
囲
に
同
規
模
の
発
掘
区

を
設
定
し
て
順
次
発
掘
し
て
い
る
。
翌
一
九
二
五
年
、
長
谷
部
言
人
が
山
内
と
と
も
に
調
査
し
た
岩
手
県
大
洞
貝
塚
で
地
点
差
が
型
式
差

に
対
応
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
な
小
区
画
を
各
地
点
で
発
掘
し
た
成
果
に
も
と
づ
く
（
長
谷
部
一
九
二

五
）
。
こ
の
発
掘
も
基
本
的
に
は
長
谷
部
の
人
骨
発
掘
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
大
正
期
に
は
人
骨
収
集
を
主
目
的
と
し
た
発
掘
で
は
国
府
、
津
雲
、
保
美
の
よ
う
に
発
掘
区
画
を
拡
張
し
て
い
く
発
掘

~ E

＆全

褐色全

具

Ⅲ鍔

W

底

図16 1924年横浜市風早台貝塚発掘区

画図（甲野1924)

＊図示された人骨はこの貝塚発掘の

直接の契機となったもので、数年

前に偶然発見されていた。

方
法
と
、
加
曾
利
貝
塚
や
大
洞
貝
塚
な
ど
の
よ
う

に
、
大
貝
塚
の
各
地
点
に
小
区
画
の
発
掘
区
を
分

散
さ
せ
て
配
置
す
る
発
掘
方
法
が
併
用
さ
れ
て
い

た
。
拡
張
し
た
発
掘
区
内
の
土
器
の
様
相
の
差
は

国
府
遺
跡
な
ど
の
よ
う
に
人
骨
の
年
代
決
定
に
関

わ
っ
て
精
査
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
土
器
編

年
研
究
に
直
接
寄
与
し
た
の
は
小
区
画
を
一
遺
跡

の
各
地
点
に
分
散
し
て
配
置
す
る
手
法
で
あ
っ

た
。
こ
の
手
法
が
土
器
様
相
の
違
い
を
識
別
す
る

こ
と
に
役
立
つ
こ
と
が
関
東
地
方
で
い
ち
早
く
縄

文
土
器
型
式
細
別
に
応
用
さ
れ
て
い
く
。
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’

山
内
自
身
が
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
松
本
彦
七
郎
の
宮
城
県
里
浜
貝
塚
な
ど
の
層
位
的
発
掘
は
こ
れ
と
は
異
な
る
（
松

本
一
九
一
九
ａ
。
ｂ
）
。
松
本
彦
七
郎
の
発
掘
は
里
浜
で
は
崖
面
に
露
出
し
て
い
る
貝
塚
の
遺
物
包
含
層
を
上
面
・
側
面
か
ら
剥
離
し
た

り
、
宝
ヶ
峯
で
は
一
坪
程
度
の
区
画
を
六
層
に
分
層
し
な
が
ら
全
体
で
一
二
○
ｍ
程
度
掘
り
下
げ
る
よ
う
な
発
掘
方
法
で
あ
っ
た
。
松
本

は
明
治
期
の
垂
直
的
層
位
重
視
の
発
掘
を
よ
り
精
密
な
形
で
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
§
各
層
か
ら
得
ら
れ
る
土
器
片
数
は
少
な

く
、
松
本
の
土
器
分
析
が
器
形
、
文
様
、
厚
み
な
ど
の
個
々
の
属
性
の
変
化
を
追
う
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
土
器
型
式
と
し
て
の
実

態
、
す
な
わ
ち
各
属
性
が
統
合
し
た
土
器
の
実
態
の
把
握
が
客
観
的
に
困
難
で
あ
る
の
は
発
掘
方
法
に
も
起
因
す
る
。
山
内
は
松
本
の
影

響
を
強
調
す
る
が
、
土
器
型
式
を
細
か
く
分
類
し
て
変
化
を
追
う
と
い
う
山
内
編
年
の
重
要
な
原
則
で
あ
る
「
細
別
」
と
系
統
的
理
解
自

体
は
松
本
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
の
、
細
別
型
式
の
有
意
義
な
実
態
把
握
と
い
う
点
で
は
遺
跡
間
、
地
点
間
の
比
較
に
基
づ
く
短

期
間
の
土
器
型
式
の
把
握
が
必
要
だ
っ
た
。

地
点
差
を
縄
文
土
器
の
細
別
型
式
の
編
年
に
活
か
す
研
究
は
関
東
・
東
北
で
先
行
し
た
が
、
一
九
三
四
年
に
発
掘
さ
れ
た
京
都
市
北
白

川
小
倉
町
遺
跡
の
報
告
で
は
、
小
林
行
雄
が
北
方
発
掘
区
の
小
区
画
ご
と
の
土
器
分
類
点
数
集
計
グ
ラ
フ
を
作
成
し
、
層
位
学
的
所
見
と

刀
類
点
数
集
計
グ
ラ
フ
を
作
成
し
、
層
位
学
的
所
見
と
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１

１

１

１
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ｈ
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ｉ
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Ｉ
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第
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扇
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発
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殊

合

わ

せ

て

細

別

土

器

型

式

榊
紬
蝿
元
売
枢
蹄
析
が
可
能
に
な
る
基
礎
は
、
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短
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の

遺

物

の

ま

と

ま

り

７１図

の

確

認

で

あ

る

。

小

林

の

編
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年
も
特
殊
凸
帯
文
土
器
を
出
土
す
る
大
歳
山
遺
跡
が
す
で
に
発
掘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
土
器
型
式
の
把
握
が
進
み
、
こ
の
遺
跡
の
土
器

編
年
整
理
が
順
調
に
進
ん
だ
と
推
測
す
る
。

大
野
延
太
郎
一
八
九
九
「
常
陸
吹
上
貝
塚
調
査
報
告
」
「
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
一
五
六
、
二
○
七
’
二
二
頁

大
山
柏
一
九
二
一
「
越
前
国
松
島
村
通
珂
崎
遺
物
包
含
層
発
掘
概
報
」
「
人
類
学
雑
誌
』
三
六
’
四
・
五
・
六
・
七
、
六
七
’
八
○
頁

大
山
柏
一
九
二
二
『
琉
球
伊
波
貝
塚
発
掘
報
告
」
二
九
八
二
年
第
一
書
房
復
刻
版
）

大
山
柏
一
九
二
三
「
愛
知
県
渥
美
郡
福
江
町
保
美
平
城
貝
塚
発
掘
概
報
」
『
人
類
学
雑
誌
」
三
八
’
一
、
一
’
二
五
頁

大
山
柏
一
九
三
七
「
千
葉
県
千
葉
郡
都
村
加
曽
利
貝
塚
調
査
報
告
」
「
史
前
学
雑
誌
』
九
’
一
（
加
曽
利
貝
塚
号
）
、
一
’
六
八
頁

甲
野
勇
一
九
二
四
「
武
蔵
国
橘
樹
郡
生
見
尾
村
貝
塚
発
掘
報
告
」
『
人
類
学
雑
誌
」
九
’
四
、
五
・
六
、
一
八
四
’
一
九
九
頁

榊
原
政
職
一
九
二
一
ａ
「
相
模
国
諸
磯
石
器
時
代
遺
蹟
調
査
報
告
」
『
考
古
学
雑
誌
」
二
’
八
、
四
四
三
’
四
六
五
頁

榊
原
政
職
一
九
二
一
ｂ
「
久
比
里
貝
塚
に
就
て
（
一
）
」
『
考
古
学
雑
誌
』
二
’
一
○
、
五
八
四
五
九
一
頁

内
山
九
三
郎
一
八
九
三
「
武
蔵
国
荏
原
郡
調
布
村
字
峯
千
鳥
久
保
遺
跡
発
掘
」
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
」
八
六
、
三
○
八
’
三
一
二
頁

梅
原
末
治
一
九
三
五
「
京
都
北
白
川
小
倉
町
石
器
時
代
遺
跡
調
査
報
告
」
『
京
都
府
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
」
一
六

大
野
延
太
郎
一
八
九
八
「
羽
後
国
北
秋
田
郡
七
座
村
大
字
麻
生
上
ノ
山
遺
跡
取
調
報
告
（
第
一
回
こ
「
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
一
四
三
、
一

引
用
文
献

阿
部
政
功

一

七

頁

七
九
’
一
八
二
頁

大
野
延
太
郎
・
鳥
居
龍
蔵
一
八
九
五
「
秩
父
地
方
に
於
け
る
人
類
学
的
旅
行
」
「
東
京
人
類
学
雑
誌
』
二
○
、
二
九
三
’
三
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高
島
唯
峰
一
九
○
九
「
貝
塚
叢
話
」
「
考
古
界
」
八
’
五
、
二
二
七
’
二
三
○
頁

滝
口
宏
一
九
七
六
「
加
曽
利
南
貝
塚
の
調
査
」
「
加
曽
利
南
貝
塚
』
中
央
公
論
美
術
出
版

鳥
居
龍
蔵
一
八
九
三
「
武
歳
北
足
立
郡
貝
塚
村
貝
塚
内
部
ノ
状
態
」
「
東
京
人
類
学
雑
誌
」
九
二
、
七
二
’
七
三
頁

西
田
泰
民
二
○
一
四
「
一
九
二
四
年
の
加
曾
利
貝
塚
調
査
」
シ
国
昏
。
同
名
。
］
○
四
日
届
：
胃
の
（
〕
号
目
の
の
＄
の
烏
の
）
迄
。
巨
侶
（
旦
弓
・
息
回
酬

長
谷
部
言
人
一
九
一
九
「
宮
戸
島
里
浜
貝
塚
の
土
器
に
就
て
」
「
現
代
之
科
学
」
七
’
三
、
三
二
九
’
三
三
八
頁

長
谷
部
言
人
一
九
二
五
「
陸
前
大
洞
貝
塚
（
発
掘
）
調
査
所
見
」
「
人
類
学
雑
誌
」
四
○
’
一
○
、
三
四
九
’
三
六
○
頁

浜
田
耕
作
一
九
一
八
「
河
内
国
府
石
器
時
代
遺
跡
発
掘
報
告
」
『
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
」
第
二
冊

浜
田
耕
作
一
九
二
一
「
薩
摩
国
揖
宿
郡
指
宿
村
土
器
包
含
層
調
査
報
告
」
「
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
」
第
六
冊

浜
田
耕
作
・
梅
原
末
治
一
九
二
三
「
金
海
貝
塚
発
掘
調
査
報
告
」
「
大
正
九
年
度
古
蹟
調
査
報
告
」
第
一
冊
朝
鮮
総
督
府

浜
田
耕
作
・
榊
原
政
職
一
九
二
○
「
肥
後
国
宇
土
郡
轟
村
荘
貝
塚
発
掘
報
告
」
『
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
」
第
五
冊

浜
田
耕
作
・
辰
馬
悦
蔵
一
九
二
○
「
河
内
国
府
石
器
時
代
遺
跡
第
二
回
発
掘
報
告
」
『
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
」
第
四
冊

浜
田
耕
作
・
島
田
貞
彦
一
九
二
一
「
薩
摩
国
出
水
郡
出
水
町
尾
崎
貝
塚
調
査
報
告
」
『
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
」
第
六
冊

蒔
田
鎗
次
郎
一
八
九
七
「
弥
生
式
土
器
」
「
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
一
三
八
、
四
八
一
’
四
八
五
頁

蒔
田
鋪
次
郎
一
九
○
二
「
弥
生
式
土
器
と
共
に
貝
を
発
見
せ
し
事
に
就
て
」
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
一
九
二
、
二
三
三
’
二
三
九
頁

佐
藤
重
紀
一
八
九
○
「
陸
奥
国
上
北
郡
の
竪
穴
」
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
一
五
一
、
二
五
六
’
二
六
三
頁

佐
藤
伝
蔵
一
八
九
四
「
常
陸
国
福
田
村
貝
塚
探
求
報
告
」
「
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
一
○
○
、
三
八
四
’
四
二
○
頁

佐
藤
伝
蔵
一
八
九
六
「
陸
奥
亀
ヶ
岡
第
二
回
発
掘
報
告
」
「
東
京
人
類
学
会
雑
誌
」
一
二
四
、
三
八
九
’
四
六
七
頁

佐
藤
伝
蔵
・
若
林
勝
邦
一
八
九
四
「
常
陸
国
浮
島
村
貝
塚
探
求
報
告
」
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
一
○
五
、
一
○
六
’
二
五
頁

島
田
貞
彦
・
清
野
謙
次
・
梅
原
末
治
一
九
二
○
「
備
中
国
浅
口
村
津
雲
貝
塚
発
掘
報
告
」
「
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
」
第

五

冊
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山
本
順
輔
一
八
九
七
「
岡
川
県
下
に
於
け
る
貝
塚
発
見
報
告
」
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
」
一
三
○
、
一
三
四
’
一
四
一
頁

横
浜
市
歴
史
博
物
館
編
二
○
一
三
『
Ｎ
Ｇ
・
マ
ン
ロ
ー
と
日
本
考
古
学
ｌ
横
浜
を
掘
っ
た
英
国
人
学
者
』
横
浜
市
歴
史
博
物
館

与
日
四
、
ご
ａ
獣
、
四
宮
、
ｎ
品
紹
、
Ｏ
冨
冒
冒
嬰
呈
巨
○
巨
且
四
一
国
厨
、
三
、
（
一
九
八
三
年
第
一
書
房
復
刻
版
）

自
。
厨
の
、
闇
品
弓
、
里
呈
ョ
。
亘
且
い
○
８
日
目
、
巨
の
日
。
尉
○
津
胃
段
の
ョ
、
の
ロ
ｇ
閏
目
の
具
忌
ｇ
Ｒ
噌
昏
ａ
員
ぐ
の
国
々
ｏ
国
際
鄙
）

巨
匡
昌
○
、
ｚ
畠
ｏ
ｏ
ａ
ｏ
。
ｓ
房
、
白
目
⑦
宮
ｍ
ｇ
胃
苛
冨
目
、
、
（
一
九
二
年
の
再
版
に
基
づ
く
一
九
八
二
年
第
一
書
房
復
刻
版
）

松
本
彦
七
郎
一
九
一
九
ａ
「
陸
前
国
宝
ヶ
峯
貝
塚
の
分
層
的
小
発
掘
成
績
」
「
人
類
学
雑
誌
』
三
四
’
五
、
一
六
一
’
一
六
六
頁

松
本
彦
七
郎
一
九
一
九
ｂ
「
宮
戸
島
里
浜
介
塚
の
分
層
的
発
掘
成
績
」
『
人
類
学
雑
誌
」
三
四
’
九
、
二
八
七
’
三
一
五
頁

八
木
奨
三
郎
一
九
○
七
「
中
間
土
器
（
弥
生
式
土
器
）
の
貝
塚
調
査
報
告
」
「
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
二
五
○
、
一
三
四
’
一
四
二
頁

八
木
奨
三
郎
・
下
村
三
四
吉
一
八
九
三
「
常
陸
国
椎
塚
介
嘘
発
掘
報
告
」
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
」
八
七
、
三
三
六
’
三
八
九
頁

八
木
奨
三
郎
・
下
村
三
四
吉
一
八
九
四
「
下
総
国
香
取
郡
阿
玉
台
貝
塚
探
求
報
告
」
「
東
京
人
類
学
会
雑
誌
」
九
七
、
二
五
四
’
二
八
五
頁

八
幡
一
郎
一
九
二
四
「
千
葉
県
加
曾
利
貝
塚
の
発
掘
」
『
人
類
学
雑
誌
』
九
’
四
・
五
・
六
、
二
○
九
’
二
一
二
頁

矢
野
健
一
二
○
一
八
「
大
阪
の
縄
文
土
器
と
縄
文
研
究
の
現
状
」
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
河
内
地
域
の
縄
文
時
代
遺
跡
と
縄
文
土
器
資
料
集
」
大

矢
野
健
一
・
村
上
昇
・
加
藤
雅
士
・
近
藤
奈
央
二
○
○
四
「
岡
山
県
高
島
黒
土
遺
跡
資
料
」
「
岡
山
県
高
島
黒
土
遺
跡
資
料
茨
城
県
前
浦

遺
跡
資
料
動
物
埴
輪
資
料
」
山
内
清
男
考
古
資
料
一
四
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
史
料
第
六
六
冊
）

山
内
清
男
一
九
二
四
「
磐
城
国
新
地
村
小
川
貝
塚
発
掘
略
記
（
小
川
貝
塚
’
三
貫
地
貝
塚
ｌ
竪
穴
群
）
」
『
人
類
学
雑
誌
』
九
’
四
・
五
・

阪
歴
史
博
物
館

ノ、

､

二

三

二

三
ノ、

頁

（
立
命
館
大
学
文
学
部
教
授
）
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