
　
と
し
て
削
平
さ
れ
た
。
）

Ｂ
　
西
側
隣
接
部
…
…
縄
文
中
期
の
集
落
（
点
在
貝
塚

　
を
伴
う
住
居
址
が
多
数
分
布
す
る
。
）

Ｃ
・
Ｄ
　
南
側
隣
接
部
…
…
縄
文
中
～
後
期
の
集
落

　
　
（
北
半
部
に
は
す
で
に
県
営
住
宅
が
建
設
さ
れ
、
南

　
半
部
も
県
営
住
宅
の
建
設
計
画
中
）

Ｅ
　
東
側
対
岸
台
地
北
半
部
…
…
滑
橋
貝
塚
、
縄
文
中

　
後
期
の
集
落
、
点
在
貝
塚
を
伴
う
住
居
址
群
が
分
布
、

　
千
葉
市
指
定
史
跡
）

Ｆ
　
東
側
対
岸
台
地
南
部
…
…
縄
文
前
期
集
落
（
土
器

　
が
密
集
散
布
、
荒
地
）

Ｇ
　
南
側
対
岸
台
地
…
…
縄
文
前
～
後
期
集
落
（
土
器

　
が
密
集
散
布
、
荒
地
）

　
こ
れ
ら
の
遺
跡
群
は
、
従
来
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
遺
跡
と
捕
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

加
曽
利
貝
塚
と
は
別
の
遺
跡
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
ま

っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
遺
跡
は
南
・
北
両

貝
塚
の
四
周
を
取
り
巻
い
て
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
所

属
時
期
も
大
型
貝
塚
の
存
続
時
期
と
共
通
し
て
い
る
以

上
、
む
し
ろ
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
と
く
に
、
そ
れ
ら

の
間
に
横
た
わ
る
支
谷
は
、
当
時
の
交
通
路
と
し
て
重

要
な
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
遺
跡
が
共
有
し
て
い
た

以
上
、
こ
れ
ら
を
含
む
一
帯
約
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

整
備
対
象
と
す
る
。

イ
全
体
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ

　
以
上
の
よ
う
な
遺
跡
の
分
布
と
、
そ
の
共
通
基
盤
と

し
て
の
自
然
地
形
や
植
生
な
ど
の
自
然
環
境
と
の
有
機

的
な
関
連
を
考
慮
し
な
が
ら
、
こ
の
一
帯
を
整
備
す
る

に
は
、
加
曽
利
貝
塚
の
総
合
的
な
史
跡
整
備
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
六
つ
の
ゾ
ー
ン
に
区
分
す
る
（
図
―
２
）
。

Ａ
　
文
化
財
保
全
ゾ
ー
ン
…
…
貝
塚
・
住
居
址
・
特
殊

　
遺
構
・
埋
葬
遺
構
な
ど
が
集
中
す
る
主
体
部

Ｂ
　
緑
地
ゾ
ー
ン
（
１
）
…
…
斜
面
緑
地
を
中
心
と
し
、
樹

　
林
の
保
全
と
復
元
を
主
と
し
、
そ
こ
に
南
側
の
細
い

　
谷
地
の
自
然
地
形
と
湧
水
点
を
保
存
す
る
。

Ｃ
　
緑
地
ゾ
ー
ン
（
２
）
・
（
３
）
…
…
一
部
に
貝
塚
を
含
む
遺

　
跡
保
全
ゾ
ー
ン
が
重
複
。
全
体
の
中
心
と
な
る
南
北

　
貝
塚
の
存
在
を
周
辺
地
形
や
環
境
と
共
に
保
全
す
る

図一２　加曽利貝塚の全体的整備ゾーン
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た
め
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
で
あ
る
。

Ｄ
　
緑
地
ゾ
ー
ン
（
４
）
…
…
現
存
の
斜
面
緑
地
を
含
み
、

　
博
物
館
等
の
施
設
ゾ
ー
ン
に
接
し
、
台
地
上
は
緑
地

　
を
造
成
し
、
部
分
的
に
は
園
地
・
広
場
・
レ
ク
リ
ェ

　
ー
シ
ョ
ン
等
の
利
用
も
考
え
る
。

Ｅ
　
水
系
ゾ
ー
ン
…
…
谷
地
を
せ
き
止
め
て
調
整
地
の

　
水
面
を
つ
く
り
、
当
時
川
で
あ
っ
た
縄
文
時
代
の
水

　
辺
景
観
を
復
原
す
る
。
水
際
に
は
散
策
路
を
設
け
、

　
モ
ノ
レ
ー
ル
橋
よ
り
上
流
部
分
に
は
湿
地
性
の
自
然

　
植
生
を
復
元
す
る
。

Ｆ
　
施
設
ゾ
ー
ン
…
…
既
設
の
博
物
館
や
代
官
屋
敷
は

　
遺
跡
の
中
心
部
に
あ
っ
て
、
原
地
形
や
景
観
を
損
ね

　
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
管
理
・
研
究
・
教
育
・
収
蔵

　
・
駐
車
場
・
展
望
台
等
の
中
心
的
な
施
設
を
移
転
・

　
整
備
す
る
ゾ
ー
ン
。

　
以
上
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
基
ず
く
全
体
計
画
を
平
面
図

に
示
す
と
、
図
―
３
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
―
「
縄
文
の
森
と
水
辺
」
構
想

　
以
上
の
よ
う
な
整
備
計
画
も
、
何
ら
の
実
現
の
見
通

し
も
な
け
れ
ば
、
結
局
は
「
絵
に
画
い
た
餅
」
に
終
わ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
千
葉
市
で
は
、
か
ね
て
市
政
の

目
標
と
し
て
、
「
緑
と
水
辺
の
都
市
宣
言
」
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
的
事
業
の
対
象
と
し
て
具
体
的
な

候
補
地
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
文
化
課
が
提

示
し
た
『
千
葉
市
史
跡
整
備
基
本
計
画
』
（
一
九
八
五
）

に
同
調
し
、
そ
の
な
か
で
も
加
曽
利
貝
塚
の
東
側
支
谷

　
（
坂
月
川
）
を
堰
止
め
て
、
縄
文
時
代
の
川
を
復
元
す

る
構
想
や
、
そ
の
両
岸
に
豊
富
に
残
る
樹
林
を
保
存
し

縄
文
植
生
を
復
元
す
る
計
画
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、

都
市
局
の
公
園
緑
地
部
で
は
、
早
速
「
縄
文
の
森
と
水

辺
」
の
計
画
に
着
手
し
、
昭
昭
六
十
一
年
度
に
そ
の
基

本
構
想
が
策
定
さ
れ
、
い
よ
い
よ
そ
の
実
現
化
の
第
一

歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て

ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
に
止
め
た
い
。

①
―
計
画
の
基
本
方
針

ア
計
画
の
目
的
と
位
置
づ
け

　
さ
き
に
文
化
課
が
策
定
し
た
『
千
葉
市
史
跡
整
備
基

本
計
画
』
に
お
け
る
基
本
的
観
点
々
目
標
を
そ
の
ま
ま

継
承
し
、
と
く
に
次
の
点
を
強
調
し
て
い
る
。

Ａ
　
こ
の
構
想
は
、
史
跡
加
曽
利
貝
塚
を
中
心
に
、
一

図―3加曽利貝塚史跡整備全体計画図
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帯
の
自
然
的
・
歴
史
的
環
境
の
保
全
と
活
用
を
図
る

　
こ
と
を
目
的
と
し
、
加
曽
利
貝
塚
本
来
の
価
値
を
生

　
か
す
た
め
、
縄
文
時
代
の
自
然
環
境
と
生
活
環
境
を

　
で
き
ろ
か
ぎ
り
・
総
合
的
に
具
現
す
る
。

Ｂ
　
以
上
の
視
点
か
ら
、
史
跡
の
周
辺
の
う
ち
地
形

　
的
・
景
観
的
一
体
性
の
あ
る
区
域
を
で
き
る
か
ぎ
り

　
広
く
保
存
し
、
縄
文
時
代
の
「
加
曽
利
ム
ラ
」
を
再

　
現
す
る
「
野
外
博
物
館
」
的
整
備
を
行
い
、
学
術
・

　
教
育
・
娯
楽
な
ど
多
角
的
に
活
用
し
、
市
民
の
精
神

　
的
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
。

Ｃ
　
加
曽
利
貝
塚
は
、
千
葉
市
の
自
然
的
・
歴
史
的
環

　
境
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
保
存
・
活
用
す

　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
の
歴
史
へ
の
関
心
や
郷
土

　
愛
を
育
み
、
二
十
一
世
紀
に
む
け
て
文
化
的
高
揚
を

　
図
る
。
し
か
も
加
曽
利
貝
塚
は
、
単
に
千
葉
市
の
シ

　
ン
ボ
ル
に
止
ま
ら
ず
、
全
国
的
・
国
際
的
レ
ベ
ル
で

　
の
資
源
的
価
値
を
有
す
る
の
で
、
千
葉
市
が
他
に
誇

　
り
う
る
よ
う
な
水
準
の
高
い
格
調
あ
る
文
化
施
設
の

　
一
環
と
す
る
。

イ
環
境
保
全
・
整
備
の
方
針

Ａ
　
計
画
地
内
は
国
指
定
史
跡
を
け
じ
め
縄
文
遺
跡
の

　
分
布
地
帯
で
、
そ
れ
が
本
計
画
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ

　
る
か
ら
、
そ
の
保
存
を
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
積
極
的

　
な
活
用
を
図
る
。

Ｂ
　
計
画
地
内
の
自
然
地
形
や
植
生
は
、
縄
文
時
代
の

　
環
境
を
具
現
す
る
た
め
の
主
要
な
対
象
で
あ
る
か

　
ら
、
そ
の
保
存
に
努
め
、
ま
た
花
粉
分
析
に
よ
っ
て

　
縄
文
植
生
を
復
元
す
る
。

Ｃ
　
坂
月
川
の
水
辺
地
や
低
湿
地
は
、
縄
文
時
代
の
水

　
辺
環
境
の
復
元
を
図
り
、
変
化
の
乏
し
い
環
境
に
う

　
る
お
い
を
与
え
、
親
水
空
間
の
活
用
を
図
る
。

②
―
計
画
地
の
土
地
利
用
計
画

ア
斜
面
樹
林
地
保
護
区

Ａ
　
南
貝
塚
の
南
側
と
京
願
台
谷
戸
を
占
め
る
樹
林
帯

　
は
ア
カ
マ
ツ
混
り
の
二
次
林
。
谷
津
地
形
と
一
体
と

　
な
っ
て
極
め
て
良
好
な
風
致
を
形
成
し
て
い
る
の

　
で
、
こ
れ
を
ほ
ぼ
現
状
の
ま
ま
保
存
す
る
。

Ｂ
　
坂
月
川
東
岸
の
急
峻
な
斜
面
を
覆
う
樹
林
帯
は
、

　
ケ
ヤ
キ
を
主
と
す
る
二
次
林
。
加
曽
利
貝
塚
側
か
ら

　
正
面
の
視
界
で
緑
の
扉
風
と
な
っ
て
、
そ
の
景
観
構

　
成
に
重
大
な
効
果
を
与
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
現

　
状
を
維
持
し
つ
つ
保
存
す
る
。

イ
水
辺
・
水
面
整
備
区
（
坂
月
川
お
よ
び
両
岸
の
低
湿

　
地
）

　
計
画
地
中
央
部
を
流
れ
る
坂
月
川
は
、
加
曽
利
貝
塚

と
一
体
と
し
て
捕
え
る
べ
き
で
、
坂
月
川
を
中
心
に
や

や
広
い
水
面
空
間
と
水
辺
地
の
創
出
を
図
る
。
こ
の
一

帯
を
「
縄
文
の
水
辺
」
と
し
て
、
水
辺
や
水
面
に
お
け

る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
誘
導
す
る
。

ウ
史
跡
保
存
・
修
景
区
（
史
跡
加
曽
利
貝
塚
）

　
加
曽
利
貝
塚
は
、
当
計
画
地
の
主
題
と
な
る
資
源

で
、
計
画
地
全
体
の
環
境
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
を
取
り
こ
ん
で
改
め
て
拡
大
整
備
を
図
る
。

し
か
し
、
こ
の
部
分
は
国
史
跡
の
指
定
地
で
あ
り
、
全

面
的
に
保
存
の
対
象
と
す
る
。

エ
中
心
施
設
整
備
区

　
計
画
地
の
環
境
整
備
の
テ
ー
マ
が
、
史
跡
と
一
体
と

な
っ
た
自
然
環
境
で
あ
る
か
ら
、
本
計
画
地
で
の
利
用

の
中
心
と
な
る
拠
点
的
施
設
の
配
置
は
、
そ
の
環
境
を

損
わ
な
い
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
極
め
て
限
ら
れ

る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
現
小
倉
下
水
処
理
場
の
跡
地
を

利
用
す
る
の
が
望
ま
し
い
（
図
―
４
）
。

　
以
上
の
整
備
計
画
の
範
囲
は
、
西
側
平
坦
部
に
お
け

る
遺
跡
群
が
現
在
す
で
に
住
宅
地
に
な
っ
て
い
る
の
で

対
象
か
ら
外
さ
れ
、
合
計
約
五
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
限
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
化
課
が
提
示
し
た
約
一
〇
〇
ヘ

タ
タ
ー
ル
の
半
分
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
自
然
地
形

や
植
生
の
よ
く
残
っ
て
い
る
東
側
お
よ
び
東
南
部
を
現

状
の
ま
ま
保
存
す
る
こ
と
が
肝
心
な
の
で
、
第
一
義
的

な
目
標
と
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
西
側
地
区
に
も
遺
跡
が
分
布
し
て
い
る
の

で
、
将
来
開
発
行
為
が
あ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、

加
曽
利
貝
塚
と
関
係
の
あ
る
遺
構
群
な
ど
が
発
見
さ
れ

た
場
合
、
そ
の
保
存
や
追
加
指
定
の
問
題
が
起
き
る
こ

と
は
必
定
で
あ
る
。
そ
の
将
来
の
整
備
の
た
め
、
こ
れ

ら
遺
跡
分
布
の
確
認
さ
れ
て
い
る
「
範
囲
を
遺
跡
環
境

保
全
区
」
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
縄
文
の

調査季報94―87. 6
85



図
―
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「
縄
文
の
森
と
水
辺
」
基
本
構
造
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森
と
水
辺
」
の
構
想
が
実
現
す
れ
ば
、
市
民
の
認
識
が

広
ま
り
理
解
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
や
が
て
よ
り
完
全

な
区
域
の
整
備
が
求
め
ら
れ
、
計
画
が
拡
大
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
現
在
の
段
階
で
は
、
そ
の
必
要
性
を
明
示
し

て
、
将
来
の
可
能
性
を
確
保
し
て
お
く
に
止
め
る
こ
と

も
、
現
実
に
事
業
化
す
る
た
め
に
は
止
む
を
え
な
い
方

策
で
あ
ろ
う
。

六
―
お
わ
り
に

　
以
上
の
ご
と
く
、
あ
た
か
も
「
絵
に
画
い
た
餅
」
の

よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
史
跡
整
備
の
基
本
計
画
も
、
慎

重
な
調
査
・
研
究
や
明
確
な
観
点
に
も
と
ず
い
て
、
確

固
た
る
全
体
計
画
を
具
体
的
に
提
示
し
て
お
け
ば
、
い

つ
か
は
そ
れ
が
実
現
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
到
来
す
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。

　
従
来
千
葉
市
は
、
首
都
圏
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
、

宅
地
造
成
や
道
路
造
成
が
著
し
く
、
自
然
と
文
化
財
が

破
壊
さ
れ
て
砂
漠
化
し
、
千
葉
市
が
観
光
地
と
な
る
可

能
性
な
ど
到
底
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在

国
際
的
に
有
名
に
な
っ
て
い
る
京
都
や
奈
良
や
鎌
倉
な

ど
も
、
最
初
か
ら
昔
の
ま
ま
保
存
・
整
備
さ
れ
た
観
光

地
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
ロ
ー
マ
は
一
日
に
し

て
成
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
長
い
間
地
元
の

人
び
と
が
中
心
に
な
っ
て
、
そ
の
土
地
の
自
然
や
歴
史

の
価
値
を
認
識
し
、
必
死
の
努
力
に
よ
っ
て
守
り
続

け
、
少
し
ず
つ
育
て
上
げ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
も
し
、
こ
の
加
曽
利
貝
塚
を
中
心
と
す
る
野
外
博
物

館
が
実
現
す
る
と
、
こ
れ
は
自
然
環
境
を
含
め
た
史
跡

整
備
の
理
想
的
な
形
態
と
し
て
、
全
国
で
も
類
例
の
な

い
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
な
る
。
し
か
も
千
葉
市
民
に
と

っ
て
は
、
自
然
観
察
や
郷
土
史
の
研
究
、
体
験
学
習
や

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
多
角
的
・
総
合
的
に
活
用

で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
環
境
や
歴
史
環
境
と
し

て
生
活
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
が
確
保
さ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、

全
国
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
る
価
値

の
あ
る
貴
重
な
観
光
の
対
象
と
も
な
り
う
る
の
で
あ

る
。

　
こ
の
加
曽
利
貝
塚
以
外
に
も
、
千
葉
市
内
に
は
多
数

の
貴
重
な
遺
跡
や
自
然
が
あ
る
。
そ
れ
を
次
々
と
整
備

し
て
、
各
所
に
各
種
の
野
外
博
物
館
を
定
着
す
る
な
ら

ば
や
が
て
千
葉
市
も
、
自
然
環
境
と
歴
史
環
境
の
豊
か

な
文
化
都
市
と
な
り
、
京
都
や
鎌
倉
に
も
劣
ら
ぬ
国
際

的
な
観
光
地
に
な
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
の

よ
う
な
新
し
い
街
づ
く
り
の
た
め
に
、
市
民
が
文
化
活

動
を
行
う
拠
点
と
な
る
こ
と
こ
そ
、
二
十
一
世
紀
の
博

物
館
の
最
大
の
任
務
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
〈
千
葉
市
教
育
委
員
会
文
化
課
主
査
Ｖ
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