
特
集
・
博
物
館
を
考
え
る
⑤

地
域
の
野
外
博
物
館
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
文
化
活
動
の
場
と
し
て

後
藤
和
民

一
―
は
じ
め
に

ニ
―
博
物
館
に
対
す
る
新
し
い
観
点

三
―
加
曽
利
貝
塚
の
捕
え
方

四
―
史
跡
整
備
の
計
画

五
―
「
縄
文
の
森
と
水
辺
」
構
想

六
―
お
わ
り
に

一
―
は
じ
め
に

　
い
ま
や
「
観
光
」
と
い
う
言
葉
は
、
余
り
に
通
俗
化

し
、
無
自
覚
な
観
光
客
の
心
な
い
行
動
に
よ
っ
て
各
地

の
観
光
地
が
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
っ
か

り
汚
染
し
て
し
ま
っ
た
。

　
「
観
光
」
と
は
、
も
と
も
と
日
本
語
で
は
な
く
、

〝
Ｓ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ
-
ｓ
ｅ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
〟
の
翻
訳
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
中
国

古
代
の
『
易
経
』
の
な
か
の
「
観
二
国
之
光
こ
と
い
う

文
章
か
ら
で
き
た
言
葉
で
あ
る
。
「
国
之
光
」
と
は
、
そ

の
国
が
も
つ
独
特
の
自
然
環
境
や
歴
史
的
環
境
な
ど
、

そ
の
国
の
生
活
環
境
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
を
指
し
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、
も
と
も
と
そ
の
地
に
天
然
に
備
わ
っ

た
も
の
で
は
な
い
。
長
い
間
、
そ
の
国
の
人
び
と
が
そ

こ
に
価
値
を
見
出
し
、
必
死
の
努
力
に
よ
っ
て
育
て
守

り
維
持
し
て
き
た
成
果
で
あ
り
、
い
わ
ば
文
化
的
遺
産

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
自
然
環
境
や
歴

史
的
環
境
を
観
れ
ば
、
そ
の
文
化
水
準
や
治
安
状
態
が

わ
か
る
。
い
わ
ば
、
そ
の
国
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の
だ

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
新
し
い
街
づ
く
り
を
す
る
に
は
、
こ
の
「
観
光
」
の

本
来
的
な
意
義
に
た
ち
も
ど
っ
て
、
そ
の
地
域
の
生
活

環
境
そ
の
も
の
が
「
国
之
光
」
と
な
る
よ
う
な
ア
メ
ニ

テ
ィ
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
あ
っ
て
こ
そ
、
他

国
か
ら
訪
ね
て
行
く
価
値
も
あ
り
、
観
光
の
対
象
と
も

な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
文
化

観
光
」
の
観
点
か
ら
、
新
し
い
本
質
的
な
街
づ
く
り
を

し
よ
う
と
い
う
気
運
が
、
い
ま
や
各
地
で
活
発
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
そ
の
文
化
観
光
の
基
盤
と
な
る
各
地
の
自

然
と
歴
史
を
、
実
質
的
に
保
存
し
活
用
す
る
場
と
し
て

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
実
は
地
域
の
野
外

博
物
館
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
千
葉
市
に
あ
る
加
曽
利
貝
塚
博
物
館
を
例

に
あ
げ
て
、
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
野
外
博
物
館
の
あ

り
方
を
模
索
し
て
み
た
い
と
思
う
（
写
真
）
。

ニ
―
博
物
館
に
対
す
る
新
し
い
観
点

①
―
従
来
の
博
物
館
の
分
類

　
博
物
館
法
の
「
公
共
博
物
館
の
設
置
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
」
（
昭
和
四
十
八
年
文
部
省
告
示
）
に
よ
る
と
、

日
本
の
博
物
館
は
人
文
科
学
系
博
物
館
・
自
然
系
博
物
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館
お
よ
び
総
合
博
物
館
の
三
種
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。

各
種
の
博
物
館
に
関
す
る
概
説
書
を
み
て
も
、
い
ず
れ

も
基
本
的
に
は
こ
の
分
類
と
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は

そ
の
分
類
の
基
準
が
、
そ
の
博
物
館
に
お
い
て
取
扱
う

資
料
や
、
調
査
・
研
究
の
対
象
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
。

い
ず
れ
も
が
分
化
科
学
や
教
科
教
育
の
専
門
分
野
に
も

と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
科
学
に
お
け
る
分
析
は
、
あ
く
ま
で
も
そ

の
実
体
を
総
合
的
に
捕
え
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
方

法
論
的
技
術
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
分
析
の

成
果
は
、
や
が
て
総
合
さ
れ
な
け
れ
ば
本
来
的
な
意
味

が
な
い
。
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
小
・
中
・
高
等
学

校
・
大
学
に
い
た
る
ま
で
、
常
に
分

化
さ
れ
た
教
科
教
育
の
み
で
そ
れ
ら

が
総
合
さ
れ
た
教
育
の
場
と
い
う
も

の
が
な
い
。
博
物
館
に
お
け
る
「
総

合
博
物
館
」
も
、
そ
の
実
態
は
人
文

科
学
と
自
然
科
学
の
有
機
的
な
関
連

に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
調
査
・
研
究

や
展
示
が
な
さ
れ
て
い
る
博
物
館
は

ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
だ
人
文
科
学
部

門
と
自
然
科
学
部
門
と
が
並
列
ま
た

は
集
合
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
分
類
が
試
み

ら
れ
て
い
る
が
、
現
象
的
・
技
術
的
・

機
能
的
な
も
の
が
多
く
、
本
質
的
な

分
類
は
乏
し
い
。
た
と
え
ば
、
対
象
と

す
る
資
料
を
屋
内
に
展
示
す
る
か
屋

外
に
展
示
す
る
か
に
よ
っ
て
、
屋
内

博
物
館
（
Ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｏ
ｒ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
m
）
と
屋

外
博
物
館
（
〇
ｕ
ｔ
ｄ
ｏ
ｏ
ｒ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
m
）

と
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
も
、
対
象

物
が
現
存
の
展
示
室
よ
り
大
き
く
て
納
ま
ら
な
い
の

で
、
た
ま
た
ま
屋
外
に
展
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
が

多
く
、
き
わ
め
て
便
宜
的
・
表
面
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、

そ
の
博
物
館
の
目
的
や
展
示
内
容
に
か
か
わ
る
本
質
的

な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
類
法
よ
り
、

む
し
ろ
対
象
物
を
現
地
か
ら
移
動
す
る
か
し
な
い
か
と

い
う
観
点
の
方
が
は
る
か
に
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い

る
。

②
―
「
遺
跡
博
物
館
」
の
概
念

　
従
来
よ
り
対
象
資
料
が
現
地
か
ら
移
動
で
き
る
か
ど

う
か
と
い
う
観
点
で
、
分
類
さ
れ
て
い
た
も
の
に
考
古

学
資
料
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
考
古
学
に
お
い
て
は
、
そ

の
対
象
と
す
る
資
料
が
次
の
三
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
捕

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ａ
　
遺
物
…
…
生
活
・
生
産
・
祭
祀
・
葬
送
・
戦
闘
な

　
ど
の
文
化
活
動
に
用
い
る
道
具
と
し
て
作
ら
れ
た
容

　
器
・
調
度
・
狩
猟
具
・
漁
撈
具
・
農
耕
具
・
祭
器
Ｌ

　
装
身
具
・
武
器
・
武
具
な
ど
、
持
ち
運
び
の
で
き
る

　
も
の
で
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
使
用
さ
れ
た
場
所
か
ら

　
移
動
し
て
も
、
本
来
的
な
意
義
や
価
値
を
失
わ
な
い

　
も
の
。

Ｂ
　
遺
構
…
…
文
化
活
動
を
行
う
た
め
に
、
地
上
や
地

　
下
に
構
築
さ
れ
た
住
居
址
・
貯
蔵
穴
・
祭
祀
遺
構
・

　
墓
壙
・
古
墳
・
城
砦
館
址
な
ど
の
施
設
で
、
一
般
に

　
持
ち
運
び
が
で
き
ず
、
そ
の
場
か
ら
移
動
す
る
と
本

西側上空より円形の遊歩道路が北貝塚、上部の水田部
分が坂月川、ほぼこの範囲が｢繩文の森と水辺｣になる

)
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来
の
意
義
や
価
値
を
失
う
も
の
。

Ｃ
　
遺
跡
…
…
人
間
集
団
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活
動
を

　
行
っ
た
舞
台
で
、
土
地
の
広
が
り
を
さ
し
、
そ
め
立

　
地
条
件
や
自
然
環
境
も
含
ま
れ
る
。
そ
め
場
所
自
体

　
に
意
義
や
価
値
が
あ
る
の
で
、
も
と
も
と
移
動
す
る

　
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
単
な
る
概
念
的
な
分
類
に
止
ま
ら
ず
、
従

来
現
実
に
お
い
て
「
考
古
資
料
館
」
と
い
う
と
、
一
般

に
は
出
土
品
の
み
が
収
集
・
保
管
・
展
示
さ
れ
た
遺
物

博
物
館
が
多
か
っ
た
。
次
い
で
、
住
居
址
や
古
墳
な
ど

の
遺
構
だ
け
を
現
地
に
固
定
し
、
そ
の
上
に
屋
根
を
架

け
て
保
存
処
置
を
行
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
は

　
「
遺
構
保
存
施
設
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
だ
け

誤
独
立
し
て
存
在
ず
る
も
の
が
各
地
に
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
遺
物
や
遺
構
の
分
布
範
囲
を
面
と
し
て
保
存

・
整
備
し
て
、
一
般
に
公
開
し
て
い
る
の
が
「
遺
跡
博

物
館
１
　
　
（
Ｓ
ｉ
ｔ
ｅ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
m
）
と
呼
ば
れ
る
か
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
静
岡
市
の
登
呂
博
物
館
や
各
県
に
み
ら
れ

る
古
墳
群
を
中
心
と
し
た
「
風
土
記
の
丘
」
な
ど
が
こ

の
部
類
に
入
る
。
し
か
し
、
従
来
の
「
遺
跡
」
の
概
念

が
、
「
遺
物
や
遺
構
の
分
布
範
囲
」
と
い
う
き
わ
め
て

偏
狭
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
に
各
地
に
お
い
て

国
指
定
史
跡
と
し
て
買
収
保
存
さ
れ
て
い
る
遺
跡
の
現

状
を
み
て
も
、
い
ず
れ
も
地
形
の
一
部
だ
け
を
占
め
、

そ
の
「
遺
跡
博
物
館
」
も
ご
く
狭
少
な
も
の
が
多
い
。

　
た
と
え
ば
、
そ
の
地
域
で
代
表
的
な
古
墳
群
を
一
括

し
て
保
存
し
、
広
域
に
整
備
し
て
い
る
「
風
土
記
の
丘
」

も
、
実
は
そ
こ
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
は
、
特
定
な
豪

族
た
ち
の
墳
墓
群
だ
け
で
、
い
わ
ば
「
死
の
世
界
」
に

す
ぎ
な
い
。
当
然
そ
の
周
辺
に
は
、
そ
れ
を
築
い
た
一

般
民
衆
の
村
落
や
耕
地
な
ど
、
当
時
の
文
化
的
基
盤
と

な
っ
た
、
い
わ
ば
「
生
の
世
界
」
が
埋
没
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
両
者
が
統
合
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
古

墳
群
自
体
の
歴
史
的
意
義
も
定
着
で
き
る
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
「
生
の
世
界
」
を
含
め
て
保
存
・
整

備
さ
れ
て
い
る
「
風
土
記
の
丘
」
は
、
ど
こ
に
も
見
当

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

③
―
「
野
外
博
物
館
」
の
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　

し
か
し
、
も
と
も
と
「
遺
跡
」
と
は
、
人
間
集
団
が

こ
の
大
地
上
に
お
い
て
、
共
同
生
活
や
生
産
や
祭
祀
な

ど
を
行
い
、
文
化
活
動
の
基
盤
と
な
っ
た
空
間
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
大
地
の
上
に
構
築
さ
れ
刻
み
こ
ま
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
立
地
地
形
・
植
生
・
気
候
・
風
土
な

ど
自
然
の
条
件
や
環
境
こ
そ
は
、
そ
の
文
化
活
動
の
目

的
や
内
容
や
意
義
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
遺
跡
の
本
質
的
な
意
義
や
価
値
は
そ
の
自
然
の
な

か
に
も
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
「
遺
跡
」
の
概
念
の
な
か
に
は
、
当

然
な
が
ら
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
自
然
環
境
が
含
ま
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
よ
う
な
可
視
的
・
即

物
的
な
皮
相
的
現
象
の
み
に
よ
っ
て
。
　
「
遺
物
や
遺
構

め
分
布
範
囲
」
な
ど
と
い
う
偏
狭
な
観
点
に
固
執
す
る

の
は
、
遺
跡
と
い
ラ
実
体
を
人
文
系
科
学
と
自
然
系
科

学
の
対
象
に
分
割
し
て
、
前
者
の
み
に
限
定
す
る
よ
う

な
も
の
で
無
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
、
総
合
的
な

観
点
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
環
境
」
を
含
め
た
遺
跡
全
体
を
現
地
化
定
着

し
、
自
然
地
形
や
植
生
な
ど
と
と
も
に
遺
跡
そ
の
も
の

を
現
地
に
展
示
し
、
そ
こ
を
訪
れ
る
者
が
、
現
地
で
自

然
や
実
物
を
直
接
自
分
の
眼
や
足
で
確
か
め
な
が
ら
、

自
分
の
実
感
に
、
よ
っ
て
自
主
的
な
問
題
意
識
を
多
角
的

・
総
合
的
に
解
決
し
て
い
く
場
を
、
筆
者
は
「
野
外
博

物
館
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
「
野
外
博
物
館
辻
と
い
う
用
語
は
、
必
ず
し
も

新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
自
然
植
物
園
や
自
然

動
物
園
な
ど
自
然
科
学
系
の
博
物
館
に
お
い
て
、
自
然

環
境
の
な
か
で
生
息
繁
茂
す
る
植
物
や
動
物
を
野
外
で

観
察
す
る
も
の
を
、
　
”
Ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
m
”
と
呼
ん
で
い

た
。
こ
れ
は
、
押
花
や
剥
製
な
ど
の
標
本
を
屋
内
に
展

示
し
て
い
た
古
い
博
物
館
や
、
温
室
や
檻
の
中
に
封
じ

こ
ん
で
い
た
か
つ
て
の
「
見
世
物
小
屋
」
的
な
植
物
園

や
動
物
園
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
そ
の
植
物
や
動
物
の
生

息
す
る
自
然
的
背
景
や
環
境
と
結
び
っ
け
な
が
ら
、
そ

の
生
態
を
有
機
的
・
総
合
的
に
観
察
し
う
る
点
で
、
は

る
か
に
優
れ
て
い
る
。
こ
め
新
し
い
観
点
を
人
文
科
学

系
の
博
物
館
に
も
応
用
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
遺
跡
博

物
館
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
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で
も
人
文
系
科
学
の
観
点
に
固
執
し
た
た
め
、
せ
い
ぜ

い
屋
外
博
物
館
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
遺
跡
を
中
心
と
す
ご
「
野
外
博
物
館
」
の

今
後
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
る
。

三
―
加
曽
利
貝
塚
の
捕
え
方

　
も
と
も
と
、
遺
跡
の
保
存
と
活
用
の
問
題
は
、
そ
の

遺
跡
の
性
格
や
意
義
を
ど
の
よ
う
に
捕
え
る
か
と
い
う

本
質
的
な
問
題
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
従
来
の

よ
う
に
、
加
曽
利
貝
塚
に
お
け
る
日
本
最
大
と
い
う

南
・
北
の
馬
蹄
形
貝
塚
を
、
た
だ
単
な
る
白
々
の
「
ゴ

ミ
捨
て
場
」
い
と
し
て
捕
ら
え
、
そ
の
内
側
に
「
馬
蹄
形

集
落
」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
当
時
の
一
般
集
落
の
典
型

で
あ
る
と
し
、
そ
の
遺
物
や
遺
構
の
分
布
範
囲
を
中
心

と
す
る
「
遺
跡
博
物
館
」
に
整
備
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

南
・
北
二
つ
の
大
型
貝
塚
の
分
布
範
囲
を
確
保
ざ
え
す

れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
実
際

に
、
そ
れ
が
当
時
の
考
古
学
界
の
定
説
で
あ
り
、
一
般

的
な
見
解
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
学
生
時
代
か
ら
、
従
来
の
観
点
や
学
説
に
疑

問
を
抱
い
て
い
た
筆
者
は
、
こ
の
博
物
館
の
開
館
と
と

も
に
、
全
国
に
お
け
る
縄
文
集
落
と
貝
塚
の
関
係
に
つ

い
て
調
査
研
究
を
行
う
か
た
わ
ら
、
従
来
の
定
説
を
再

確
認
す
る
た
紅
の
基
礎
的
な
研
究
を
各
専
門
家
に
、
依

頼
し
た
。
た
と
え
ば
、
「
石
な
し
の
国
」
と
い
わ
れ
る

房
総
の
縄
文
集
落
か
ら
出
土
す
る
石
材
や
石
器
の
分
析

に
よ
る
、
そ
の
原
産
地
と
搬
入
路
の
研
究
。
貝
塚
よ
り

出
土
す
る
動
物
遺
存
体
の
分
析
に
よ
り
、
狩
猟
・
漁
携

の
実
態
を
捕
ら
え
る
研
究
。
加
曽
利
貝
塚
か
ら
加
曽
利

Ｂ
式
お
よ
び
Ｅ
式
と
い
う
土
器
型
式
が
発
見
さ
れ
て
い

る
が
、
は
た
し
て
縄
文
土
器
は
各
集
落
で
自
給
自
足
的

に
作
ら
れ
た
か
を
、
そ
の
製
作
技
術
か
ら
検
討
す
る
実

験
的
研
究
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
間
に
筆
者
は
、
全
国
の

現
代
の
大
型
貝
塚
や
、
貝
類
採
捕
の
漁
場
を
訪
ね
歩
い

て
、
貝
類
の
生
態
や
そ
の
採
捕
や
加
工
の
方
法
の
実
態

な
ど
を
、
つ
ま
び
ら
か
に
調
査
し
て
き
た
。

　
そ
の
結
果
、
環
状
や
馬
蹄
形
を
呈
す
る
大
型
貝
塚
は

単
な
る
日
常
の
「
ゴ
ミ
捨
て
場
」
な
ど
で
は
な
い
。
春

先
な
ど
の
特
定
な
季
節
に
、
集
団
で
大
量
の
貝
類
を
採

捕
し
、
海
岸
か
ら
独
木
舟
で
遠
く
ま
で
運
び
あ
げ
、
貝

を
土
器
で
煮
て
身
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
天
日
に
干
し

て
「
干
貝
」
を
加
工
し
て
い
た
共
同
作
業
場
で
あ
り
、

中
央
の
空
白
部
は
そ
の
干
場
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

＠
－
加
曽
利
貝
塚
の
特
殊
性

　
し
か
も
こ
の
干
貝
加
工
は
、
沿
岸
地
域
の
集
落
が
自

家
消
費
す
る
た
め
で
は
な
く
、
「
石
器
時
代
」
で
あ
り

な
が
ら
「
石
な
し
の
国
」
に
住
む
沿
岸
地
域
の
人
々
が
、

そ
の
不
可
欠
な
硬
質
の
石
材
や
石
器
を
確
保
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
海
産
の
保
存
食
糧
が
乏
し
い

山
間
地
方
と
の
間
で
、
山
の
幸
と
海
の
幸
と
を
交
換
し

て
い
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
縄
文
時
代
が
、
従
来

想
像
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
閉
鎖
的
・
排
他
的
な
自
給
自

足
的
社
会
で
は
な
く
、
す
で
に
分
業
や
協
業
や
交
易
が

行
わ
れ
て
い
た
、
か
な
り
高
度
な
共
同
社
会
で
あ
っ
た

可
能
性
を
提
示
し
た
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
縄
文
土
器
に
つ
い
て
も
、
従
来
は
粘
土
さ

え
あ
れ
ば
、
誰
で
も
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
作
れ
、
各
集
落

で
自
給
自
足
で
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
実
験
的
研
究
の
結
果
、
水
が
漏
れ
ず

実
用
に
な
る
土
器
は
、
特
定
な
粘
土
を
産
す
る
地
域
で
、

熟
練
し
た
技
術
を
も
っ
た
特
定
な
集
団
が
、
春
先
と
秋

口
に
大
量
生
産
し
、
そ
れ
が
各
地
に
流
通
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
土
器
の
型
式
（
形
や
文
様
の
タ
イ
プ
）

が
、
あ
る
程
度
の
広
が
り
を
も
っ
七
分
布
し
て
い
る
の
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剣
に
考
え
て
き
た
。

瀕
し
、
全
国
的
な
保
存
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
結

果
昭
和
四
十
年
に
、
よ
う
や
く
保
存
が
確
定
し
た
北
貝

塚
の
一
角
に
博
物
館
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
開
館
準
備
に
た
ず
さ
わ
っ
た
筆
者
は
、
そ
れ
以
来

実
に
二
〇
年
間
、
常
に
加
曽
利
貝
塚
を
ど
こ
ま
で
保
存

し
、
こ
の
遺
跡
を
実
質
的
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
い

か
な
る
「
野
外
博
物
館
」
と
し
て
整
備
す
ベ
き
か
を
真

①
―
遺
跡
の
存
在
意
義

　
昭
和
三
十
七
年
以
来
、
世
界
的
に
有
名
な
加
曽
利
貝

塚
が
住
宅
地
や
工
場
用
地
と
し
て
全
面
破
壊
の
危
機
に



は
、
そ
の
証
拠
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
交
易
圏
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貝
類
の
宝
庫
で
あ
る
東
京
湾

を
控
え
た
同
じ
台
地
上
に
分
布
し
て
い
る
縄
文
集
落
で

あ
り
な
が
ら
、
貝
塚
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
千
葉
市
に
お
い

て
さ
え
貝
塚
を
伴
わ
な
い
集
落
が
全
体
の
八
‘
五
％
を
占

め
、
小
型
の
点
在
貝
塚
を
伴
う
集
落
は
一
〇
・
三
角
で

あ
る
が
、
大
型
貝
塚
を
伴
う
遺
跡
は
わ
ず
か
四
・
七
％

を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
大
型
貝
塚

を
伴
う
遺
跡
は
一
般
集
落
と
同
質
に
は
扱
え
な
い
特
殊

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
貝
塚
を
伴
わ
な
い
集
落
や
小
型
貝
塚
を
伴
う

集
落
に
は
、
日
常
的
な
生
活
用
や
生
産
用
の
遺
物
や
遺

構
の
ほ
か
は
、
特
殊
な
遺
物
や
遺
構
は
ほ
と
ん
ど
伴
わ

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
型
貝
塚
を
伴
う
遺
跡
に
か
ぎ

っ
て
土
偶
・
石
棒
・
装
身
具
な
ど
の
特
殊
遺
物
や
、
人

骨
埋
葬
・
埋
甕
・
柄
鏡
形
住
居
址
・
巨
大
な
竪
穴
な
ど

の
特
殊
遺
構
が
多
種
・
多
数
集
中
し
て
お
り
、
し
か
も

格
別
に
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
現
象
か
ら
み
て
、
こ
の
種
の
遺
跡
は
決
し
て

一
般
的
な
集
落
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
遺
跡
の
周

辺
に
分
布
し
て
い
る
一
般
集
落
の
人
び
と
が
、
共
同
生

産
‘
共
同
交
易
・
共
同
祭
祀
な
ど
特
別
な
行
事
の
あ
る

た
び
に
結
集
し
た
、
共
同
体
の
「
核
」
的
な
存
在
で
あ

ら
だ
。

す
な
わ
ち
加
曽
利
貝
塚
は
、
～
千
貝
の
共
同
生
産
を
行

い
、
石
材
や
石
器
な
ど
と
の
共
同
交
易
を
行
い
、
成
人

式
や
結
婚
式
、
安
産
祈
願
や
死
者
の
埋
葬
な
ど
の
共

同
祭
祀
を
行
う
た
め
、
周
辺
集
落
が
結
集
す
る
場
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
に
加
曽
利
貝
塚
の
周
辺
に

は
、
一
般
的
な
集
落
が
数
多
く
分
布
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

と
の
有
機
的
な
関
係
を
捕
え
な
け
れ
ば
、
加
曽
利
貝
塚

自
体
の
本
質
的
な
意
義
も
明
確
に
は
把
握
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
。
ま
し
て
、
隣
接
し
て
発
見
さ
れ
る
住
居
址

群
な
ど
は
、
加
曽
利
貝
塚
と
無
縁
の
も
の
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
こ
れ
ら
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
加
曽
利
貝
塚
の

範
囲
や
輪
郭
さ
え
決
ま
ら
ず
、
そ
の
実
体
が
な
い
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

四
―
史
跡
整
備
の
計
画

①
―
史
跡
整
備
の
基
本
的
観
点

　
昭
和
五
十
三
年
、
加
曽
利
貝
塚
を
は
じ
め
市
内
の
遺

跡
の
整
備
計
画
を
策
定
す
る
特
命
を
受
け
た
筆
者
は
、

ま
ず
、
市
内
め
主
要
遺
跡
の
現
状
調
査
を
行
う
と
と
毛

に
、
史
跡
整
備
の
基
本
的
な
観
点
と
方
針
を
か
た
め
た
。

そ
し
て
翌
年
、
早
速
各
分
野
の
専
門
家
に
依
頼
し
て
、

千
葉
市
史
跡
整
備
基
本
構
想
策
定
委
員
会
を
設
置
し

た
。
そ
の
と
き
、
委
員
を
選
出
し
た
根
拠
や
、
原
案
と

し
て
提
示
し
、
そ
の
委
員
の
承
認
を
え
た
筆
者
の
基
本

的
観
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
自
然
保
護
と
の
融
合
　
　

　
盲
然
な
く
し
て
人
間
の
歴
史
は
な
く
、
人
間
の
歴
史

な
く
し
て
自
然
の
意
義
は
な
い
。
史
跡
整
備
の
対
象
と

し
て
、
名
勝
・
天
然
記
念
物
な
ど
も
当
然
含
め
ら
れ
る

が
、
史
跡
の
整
備
対
象
範
囲
と
し
て
も
、
そ
の
史
跡
の

成
立
基
盤
と
な
っ
た
自
然
地
形
や
植
生
な
ど
の
自
然
環

境
を
確
保
し
な
け
れ
峨
な
ち
な
い
。
そ
れ
は
、
自
然
そ

の
も
の
の
歴
史
的
意
義
を
究
明
す
る
た
め
に
も
、
現
代

人
の
生
活
環
境
と
し
て
も
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、
自

然
保
護
の
目
的
と
も
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
際

に
踏
査
し
て
み
る
と
、
主
要
遺
跡
の
あ
る
と
こ
ろ
に
社
、

必
ず
よ
き
自
然
が
あ
り
、
ま
た
よ
き
自
然
の
残
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
重
要
な
遺
跡
が
残
さ
れ
て
い

る
。

イ
都
市
計
画
と
四
調
和

　
も
と
も
と
都
市
計
画
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
環
境

の
ア
メ
ニ
テ
ィ
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
そ
の
生
活
環
境
の
実
体
と
は
、
結
局
は
自
然
環
境

と
歴
史
環
境
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ

の
生
活
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
は
不
可
欠

な
要
素
ど
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
都
市
計
画

の
目
的
も
自
然
保
護
や
文
化
財
保
護
の
目
的
と
合
致
し

て
お
Ｉ
相
互
に
矛
盾
対
立
す
べ
き
で
は
な
い
。
今
後

は
相
互
の
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
調
和
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ウ
地
域
住
民
連
帯
の
「
核
」

　
以
上
の
よ
う
に
、
自
然
や
史
跡
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活

環
境
を
構
成
ず
る
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
な
ら
ば
、
各

調査季報94― 87．681



地
域
に
独
特
な
自
然
や
史
跡
は
、
地
域
住
民
の
精
神
的

な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、
「
街
づ
く
り
」
の
た
め
に
は

共
通
の
必
要
要
素
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
と
史

跡
こ
そ
は
、
地
域
住
民
が
連
帯
す
る
核
的
な
存
在
と
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

エ
野
外
博
物
館
的
整
備

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
や
目
的
を
も
っ
て
、
今
後
実
際

に
史
跡
を
整
備
し
て
い
く
に
は
、
そ
の
自
然
や
史
跡
の

性
格
や
状
況
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
将
来
め

ざ
す
べ
き
も
っ
と
も
合
目
的
的
な
形
態
と
し
て
、
自
然

と
歴
史
と
都
市
計
画
を
統
合
し
、
し
か
も
そ
の
多
角
的

・
総
合
的
な
活
用
を
図
る
に
は
、
「
野
外
博
物
館
」
的

な
整
備
こ
そ
、
も
っ
と
も
新
し
く
望
ま
し
い
方
法
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
の
観
点
か
ら
、
委
員
会
で
検
討
し
た
結
果
、
次

の
よ
う
な
加
曽
利
貝
塚
の
整
備
計
画
を
立
て
た
。

②
―
加
曽
利
貝
塚
の
整
備
計
画

ア
整
備
の
対
象
範
囲

　
こ
こ
で
対
象
と
す
る
の
は
、
従
来
の
よ
う
な
南
・
北

二
つ
の
大
型
貝
塚
が
分
布
す
る
範
囲
、
合
わ
せ
て
六
ヘ

ク
タ
ー
ル
と
い
っ
た
狭
小
な
面
積
で
は
な
い
。
そ
の
貝

層
部
の
周
辺
に
も
、
各
種
の
遺
構
が
分
布
し
て
お
り
、

そ
の
範
囲
は
四
周
に
向
か
っ
て
か
な
り
広
が
っ
て
い
る

こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
現
在
「
史
跡
加
曽
利
貝
塚
」
と
し
て
は
、
南
・
北
両

貝
塚
を
含
む
周
辺
部
約
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
買
収
保
存

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
昭
和
三
十
七
年
以
来

数
回
に
わ
た
っ
て
開
発
に
よ
る
破
壊
の
危
機
に
直
面

し
、
そ
の
都
度
緊
急
調
査
が
行
わ
れ
集
落
遺
構
の
存
在

が
確
認
さ
れ
た
の
で
、
順
次
そ
の
部
分
が
追
加
指
定
さ

れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
実
は
、
改
め
て
加
曽
利
貝
塚
の
範

囲
が
本
格
的
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
ま
だ
か
つ
て

一
度
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
加
曽
利
貝
塚
の
遺

跡
範
囲
や
規
模
は
、
い
ま
だ
に
確
定
で
き
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
筆
者
が
加
曽
利
貝
塚
博
物
館
の
学
芸
員
と

な
っ
て
以
来
二
〇
数
年
、
機
会
あ
る
ご
と
に
踏
査
し
、

表
面
採
集
資
料
な
ど
に
よ
っ
て
推
定
し
た
か
ぎ
り
で

は
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
遺
跡
群
が
周
辺
に
展
開

し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
図
―
１
）
。

Ａ
　
北
側
隣
接
部
…
…
縄
文
中
期
の
集
落
（
竪
穴
住
居

　
址
・
貯
蔵
穴
な
ど
が
あ
り
、
一
部
モ
ノ
レ
ー
ル
用
地

図一１　加曽利貝塚周辺遺跡分布図
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