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古代人によって集められた石(来見原遺跡S61.10.縄影島田哲男)

古
代
人
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
石

遺
跡
の
発
掘
調
査
を
す
る
と
筆
太
か
ら
人
頭
大
の

石
を
い
-
つ
も
集
め
た
｢
集
石
｣
と
呼
ぶ
遺
構
が
､

時
と
し
て
古
く
は
一
万
年
以
上
前
の
旧
石
器
時
代
か

ら
､
新
し
-
は
近
世
､
近
代
の
追
跡
で
時
代
を
問
わ

ず
見
ら
れ
ま
す
｡
こ
れ
ら
集
石
の
用
途
は
時
と
場
合

に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
調
理
場
､
祭
り
の
甥
'
お
墓
を
ど

と
そ
の
有
り
方
で
判
断
さ
れ
ま
す
｡
し
か
し
､
旧
石

器
時
代
､
縄
文
時
代
草
創
期
､
早
期
の
薬
石
を
除
-

多
-
の
場
合
は
'
祭
和
的
意
味
の
様
相
の
強
い
遺
構

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
代
表
と
し
て
は
､
市

内
ヒ
原
遺
跡
や
諏
訪
郡
原
村
阿
久
追
跡
の
集
石
群
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
｡

日
旺
織
羅
鵠
講
粥
弼
縛
航
講
評

○
○
年
前
)
層
と
弥
生
時
代
中
期
　
(
約
二
〇
〇
〇
年

前
)
層
(
写
真
)
　
の
2
層
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
｡
古

墳
時
代
､
弥
生
時
代
両
者
の
も
の
と
も
地
形
に
沿
っ

て
帯
状
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
も
の
､
単
位
的
に
楕
円

形
に
近
い
形
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
も
の
の
2
種
類
の

形
態
が
見
ら
れ
ま
し
た
｡
集
石
の
下
部
は
ほ
と
ん
ど

の
も
の
が
浅
-
掘
り
凹
め
ら
れ
た
も
の
で
､
下
に
穴

が
掘
ら
れ
て
あ
っ
た
も
の
は
古
墳
時
代
の
集
石
に
一

基
見
ら
れ
た
の
み
で
､
下
に
物
と
か
人
を
埋
め
た
と

い
う
盛
じ
の
す
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
見
ら
れ
ず
､
叢

と
い
う
線
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
さ
て
､
そ
れ

で
は
こ
れ
は
何
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ま
す
と
｢
わ
か

ら
な
い
｣
と
い
う
の
が
正
直
を
と
こ
ろ
で
す
｡
た
だ

集
石
の
間
や
周
辺
よ
り
､
丹
の
つ
い
た
石
や
土
器
､

御
神
酒
を
あ
は
た
と
思
わ
れ
る
形
の
土
器
等
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
か
ら
祭
祀
的
な
線
が
強
い
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
｡
祭
祀
的
と
思
う
と
､
こ
れ
ら
集
め
ら

れ
た
石
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
は
古
代
人
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
を
い
か
と
感
じ
ら
れ
ま
す
｡

し
か
し
､
こ
の
よ
う
に
集
め
ら
れ
た
石
｢
集
石
｣

は
'
生
活
的
施
設
(
調
理
場
や
炉
等
)
､
祭
祀
的
施

設
(
祭
り
場
や
幕
等
)
､
そ
し
て
時
に
よ
っ
て
は
自

然
の
い
た
ず
ら
の
場
合
も
あ
り
私
達
の
頭
を
悩
ま
せ

ま

す

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

島

田

哲
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図2　過勤全景
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図1　来見原遺跡の土層概略図
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図3　中也の建物跡(丸い穴か柱穴)

鰭物悼ど山

大
町
市
三
日
町
来
見
原
遺
跡
概
略

島

　

田

　

哲

　

男

く
ろ
み
は
ー
ち

昨
年
四
月
か
ら
一
一
月
ま
で
来
見
原
遺
跡
の
発
掘

調
査
が
お
こ
な
お
れ
ま
し
た
｡
釆
見
原
遺
跡
は
､
大

町
市
三
日
町
､
中
山
山
地
山
麓
の
居
谷
里
沢
が
形
成

し
た
小
扇
状
地
上
約
二
万
2
m
に
広
が
る
縄
文
時
代

か
ら
中
世
に
渡
る
遺
跡
で
'
一
九
七
八
年
に
北
端
一

〇
〇
〇
2
m
が
調
査
さ
れ
､
二
次
目
の
今
回
は
南
端
二

五
〇
〇
｡
肌
を
調
査
し
ま
し
た
｡

今
回
の
調
査
地
区
内
は
､
市
内
で
現
在
ま
で
に
調

査
し
た
遺
跡
の
中
で
も
地
層
と
そ
の
年
代
区
分
が
良

好
に
対
比
で
き
る
も
の
で
し
た
(
図
1
)
｡
こ
れ
は

唇
谷
里
沢
が
形
成
し
た
扇
状
地
士
と
い
う
堆
積
が
は

っ
き
り
し
た
条
件
と
､
堆
積
土
層
中
に
そ
れ
ぞ
れ
時

代
の
遺
物
含
包
層
(
生
活
遺
物
で
あ
る
土
器
･
石
器

を
ど
を
含
ん
で
い
る
土
層
の
こ
と
)
が
確
認
で
き
る

と
い
う
条
件
が
重
な
り
､
図
1
の
ご
と
-
現
代
か
ら

縄
文
時
代
晩
期
､
約
二
二
〇
〇
年
間
の
地
層
が
約
二

m
と
い
う
深
さ
ま
で
そ
の
順
番
に
区
別
で
き
､
時
代

ご
と
に
生
活
し
た
地
面
を
確
認
で
き
た
か
ら
で
す
｡

土
層
の
中
で
確
認
で
き
た
生
活
層
は
古
い
と
こ
ろ
か

ら
縄
文
時
代
晩
期
後
半
(
約
二
二
〇
〇
年
前
｢
弥

生
時
代
中
期
(
約
二
〇
〇
〇
-
一
九
〇
〇
年
前
)
､

古
墳
時
代
中
･
後
期
(
約
一
五
〇
〇
-
一
四
〇
〇
年

請
)
､
奈
良
,
平
安
時
代
(
約
一
三
〇
〇
-
九
〇
〇

年
前
｢
中
近
世
の
室
町
時
代
(
約
五
〇
〇
年
前
)

の
五
期
間
で
し
た
｡
ま
た
､
上
層
を
見
て
い
く
と
弥

生
時
代
中
期
桶
と
古
墳
時
代
中
期
層
の
問
に
約
六
〇

0
0
の
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
砂
礫
層
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
､
づ
'
こ
の
間
約
四
〇
〇
年
は
相
当
の
濫

乱
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
そ
し
て
こ
の
層
の

中
に
お
い
て
河
川
跡
も
確
認
で
き
ま
し
た
｡
そ
れ
で

は
､
確
認
さ
れ
た
各
時
代
の
生
活
層
を
見
て
い
き
ま

し

ょ

う

っ

申
近
世
･
室
町
時
代

こ
の
層
は
現
地
表
面
か
ら
約
三
〇
釦
下
で
確
認
さ

m
2
-

一

　

　

一

　

　

一

　

　

一

れ
ま
し
た
｡
こ
こ
か
ら
は
建
物
の
柱
を
建
て
た
と
思

わ
れ
る
穴
が
多
く
検
出
さ
れ
､
ま
た
柵
と
思
わ
れ
る

柱
穴
も
見
ら
れ
ま
し
た
｡
遺
物
と
し
て
は
中
国
か
ら

輸
入
さ
れ
た
畜
磁
､
白
磁
の
茶
碗
､
瀬
戸
地
方
で
作

と

ぅ

書

ら
れ
た
陶
器
の
皿
や
茶
碗
､
素
焼
き
の
皿
､
刀
子
､

鉄
の
矢
じ
り
を
ど
が
出
土
し
ま
し
た
｡

こ
こ
に
出
土
し
た
遺
構
･
遺
物
は
､
お
そ
ら
-
大

正
一
五
年
二
五
八
七
年
)
の
譜
代
家
老
港
口
貞
秀

か
､
浅
野
久
衝
門
尉
所
有
の
領
地
を
検
地
し
､
そ
の

年
貢
を
定
め
た
浅
野
久
街
門
尉
御
恩
の
検
地
帳
の
中

に
借
罵
之
内
､
胡
桃
原
(
来
見
原
の
旧
地
名
｢
大

き
､
(
大
筒
の
旧
地
名
)
が
見
ら
れ
､
調
査
区
が
来

見
原
追
跡
の
範
囲
の
中
で
も
大
館
地
籍
に
入
る
の
で
､

前
者
検
地
帳
の
太
さ
ゝ
に
関
係
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
｡

奈
良
･
平
安
時
代

こ
の
層
の
中
で
は
､
奈
良
時
代
住
居
跡
一
軒
'
平

安
時
代
後
半
住
居
跡
二
軒
､
緊
穴
一
基
､
集
石
一

基
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
｡
遺
物
と
し
て
は
､
一
般
雑

r

t

仁

)

i

)

器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
土
師
器
･
須
恵
器
･
灰

柵
陶
器
の
他
に
､
炭
化
木
製
品
'
字
を
喜
い
た
り

刻
ん
だ
土
器
が
あ
り
ま
し
た
｡
炭
化
木
製
品
と
し
て

と

力

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

だ

た

　

き

ぬ

た

は
､
髪
を
硫
す
櫛
破
片
､
静
を
敲
-
砧
と
呼
ば
れ
る

木
槌
､
何
で
あ
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
竹
を

細
-
割
き
丸
め
た
曲
物
が
あ
り
ま
し
た
｡
木
製
品
と

い
う
の
は
普
通
は
腐
っ
て
し
ま
う
の
が
あ
た
り
ま
え

で
す
が
､
こ
れ
ら
は
､
火
に
あ
っ
て
炭
化
し
､
そ
れ

が
灰
に
を
っ
て
し
ま
う
前
に
蒸
し
焼
き
状
態
と
在
っ

た
の
で
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
こ
の
中
で
櫛
は

一
般
庶
民
の
家
か
ら
出
土
す
る
例
は
大
変
に
め
ず
ら

し
い
こ
と
で
す
｡

字
が
書
か
れ
た
り
'
刻
ま
れ
た
土
器
は
'
三
軒
の

住
居
跡
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
｡
字
を
書
い
て
あ
る

も
の
は
'
基
を
使
用
し
､
土
器
の
膜
面
や
底
に
書
い

た
も
の
で
､
刻
ん
だ
も
の
は
釘
の
様
に
尖
っ
た
も
の

を
使
用
し
刻
ん
だ
も
の
で
す
｡
文
字
の
種
類
と
し
て

は
､
｢
胤
｣
｢
主
｣
が
主
体
で
､
中
に
は
現
在
解
読
中

で
す
が
土
器
の
腹
面
､
底
面
の
そ
こ
ら
じ
ゆ
う
に
文

字
を
書
い
た
土
器
も
見
ら
れ
ま
す
｡
文
字
の
書
か
れ

た
り
､
.
刻
ま
れ
た
土
器
の
種
類
は
す
べ
て
杯
と
呼
ぶ

現
在
の
茶
碗
の
み
で
し
た
｡
こ
れ
ら
文
字
入
り
の
土

器
が
出
土
し
た
と
い
う
こ
と
は
､
当
時
一
般
庶
民
は

あ
ま
り
字
が
書
け
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
､

こ
の
字
を
書
い
た
人
は
村
の
中
の
物
知
り
､
知
識
人



･環, 3椎郵IIJ:I?祝'.).L･r (a.Jく和35年7月261日
③ 1987125

図4　石臼を伴なう薬石(左上の皿状の石か石臼)

図6　左　集石から出土した垂　　右　異形土器

図5　焼土を伴なう集石実測図

舵物情と山

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

こ
の
他
に
興
味
を
ひ
い
た
の
は
､
住
居
跡
一
二
軒

中
九
軒
が
火
災
に
あ
っ
た
住
居
だ
っ
た
こ
と
､
し
か

も
こ
の
火
災
は
不
注
意
や
自
然
災
害
で
出
火
し
た
の

で
は
な
い
ら
し
く
､
す
べ
て
故
意
に
火
を
つ
け
家
を

燃
や
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
｡
こ
れ
は
､
こ

れ
ら
火
災
に
あ
っ
て
い
る
住
居
の
カ
マ
ド
が
壊
さ
れ

て
い
た
り
､
カ
マ
ド
の
中
に
使
用
し
て
い
た
土
器
を

詰
め
込
ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
さ
れ
ま
す
｡

こ
の
こ
と
か
ら
､
住
居
を
使
用
し
､
住
む
の
を
や
め

た
時
に
カ
マ
卜
を
壊
し
た
り
､
使
用
し
て
い
た
土
器

を
カ
マ
ド
に
詰
め
込
ん
だ
り
し
て
､
素
に
火
を
か
け

燃
や
す
風
評
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
∪

も
う
ひ
と
つ
興
味
を
ひ
く
こ
と
は
､
カ
マ
卜
の
位

置
で
､
半
数
以
上
の
素
の
ガ
マ
ド
が
南
側
に
あ
る
こ

と
で
す
｡
市
内
で
調
査
し
た
カ
マ
卜
を
も
つ
住
居
の

ほ
と
ん
ど
は
北
側
か
東
側
に
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
､

本
遺
跡
の
揚
合
は
'
前
側
に
造
ら
れ
て
い
る
も
の
が

調
査
し
た
住
居
の
半
数
に
あ
る
わ
け
で
'
お
そ
ら
く

風
向
き
の
関
係
と
思
わ
れ
ま
す
が
､
市
内
で
も
め
ず

ら
し
い
事
例
で
す
｡

古
墳
時
代
中
～
後
期

こ
の
層
か
ら
は
､
住
居
跡
一
軒
と
集
石
群
が
検
出

さ
れ
ま
し
た
｡
こ
の
時
期
で
注
目
さ
れ
る
の
は
集
石

群
で
､
人
頭
大
､
拳
大
の
石
が
長
さ
約
一
〇
m
､
幅

二
五
m
の
帯
状
に
並
べ
た
集
石
一
ヶ
所
､
一
l
一

m
の
不
整
椿
円
形
や
不
整
方
形
に
並
べ
ら
れ
た
集
石

七
-
八
ヶ
所
が
約
三
〇
m
の
範
囲
に
固
ま
っ
て
い
ま

し
た
｡
集
石
群
の
集
石
の
中
や
闇
辺
に
は
､
土
師
器

の
l
動
が
三
個
体
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
地
点
も

見
ら
れ
､
ま
た
ね
供
え
物
を
盛
っ
た
と
考
え
ら
れ
現

在
神
社
を
ど
で
使
用
さ
れ
て
い
る
三
方
と
呼
ば
れ
る

た

力

つ

き

道
具
と
同
じ
用
途
で
あ
る
土
師
器
の
高
林
が
普
通
の

遺
跡
よ
り
数
多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と
､
現
在
の
徳

利
と
同
じ
用
途
で
普
通
の
遺
跡
で
は
あ
ま
り
出
土
せ

ず
､
古
墳
の
よ
う
な
お
墓
に
通
常
見
ら
れ
る
須
恵
器

の
腺
(
は
そ
う
)
が
四
個
出
土
し
て
い
ま
す
｡
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
表
紙
で
も
述
べ
ま
し
た
が
､
こ
の
集

石
は
祭
祀
的
性
格
が
強
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
さ
て
へ

祭
祀
的
と
す
る
な
ら
は
ど
の
様
な
祭
祀
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
｡
こ
れ
に
は
二
つ
が
考
え
ら
れ
ま
す
｡
一

つ
は
､
近
く
に
墓
で
あ
る
古
墳
が
あ
る
こ
と
か
ら
そ

れ
に
開
通
し
た
祭
祀
､
ま
た
一
つ
は
､
農
地
で
あ
る

水
田
が
存
在
し
た
と
予
想
さ
れ
る
場
所
に
近
い
こ
と

か
ら
農
耕
祭
祀
に
開
通
し
た
も
の
と
い
う
考
え
方
で

す
｡

弥
生
時
代
中
期

こ
の
時
代
の
調
査
は
､
大
北
地
方
に
お
い
て
初
め

て
の
も
の
で
､
弥
生
時
代
と
い
え
ば
､
日
本
で
米
作

り
が
始
ま
っ
た
時
代
で
あ
り
､
大
北
地
方
で
の
米
作

り
の
始
ま
り
を
知
る
初
め
て
の
調
査
で
も
あ
り
ま
す
｡

期
待
ど
う
り
､
水
田
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の

の
､
土
器
の
詰
面
に
籾
の
跡
か
つ
い
た
も
の
が
何
点

か
見
つ
か
り
､
長
野
県
内
で
米
作
り
が
始
ま
っ
た
の

が
弥
生
時
代
中
期
頃
で
す
か
ら
､
大
北
地
方
に
お
い

丁
も
ほ
ぼ
同
時
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
確
証
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

こ
の
層
か
ら
は
､
集
石
群
と
遺
物
の
廃
棄
場
が
一

緒
に
な
っ
て
検
出
さ
れ
ま
し
た
｡
集
石
群
は
表
紙
に

前
述
し
た
ご
と
く
､
一
〇
m
に
渡
り
帯
状
に
続
-
隻

石
､
石
皿
と
呼
ば
れ
る
石
臼
を
組
み
合
わ
せ
た
集
石

(
図
4
)
焼
土
'
炭
を
伴
字
っ
集
石
(
図
5
)
な
ど

が
見
ら
れ
ま
し
た
｡
集
石
周
辺
か
ら
は
､
赤
色
の
丹

の
付
着
し
た
石
､
丹
が
塗
ら
れ
た
土
器
､
酒
器
に
使

用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
形
が
変
わ
っ
た
異
形
土
器
を

ど
が
出
土
し
て
お
り
祭
祀
的
性
格
が
強
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
｡
ど
の
よ
う
を
祭
把
で
あ
る
の
か
は
っ
き
り

と
し
ま
せ
ん
が
､
お
そ
ら
く
､
場
所
が
低
地
に
あ
る

こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
ま
す
と
'
米
作
り
が
始
ま

っ
て
お
り
水
田
に
近
い
位
置
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か

ら
農
耕
祭
配
に
関
連
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

集
石
と
一
緒
に
な
っ
て
検
出
さ
れ
た
遺
物
の
廃
棄

場
は
字
の
ご
と
-
遺
物
を
廃
棄
す
る
場
所
で
､
現
在

の
ゴ
ミ
捨
て
場
で
す
｡
し
か
し
そ
れ
が
祭
祀
関
係
と

考
え
ら
れ
る
集
石
ま
で
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

考
え
る
左
ら
は
､
単
を
る
コ
ミ
捨
て
場
で
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
｡
お
そ
ら
-
､
こ
の
当
時
の
集

藩
は
発
掘
区
の
す
ぐ
上
に
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
こ
と

か
ら
､
低
地
と
在
る
発
掘
区
が
耕
作
地
に
近
い
と
い

う
理
由
か
ら
祭
純
的
な
遺
構
を
つ
-
り
'
集
落
の
外

郭
部
分
と
い
う
こ
と
か
ら
遺
物
の
廃
棄
場
と
在
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
ま
た
､
当
時
の
人
々
に
は
土
器

や
石
器
を
廃
棄
す
る
と
い
う
行
為
に
､
現
在
の
よ
う

に
単
に
ゴ
ミ
を
捨
て
る
と
い
う
意
識
で
な
く
､
自
分

達
で
作
り
出
し
た
も
の
で
す
か
ら
何
か
の
意
味
が
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
｡
出
土
遺
物
の
中
に
は
､

欠
け
た
土
器
を
ウ
ル
シ
状
の
接
着
剤
で
接
着
し
た
も

の
も
見
ら
れ
ま
し
た
の
で
道
具
を
大
切
に
す
る
心
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
｡

ま
と
め

来
見
原
追
跡
は
当
初
の
予
想
を
上
回
る
追
跡
で
､

何
層
に
も
重
複
し
た
人
々
の
移
り
変
お
り
を
知
る
上

で
は
大
変
に
良
好
な
追
跡
で
し
た
｡
今
後
､
現
地
調

査
を
し
て
き
た
資
料
を
整
理
し
て
い
く
と
ま
だ
ま
だ

色
々
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡

(
大
町
市
教
育
委
員
会
)
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草屋小屋(水車風景)大町市鹿島にて

む　は小
す　石展を豆

館物博ど山

昔
の
精
白
･
製
粉
と
食
品

-
北
ア
ル
プ
ス
山
麓
地
方
の
食
生
活
㈲
-

青

　

木

　

　

　

治

穀
物
や
野
菜
を
収
穫
す
れ
ば
､
農
家
で
は
必
ず
精

白
製
粉
し
÷
毒
加
工
し
､
す
い
飯
あ
る
い
は
煮
物
へ

焼
物
､
浸
物
､
茄
物
､
清
物
を
ど
と
し
朝
夕
の
食
膳

を
豊
か
に
す
る
｡

穀
類
の
精
白
や
精
粉
は
､
昔
は
主
と
し
て
'
水
車

か
｢
が
つ
た
り
｣
　
(
ぱ
っ
た
り
)
が
便
お
れ
た
｡
小

川
の
水
力
を
利
用
し
､
水
車
を
回
し
'
木
製
の
大
き

e
'
I
櫓
う

な
歯
車
様
の
杵
受
け
で
､
杵
を
上
下
に
動
か
す
仕
組

で
玄
米
を
描
い
て
白
米
に
し
た
り
､
そ
の
ほ
か
稗
･

粟
･
黍
の
精
白
に
も
使
用
し
て
い
た
｡
粉
は
多
く
は

ひ

手
挽
き
の
石
臼
で
挽
い
た
が
､
水
車
利
用
の
石
臼
利

用
も
多
か
っ
た
｡
車
屋
内
に
大
き
な
石
臼
に
木
製
の

･
カ

大
歯
の
桟
歯
車
を
取
付
け
'
水
車
の
縦
歯
車
と
噛
み

合
わ
せ
'
臼
を
回
し
て
粉
に
す
る
｡
粉
に
は
米
粉
･

稗
粉
･
彊
諦
粉
･
黍
粉
･
小
麦
粉
な
ど
が
あ
る
が
､

何
れ
も
絹
筋
に
か
け
て
､
爽
雑
物
を
取
除
-
｡
中
で

も
小
麦
粉
は
鑑
真
て
こ
で
ん
)
に
か
け
て
､
麺
と

粉
を
分
け
る
の
で
あ
る
が
､
農
家
で
は
昔
か
ら
主
婦

の
仕
事
と
き
ま
っ
て
い
た
｡
夕
暮
れ
が
近
づ
く
と
昔

は
箱
喬
の
｢
て
こ
で
ん
･
て
こ
で
ん
｣
と
､
隣
近
所

教
師
か
ら
響
-
音
は
､
農
山
村
の
風
物
詩
で
も
あ
っ

た
と
明
治
生
ま
れ
の
老
人
達
は
話
し
て
い
た
｡
尚
子

臼
で
の
粉
挽
き
も
主
婦
の
夕
を
べ
仕
事
と
さ
れ
て
い

た
｡
｢
が
つ
た
り
｣
は
水
車
よ
り
簡
便
で
水
量
が
少

な
い
と
こ
ろ
で
も
使
え
､
佐
野
坂
以
北
の
白
馬
､
小

谷
､
東
部
山
地
の
美
麻
､
八
坂
方
面
に
も
多
く
､
小

さ
な
沢
水
利
用
の
が
っ
た
り
が
多
か
っ
た
｡
平
坦
地

で
も
僅
か
の
水
量
で
済
む
の
で
少
し
は
見
る
こ
と
が

で
き
た
｡
昭
和
二
六
､
七
年
の
小
谷
村
中
土
で
見
た

が
つ
た
り
は
､
米
な
ど
持
運
び
の
よ
い
道
ば
た
に
､

ひ

C

も

t

_

･

･

･
つ
i
r
く
沢
水
を
利
用
し
て
建
て
ら
れ
､
終
日
の
ぎ
つ

し

つ

の

ど

か

た
り
ば
っ
た
り
は
如
何
に
も
長
閑
を
山
村
風
景
で
も

あ
っ
た
｡

江
戸
時
代
で
は
百
姓
は
｢
し
ば
れ
は
し
ぼ
る
程
味

く
お

が
で
る
｣
と
か
､
｢
む
さ
(
腹
一
杯
)
と
食
す
べ
か

ら
ず
｣
と
か
い
っ
て
､
松
本
満
支
配
下
の
こ
の
地
方

じ
の
t
(
1
り

で
も
､
本
税
(
物
成
･
土
地
税
で
籾
で
納
め
る
)
は

四
公
六
民
か
五
公
五
民
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
碓

こ

J

の

ろ

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

ぶ

ー

曳

　

　

　

　

　

こ

う

そ

税
(
小
物
成
)
と
し
て
は
､
稗
･
油
程
の
定
納
･
橋

役
･
擢
役
(
鎌
を
と
る
｢
定
役
･
栗
役
･
綿
手

と
り
も
ち

役
等
百
姓
の
生
産
品
､
そ
れ
に
大
工
役
･
鍛
冶
役
･

伯
楽
役
の
労
役
は
｢
し
ぼ
れ
ば
し
ぼ
る
程
-
｣
の
筆

法
で
中
々
重
か
っ
た
｡
稗
･
油
荏
以
下
の
農
家
の
生

く
h

産
品
へ
の
課
役
も
百
姓
は
む
さ
と
食
す
べ
か
ら
ず
｣

の
筆
法
で
や
ら
れ
た
か
ら
､
満
足
に
い
く
食
生
活
も

で
き
な
か
っ
た
｡
そ
の
上
新
税
の
運
上
も
あ
ら
わ
れ

た
｡
例
え
は
草
屋
を
造
っ
て
穀
物
の
精
白
製
粉
を
す

れ
ば
車
屋
運
上
が
課
税
さ
れ
､
車
屋
も
藩
の
統
制
下

に
お
か
れ
た
｡

こ
う
い
う
中
で
農
家
は
知
恵
を
し
ぼ
り
食
生
活
充

実
の
た
め
幾
多
食
品
を
考
え
た
し
た
｡

も
ち
こ
め

精
米
は
､
白
餅
の
外
に
､
黒
大
豆
を
混
ぜ
た
豆
餅
､

粟
･
橋
黍
を
混
ぜ
た
粟
餅
･
黍
餅
､
も
ち
ぐ
さ
･
ち

し
い
竺
)
t
l

ち
つ
こ
･
山
ご
ぼ
う
の
菜
を
混
ぜ
た
書
館
､
批
粉
を

利
用
し
た
粉
飾
･
栃
餅
等
種
類
が
多
い
｡
寒
水
に
漬

け
凍
ら
せ
た
水
餅
､
同
様
に
し
て
凍
ら
せ
た
粉
飾
は

保
存
食
と
し
て
利
用
が
高
か
っ
た
｡
米
粉
の
寒
ぎ
ら

し
は
夏
で
も
虫
が
つ
か
を
-
使
え
る
｡
稗
粉
(
ひ
い

博
物
館
だ
よ
り

資
料
寄
贈
あ
り
が
と
う
.
ご
ざ
い
ま
し
た

ス
キ
ー
他
3
点
　
楢
浜
市
中
庭
土
野
町
　
尾
上
忠
蔵

ス
キ
ー
他
3
点

K
2
山
頂
の
岩
石

百
瀬
慎
太
郎
の
色
紙

河
野
船
蔵
の
名
刺

写
真
　
5
点

書
籍
『
驚
山
医
学
』

書
籍
　
4
0
点

キ
ノ
コ
類
　
2
点

1
点

-
忠

サ
ン
ガ
イ
笠
　
1
点

じ
ゃ
の
粉
)
は
､
佐
野
以
北
で
は
米
の
上
に
の
せ
て

焚
き
稗
飯
と
し
た
し
､
菜
飯
･
大
根
飯
･
粟
飯
､
黍

飯
も
米
前
約
の
た
め
の
工
夫
飯
と
考
え
ら
れ
る
｡
晴

の
食
に
は
､
ご
も
く
飯
･
粟
飯
･
き
の
こ
飯
･

飯
･
桶
米
と
赤
小
豆
の
赤
飯
が
あ
る
｡
尚
大
麦

h

き

を

こ

割
っ
て
割
飯
に
し
た
が
､
こ
れ
は
常
食
｡
黄
粉

び
･
胡
麻
む
す
び
は
田
植
に
'
味
噌
･
梅
漬
あ
ん
の

む
す
び
は
遠
足
に
､
小
麦
粉
は
･
ナ
ビ
ん
･
す
い
と
ん

に
､
米
粉
は
汁
お
か
し
に
､
そ
ば
粉
は
そ
ば
に
､
小

あ
ん

麦
粉
･
枇
粉
の
味
噌
に
野
菜
絹
の
焼
餅
灰
こ
ろ
は
し

d)till)

何
れ
も
地
粉
で
あ
れ
ば
珍
重
さ
れ
る
｡
黄
粉
･
小
豆

綿
を
つ
け
た
お
は
ぎ
､
何
れ
も
故
郷
の
香
り
高
い
味

で
あ
る
｡
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電
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提
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具
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在
的
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町
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町
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俊
夫
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山
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安
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ク
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テ
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澤
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