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五十畑遺跡発掘区内　大p8 (土城塞)出土遺物

土
器
に
書
か
れ
た
文
字

数
年
前
か
ら
発
掘
調
査
の
ね
こ
合
わ
れ
て
い
る
大

町
市
内
の
各
追
跡
は
'
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
に

及
ぶ
農
村
の
あ
と
で
､
平
安
時
代
後
半
の
住
居
地
か

ら
は
､
ど
う
か
す
る
と
土
器
に
畳
で
文
字
を
書
い
た

も
の
が
出
土
す
る
｡
こ
の
頃
に
な
る
と
､
村
に
も
筆

墨
を
持
ち
漢
字
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
人
が
､
い
-

ち
か
は
い
た
と
い
う
こ
と
に
在
る
｡
お
そ
ら
く
村
役

人
と
い
う
か
､
支
配
層
に
属
す
る
人
た
ち
を
の
で
あ

ろ
う
｡
墨
書
土
器
の
文
字
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
､

そ
の
村
の
構
成
と
か
､
そ
れ
を
使
用
し
た
人
の
姓
と

か
､
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
得

る
こ
と
が
多
い
が
､
何
し
ろ
長
い
間
土
中
に
埋
も
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
摩
滅
し
て
読
め
な
く
在

っ
た
も
の
も
あ
り
'
土
器
が
欠
け
て
い
て
何
と
い
う

字
か
お
か
ら
な
い
の
も
あ
る
｡

大
町
市
内
か
ら
は
い
ま
の
と
こ
ろ
六
点
の
墨
書
土

器
が
出
土
し
て
お
り
､
社
の
五
十
畑
遺
跡
か
ら
は
硯

の
破
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
｡
文
字
の
書
か
れ
た
器

一
;
T
･
J

は
'
土
師
器
の
杯
(
ど
ん
ぶ
り
或
は
茶
碗
)
　
で
あ
る
｡

三
日
町
の
あ
ま
池
遺
跡
か
ら
は
､
杯
の
底
に
｢
春
｣

と
書
か
れ
た
も
の
が
出
て
い
る
｡
何
と
読
ん
で
い
い

か
わ
か
ら
な
い
｡
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
等
づ
か
い
で
あ

る
｡

借
馬
追
跡
か
ら
は
底
に
｢
東
｣
と
書
い
た
杯
が
出

土
し
て
い
る
｡
｢
ひ
が
L
L
と
読
ん
で
家
名
を
あ
ら

わ
す
と
解
す
る
か
､
｢
あ
ず
ま
｣
と
読
ん
で
所
有
者
の

姓
と
解
し
た
い
が
ど
う
だ
ろ
う
｡
よ
-
整
っ
た
文
字

で
あ
る
｡

五
十
畑
追
跡
の
基
の
副
葬
品
の
杯
の
腹
に
は
｢
田

地
｣
と
達
筆
で
託
し
て
あ
っ
た
｡
?
は
舟
と
読
み
た

い
と
こ
ろ
だ
が
､
未
だ
き
め
か
ね
て
い
る
｡
ま
た
同

遺
跡
か
ら
は
｢
頁
｣
か
｢
夏
｣
か
わ
か
ら
な
い
字
を

書
い
た
破
片
が
出
て
い
る
｡
わ
か
ら
な
い
の
は
下
部

を
欠
失
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
杯
の
腹
に
大
き
-
､

子
ど
も
の
お
習
字
の
よ
う
な
ま
じ
め
を
字
が
､
ゆ
っ

た
り
と
し
た
筆
致
で
記
さ
れ
て
い
る
｡
同
じ
村
な
が

ら
､
さ
き
の
｢
?
地
｣
の
筆
者
と
は
ち
が
う
人
で
あ

ろ
う
｡
こ
こ
は
仁
科
御
節
の
中
の
村
で
あ
る
が
､
そ

れ
と
関
り
の
あ
る
文
字
が
出
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て

い
る
｡

(
大
町
市
史
常
任
編
纂
委
員
　
篠
崎
健
一
郎
)
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早期 迭�

前期 ��2�

中期 ��rィ��

後期 �2�2��

晩期 �2ッ��

不明 湯�

班 坐 時 代 ���｢�0 澱コ��

中期 ���"��
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不明 �"�
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社寺址 唐�
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表1　大町市内時代別遺跡勤一覧
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図2　弘法山古墳出土　高林(i:4)

大
町
市
の
畦
旭
跡

-
出
展
業
基
盤
整
備
事
業
に
伴
-
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
の
発
掘
調
査
よ
り
=

木

　

村

　

隆

一

大
町
市
の
遺
跡
の
概
況

大
町
は
､
古
代
･
中
世
の
伊
努
神
宮
領
で
あ
る
､

仁
科
御
厨
と
皇
室
に
ゆ
か
り
あ
る
荘
園
の
､
仁
科
塵

で
古
-
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
地
で
あ
り
､
さ
ら
に
さ

か
の
ぼ
れ
ば
､
青
木
湖
周
辺
に
分
布
す
る
｡
ク
マ
ン

バ
遺
跡
で
代
表
さ
れ
る
､
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
か
ら

始
ま
り
､
環
状
列
石
で
知
ら
れ
る
縄
文
時
代
前
期
の

上
原
遺
跡
な
ど
の
県
史
跡
を
ど
数
多
-
の
遺
跡
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
｡

大
町
市
内
の
追
跡
敦
は
､
表
-
に
示
し
て
あ
る
が
､

表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
縄
文
時
代
･
5
2
､
弥
生
時

代
･
6
､
古
墳
時
代
よ
り
奈
良
･
平
安
時
代
･
1
 
1
'

中
近
世
･
S
i
r
古
墳
･
1
4
､
時
期
不
詳
･
4
と
い
う

順
に
を
っ
て
い
て
､
や
は
り
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
多

敦
を
占
め
て
い
る
｡
縄
文
時
代
の
中
で
も
､
中
期
の

も
の
が
多
い
こ
と
は
､
中
部
高
地
で
ご
く
普
通
に
み

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
`
そ
れ
に
も
ま
し

て
'
前
期
の
追
跡
の
占
め
る
割
合
が
大
き

い
と
い
う
の
は
､
こ
の
大
町
'
北
安
曇
地

方
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､

早
期
の
遺
跡
は
'
少
を
い
を
か
ら
も
遺
跡

の
立
地
を
考
え
る
う
え
で
'
貴
重
を
存
在

で
あ
る
｡

こ
こ
で
'
大
町
市
内
を
平
･
大
町
･
社

･
常
盤
の
各
地
区
に
分
け
比
較
す
る
と
､

平
地
区
で
は
､
青
木
･
中
細
･
木
崎
の
仁

科
三
湖
周
辺
に
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
圧
倒

的
に
多
-
､
仁
科
三
湖
を
通
り
､
鹿
島
用

扇
状
地
の
東
端
を
商
流
す
る
､
農
具
用
の

両
岸
に
は
､
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
に

か
け
て
の
追
跡
が
多
く
み
ら
れ
る
｡
ま
た
､

今
ま
で
平
地
区
で
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
ほ

と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
､
昭
和
5
4
年

よ
り
発
掘
調
査
の
始
ま
っ
た
借
馬
遺
跡
か

ら
は
､
弥
生
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
に

わ
た
る
大
集
落
が
確
認
さ
れ
た
｡
ま
た
､

木
崎
湖
の
南
よ
り
始
ま
る
断
丘
上
に
は
､

小
規
模
で
は
あ
る
が
古
墳
の
造
築
が
み
ら

れ
､
東
山
か
ら
流
れ
出
る
沢
を
ど
に
よ
り

形
成
さ
れ
た
､
小
さ
を
扇
状
地
や
崖
錐
上

に
は
､
小
規
模
で
は
あ
る
が
遺
物
の
赦
布

地
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
平
安
時
代
の
遺

跡
の
中
で
も
､
灰
袖
陶
器
が
出
土
し
て
い
る
地
点
は

断
丘
と
鹿
島
川
扇
状
地
の
接
す
る
付
近
に
多
い
奉
か

ら
､
鹿
島
川
の
氾
濫
の
影
響
に
よ
り
､
借
馬
遺
跡
の

よ
う
に
扇
状
地
の
中
心
に
立
地
し
て
い
た
集
落
が
､

山
際
を
ど
の
小
高
い
場
所
に
移
動
し
た
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
平
地
区
で
も
西
側
を
商
流
す

る
'
鹿
島
川
の
両
岸
に
は
ほ
と
ん
ど
集
落
の
存
在
は

確
認
で
き
な
い
が
､
鹿
島
川
の
氾
濫
か
ら
逃
が
れ
ら

れ
そ
う
な
場
所
な
ど
に
は
縄
文
時
代
の
遺
跡
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
｡
を
か
で
も
､
新
郷
付
近
に
は
'
韻

石
塚
と
思
わ
れ
る
古
墳
の
存
在
が
1
基
ほ
ど
確
認
さ

れ
て
い
て
､
伝
承
に
よ
れ
ば
現
在
水
田
と
在
っ
て
い

る
場
所
に
も
2
-
3
基
あ
っ
た
よ
う
で
､
一
つ
の
文

化
圏
が
あ
っ
た
事
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
｡

大
町
地
区
は
､
中
世
以
降
'
仁
科
氏
に
よ
り
開
発

さ
れ
た
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
社
寺
跡
や
居
館
址
を

ど
の
中
近
世
の
遺
跡
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
て
､

そ
の
教
は
9
遺
跡
と
な
り
`
狭
い
大
町
市
内
に
9
つ

の
寺
社
と
､
現
存
の
寺
社
等
を
合
せ
て
考
え
る
に
､

小
京
都
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
う
を
ず
け
る
の
で

あ
る
｡
大
町
地
区
も
平
地
区
同
様
断
丘
上
に
は
縄
文

時
代
の
遺
跡
が
み
ら
れ
る
｡
な
か
で
も
今
年
に
在
っ

て
新
し
-
確
認
さ
れ
た
､
カ
ニ
ガ
沢
遺
跡
は
縄
文
時

代
も
前
期
の
も
の
で
､
上
原
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て

い
る
諸
磯
B
式
の
赤
色
さ
れ
た
土
器
片
も
出
土
し
て

い
る
こ
と
や
'
昭
和
5
7
年
度
発
掘
調
査
を
実
施
し
た

長
平
遺
跡
か
ら
は
縄
文
時
代
前
期
の
､
伊
那
谷
か
ら

諏
訪
地
方
に
及
ぶ
中
越
式
土
器
が
出
土
し
､
中
越
式

土
器
文
化
の
最
北
端
の
地
と
な
っ
た
こ
と
を
ど
'
今

後
綿
密
な
調
査
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ま

た
､
三
日
町
の
来
見
原
遺
跡
の
一
部
を
ほ
甥
整
備
車

業
に
よ
り
緊
急
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
が
'
そ
の
時

出
土
し
た
高
杯
は
､
松
本
市
の
弘
法
山
古
墳
の
石
室

内
よ
り
出
土
し
た
も
の
に
類
例
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
､
東
海
系
の
土
師
器
と
思
わ
れ
る
も
の
で
､
大
町
市

内
へ
の
文
化
の
流
入
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
を
資
料

と
な
っ
た
が
'
単
品
と
し
て
出
土
し
た
た
め
今
後
資
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図3　道はた遺跡出土　百瀬式土器　璽(1:4)

図4　居平3号住居跡出土　加曽利∨弐　漂鉢(1:4)
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図5　倍馬連跡出土　S字口鰯　真　布留式杯(1:4)

料
の
哲
敏
を
期
待
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
｡

社
地
区
は
､
縄
文
時
代
を
始
め
､
各
時
代
の
遺
跡

が
見
ら
れ
る
中
で
､
大
町
市
内
で
も
敷
少
を
い
弥
生

時
代
の
も
の
が
集
中
し
て
い
る
｡
遺
物
の
出
土
例
の

多
い
遺
跡
と
し
て
は
､
現
在
の
館
ノ
内
県
営
住
宅
の

あ
る
道
は
た
遺
跡
が
あ
る
｡
こ
の
遺
跡
は
ほ
と
ん
ど

煙
波
し
た
と
思
わ
れ
る
が
'
校
本
平
の
弥
生
時
代
中

期
末
の
､
百
瀬
式
土
器
に
類
例
を
み
る
こ
と
の
で
き

る
､
小
形
裏
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
｡
ま
た
へ
弥
生

こ
の
遺
跡
か
ら
は
過
去
に
縄
文
時
代
中
期
最
終
末
に

編
年
さ
れ
て
い
る
､
諏
訪
富
士
見
町
で
検
出
さ
れ
た

居
平
遺
跡
の
第
3
号
住
居
跡
出
土
の
一
括
資
料
を
標

式
と
し
た
へ
営
利
V
式
に
類
例
を
み
る
深
鉢
形
土
器

が
出
土
し
て
い
る
が
､
遺
跡
の
範
囲
な
ど
に
つ
い
て

も
詳
細
を
調
査
が
行
を
わ
れ
で
い
な
い
｡

東
方
に
対
比
す
る
な
ら
げ
西
山
際
に
治
っ
て
紀
文

の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
｡

農
業
養
鰻
整
備
に
伴
う
埋
繭
文
化
財
緊
急
遅
掘
調

査
の
経
過

以
前
よ
り
､
大
町
市
内
で
の
埋
蔵
文
化
財
の
学
術

調
査
は
､
上
原
遺
跡
を
ど
牧
例
に
す
ぎ
ず
､
そ
れ
が

か
え
っ
て
遺
跡
の
保
存
を
助
長
し
て
い
た
も
の
の
､

近
年
の
大
規
模
開
発
の
波
の
中
で
､
今
度
は
逆
に
調

査
の
遅
れ
が
裏
目
に
出
で
あ
り
､
ほ
甥
整
備
事
業
に

伴
う
埋
蔵
文
化
財
の
緊
急
発
掘
調
査
M
-
 
'
時
間
的
､

金
銭
的
な
制
約
の
中
で
'
緊
急
度
を
増
し
て
続
け
ら

れ
'
広
範
囲
に
わ
た
り
遺
跡
が
消
え
き
っ
て
ゆ
く
中

で
､
従
来
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
殆
ど
行
を
あ
れ
た
こ

と
は
な
く
､
遺
跡
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
に
合
せ
'

文
化
財
を
保
護
す
る
う
え
に
､
微
力
な
り
に
肢
采
を

上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
､
長
野
県
中
信
土
地
改

良
事
務
所
に
よ
り
施
行
さ
れ
た
､
平
'
社
地
区
の
ほ

甥
整
備
事
業
が
､
仁
科
三
湖
か
ら
平
地
区
を
通
り
雨

借
馬
遺
跡

昭
和
5
4
年
度
よ
り
3
ヶ
年
に
わ
た
り
発
掘
調
査
が

進
め
ら
れ
た
借
馬
遺
跡
は
､
発
掘
調
査
面
積
三
五
二

五
〇
t
'
総
事
業
費
二
〇
〇
八
万
円
と
い
う
長
野
県

下
で
も
大
規
模
な
発
掘
の
一
つ
と
在
っ
た
｡
検
出
さ

れ
た
遺
構
は
､
竪
穴
住
居
址
･
8
 
'
掘
立
柱
建
物
址

･
3
6
の
他
､
溝
や
旧
河
川
の
跡
､
柵
列
状
遺
構
な
ど

が
あ
り
､
3
C
-
n
C
に
あ
た
る
こ
の
地
方
の
古
代

人
の
生
活
を
知
る
う
え
で
､
あ
る
程
度
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

検
出
さ
れ
た
竪
穴
住
居
址
を
竪
穴
住
居
址
内
よ
り

出
土
し
た
遺
物
の
相
対
年
代
に
よ
り
､
時
期
分
類
を

試
み
る
と
､
表
2
の
と
お
り
の
考
え
方
が
で
き
る
が
､

こ
の
地
方
の
歴
史
の
流
れ
を
考
え
る
う
え
で
'
古
墳

時
代
の
初
頭
の
古
式
土
師
巷
を
保
有
す
る
竪
穴
住
居

流
す
る
農
具
川
流
域
の
遺
跡
と
､
社
地
区
の

に
数
多
く
分
布
す
る
遺
跡
地
帯
に
か
か
る
た

の
よ
う
に
緊
急
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
た
｡

昭
和
5
 
2
年
度
-
平
地
区
-
釆
見
原
遺
跡

昭
和
5
 
S
竿
度
-
平
地
区
1
分
水
遺
跡

昭
和
5
4
年
度
-
平
地
区
1
倍
馬
遺
跡

昭
和
5
 
5
年
度
-
平
地
区
丁
借
馬
遺
跡

時
代
に
は
､
稲
作
が
営
な
ま
れ
て
い
た
事
が
通
情
考

え
ら
れ
て
き
て
い
る
が
､
稲
作
と
一
体
の
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
石
包
丁
の
出
土
例
が
無
い
事
か

ら
､
大
町
市
内
で
の
水
稲
耕
作
に
疑
問
を
持
つ
こ
と

も
で
き
る
が
､
最
近
に
な
り
同
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

高
杯
の
脚
部
底
に
モ
ミ
の
痕
跡
が
み
つ
か
っ
た
こ
と

に
よ
り
､
弥
生
時
代
に
お
け
る
こ
の
地
方
の
水
稲
耕

作
を
考
え
る
う
え
で
役
立
つ
資
料
の
一
つ
と
な
っ
た
｡

常
盤
地
区
は
､
ほ
と
ん
ど
が
縄
文
時
代
の
遺
跡
で

な
か
で
も
保
存
状
況
が
一
番
良
い
も
の
に
､
県
の
重

要
追
跡
に
登
録
さ
れ
て
い
る
､
菅
ノ
沢
遺
跡
が
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
各
地
域
に
よ
り
時
代
の
異
な
る
遺

跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
`
こ
れ
ら
の
地
域
性

の
違
い
が
､
各
時
代
の
人
々
を
定
着
さ
せ
､
各
時
代

に
よ
り
移
り
住
ん
で
い
た
の
か
､
ま
た
は
､
分
布
調

査
が
進
ん
で
い
を
い
こ
と
か
ら
､
各
時
代
の
遺
跡
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
か
は
'
大
き
を
課
題
の
一
つ

で
も
あ
る
｡

昭
和
5
6
年
度
-
平
地
区
1
倍
馬
遺
跡

追
分
遺
跡

社
地
区
-
前
田
遺
跡

高
原
遺
跡

昭
和
5
8
年
度
-
社
地
匝
-
五
十
畑
遺
跡

こ
れ
ら
8
遺
跡
で
あ
る
が
､
付
近
に
.
j
'

調
査
の
遺
跡
が
点
々
と
連
続
し
て
い
る
｡

発
掘
調
査
さ
れ
た
遺
跡
の
概
況

(
借
馬
･
前
田
･
五
十
畑
遺
跡
よ
り
)

穴
期

堅
時園

2秦

ニー二二三二-二｡二二
址
が
､
発
掘
区
内
か
ら
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
`

弥
生
時
代
の
遺
物
を
保
有
す
る
も
の
の
資
少
が
僅
少

で
あ
っ
た
こ
と
が
､
発
掘
区
設
定
の
む
ず
か
し
さ
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
.
つ
た
｡
し
か
し
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図7　前田遺跡土城
塞内出土　黒
色土器耳皿
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キノコ選定会

過
去
に
お
い
て
出
土
し
た
､
東
海
系
の
S
字
目
線
を

持
つ
台
付
き
輩
や
'
布
留
式
土
器
に
穎
例
を
み
る
杯

な
ど
の
古
式
土
師
器
を
大
切
に
保
管
し
て
い
た
地
域

住
民
の
方
が
い
た
こ
と
は
幸
い
し
た
｡
発
掘
さ
れ
た

遺
構
や
遺
物
に
つ
い
て
は
､
各
報
告
語
に
よ
り
詳
細

が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
､
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な

い
が
､
借
馬
遺
跡
の
中
で
一
軒
だ
け
検
出
さ
れ
た
`
弥

生
時
代
後
期
の
箱
満
水
式
土
器
文
化
に
属
す
る
と
考

え
ら
れ
る
埜
可
住
居
址
は
'
床
面
に
赤
色
塗
彩
さ
れ

‥
‥
H
日
日
∪唱勧･《

∩
日
日
日
日
∪

た
2
個
体
の
壷
を
埋
め
込
み
､
炉
が
作
ら
れ
て
い
て

こ
の
住
居
地
か
ら
は
､
土
器
片
の
周
辺
を
打
ち
欠
き
､

軽
い
研
磨
や
､
し
っ
か
り
し
た
楢
麿
を
加
え
半
日
形
､

締
円
形
`
隅
丸
方
形
等
の
形
状
に
加
工
し
た
も
の
が

保
有
さ
れ
て
い
た
'
盤
作
方
法
は
'
上
製
日
枝
や
､

土
器
片
錘
に
翔
似
す
る
が
､
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
も

4
0
個
体
に
及
び
､
そ
の
形
状
は
細
部
に
お
い
て
皆
異

な
る
∩
-
用
い
た
土
器
片
は
4
0
個
体
と
も
整
い
焼
き
で
､

赤
色
塗
彩
さ
れ
た
土
器
片
に
よ
る
も
の
1
 
2
個
体
､
櫛

描
形
状
丈
を
も
つ
土
器
片
に
よ
る
も
の
9
個
体
､
八

ケ
/
を
も
つ
土
器
片
を
も
ち
い
る
も
の
5
個
体
と
在

る
∩
-
さ
ら
に
期
似
す
る
半
円
形
の
も
の
は
､
径
が
5

c
m
-
7
m
の
門
を
半
円
に
欠
い
て
研
磨
し
た
大
き
さ

の
も
の
が
多
い
｡
こ
れ
ら
の
製
品
の
H
的
あ
る
い
は
､

性
格
づ
け
は
保
接
せ
ざ
る
を
得
を
い
た
め
､
土
器
片

製
品
と
し
て
仮
称
さ
れ
た
〝

前
田
退
助

前
田
遺
跡
は
､
昭
和
5
6
年
度
に
発
掘
調
査
さ
れ
た

遺
跡
で
'
発
掘
面
積
は
四
〇
〇
〇
証
､
総
事
業
華
二

〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
(
し
検
温
さ
れ
た
適
櫛
は
､
竪
穴

住
居
址
･
3
4
､
掘
立
柱
建
物
址
･
4
の
他
､
溝
助
や

土
療
養
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
､
7
C
後
半
か
ら

I
 
2
C
初
め
の
質
料
と
な
り
'
備
罵
遺
跡
か
ら
始
め
た

こ
の
地
方
の
土
器
形
態
の
流
れ
を
知
る
う
え
で
､
空

自
部
分
を
堪
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
(
　
土

残
寒
と
考
え
ら
れ
た
も
の
の
発
掘
は
大
町
直
で
は
始

め
て
で
あ
り
､
進
物
の
保
存
状
態
も
よ
-
'
平
安
時

代
の
後
期
後
半
の
土
師
器
供
膳
形
態
に
多
く
み
ら
れ

る
も
の
が
一
組
と
な
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
た
｡
)
中
で

も
黒
色
土
器
の
耳
皿
-
と
高
台
の
付
さ
れ
た
杯
2
は
､

内
外
血
て
い
ね
い
を
ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
の
後
に
黒
色
処
理

さ
れ
た
も
の
で
､
松
本
吊
の
神
目
遺
跡
よ
り
出
士
し

た
も
の
に
翔
似
す
る
と
思
わ
れ
る
が
､
竪
穴
住
居
址

内
よ
り
出
土
し
て
い
な
い
た
め
､
前
田
追
跡
で
の
ど

の
時
期
に
位
菰
付
け
ら
れ
る
の
か
明
確
で
は
な
か
っ

た∩

五
十
畑
遺
跡

五
十
畑
遭
跡
の
発
掘
は
､
仁
科
神
間
宮
に
近
く
､

三

シ

ョ

』

ま

た

は

J

-

n

ジ

.

1

』

と

い

う

名

前

か

ら

も
し
か
し
て
'
仁
科
民
に
係
わ
る
質
料
が
出
土
す
る

の
で
は
な
い
が
と
い
う
期
待
を
し
て
､
発
掘
面
梯
2

〟
)
'
爪
､
総
事
業
雄
二
'
i
O
〇
万
日
と
い
う
大
規
模
を

発
槻
瑚
琵
と
な
り
､
現
在
を
お
調
査
が
進
め
ら
れ
て

い
る
が
､
約
0
0
の
竪
穴
住
居
地
と
掘
立
柱
建
物
批
･

5
の
他
､
士
城
塞
･
瀧
批
･
小
鍛
冶
址
な
ど
が
検
出

さ
れ
た
他
､
出
土
遺
物
は
多
種
に
わ
た
っ
て
保
有
さ

れ
て
い
た
｢
　
中
で
も
今
ま
で
破
片
で
し
か
川
上
し
て

い
な
か
っ
た
'
白
磁
や
緑
紬
陶
器
の
他
､
疾
軸
の
二

見
壷
･
豊
中
=
の
あ
る
土
器
や
宋
銭
な
ど
が
竪
穴
住
居

地
内
よ
り
み
つ
か
っ
て
い
る
.
ま
た
､
同
じ
竪
穴
住

居
批
内
よ
り
出
上
し
て
い
る
も
の
の
な
か
に
出
面
硯

が
李
(
a
が
､
こ
の
竪
穴
住
居
地
は
'
掘
立
柱
建
物
虹

と
重
複
関
係
に
あ
り
､
こ
ち
ら
の
拙
守
桂
建
物
址
に

関
係
の
点
る
も
の
で
は
な
い
が
と
も
皐
-
そ
ち
れ
て
い

る
《
　
そ
の
他
竪
穴
住
居
地
の
昧
面
上
に
約
3
0
m
ぐ
ら

い
掘
り
込
ま
れ
た
小
さ
な
土
塊
の
中
に
ト
ン
ク
リ
の

実
の
炭
化
し
た
も
の
が
つ
ま
っ
て
い
た
.
炭
化
し
た

も
の
の
詳
細
を
調
査
は
現
在
進
め
て
い
る
最
中
に
あ

る
が
､
今
ま
で
に
麦
･
モ
モ
か
ア
ン
ス
の
実
･
ト
チ

の
実
亀
と
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て

い
る
ー
な
お
､
時
期
的
な
も
の
な
と
に
つ
い
て
は
今

後
整
理
が
済
み
次
第
報
告
常
に
よ
り
公
表
で
き
る
も

の
と
考
え
て
い
る
｡

ま
と
め

以
上
の
よ
う
な
成
果
が
近
年
行
な
わ
れ
た
ほ
場
整

備
事
業
に
伴
う
事
前
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
発
拙

調
壷
の
記
録
で
あ
る
が
､
本
来
理
蔵
文
化
財
は
､
破

壊
す
る
車
な
く
静
か
に
土
の
中
に
包
蔵
さ
れ
て
い
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
て
､
次
の
世
代
の
人
達
に
伝
え
て

め
-
の
か
現
在
を
営
ん
で
い
る
私
達
の
黄
住
で
も
あ

る
と
考
え
る
の
で
す
が
､
自
分
達
の
生
活
を
考
え
る

と
共
有
す
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
一
近
い
将
来
本
当
に
埋
蔵
文

化
財
を
必
要
と
す
る
時
代
が
来
た
蒔
､
も
う
一
つ
の

通
勤
も
残
っ
て
い
な
い
は
ど
破
壊
が
進
ま
な
い
よ
う

今
の
私
道
は
心
が
け
た
い
も
の
で
す
｡

(
大
町
市
教
育
委
自
今
)
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博
物
館
だ
よ
り

企
画
展
　
キ
ノ
コ
と
秋
の
草
花
展

昨
年
同
様
の
企
画
展
を
催
し
た
と
こ
ろ
'
好
評
で

再
度
開
催
の
要
望
も
多
い
た
め
今
年
も
左
記
の
よ
う

に
開
催
し
ま
す
｡

･
期
間
　
9
月
2
3
日
-
9
月
2
7
日
(
5
日
間
)

･
キ
ノ
コ
鑑
定
会
　
9
月
2
5
日
(
日
曜
日
の
み
)

･
企
画
展
期
間
中
の
9
月
2
6
日
(
月
曜
日
)
は
休
館

日
で
す
が
開
館
し
ま
す
｡
開
館
時
間
は
午
前
9
時

よ
り
午
後
5
時
ま
で
で
す
｡

･
入
館
料
　
企
画
展
の
み
無
料
｡

山

と

博

物

館

第

　

2

8

　

巻

　

第

9

号

.
九
八
三
年
九
日
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
へ
&
)
〇
二
一

大

　

町

　

山

　

岳

　

持

　

物

　

館

印
刷
所
　
良
好
県
大
町
前
便
町

大

糸

タ

-

ム

　

ス

　

印

刷

　

部

定
　
価
　
年
額
二
二
〇
〇
円
一
送
料
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
c
L
.
(
技
野
四
-
一
三
二
九
三
)


