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第

1

章

-

坂

田

の

埋

蔵

文

化

財

ナ
ウ
マ
ン
象
が
棲
ん
だ
坂
田

坂
田
の
自
然
が
い
ま
に
近
い
形
に
作
り
あ
げ
ら
れ
た
のは、
地
質
学
上
の
時
代
区
分
で
い
う
と
乙
ろ

の
上
古
洪
積
世
の
後
半 、
す
な
わ
ち一
O
万
年
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る。

坂
田
圧
陵
の
中
腹
の
各
所
では
幅
広
く
員
類
の
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
る。
現
在
の
明
石
醤
油
の
裏

山 、
あ
る
いは
木
廼
加
輸
に
あ
る
君
津
総
合
高
等
職
業
訓
練
校
の
周
辺
か
らは
多
数
の
大
型
員
類
の
化

坂田の埋蔵文化財

石
が
現
わ
れ、
人
々
を
驚
か
せ
た 。
乙
れは
海
成
層
と
い
わ
れ
て

:
海
底
時
代H
の
な
と
り
な
の
で
あ

っ
た 。人

類
に
歴
史
が
あ
る
よ
う
に 、
地
球
に
も

歴
史
が
あ
る。
そ
れ
を
地
史
と
い
い 、
そ
の
時
代
を
地
質

時
代
と
い
う 。
地
質
の
ス
タ
ー
ト

が
何
年
前
で
あっ
た
か
知
る
よ
し
も
な
い 。
六
五
億
年
前
だ
と
い
う

学
者
も
い
れ
ば 、
五
O
億
年
前
と
い
う

人
も
い
る。
い
ず
れ
に
し
て
も 、

地
質
学
上
で
い
う
古
世
代
で

第1章

あ
り 、
そ
の
時
代は
日
本
全
体
が
海
の
底
に
あっ
た 。
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坂田の歴史

地
質
学
者
た
ち
の
定
説
に
よ
れ
ば 、
房一
総
半
島
の
正
陵
地
帯
の
高
層
部
が
徐
々
に
海
中
か
ら
そ
の
頂

(一
五
O
O
万
年
以
前)

部
を
出
しは
じ
め
た
のは
新
世
代
の
新
第
三
紀
の
中
ご
ろ

か
ら
鮮
新
生
(

第1編

0
0
0
万
年
以
前)
に
か
け
て
の
こ
と
だ
っ
た 。
そ
し
て、
第
三
紀
の
洪
積
世
の
初
期(一
0
0
0
万
年

ー
五
O
O
万
年
以
前)
に 、
土
地
の
隆
起
と
と
も
に 、
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
小
段
丘
や
台
地
が
露
出

し
て
き
た
の
だ
っ
た 。

当
時は
火
山
活
動
が
激
烈
を
き
わ
め 、
陸
上
の
火
山
も 、
海
中
に
あ
る
火
山
も 、

狂っ
た
よ
う
に
火

山
灰
を
噴
出
し 、
付
近
の
海
底
に
堆
積
し
た 。
一二
浦
層
と
い
う
非
常
に
厚
い
凝
灰
岩
を
形
成
し
た 。
そ

し
て
関
東
地
方
では
新
世
代
第
三
期
も

終
末
の
乙
ろ 、
海は
一
斉
に
後
退
し 、
一
方 、
著
し
い
地
殻
運

動
が
起
こ
っ
た 。
隆
起
時
代
で
あ
る。
す
な
わ
ち
第
四
紀
洪
積
世
の
時
代
に
入っ
た
の
だ 。
房
総
で
も

そ
れ
ま
で
海
底
で
あっ
た
地
塊
が
続
々
と
隆
起
し
た 。
乙
の
と
き
房
総は
三
浦
半
島
と
地
続
き
の
「

三

浦
房
総
半
島」
を
形
作っ
た
が、
ほ
ほ
同
時
に
そ
の
北
側
には
一
大
陥
没
地
が
生
ま
れ、
そ
乙
に
九
十

九
里
方
面
か
ら
海
水
が
浸
入
し
て一
つ
の
湾
を
作っ
た 。「
古
東
京
湾」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ

る。
現
在
の
関
東
平
野は
周
辺
の
山
麓
地
帯
を
除
い
て
大
半
が
乙
の
「

士口
東
京
湾」
の
底
と
なっ
た 。

房
総
南
部
と
銚
子
付
近
だ
け
が
陸
地
と
し
て
残
り 、

銚
子は
「

古
東
京
湾」
の
出
口
に
あ
る
孤
立
し
た

島
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る。

そ
の
時
代
には
日
本は
あ
る
部
分
で
大
陸
と
陸
続
き
と
なっ
て
い
た 。
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
巨
象
の

類
が
自
然
の
ま
ま
の
森
林
や
陸
地
を
歩
き
回
り 、

砲
肌
し
て
い
た 。
房
総
地
方
で
も
富
津 、
君
津 、
木

更
津 、
東
金 、
佐
倉
な
ど
で
ナ
ウ
マ
ン
象
の
化
石
が
発
見
さ
れ
て
お
り 、
乙
の
地
帯一
帯は
そ
れ
ら
巨

象
の
棲
み
家
と
なっ
て
い
た
の
だ
ろ
う 。

ナ
ウ
マ
ン
像
の
化
石は、
こ
こ
坂
田
で
も

発
見
さ
れ
た 。
昭
和
四
十
九
年
十一
月
で 、
発
見
者は
木

16 

坂田字鴫口のナウマン象化石発見地



更
津
市
清
見
台
に
住
む
考
古
学
研
究
家
の
伊
藤
聖一
氏
で
あっ
た 。
伊
藤
氏は
当
時 、
遺
跡 、
文
化
財

な
ど
の
調
査
の
た
め
坂
田
正
陵一
帯
を
幾
度
と
な
く

歩
き
回っ
て
い
た。
そ
ん
な
あ
る
日 、
大
関
谷
と
呼

つ
ま
り

字
鴨
口
の
道
路
に
面
し
た
南
斜
面
の
崩
さ
れ
た
砂
磯
層
の
中
に
長

ば
れ
て
い
る
下
堰
の
北
側 、

さ
約
八
0
セ
ン
チ
も
の
巨
大
な
化
石
を
発
見
し
た。
そ
し
て、
そ
れ
を
詳
細
に
調べ
た
と
乙
ろ 、
ナ
ウ

マ
ン
象
の
大
腿
骨
の
化
石
で
あ
る
乙
と
が
判
明
し
た。

そ
の
翌
日 、
付
近
を
く
ま
な
く
調
査
し 、
新
関
谷(
上
堰)
の
西
端 、
字
関
山
に
属
す
る
山
頂
を
崩
し

な
ら
し
た
平
坦
な
砂
磯
層
の
中
か
ら 、
やは
り
ナ
ウ
マ
ン
象
の
も
の
と
思
わ
れ
る
臼
歯
化
石
を
発
見
し

た
の
で
あ
っ

た。

数
十
万
年
前
か
ら
十
万
年
前
ご
ろ 、
坂
田
をは
じ
め
房
総一
帯は、
乙
れ
ら
巨
象
た
ち
をは
じ
め 、

大
陸
か
ら
渡っ
て
き
た
虎
や
豹 、
あ
る
いは
大
角
鹿
な
ど
が
かっ
歩
し
て
い
た
の
で
あ
る。
こ
れ
ら
の

動
物
た
ち 、
す
な
わ
ち
人
類
に
とっ
て
の
食
糧
を
追っ
て、
人
類
も

大
陸
か
ら
日
本
列
島
に
やっ
て
き

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る。

坂田の埋蔵文化財

縄
文
人
の
住
ん
だ
坂
田

洪
積
世
最
後
の
氷
期
に
む
か
う
に
つ
れ
て
関
東
地
方
には
大
平
野
が
形
成
さ
れ
た。
一
O
万
年
前
か

縄

文

遺

跡

と

土

器

ら一
万
年
ぐ
ら
い
前
の
乙
と
で
あ
る。
そ
の
問 、
現
在
の
関
東
平
野
深
く
入
り

込
ん
で
い
た
古
い
東
京

湾
の
海
底
堆
積
物
が
砂・
粘
土
と
なっ
て
陸
地
化
し
(
成
田
層
と
い
う)、
そ
の
上
層
を
関
東ロ
ー
ム
層

と
い
う
火
山
灰
が
お
よ
そ
六
メ
ー
ト
ル
前
後
の
厚
さ
で
お
おっ
た 。
そ
し
て
と
の
赤
土
と
い
う
ロ
|

ム

第1章

層
の
な
か
か
ら
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
人
類
生
活
の
い
と
な
み
を
伝
え
る
遺
物
が
発
見
さ
れ
た
の
で
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坂田の歴史

あっ
た 。
そ
れ
が
貝
塚
遺
跡
で
あ
る。

関
東
台
地
が
出
現
し
た
乙
ろ 、
そ
の
周
辺
に
ひ
ろ
が
る
遠
浅
で
波
静
か
な
入
江
の
海は
貝
と
魚
の
宝

第1編

庫
と
なっ
た 。
な
か
で
も
東
京
湾は
そ
の
最
大
の
宝
庫
で
あっ
た
に
ち
が
い
な
い。
貝
塚
文
化
の
もつ

と
も

盛
ん
で
あっ
た
地
域は、
現
在
の
東
京
湾
沿
い
の
台
地一
帯
で
あ
り 、
乙
れ
に
つ
い
で
利
根
川
沿

い
の
低
地
を
ひ
か
え
た
台
地 、
そ
れ
か
ら
太
平
洋
岸
と
い
う
順
序
に
なっ
て
お
り 、

人
は々
漁
掛
と
員

類
の
採
取
で
生
活
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る。
と
き
には
狩
猟
や
木
の
実
の
採
取
に
も
出
か
け
た
で
あ
ろ

う
が、
主
た
る
食
糧は
海
の
幸
に
依
存
し
て
い
た
と
い
っ

て
い
い。

今
か
ら
約一
万
年
ぐ
ら
い
前
には
人
類
の
生
活は
ほ
ぼ
確
立
し
た 。
人
は々
硬
質
の
石
を
よ
く
磨
き、

刃
先
の
よ
う
に
鋭
く
削
り 、
そ
れ
を
生
活
の
道
具
と
し
て
使
用
し
始
め
た 。
そ
れは
磨
製
石
器
と
い
う

も
の
で 、
新
石
器
時
代
と
も
い
わ
れ
て
い
る。

そ
の
後 、
人
は々
土
器
と
い
う
も
の
を
作
り
出
し
た 。
土
器
には
縄
の
網
目
の
模
様
を
つ
け 、
考
古

乙
の
時
代
を
縄
文
時
代
と
名
付
け
た 。
縄
文
時
代は
そ
れ
か
ら
紀
元
前
三
O
O
年 、

学
者
た
ちは
後
年 、

す
な
わ
ち
今
か
ら
二
三
O
O
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
続
い
た 。

貝
殻
や
魚
の
骨 、
あ
る
いは
使
用
不
能
と
なっ
た
石
器
や
土
器は
一
カ
所
に
捨
て
ら
れ
た 。
そ
れ
が

貝
塚
と
な
り 、
乙
の
貝
塚
遺
跡
の
発
見
に
よっ
て、
当
時
の
人
々
の
生
活
が
類
推
さ
れ
る
こ
と
に
なっ

た 。貝
塚は
千
葉
市
加
曽
利
町 、
市
川
市
北
国
分
寺
町 、
山
武
郡
横
芝
町
な
ど
千
葉
県
下
の
海
岸
近
く
の

い
た
る
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ、
そ
の
数は
二
六
二
ヵ

所
に
の
ぼ
っ

て
い
る。

貝
塚
の
多
くは
い
ろ
い
ろ
な
型
式
の
縄
文
土
器
を
出
土
す
る
の
で 、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
型
式
の
数

に
な
お
し
て
集
計
す
る
と、
千
葉
県
下
では
総
数
七
O
O
を
越
え
る
貝
塚
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
う 。

18 

-
関
東
口
l

ム
膚

関
東
地
方
の
丘
陵
や
台
地 、

河
岸
段
丘
の
表
面
に
広

く
分
布
し 、

火
山
活
動
に
由
来
す
る
堆
積
物
で 、

俗
に

赤
土
と
い
う 。

堆
積
年
代
は
洪
積
世
か
ら
沖
積
世
の
は

じ
め
に
わ
た
り 、

第
四
期
層
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ

洪
積
層
の
編
年
が
可
能
と
な
っ
た

。

古
い
万
か
ら
多
摩 、

下
末
吉 、

武
蔵
野 、

立
川
と
呼
ば
れ
る 。

従
来
の
考
古

学
上
で
は
無
遺
物
層
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が 、

昭
和
二

十
一

年 、

群
馬
県
岩
宿
で
ロ
l
ム
の
切
り

通
し
か
ら
石

器
が
採
集
さ
れ
て
以
来 、

無
土
器
文
化
の
包
合
層
と
し

て
重
要
な
意
義
を
も
っ
た

。



と
く
に
縄
文
後
期
には
い
っ

て、
遺
跡
の
数
が
飛
躍
的
に
増
加
し 、
員
塚
文
化
の
繁
栄
が
頂
点
に
達
し

た
こ
と
が
わ
か
る
が、
そ
れ
も
長
くは

続
か
な
かっ
た。
縄
文
晩
期 、
貝
塚は
急
速
に
減
少
し
て
い
る。

東
京
湾
沿
い
に
広
い
遠
浅
の
海
岸
を
もっ
て
い
る
わ
が
郷
土・
坂
田
も
ま
た
貝
塚
文
化
の
繁
栄
し
た

土
地
の一
つ
で
あっ
た。

君
津
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
で
ま
と
め
た
君
津
市
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地一
覧
表
に
よ
れ
ば 、
乙

の
周
辺
には
多
く
の
遺
跡 、
出
土
器、
古
墳
な
ど
が
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
る。
た
と
え
ば 、
小
糸
川
下

流
地
域
では、
小
糸
川
北
辺
の
縄
文
期 、
弥
生
期
に
属
す
る
も
の
と
し
て、
坂
田
吉
ケ
作 、
本
名
輪、

久
保
納一戸
山 、
北
子
安
中
打
越 、
南
子
安
埜
田 、
さ
ら
に
三
直
の
沖
入 、
天
王
台
な
ど
の
丘
陵
や
台
地

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る。
さ
ら
に
小
糸
川
南
辺
には
上
湯
江
上
野
台 、
新
御
堂
元
秋
葉
台 、
下
荘
台 、
三

船
台 、
小
山
野
の
高
塚 、
お
よ
び
六
手
根
岸
の
鹿
島
台
な
ど
の
丘
陵
地
帯
か
ら
も
多
く
の
土
器
が
発
見

さ
れ
た
の
で
あっ
た。
そ
こ
か
ら
判
断
し
て
も

坂
田
の
正
陵
地
帯
には、
古
く

縄
文 、
弥
生
時
代
に
人

類
が
生
活
し
て
い
た
乙
と
が
立
証
さ
れ
る
の
で
あ
る。

前
出
の
考
古
学
研
究
家
の
伊
藤
聖一
氏は
ナ
ウ
マ
ン
象
大
腿
骨
化
石
の
発
見
には
じ
ま
っ

て、
坂
田

の
古
代
の
遺
跡
を
次
々
と
発
見
し 、
わ
れ
わ
れ
郷
土
の
歴
史
を
学ぶ
者
に
とっ
ては
数
少
な
い
思
人
で

坂田の埋蔵文化財

あ
る。昭

和
四
十
四
年
五
月一の
乙
と
だ。
そ
の
乙
ろ
新
日
本
製
鉄は
当
神
免
の
海
抜
五
0
メ
ー
ト

ル
の
山
頂

に
送
電
線
用
鉄
塔
の
建
設
工
事
を
行
なっ
た。
伊
藤
氏
が
こ
の
工
事
現
場
を
探
訪
す
る
と、
縄
文
土
器

が
あ
た
か
も

彼
を
待
ち
受
け
て
い
た
よ
う
に
出
土
し
た
の
で
あっ
た。

田
戸
下
層
式
土
器
(
約
八
O
O
O
年
前)
の
破
片一
O
個 、
夏
島
式
土
器
(
約
九
四
O
O
年
前)

第1章

破
片
二ハ
個
の
ほ
か
数
々
の
土
器
を
発
見
し
た。
い
ず
れ
も

縄
文
早
期
の
も
の
で 、
乙
れ
に
よっ
て
坂 の
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坂田の歴史

田
丘
陵
の一
角
には
す
で
に一
万
年
も
以
前
か
ら
人
類
が
生
活
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
つ
き
と
め
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あっ
た 。

第1編

伊
藤
氏は
そ
の
と
き
の
感
動
を
『

君
津
町
誌』
に
記
述
し
て
い
る。

「
野
山
も
新
緑
に
つ
つ
ま
れ
た
五
月
の
初
め、

君
津
町
坂
田
の
開
発
造
成
地
へ
土
器
片
の
採
集
に
出
か
け
た。

偶
然
に
も
小
字
当
神
免
と
い
う
丘
陵
の
背
に
あ
る、

遺
跡
に
ぶ
つ
か
っ
た。

遺
跡
は
数
丁
下
に
あ
る
海
か
ら、

そ
そ
り
立
っ
て
い
る
海
抜
五
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
高
い
丘
陵
の
頂
に

あ
り、

山
頂
は、

広
く
は
な
い
が
平
で
あ
る。

そ
の
平
坦
な
部
分
に
は
ロ
l
ム

層
が
厚
く
堆
積
し、

ま
わ
り

の
山
と
は、

ロ
ー
ム
の
堆
積
が
異
っ
て
い
る。

付
近
の
山
は
ロ
l
ム
層
の
堆
積
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず、

あ

つ
で
も
そ
れ
は
き
わ
め
て
薄
く、

す
ぐ
に
海
成
層
で
あ
る。

或
は
海
か
ら
吹
き
上
げ
ら
れ
る
強
い
風
に
よ
っ

て、

低
い
所
や
正
裾
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

遺
跡
の
あ
っ
た
山
頂
は、

平

ら
な
部
分
の
両
側
を
残
す
よ
う
な
か
た
ち
で、

真
中
が
無
残
に
削
り
取
ら
れ
て
い
た。

そ
の
た
め
貴
重
な
遺

物
の
ほ
と
ん
ど
が
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
の
下
敷
き
に
な
っ
た
り、

掘
り
起
さ
れ
た
り
し
て、

ま
っ
た
く
の
壊
滅
状

態
で
あ
っ
た。

削
り
と
ら
れ
た
東
南
の
『
ガ
ケ
』

に
は、

オ
レ
ン
ジ
色
の
灰
が
一

五
セ
ン
チ
ほ
ど
堆
積
し
て

、
，
』
O

PM

ふI'

こ
の
灰
は
恐
ら
く
破
壊
さ
れ
た
炉
跡
の
一

部
か
と
も
思
わ
れ
る。

あ
の
炉
跡
ら
し
き
物
の
灰
の
中
か
ら、

弥
生
中
期
の
土
器
片
を
み
つ
け
た
。

土
器
片
は
口
縁
部
に
幅
の
広

い
帯
を
巻
き
つ
け、

そ
の
帯
に
羽
縄
文
を
ま
い
で
あ
っ
た。

胴
部
は
無
文
で
土
器
は
四
ミ
リ
程
度
の
薄
手
で、

焼
成
は
あ
ま
り
良
い
方
で
は
な
か
っ
た。

乙
の
丘
陵
背
の
遺
跡
の
南
側
と
北
側
に、

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
か
き

集
め
ら
れ
た
土
が
山
と
積
ま
れ
て
い
た。

そ
の
な
か
か
ら
三
角
鍛一

個
と、

黒
煙
石
で
作
っ
た
石
じ一

個、

自
然
の
河
原
石
を
利
用
し
た
磨
製
石
斧

一

個
と、

そ
の
外
に
多
数
の
土
器
片
を
採
取
す
る
乙
と
が
で
き
た
。

乙
れ
等
の
土
器
を
通
い
慣
れ
た
千
葉
大

の
大
場
先
生
の
教
室
に
も
っ
て
い
っ
た。

大
場
先
生
は
そ
の
土
器
を、

縄
文
前
期
・

中
期
・

後
期
・

弥
生
中
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坂田の埋蔵文化財第1章

期
と
分
類
さ
れ
た。

大
場
先
生
は
分
類
の
最
中
早
い
ま
ば
た
き
を
し
な
が
ら
『
こ
れ
は
諸
磯
式
土
器、
だ
』

と
い
っ
た。

私
は
ふ

と、

若
か
り
し
こ
ろ
の
先
生
が
X
式
土
器
と
称
し
て、

乙
の
諸
磯
式
土
器
を
追
い
求
め
て
い
た
姿
を
思
い
出

し、

先
生
の
臼
く
な
っ
た
頭
髪
を
じ
ッ
と
見
つ
め
た。

前
期
の
諸
磯
式
土
器
は、

竹
の
半
管
を
器
面
に
お
し
つ
け
て、

二
本
の
平
行
線
を
引
き、

そ
の
中
に
半
管

を
突
き
刺
し
て
弧
を
つ
く
り、
そ
れ
を
連
続
さ
せ
て
組
み
合
わ
せ、

紋
様
を
描
い
た
半，
管
文
土
器
で
あ
る。
縄

文
前
期
の
土
器
が、

木
更
津
附
近
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
の
は、

お
そ
ら
く
こ
の
時
の
採
取
が
初
め
て
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う。

縄
文
後
期
の
土
器
は
無
文
で
あ
り、

弥
生
中
期
の
土
器
は
口
縁
部
に
細
く
帯
を
巻
き
つ
け、

全
体
で
縄
文
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
な
ど
ゴ一
種
類
で
あ
っ
た。

ま
た、

弥
生
中
期
の
土
器
片
の
底
部
に、

な
に

か
押
し
つ
け
た
よ
う
な
楕
円
の
圧
痕
が
残
っ
て
い
た。

こ
の
圧
痕
を
藤
森
栄
一

氏
は、

籾
あ
と
だ
ろ
う
と
い

っ
て
お
ら
れ
る
が、

残
念
な
が
ら
こ
れ
は
籾
あ
と
と
い
え
る
程、

ハ
ッ
キ
リ
し
た
圧
痕
で
は
な
か
っ
た。

私
た
ち
は
雨
あ
が
り
に
な
る
と、

必
ず
坂
田
遺
跡
を
た
づ
ね
て、

土
器
片
を
採
取
し
た。

そ
ん
な
こ
と
を

繰
り
返
し、

も
は
や
一

年
と
数
カ
月
が
過
ぎ
た。

あ
る
日、

い
つ
も
の
よ
う
に
山
と
積
ま
れ
た
土
を
ひ
っ
か

き
ま
わ
し
て
い
た。

そ
の
時、

士
の
中
か
ら
少
し
頭
を
出
し
た
土
器
片
が、

自
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
き
た。

取
り
上
げ
て
土
を
落
し
て
よ
く
見
る
と、
口
縁
部
に
小
さ
な
刻
み
を
つ
け、

土
器
の
内
部
に
繊
維
を
ふ
く
ま
ず、

厚
J
が
六
ミ
リ
ほ
ど
の
サ
ル
ボ
ウ
の
口
で
紋
様
を
え
が
い
た、

ま
さ
し
く
縄
文
早
期
の
土
器
片
で
あ
っ
た。

そ
の
後、

坂
田
遺
跡
か
ら
は
多
く
の
縄
文
早
期
の
土
器
片
を
採
取
し
た。

採
取
し
た
土
器
片
は、

全
体
に

斜
縄
文
を
つ
け
口
縁
部
頭
頂
に
も
縄
文
を
お
し
つ
け
た
井
草
式
土
器。

よ
り
糸
文
や
斜
縄
文
で
描
か
れ
口
縁

部
に
ふ
く
ら
み
を
も
っ
夏
島
式
土
器。

稲
荷
台
系
の
よ
り
糸
文
土
器
。

口
縁
部
が
直
上
し
口
縁
部
か
ら
す
ぐ

撚
糸
文
が
施
文
さ
れ
た
花
輪
台
式
土
器。
雲
母
を
含
み、
員
殻
文
の
描
か
れ
た
焼
成
の
良
い
三
戸
式
土
器。

無

紋
の
物
と、

ヘ
ラ
が
き
に
よ
る
沈
線
文
と
っ
き
さ
し
文
を
組
合
せ
た
田一
戸
下
層
式
土
器
。

沈
線
文
の
描
か
れ

2 1  

縄文早期夏島式土器(約9400年前)



坂田の歴史

た
極
め
て
焼
成
の
わ
る
い
鵜
ヶ
島
式
土
器。

サ
ル
ボ
ウ
な
ど
の
背
で
描
い
た
条
痕
文
が
両
面
に
施
文
さ
れ
て

い
る
茅
山
式
土
器
な
ど
で
あ
る。

第1編

ス
リ
石
一

個、

石
錘
一

個
で
あ
っ
た。

石
錘
は

切
り
く
ず
さ
れ
た
ガ
ケ
の
断
面
か
ら
採
取
さ
れ、

そ
の
面
は
回
戸
下
層
式
土
器
の
作
ら
れ
た
時
代
よ
り
さ
ら

採
取
し
た
遺
物
は
土
器
の
ほ
か
に、

石
皿
の
破
片
二
個、

に
古
い
時
代
に、

す
で
に
網
に
よ
る
漁
が
行
な
わ
れ
て
い
た
乙
と
に
な
る。

遺
跡
は
き
わ
め
て
海
に
近
い
た
め、

漁
掛
や
貝
の
採
集
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が、

貝

殻
が
全
く
見
あ
た
ら
な
い
の
は、

ど
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か。

掘
り
起
さ
れ
た
土
を
ひ
っ
か
き
ま
わ
し
な
が
ら、

同
行
者
の
安
田
淳
一

氏
は
こ
の
よ
う
な
縄
文
早
期
の
遺

跡
は
人
が
長
く
住
ん
だ
も
の
で
は
な
く、

キ
ャ
ン
プ
跡
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
が、

お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ

ぅ。

こ
の
坂
田
道
よ
り
も
少
し
先
の
人
見
の
山
が
切
れ
よ
う
と
し
て
い
る
頂
に、

や
は
り
縄
文
早
期
の
人
々

が
生
活
を
い
と
な
ん
だ
跡
が
見
出
さ
れ
た
。

坂
田
遺
跡
の
東
の
は
し
に
は、

今
も
時
折
り
新
し
い
し
め
縄
が

張
ら
れ、

妻
銭
ま
で
あ
げ
ら
れ
る
根
強
い
信
仰
が
の
こ
っ
た、

山
の
神
が
祭
ら
れ
て
い
る。

乙
の
山
の
神
乙

そ
縄
文
弥
生
時
代
を
通
じ
て、

長
い
長
い
間、

泣
い
た
り、

笑
っ
た
り、

ま
た
歌
っ
た
り、

踊
っ
た
り
し
た、

大
古
の
人
々
の
生
活
の
場
を
脈
々
と
守
り
伝
え
て
来
た、

今
日
の
姿
な
の
で
あ
ろ
う。
」

縄
文
土
器
が
発
見
さ
れ
た
のは
当
神
免
の
小
丘
ば
か
り
では
な
かっ
た。
国
道
二ハ
号
線
に
接
し
木

更
津
市
畑
沢
の
南
側
に
位
置
す
る
坂
田
吉
ケ
作
で
も
多
数
発
見
さ
れ
て
い
る。
吉
ケ
作
の
山
頂は
東
京

湾
を
眼
下
に
見
お
ろ
せ
る
景
勝
の
地
で
あ
る。
ま
た
坂
田
字
原
の
平
野
竹
治
氏
宅
の
裏
山
の
山
頂
か
ら

も
い
く
つ
か
の
縄
文
土
器
が
出
土
し
た。
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農
耕
技
術
の
伝
来
と
弥
生
遺
跡

自
然
採
取
経
済
の
縄
文
時
代
が
終
わ
る
と、
弥
生
式
土
器
に
代
表
さ
れ
る
弥
生
時
代
が
やっ
て
き
た。

弥
生
時
代は、
西
暦
元
年
を
境
に
し
て、
前
後
三
O
O
年
の
お
よ
そ
六
0
0
年
聞
を
指
す。

縄
文
式
文
化
が
採
集
経
済
に
終
始
し
た
石
器
文
化
で
あ
る
の
に
対
し
て、
弥
生
式
文
化
の
特
徴は
農

耕
技
術 、
金
属
器
利
用 、
紡
績
工
芸
を
可
能
な
ら
し
め
た
こ
と
で
あっ
た。
弥
生
式
文
化は
明
ら
か
に

大
陸
か
ら
伝
来
し
た
も
の
で
あっ
た 。
中
国
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
九
州
に
上
陸
し 、
そ
れ
が
日

本
全
土
に
広
が
る
ま
で
には
お
よ
そ一
O
O
年
か
ら一
五
O
年
の
歳
月
を
費
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る。

弥
生
式
文
化
の
最
大
の
特
徴は
農
耕
技
術 、
す
な
わ
ち
稲
作
の
伝
来
で
あ
る。
す
で
に
縄
文
時
代
に

お
い
て、
自
然
採
取
経
済
か
ら
農
耕へ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
ては
い
た
が、
縄
文
時
代
には、
生
活
の
中

心は
漁
携
と
狩
猟
で 、
人
は々
獲
物
を
求
め
て
集
団
移
動
を
繰
り

返
し
て
き
た。
稲
作
技
術
の
伝
来は、

そ
う
し
た
縄
文
時
代
人
の
生
活
に一
大
変
革
を
も
た
ら
し 、
弥
生
文
化
と
い
う
新
し
い
文
化
を
生
み
出

し
た
の
で
あ
る。

農
耕
が
生
活
の
中
心
に
なっ
た
乙
と
に
よっ
て、
人
は々
潤
い
の
あ
る
土
地
に
定
住
す
る
乙
と
に
な

坂田の埋蔵文化財

っ
たバ
静
岡
県
の
登
呂
遺
跡 、
千
葉
県
木
更
津
市の
菅
生
遺
跡
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に 、
人
は々
堅

穴
式
住
居
や
高
床
式
倉
庫 、
水
田
を
作
り

定
住
し
た。
遺
跡
か
らは
土
器、
石
器、
骨
角
器、
さ
ら
に

木
製
の
杓
子、
椀 、
ク
ワ、
ス
キ 、
た
て
ぎ
ね 、
田
舟 、
田
下
駄
な
ど
が
出
土
し
た。

君
津
の
隣
り 、

木
更
津
市
の
菅
生
遺
跡は
弥
生
式
遺
跡
と
し
て
著
名
で
あ
る。
小
橿
川
改
修
工
事
の

た
め
滅
失
し
て
し
まっ
た
のは
残
念
では
あ
る
が、
坂
田
か
ら
そ
う

遠
く
な
い
と
こ
ろ
で
弥
生
時
代
の

第1章

遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
か
ら 、
こ
の
地
域
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
人
が
い
た
こ
と
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坂田の歴史

が
推
測
さ
れ
る。
事
実 、
君
津
市
周
辺
に
お
い
て
も 、

富
津
市
西
大
和
田
の
県
立
君
津
商
業
高
等
学
校

の
校
庭
拡
張
工
事
に
際
し
て、
弥
生
式
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
る。
当
時 、
調
査
に
参
加
し
た
県
立
木

第1編

「
久
我
原
式
土
器
の
コ
シ
キ 、

更
津
高
校
の
中
嶋
清一
氏
に
よ
れ
ば

ツ
ボ 、
パ
ン、

カ
メ 、

タ
カ
ツ
キ

な
ど
が
発
掘
さ
れ、
堅
穴
式
住
居
の一
部
も

確
認
さ
れ
た」(『
君
津
町
誌』)
と
報
告
し
て
い
る。

ら
出
土
品は
同
校
に
保
存
さ
れ、
貴
重
な
資
料
と
なっ
て
い
る。

こ
の
ほ
か、
坂
田
近
辺
では、
弥
生
式
遺
跡
と
し
て
南
子
安
住
居
祉
や
三
直
台
谷
住
居
祉
が
発
見
さ

れ
て
お
り 、

坂
田
吉
ケ
作
あ
た
り
で
も

弥
生
式
遺
跡
と
思
わ
れ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る。

と
も

か
く 、
乙
の
弥
生
時
代
の
到
来は
人
々
が
初
め
て
人
間
ら
し
い
生
活
を
営
む
乙
と
が
で
き
た
と

い
っ

て
よ
い。
当
時
の
日
本
全
体
の
人
口は
約
三
O
O
万
人
ぐ
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
る。
こ
の
坂
田
に

住
ん
だ
祖
先
た
ちは
小
糸
川
に
近
い
と
い
う
地
理
的
好
条
件
を
生
か
し
な
が
ら
稲
作
に
従
事
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う。

こ
の
時
代
の
稲
作は
苗
代
な
どは
作
ら
な
かっ
た。
水
田
に
直
播
き
で
あっ
た
と
思
わ
れ
る。
お
そ

ら
く
病
虫
害
と
い
っ
た
問
題
も
あっ
た
ろ
う
が、
し
か
し
そ
れ
で
も

秋
と
も
な
る
と
ほ
ど
ほ
ど
に
は
実

っ
た
と
み
て
よ
い。
人
は々
石
庖
丁
で
稲
の
穂
先
き
を
摘
み 、
田
舟
で
運
び
出
す。
湿
田
では
大
き
な

田
下
駄
をは
い
て
作
業
し
た
ら
し
い。
そ
し
て
木
臼
と
た
て
ぎ
ね
で
っ
き、
蒸
し
て
食べ
た。
家
族は

か 普
通

興 五
味 lは. フて
っ 人
き と
な い
い わ。 れ

て
る
が
は
た
し
て
そ
乙
に
団
ら
ん
の
よ
う
な
光
景
が
あっ
た
の
か
ど
う

当
然 、
人
は々
病
気
に
も
か
かっ
たは
ず
だ。
薬
草
な
ど
が
せ
め
て
も
の
治
療
法
で
あっ
た
の
だ
ろ

う
が、
原
始
信
仰
で
あ
る
太
陽
神
や
山
岳
神
に
も
祈
願
し
た。

ら
い
と
見
ら
れ、
そ
の
指
導
者
を
ム
ラ
オ
サ
と
呼
ん
だ。
祭
り
や
祈
願
には
ム
ラ
オ
サ
の
指
導
力
が
大

一
つ
の
集
落
の
人
数は
六 、
七
O
人
ぐ
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い
に
発
揮
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

乙
の
ム
ラ
オ
サ
の
権
力
が
次
第
に
強
く
なっ
て、
や
が
て
そ
こ
には
身
分
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
た。

人
聞
には
生
ま
れ
な
が
ら
の
能
力
の
差
が
あ
る
け
れ
ど
も 、
こ
の
時
代は
腕
力
や
智
力
が
そ
の
ま
ま
身

分
の
差 、
貧
富
の
差
を
生
ん
で
い
た 。

ム
ラ
の
誕
生
と
小
国
家
の
成
立

稲
作
が
始
まっ
た
日
本
に
お
い
ては、
土
地
の
良
否 、
道
具 、
労
働
力 、
智
力
な
ど
の
差
が
収
穫
に

響
き、
そ
の
ま
ま
収
穫
の
多
い
集
落
が
さ
ら
に
水
田
を
拡
張
し
た。
そ
し
て
そ
れ
を
繰
り

返
し
て
い
る

う
ち
に 、
ム
ラ
の
力
に
も
相
当
な
差
が
生
じ 、
強
い
ム
ラは
弱
い
ム
ラ
を
支
配
下
に
お
く
よ
う
に
なっ

た。
ム
ラ
の
い
く
つ
かは
クニ
と
な
り

統
率
さ
れ
た。
クニ
の
中
で
も
ま
た
力
の
差
が
生
ま
れ、
各
地

には
小
国
家
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た。

小
国
家は
中
国
大
陸
に
使
者
を
送
り 、

皇
帝
に
貢
物
を
差
し
出
し 、
自
分
の
国
の
安
全
を
図
る
と
と

も
に 、
中
国
の
高
い
文
化
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た。

坂田の埋蔵文化財

弥
往

時
代
の
後
期 、
中
国
では
後
漢
の
時
代
で
あっ
た 。
そ
の『
後
漢
書』
と
い
う
歴
史
書
には
「

東

夷
惇」
と
い
う一
項
が
あ
り 、
そ
れ
には
日
本
に
つ
い
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る。
簡

略
す
れ
ば
こ
う
い
う
乙
と
だ。

建
武
中
元一一
年
(
西
歴
五
七
年) 、
倭
の
奴
国
が
貢
物
を
持っ
て
挨
拶
に
来
た。
使
者は
自
分
の
こ
と

を
太
夫
と
名
の
っ

て
い
る。
奴
国は
倭
の
南
の
端
に
あ
る。
後
漢
の
第一
代
の
皇
帝
で
あ
る
光
武
帝は

第1章

飾
り

紐
を
つ
け
た
印
を
奴
固
に
与
え
た。
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第
六
代
の
皇
帝
で
あ
る
安
帝
の
永
初一
年
(
西
歴一
O
七
年)
に
倭
国
王
の
帥
升
な
どは
生
口

隷)
一
六
O
人
を
差
し
出
し 、
皇
帝
に
お
会
い
し
た
い
と
申
し
出
た 。
そ
の
後(
二
世
紀
の
後
半) 、
倭
国

第1編

に
戦
乱
が
続
き、
人
び
とは
殺
し
あ
い、
長
い
間 、
国
王は
い
な
かっ
た 。

こ
れ
か
ら
わ
か
る
こ
とは、
日
本
では
す
で
に
小
国
家
が
誕
生
し 、
国
王
な
ど
と
称
す
る
人
に
よっ

て
統
治
さ
れ
て
い
た
乙
と
で
あ
る。
そ
し
て
クニ
と
クニ
と
の
聞
には、
良
地
を
求
め
て
激
し
い
争い

が
起
こ
り 、

戦
乱
の
世
が
続
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
そ
し
て
長
い
歳
月
を
か
け
て一
つ
の
大
き
な
国

家へ
と
動
き
出
し
つ
つ
あっ
た
の
で
あ
ろ
う 。

中
国
の
後
漢
の
次
が
三
国
時
代
で
あ
る。
貌 、
呉 、
萄
の
三
国
に
分
か
れ
相
争っ
て
い
た
が、
そ
の

貌
の
国
の
歴
史
書 、『
魂
志
倭
人
伝』
では、
三
世
紀
の
日
本
には

耶馬
台
国
と
い
う
国
が
あっ
て、
約

三
O
の
クニ
(
小
国
家)
を
従
え
て
い
た
と
あ
る。

こ
の

耶馬
台
国
の
女
王
が
す
な
わ
ち
卑
弥
呼
で
あっ
た 。
西
紀
二
三
九
年
に
親
の
皇
帝
よ
り
「

親
貌

倭
王」
と
い
う
名
と
金
印 、
銅
鏡
を
賜っ
た
と
あ
る。

周
知
の
よ
う
に 、
耶
馬
台
国
が
ど
こ
に
あっ
た
か
に
つ
い
ては
諸
説
に
分
か
れ
て
い
る。
大
和
(
近

畿)
な
の
か
北
九
州
な
の
か、
結
論は
今
後
の
研
究
に
ま
つ
以
外
に
な
い。

な
お
『

貌
志
倭
人
伝』
には
倭
人
の
社
会
や
風
俗
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
る。

そ
れ
に
よ
る
と
男
子は
大
人
も
子
供
も
み
な
入
墨
やそ
し
て
い
た
と
い
う 。
入
墨
と
い
え
ば
南
方
の
風

俗
と
い
う
こ
と
も
あ
り 、
日
本
の一
部
に
南
方
か
ら
渡
来
し
た
人
々
が
あっ
た
と
考
え
ら
れ
る。
作
物

には、
稲 、
麻 、
桑
な
ど
が
あ
り 、

麻
布
や
絹
を
織っ
て
い
た
と
い
う 。

わ
れ
わ
れ
の
住
む
上
総 、
下
総は
苦
か
ら
フ
サ
の
国
と
い
っ
た 。
フ
サ
とは
麻
の
こ
と
で
あ
り 、

の
地
方は
麻
の
産
地
だ
っ
た 。
は
た
し
て
弥
生
時
代
の
末
期 、
ど
れ
ぽ
ど
の
麻
を
生
産
し
て
い
た
の
か 奴乙

26 
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卑

弥

呼

『
貌
志
倭
人
伝』

に
よ
れ
ば 、

卑
弥
呼
は
鬼
道
に
仕
え 、

よ
く

衆
を
惑
わ
す
と
あ
り 、

亙
女
的
性
格
を
も
っ
女
酋

長
と
考
え
ら
れ
て
い
る 。

夫
は
な
く

弟
が
政
治
を
補
佐

し
た

。
牌
一

0
0
0
人
に
か
し
ず
か
れ

、
大
規
模
な
宮
室

に
住
み

、

二
三
九
年
に
貌
の
明
帝
に
難
升
米
ら
を
つ
か

わ
し
て
朝
献
し 、
「

親
貌
倭
王
」
の
称
号
を
受
け
た

。

死

ん
だ
際
に
は
径
一

O
O
余
歩
の
墓
に
葬
ら
れ 、

奴
牌
一

O
O
余
人
が
殉
葬
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る 。



は
わ
か
ら
な
い
が、

わ
れ
る。

お
そ
ら
く
こ
の
こ
ろ
麻
の
栽
培
が
始
ま
り 、

次
第
に
広
がっ
て
い
っ
た
も
の
と
思

古
墳
時
代
の
坂
田
の
豪
族
た
ち

三
世
紀
の
終
り 、
日
本は
近
畿
地
方
と
北
九
州
を
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
し
て、
徐
々
に
統一
さ
れ
つ
つ

あっ
た。
そ
し
て
四
世
紀
前
半
(
古
墳
時
代
の
初
期)
には
近
畿
地
方
に
勢
力
を
張っ
て
い
た
大
和
朝

廷
が
北
九
州
勢
を
制
圧
し
統一
し
た。
大
和
朝
廷
の
始
ま
り
で
あ
る。
統一
と
い
っ

て
も 、
南
九
州
の

熊
襲
と
関
東
か
ら
北
の
蝦
夷は
依
然
反
抗
し
て
い
た
の
で 、
大
和
朝
廷
の
勢
力
圏は
乙
の
二
つ
を
除
い

た
豪
族
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る。

豪
族
の
勢
力
の
あ
る
も
の
を
氏 、
そ
の
下
を
部
と
い
い、
氏
の
所
有
す
る
土
地
を
耕
作
し 、
収
穫
の

命
み

むらじ

aeたい

か
飽

一
部
を
氏
に
納
め
た。
朝
廷は
氏
に
対
し
て
臣 、
連 、
君 、
直
な
ど
の
佐

を
与
え
て
名
の
ら
せ
た。
臣

と
連
の
豪
族
の
う
ち 、
もっ
と
も

有
力
な
中
央
豪
族
の
頭は
と
く
に
選
ば
れ
て
大
臣 、
大
連
と
な
り 、

大
王
(
後
に
天
皇)
を
助
け
て
国
の
政
治
を
司っ
た。
地
方
に
お
い
ては
君 、
直
を
名
の
る
氏
の
頭
が

国
造
や
県
主
と
なっ
て、
地
万
行
政
を
担
当
し
た。

大
和
朝
廷は
大
和
国
(
奈
良
県)

坂田の埋蔵文化財

の
盆
地
を
拠
点
と
し
て
拡
大
し
て
い
っ
た。
や
が
て
そ
こ
も

狭
く

な
り 、
よ
り

広
い
河
内
平
野へ
進
出
し
た。
四
世
紀
の
後
半
の
乙
ろ
で
あっ
た 。

乙
の
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て、
大
和
地
方
を
中
心
に
古
墳
が
発
生
し 、
そ
れは
近
畿
地

や
が
て
全
国
的
な
も
の
と
なっ
た。
古
墳
とは
豪
族
の

第1章

墓
で
あ
る。

方
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
ひ
ろ
がっ
て
い
き、

そ
れは
豪
族
の
力
の
誇
示
で
あ
り 、

造っ
た
者

一
段
と
土
を
盛
り
あ
げ
て
造
ら
れ
た
が、

-

須

恵

国

造

『
国
造
本
紀』

に
よ
れ
ば 、

成
務
天
皇
の
世
に
総
固
に

阿
波
国
造 、

須
恵
国
造 、

馬
来
回
国
造 、

伊
甚
国
造 、

上
海
上
国
造 、

菊
麻
国
造 、

武
社
国
造
が
設
置
さ
れ 、

君
津
周
辺
は
須
恵
と
称
さ
れ 、

大
布
日
意
弥
命
が
国
造

に
任
命
さ
れ
た
と
あ
る
。

小
糸
川
流
域
を
支
配 、

の
ち

に
周
准
郡
と
な
っ
た
地
方
で
あ
る 。

大
布
日
意
弥
命
は

ま
た

、

湊
川
流
域
の
天
羽
郡
(
現
在
の
富
津
市)

も
支

配
下
に
お
い
た
ら
し
い

。

富
津
市
飯
野
の
内
裏
塚 、

九

条
塚
を
中
心
と
す
る
古
墳
群
は
国
造
一

族
の
墓
と
い
わ

れ
る 。
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は、
自
分
が
そ
の
跡
目
で
あ
る
こ
と
を
示
す
象
徴
と
し
た
の
だ。
前
方
後
円
墳 、
円
墳 、
方
墳 、
上
円

下
方
墳
な
ど
形
も
多
様
で 、
豪
族
た
ち
に
よ
る
古
墳
作
り
が
盛
ん
だ
っ
た
のは、
四
世
紀
か
ら
六
世
紀

第1編

で 、「
古
墳
時
代L
と
い
う
時
期は
ほ
ぼ二一
O
O
年
も

続
い
た
の
で
あっ
た。

乙
の
君
津
地
方
に
も
相
当
な
豪
族
が
居
住
し
て
い
た
ら
し
い 。
大
和
田
花
里
山
古
墳 、
久
保
納一戸
山

古
墳
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が、
坂
田
の
古
墳
と
し
ては
権
現
塚 、
東
仲
田
の
古
墳
が
い
ず
れ
も

発
掘

調
査
さ
れ
て
い
る。

権
現
塚
古
墳は
坂
田
字
谷
七
三
二
番
地
に
あっ
た 。
乙
の
地
に
住
ん
で
い
た
者は
水
越
姓
を
名
の
り 、

ま
た
近
く
に
も
同
姓
の
家
が
あっ
た。
お
そ
ら
く
こ
の
両
家は
同
族
同
家
で
あっ
た
に
ち
が
い
な
い。

わ

だ

権
現
塚
の
あ
る
水
越
家は
屋
号
を
権
王
と
称
し 、
そ
の
祖
先は
戦
国
時
代
に
丸
田
城
(
大
和
田
山)
の

守
備
に
あ
たっ
た
部
将
で
あっ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る。
そ
の
西
裏
には
海
岸
を
見
お
ろ
す
見
晴
し
の

よ
い
平
坦
地
が
あ
り 、
幅
広
い
勾
配
の
地
所
が
あっ
た。
乙
の
地
を
権
王
山
と
い
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
塚は
昭
和
十
年 、
郷
土
史
研
究
家
の
小
熊
吉
蔵
氏 、
小
川
政
吉
氏
と
地
元
の
水
越
清
氏
ら
の
協

力
で
発
掘
さ
れ
た。

塚
め
形
状は
丸
塚
だ
が、
や
や
楕
円
形。
直
径
約
三
メ
ー
ト
ル
で 、
蓋
石
には
砂
質
凝
灰
角
盤
岩
の

上
質
の
も
の
三
枚
を
使
用
し 、
比
較
的
扇平
な
大
き
な
石
で
羨
道 、
玄
室
を
覆っ
て
い
た。
そ
し
て
そ

の
壁
には
つ
ぶ
石一
O
個
と
岩
石
な
ど
が
粘
土
性
の
強
い
土
を
もっ
て
塗
り
乙
め
で
あっ
た 。
玄
室
の

上
には
大
き
な
楠
の
木
が
生
え
て
い
た
の
で
そ
の
下
の一
部は
調
査
不
能
と
なっ
た。
発
掘
さ
れ
た
出

土
品は
次
の
と
お
り
で
あっ
た 。

直

二
振
(
非
常
に
錆
び
折
れ
て
い
た)

刀

石

一
個
(
用
途
名
称は
不
明)

器

28 



耳

輪

イ固

管

一
個
(
瑠
璃
色)

玉

硝
子
玉
一
個
(
小
さ
い
も
の)

三
個
(
用
途
名
称は
不
明)

い
ず
れ
に
し
て
も
奈
良
朝
時
代
の
こ
ろ
の
古
墳
と
推
定
さ
れ
て
い
る。

そ
の
他

も
う一
つ
発
掘
調
査
さ
れ
た
のは
東
仲
田
古
墳
で
あ
る。

東
仲
田
古
墳は
坂
田
字
東
仲
田
二一
四
番
地
に
あっ
た
が、
昭
和
四
十
八
年
八
月 、
君
津
市
教
育
委

員
会
の
手
で
調
査
さ
れ
た。
そ
の
概
略
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で 、
そ
れ
を
引
用
し
た
い。

「
乙
の
君
津
丘
陵は、
先
土
器
時
代
か
ら
古
代
に
か
け
て
の
生
活
の
場 、
文
化
が
栄
え
た
場
で
あっ

た 。
乙
の
丘
陵
上
には
貝
塚 、
縄
文
遺
跡 、
古
墳
時
代
の
古
墳 、
集
落
祉
が
所
在
しこ
の
東
仲
田
古

墳
所
在
地
の
東
南
部
近
く
の
宇
明
王
塚
の
古
墳は、
中
途
盗
掘
さ
れ
た
乙
と
と
開
発
の
波
に
洗
わ
れ

て
破
壊
さ
れ
調
査
不
能
だ
が、
大
円
墳
で
あっ
た
と
い
わ
れ
て
い
る。

乙
の
東
仲
田
古
墳は
高
さ
約
二
メ
ー
ト

ル
の
台
地
に
直
径
七
メ
ー
ト

ル 、
高
さ一
メ
ー
ト
ル
の
土

盛
り
を
し
た
小
規
模
の
墳
圧
を
構
築
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ、
粘
土
質
砂
岩
で
作
ら
れ
た
長
さ
二
・

坂田の埋蔵文化財

一
メ
ー
ト

ル
余
の
組
石
式
石
橋
が
東
西
に
存
在
し 、
蓋
石
には
六
枚
の
板
石
を
用
い
て
い
る。

蓋
石
の
状
態
か
ら
か
っ
て
盗
掘
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ、
複
数
の
者
を
埋
葬
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ

て
い
る。
内
容
物は
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
と
認
め
ら
れ
る
鉄
器
片一
片
の
み
で
あ
り 、
資
料
不
足
で
年
代
的

な
判
断は
困
難
と
さ
れ
た。L

な
お 、
こ
の
坂
田
には
古
墳
と
思
わ
れ
る
も
の
が
他
に
三
カ
所
あ
る。

第1章

坂
田
字
仲
町
の
斉
藤
保
家
裏
山
山
頂。
こ
れは
直
径
九
メ
ー
ト

ル
の
円
墳一
基
が
あ
り 、
こ
の
規
模

斉藤保家裏山の横穴古繍
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か
ら
み
て
相
当
に
位
の
高
か
っ
た
者
の
墓
と
推
定
さ
れ
る。
さ
ら
に
そ
の
山
頂
の
南
側
中
腹
か
ら
西
方

に
か
け
ては、
い
わ
ゆ
る
仲
町
の
横
穴
古
墳
群
(
家
族
墓
と
認
め
ら
れ
る)
と
称
す
る
も
の
が
現
存
す

第1編

る。
こ
こ
か
らは
昭
和
初
期
に
須
恵
器
(
壷)
一
個
が
完
全
な
形
で
発
見
さ
れ
た
(
口
絵
写
真
参
照) 。

そ
こ
か
ら
約一
五
0
メ
ー
ト

ル
西
方
の
坂
井
伊
之
松
家
裏
山
に
も
横
穴
古
墳
が
あ
り 、
ほ
ぼ
同
型
の

須
恵
器
(
壷)
一
個
が
発
見
さ
れ
て
い
る。

ま
た 、
坂
田
字
原
の
平
野
竹
治
家
裏
山
の
南
裾
か
ら
も
やは
り
同
型
の
須
恵
器(
壷)一
個
が
発
見
さ

れ
て
い
る
(
口
絵
写
真
参
照) 。

そ
し
て
昭
和五
十
五
年
春
には
坂
田
字
仲
町
の
栗
原
治
次
家
の
裏
手
では
山
崩
れ
防
止
工
事
の
際 、

人
骨
二
片
が
発
見
さ
れ、
坂
田
の
人
々
を
驚
か
せ
た 。
こ
れ
も 、
そ
の
中
腹
に
あ
る
横
穴
古
墳
が
山
崩

れ
で
破
壊
さ
れ、
山
裾
に
落
下
し
て
埋
没
し
て
い
た
の
では
な
い
か
と
み
ら
れ
て
い
る。

己
の
古
墳
時
代 、
坂
田
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
居
住
し 、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
の
か 、

明
ら
か
では
な
い。
し
か
し 、
乙
れ
ら
の
古
墳
群
か
ら
み
て、
か
な
り
の
人
物
が
居
住
し 、
相
当
の
社

会
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
とは
明
ら
か
で
あ
り 、

今
後
の
研
究
に
待
ち
た
い。
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坂井伊之松家裏山から出土した須恵器


