
土
器
時
代
か
ら
繩
文
・
弥
生
・
古
墳
と
各
時
代

の
遺
跡
を
始
め
、
戦
国
時
代
の
城
跡
も
多
く
発

見
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
他
の
有
形
・
無
形
及

び
民
俗
文
化
財
も
相
当
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
参
考
ま
で
に
市
内
の
現
況
を
記
載
す
る
。

○
城
跡
館
跡
　
約
五
九
ヶ
所

　
山
城
の
た
め
開
発
に
よ
り
大
部
分
は
姿
を
消

し
た
が
、
茅
ヶ
崎
城
跡
は
殆
ん
ど
完
全
な
形
を

残
し
て
い
る
。
小
机
城
跡
も
中
心
部
は
残
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
戦
国
時
代
の
戦
略
史
研
究

上
貴
重
な
資
料
で
あ
ろ
う
。

　
遺
跡
の
保
護
・
保
存
と
指
導
方
針

　
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
経
済
成
長
は

本
市
の
様
相
を
一
変
さ
せ
、
全
市
域
に
亘
る
急

激
な
都
市
化
は
公
共
事
業
私
企
業
を
問
わ
ず
開

発
に
次
ぐ
開
発
現
象
と
な
り
、
文
化
財
は
滅
失

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
た
め
、

本
市
で
は
昭
和
四
十
四
年
に
文
化
財
保
護
措
置

要
綱
を
制
定
し
指
導
順
位
を
次
の
順
と
定
め
、

諸
開
発
施
工
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
対
処
し
て

き
て
い
る
現
状
で
埋
蔵
文
化
財
保
護
行
政
の
う

え
で
は
か
な
り
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

１
　
保
存
で
き
る
も
の
は
極
力
現
状
保
存
す
る

２
　
開
発
計
画
の
中
に
遺
跡
を
と
り
入
れ
、
公

　
園
広
場
な
ど
に
し
て
活
用
す
る
。

３
　
発
掘
調
査
し
て
記
録
を
保
存
す
る
、
ま
た

　
遺
跡
保
存
の
基
本
方
針
と
し
て
は
全
国
的
に

　
み
て
特
に
重
要
で
あ
り
、
本
市
が
保
存
し
な

　
い
と
そ
の
種
の
遺
跡
は
滅
失
す
る
よ
う
な
貴

　
重
な
遺
跡
の
み
保
存
す
る
。

文
化
財
保
護
行
政
を
進
め
る
う
え
で
対
処
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
保
存
を
ふ

ま
え
た
う
え
で
伝
統
と
創
造
、
保
存
と
開
発
と

い
う
競
合
を
同
時
に
ど
う
調
整
し
て
解
決
し
て

い
く
か
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
保
存
さ
れ
た
文
化
財
に
つ
い
て
は

限
ら
れ
た
財
源
で
保
存
さ
れ
た
以
上
、
充
分
な

維
持
管
理
と
活
用
に
努
め
な
か
っ
た
な
ら
ば
保

存
の
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
　
そ
の
活
用
は

　
文
化
財
が
活
用
さ
れ
る
度
合
い
は
、
そ
の
維

持
管
理
状
態
い
か
ん
に
よ
る
と
思
う
。
な
ぜ
活

用
さ
れ
に
く
い
か
、
そ
れ
は
活
用
に
適
当
な
媒

体
が
殆
ん
ど
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
え
よ
う
。

　
媒
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
望
ま
し
い
か
？

「
古
代
人
の
着
物
は
？
　
食
物
は
？
　
住
ま
い

は
？
」
こ
ん
な
素
朴
な
質
問
こ
そ
活
用
方
法
に

取
り
入
れ
る
べ
き
で
、
限
ら
れ
た
人
達
に
供
す

る
高
度
な
媒
体
に
止
ま
る
こ
と
か
く
、
い
つ
で

も
誰
で
も
、
家
族
ぐ
る
み
で
理
解
が
で
き
興
味

を
わ
か
せ
る
よ
う
な
媒
休
が
必
要
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
史
跡
公
園
を
と
り
ま
い
て
そ
の
周

囲
に
は
各
種
の
文
化
財
を
種
別
に
、
し
か
も
同

時
に
公
開
で
き
る
施
設
が
ほ
し
い
。

　
静
的
展
示
と
と
も
に
動
的
な
実
験
公
開
施
設

も
必
要
で
、
映
画
館
、
図
書
館
、
集
会
所
、
休

憩
広
場
等
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
た
環
境
が
あ

っ
て
こ
そ
活
用
さ
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

民
俗
と
民
俗
文
化
財

　
　
つ
か
め
て
な
い
横
浜
民
俗

　
民
間
に
伝
え
ら
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
衣

食
住
・
生
業
・
信
仰
・
年
中
行
事
・
人
の
一
生

等
に
関
す
る
風
俗
・
習
慣
・
芸
能
等
の
ほ
か
、

い
わ
ゆ
る
民
話
と
い
わ
れ
て
い
る
伝
説
・
昔

話
、
民
謡
、
諺
等
の
口
承
文
芸
を
含
め
て
、
民

間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
総
て
を
「
民
俗
」

と
い
い
、
こ
れ
を
比
較
し
、
総
合
的
に
そ
の
推

移
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
学
問
が
「
民
俗
学
」

で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
わ
が
県
の
民
俗
学
の
歴
史
は
極
め
て
浅
く
、

本
格
的
な
民
俗
調
査
が
始
ま
っ
た
の
は
、
大
正

　
一
般
的
に
み
て
文
化
財
保
護
行
政
の
一
環
と

し
て
将
来
の
文
化
向
上
の
糧
と
す
る
た
め
市
民

に
文
化
財
を
活
用
さ
せ
る
施
策
の
必
要
は
充
分

認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
歓
迎
も
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　
文
化
財
の
保
護
・
保
存
は
市
民
一
人
ひ
と
り

の
理
解
と
認
識
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
実
を
結

ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
化
財
保

護
行
政
推
進
の
た
め
に
は
、
市
民
に
対
し
て

″
文
化
財
の
活
用
″
と
″
文
化
財
に
対
す
る
愛

護
思
想
の
普
及
啓
発
″
を
は
か
る
こ
と
が
必
要

か
つ
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
今
後
一
層
努
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。都

市
開
発
局
　
中
村
亮
雄

の
末
頃
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
比
較
的
古
い

民
俗
が
残
さ
れ
て
い
る
離
島
や
僻
地
の
農
・
山

・
漁
村
の
総
合
調
査
が
進
め
ら
れ
、
学
問
と
し

て
の
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
体
系
づ
け
ら
れ
た
の

は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
横
浜
市
域
は
、
開
港
以
来
、
首
都
東
京
都
心

部
と
共
に
都
市
化
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
民
俗

調
査
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
が
少
な
い
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
総
合
的
な

調
査
は
、
近
年
数
例
が
行
な
わ
れ
た
に
過
ぎ

ず
、
そ
れ
ま
で
は
、
わ
ず
か
に
断
片
的
な
報
告

が
関
係
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
「
郷
土
研
究
」
「
旅

と
伝
説
」
「
民
間
伝
承
」
等
に
発
表
さ
れ
た
に

44
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○
遺
跡
件
数
二
、
二
七
六
（
周
知
の
遺
跡
）

○
指
定
文
化
財



過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
今
か
ら
思
え
ば
、
東
京
都
心
部
に
近
い
こ
と

だ
け
で
調
査
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
誠
に
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
も

昭
和
二
十
九
年
に
な
っ
て
、
市
内
に
相
模
民
俗

学
会
が
誕
生
し
、
そ
の
会
員
等
に
よ
っ
て
機
関

誌
「
民
俗
」
に
も
市
域
の
民
俗
の
一
部
が
報
告

さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
市
域
の
中
で
も
現
在
の

緑
区
・
瀬
谷
区
・
戸
塚
区
等
の
近
郊
農
村
地
帯

か
ら
、
地
域
的
な
特
色
を
持
つ
幾
つ
か
の
事
例

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
　
「
ミ
カ
リ
婆
さ
ん
」
の
来
る
日

　
そ
の
う
ち
幾
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
る
と
、
二

月
八
日
や
師
走
八
日
に
行
な
わ
れ
る
「
コ
ト
八

日
」
の
行
事
は
、
も
う
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
日
に
は
「
一
つ
目
小

僧
」
が
来
る
日
だ
と
い
っ
て
、
目
籠
を
竹
竿
の

先
に
つ
け
て
庭
に
立
て
た
り
す
る
習
俗
が
広
く

記
憶
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
県
下
殆
ん

ど
の
地
方
で
も
変
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
多

摩
川
の
下
流
域
を
中
心
に
限
ら
れ
た
範
囲
で
、

こ
の
日
を
「
ミ
カ
リ
婆
さ
ん
」
の
来
る
日
だ
と

い
う
伝
承
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
西
で
は
鶴
見
川

流
域
か
ら
も
、
幾
つ
か
の
報
告
が
あ
り
、
そ
の

広
が
り
は
、
県
下
で
は
、
川
崎
・
横
浜
市
域
以

外
に
は
出
な
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

お
盆
の
前
後
に
緑
区
内
を
歩
い
て
い
る
と
、
家

々
の
門
口
に
、
土
盛
り
を
し
た
祖
霊
の
送
迎
の

火
を
た
く
祭
壇
を
見
受
け
る
が
、
こ
れ
は
、
県

央
を
中
心
と
し
た
特
殊
な
習
俗
で
、
緑
区
が
、

そ
の
分
布
の
東
限
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
生
業
の
例
で
は
、
稲
作
に
「
摘

み
田
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
種
も
み
と
肥
料

を
混
ぜ
合
せ
て
水
田
に
直
播
き
を
す
る
方
法

で
、
明
治
の
末
期
に
は
殆
ん
ど
田
植
え
に
よ
る

稲
作
に
切
り
替
え
ら
れ
た
が
、
横
浜
・
川
崎
の

丘
陵
の
、
い
わ
ゆ
る
谷
戸
田
に
残
さ
れ
て
い
た

稲
作
の
慣
行
で
あ
っ
た
。
谷
戸
の
幅
が
狭
く
、

ま
た
湧
水
の
た
め
水
が
冷
た
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
稲
の
成
育
が
悪
い
こ
と
か
ら
、
早
稲
を
早

く
成
長
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
方
法

で
、
肥
料
の
発
達
と
技
術
開
発
に
よ
っ
て
消
え

た
技
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
方
法
は

横
浜
を
含
む
多
摩
丘
陵
南
部
地
方
だ
け
の
こ
と

で
、
市
域
の
中
で
も
、
三
浦
半
島
寄
り
の
所
で

は
そ
の
根
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
県
下
で
は
相
模

川
以
西
の
地
域
か
ら
の
報
告
は
ま
だ
な
い
。

と
し
て
は
む
し
ろ
例
が
少
な
く
、
緑
区
池
辺
町

や
保
土
谷
区
峰
岡
町
等
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は

蛇
を
水
神
と
す
る
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
獅
子
舞
の
い
ろ
い
ろ

　
市
内
の
獅
子
舞
に
は
、
一
人
立
ち
三
頭
獅
子

と
行
道
獅
子
、
祭
り
囃
子
連
が
舞
う
代
神
楽
獅

子
等
が
あ
る
。

　
緑
区
あ
ざ
み
野
の
牛
込
獅
子
舞
は
、
元
石
川

驚
神
社
の
獅
子
舞
と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て

い
る
も
の
が
主
体
で
、
三
頭
の
獅
子
が
幣
負
い

　
（
仲
立
ち
）
を
中
心
に
舞
う
も
の
で
、
こ
の
形

式
の
獅
子
舞
は
県
下
で
も
相
模
川
以
東
に
分
布

し
て
い
る
。
同
区
鉄
町
の
同
形
式
の
獅
子
舞

は
、
戦
後
復
活
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
中
絶
し

あ
ざ
み
野
の
獅
子
舞
に
吸
収
さ
れ
た
と
聞
い
て

い
る
。
ま
た
、
港
北
区
諏
訪
神
社
の
も
の
は
絶

え
て
久
し
い
。

　
港
北
区
鳥
山
の
行
道
獅
子
は
、
天
保
三
年
に

作
ら
れ
た
大
き
な
獅
子
頭
で
、
胴
幕
に
多
く
の

人
が
入
り
練
り
歩
く
も
の
で
、
市
内
と
し
て
は

珍
し
い
古
い
形
式
の
も
の
で
あ
る
。

　
祭
り
囃
子
の
保
存
会
は
、
港
南
区
笹
下
町

岡
、
保
土
ヶ
谷
区
川
島
町
、
瀬
谷
区
阿
久
和
町

の
も
の
が
市
の
教
育
委
員
会
に
登
録
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長
を
持
っ
て
代
神
楽
系
の

獅
子
舞
を
併
せ
て
伝
承
し
て
い
る
が
、
こ
の
ほ

か
に
も
、
港
北
区
・
緑
区
・
保
土
ヶ
谷
区
な
ど

を
中
心
に
、
約
七
十
ヵ
所
で
伝
承
さ
れ
て
い
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数
多
く
残
る
民
俗
芸
能

　
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
「
文
化
財
保
護
法
」
に

は
、
現
在
、
民
俗
文
化
財
と
し
て
「
無
形
民
俗

文
化
財
」
と
「
有
形
民
俗
文
化
財
」
が
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
、
無
形
民
俗
文
化
財
に
含
ま
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
民
俗
芸
能
は
、
市
域
に
も
数
多

く
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
県
の
指
定
を
う
け
た
「
お
馬
流
し
」
は
、
中

区
本
牧
の
本
牧
神
社
で
旧
暦
六
月
十
五
日
に
行

ち

が
や

わ
れ
た
神
事
で
、
茅
で
作
っ
た
馬
の
形
を
頭
上

に
い
た
だ
き
、
舟
に
移
し
て
、
沖
合
い
で
茅
の

お
馬
を
御
送
り
す
る
行
事
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
様
な
神
事
が
、
七
月
十
五
日
に
金

沢
区
富
岡
八
幡
神
社
の
氏
子
に
よ
っ
て
、
「
祇

園
舟
」
と
い
う
芦
の
葉
で
作
っ
た
舟
を
使
っ

て
、
こ
れ
も
、
舟
に
移
し
て
沖
合
へ
送
る
と
い

う
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
月
六
日

に
行
わ
れ
る
鶴
見
区
生
麦
の
「
蛇
も
蚊
も
」
は

か
や

二
つ
の
町
内
で
、
茅
で
作
っ
た
蛇
体
を
か
つ

ぎ
、
「
ジ
ャ
モ
カ
モ
デ
タ
ケ
ー
・
ヒ
ョ
リ
ノ
ア

メ
ケ
」
と
囃
し
な
が
ら
町
内
を
練
り
歩
い
た

後
、
こ
れ
も
舟
で
沖
へ
運
ん
で
流
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
厄
病
な
ど
を
も
た
ら
す

よ

り

し

ろ

御
霊
を
、
″
馬
″
″
舟
″
″
蛇
体
″
を
依
代
と

し
て
こ
れ
に
移
し
、
潮
流
に
乗
せ
て
送
る
行
事

で
あ
っ
た
。
今
は
、
新
暦
に
移
り
、
祭
事
を
行

う
の
に
都
合
の
よ
い
日
に
替
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
行
事
は
潮
流
の
干
満
を
と
ら
え

た
神
事
で
、
市
域
の
漁
村
に
伝
え
ら
れ
た
特
異

な
御
言
信
仰
で
あ
る
。

　
蛇
体
を
逐
邪
に
用
い
る
こ
と
は
、
港
北
区
師

岡
の
熊
野
神
社
の
氏
子
に
よ
っ
て
一
月
八
日
に

　
「
シ
メ
ヨ
リ
」
の
行
事
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
氏
子
が
持
ち
寄
っ
た
藁
で
、
四
体

の
蛇
体
を
村
境
へ
掛
け
る
神
事
で
、
戦
後
数
回

形
ば
か
り
の
復
活
を
し
た
が
、
今
は
中
断
さ
れ

て
い
る
。
厄
病
が
流
行
し
た
時
に
行
わ
れ
た

マ
ヽ
チ
キ
リ
」
の
行
事
も
同
様
で
あ
り
、
戸
塚

だ
い
わ
ら
じ

区
下
倉
田
の
「
大
草
鞋
」
を
掛
け
る
行
事
も
ま

た
、
同
じ
で
あ
る
。

　
蛇
体
を
作
っ
て
雨
乞
い
を
行
う
の
は
、
市
内



た
。
こ
れ
ら
を
、
正
確
に
系
統
別
に
分
類
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
江
戸
の
祭
り
囃
子
を
原

流
と
し
て
、
特
に
開
港
後
、
急
速
に
分
布
を
広

げ
た
形
跡
が
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
時
期
に
流
布
さ
れ
た
も

の
に
飴
屋
踊
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
粉
屋
踊
と

か
万
作
踊
と
も
い
か
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ば
農

民
芸
能
で
あ
る
。
手
踊
り
と
、
歌
舞
伎
に
模
し

た
段
物
と
い
う
芝
居
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
保
存
会
な
ど
を
作
っ
て
伝
承
し
て

い
る
団
体
は
な
い
よ
う
だ
が
、
伝
承
者
は
か
な

り
多
く
、
今
な
ら
ば
復
活
が
可
能
で
は
な
か
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
鶴
見
区
市
場
町
熊
野
神
社
の
宮
司
萩
原
家
に

伝
わ
っ
た
神
代
神
楽
は
、
伝
統
も
古
く
（
現
在

同
区
矢
向
町
の
日
枝
神
社
の
宮
司
萩
原
式
典
氏

が
所
掌
）
、
川
崎
市
域
に
も
出
張
し
て
舞
わ
れ

て
い
る
。
市
内
に
は
、
こ
の
市
場
神
楽
の
ほ
か

に
、
子
安
神
楽
の
系
統
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
範
躊

に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
金
沢
区
平
潟
漁

業
組
合
が
行
う
汐
祭
り
、
旭
区
善
部
町
妙
蓮
寺

の
御
会
式
に
演
じ
ら
れ
る
曲
題
目
、
戸
塚
区
戸

塚
町
の
「
お
札
撒
き
」
の
踊
り
等
が
あ
る
。

　
ま
た
、
古
民
謡
や
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し

て
、
横
浜
木
遣
保
存
会
、
南
区
に
あ
る
野
毛
山

節
保
存
会
、
横
浜
古
民
謡
保
存
協
会
等
が
、
正

統
な
伝
統
を
次
の
世
代
に
伝
え
る
べ
く
努
力
し

て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
古
民
謡

は
、
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
多
い
。

　
身
近
か
な
例
で
は
、
先
般
行
わ
れ
た
釜
利
谷

開
発
地
区
の
文
化
財
調
査
で
磯
子
区
氷
取
沢
の

人
々
が
歌
っ
て
く
れ
た
田
植
唄
、
焼
米
つ
き
唄

な
ど
は
、
民
謡
と
し
て
は
古
い
形
が
整
っ
て
お

り
、
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ま
ま
で

は
、
消
滅
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。

　
失
わ
れ
ゆ
く
民
俗
文
化
の
保
存
を

　
市
内
の
有
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
、
保
存
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
県
立
博
物
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
八
聖
殿

等
、
市
の
施
設
に
納
め
ら
れ
て
い
る
幾
つ
か
の

も
の
は
あ
る
が
、
計
画
的
に
集
め
ら
れ
た
も
の

や
、
国
・
県
等
の
指
定
を
受
け
る
べ
き
も
の

は
、
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
民
家
に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
無
計
画
に
近
い

開
発
と
一
時
期
の
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
め
ぼ

し
い
も
の
は
既
に
失
わ
れ
、
一
部
を
除
い
て
は

十
分
な
調
査
さ
え
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
江
戸
末
期
以
降
の
海
岸
線
の
埋
立
に
よ
っ

て
、
自
然
の
海
岸
線
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

海
岸
線
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
漁
法
等
の
民
俗
調

査
は
、
殆
ん
ど
行
わ
れ
ず
、
残
さ
れ
た
漁
具
等

の
計
画
的
な
収
集
保
存
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
農
業
人
口
は
年
々
減
少
し
て
、
戦
前
使
用
さ

れ
た
農
具
も
、
農
家
の
納
屋
の
隅
に
ほ
こ
り
を

か
ぶ
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
路
傍
の
石
仏
は

失
わ
れ
、
村
・
寺
社
・
家
庭
を
中
心
と
し
た
人

々
の
生
活
や
、
信
仰
に
伴
う
器
具
は
、
日
を
追

っ
て
焼
却
場
に
運
ば
れ
、
時
代
の
変
遷
と
都
市

化
の
波
は
、
市
域
の
民
俗
の
大
半
を
失
い
つ
つ

あ
る
。

　
市
民
の
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
文
化
を
こ
の
ま

ま
の
状
態
で
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
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こ
こ
数
年
来
横
浜
市
の
各
区
か
ら
区
史
・
郷

土
誌
が
相
つ
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他

民
間
有
志
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
郷
土
誌

も
多
数
刊
行
さ
れ
、
い
ず
れ
も
市
民
か
ら
歓
迎

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
区
史
・
郷
土
誌
の
編
さ
ん
に
は
、

郷
土
史
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
郷
土
愛
好
者

・
土
地
の
古
老
等
多
く
の
人
々
が
協
力
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
郷
土
研
究
に
関

心
の
あ
る
方
々
が
、
市
内
で
ど
の
位
グ
ル
ー
プ

を
組
織
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
市
教
育

委
員
会
発
行
の
横
浜
市
文
化
団
体
名
簿
（
一
九

七
六
年
版
）
に
よ
る
と
、
郷
土
研
究
の
項
に
寺

尾
郷
土
研
究
会
を
含
め
て
五
団
体
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
図
書
館
で
各
区
市
民
課
等
を

通
し
て
知
り
得
た
団
体
は
別
表
の
通
り
七
団
体

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
他
に
も
団
体
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
拙
速
の
こ
と
で
あ
り
ご
容

赦
を
い
た
だ
き
た
い
。

　
郷
土
研
究
団
体
の
あ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
会
の

歴
史
も
あ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
っ
て
い

る
。
七
団
体
の
中
で
民
間
の
自
主
的
運
営
に
よ

る
も
の
は
寺
尾
郷
土
研
究
会
だ
け
で
、
他
の
団

体
は
区
ま
た
は
図
書
館
と
の
協
力
で
運
営
さ
れ

て
い
る
。
郷
土
研
究
の
裙
野
を
拡
げ
る
と
い
う

重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
れ
ら
団
体
の
運

営
は
な
か
な
か
難
し
い
面
が
あ
る
。

　
今
後
こ
の
種
団
体
が
増
え
て
ゆ
く
可
能
性
が

多
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
の

が
研
究
の
上
で
も
、
活
動
の
上
で
も
よ
い
の

か
、
横
の
連
係
も
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

等
を
、
今
後
の
運
営
の
中
で
工
夫
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
神
奈
川
県
史
・
横
浜
市
史
等
が
刊
行
中

で
あ
り
、
研
究
誌
と
し
て
神
奈
川
県
史
研
究
を

始
め
と
し
て
数
種
が
刊
行
さ
れ
て
、
県
お
よ
び

県
内
の
地
方
史
研
究
は
一
段
と
進
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
市
内
各
郷
土

研
究
団
体
が
郷
土
研
究
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て

丹
念
な
調
査
研
究
を
行
っ
て
、
そ
の
成
果
を
発

表
し
て
頂
く
な
ら
ば
、
研
究
は
さ
ら
に
深
ま
り

拡
げ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

で
、
幅
広
い
市
民
の
協
力
と
市
域
内
外
に
住
む

民
俗
学
徒
の
助
力
を
得
て
、
そ
の
記
録
・
保
存

・
助
成
の
た
め
行
政
面
で
の
積
極
的
な
企
画
と

指
導
と
援
助
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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