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節
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

二
つ

の
時

代

ア

メ
リ

カ

の
考

古

学

者

Ｒ

・
Ｊ

・
ブ

レ
イ

ド

ウ

ッ
ド

は
、

ま

こ
と

に

お
も

し

ろ

い
計

算

を

し

て

み

せ

た
。

人

類

の
出

現

を
百

万

年

前

と

し

、

こ

の
長

さ

を

一
日

に

た
と

え

る
と

、

「
現

代

は

真
夜

中

で
あ

り
、

イ

エ
ス

・

キ
リ
ス
ト
は
た

っ
た
二
分
五
〇
秒
前
に
生
ま
れ
た
。
最
初
の
歴
史
は
ほ
ぼ
七
分
前
に
始
ま

っ
た
。
午
後
一
一

時
五
三
分
以
前
の

こ
と
は
、
す
べ
て
先
史
時
代
の
で
き
ご
と
で
あ

っ
た
」
と

Ｒ

・
Ｊ

・
ブ

レ
イ

ド

ウ

ッ
ド

・
泉

靖

一
監
訳

『先
史
時
代

の
人
類
』

高

槻

に

お

い

て
も

、

文

字

に

よ

っ

て
記
録
さ
れ
た
歴
史

の
前
に
、
文
字
の
な
い
長
い
先
史
時
代
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
地
域
で
、
文
字
に
よ
る
記
録

が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
五
世
紀
で
あ
る
か
ら
、
文
字
が
あ
ら
わ
れ
て
か
ら
、
や

っ
と
二
分
た
っ
た
こ
と
に
な
る
。
最
近
の
研
究

に
よ
る
と
、
人
類
最
古
の
「
道
具
」
は
東
ア
フ
リ
カ
の
オ
ル
ド
ワ
イ
で
、
約

一
九
〇
万
年
前
の
堆
積
物
か
ら
発
見
さ
れ
る
と
い
う

か
ら
、
先
史
時
代

の
長
さ
は
さ
ら
に
倍
増
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
長

い
先
史
時
代
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
人
間

活
動
の

一
切
の
痕
跡
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「長

い
時
の
経
過
」

は

人
間
活
動
の
証

拠
を
消
し
去

っ
て
し
ま

っ
た
り
、
蔽
い
か
く
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
こ
と
は
ま
だ
僅
か
で
あ
る
。
だ
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第一章　狩猟と採集の時代

か
ら
こ
れ
か
ら
の
べ
る
こ
と
も
、
新
し
い
資
料
の
検
出
や
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
改
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

紀
元
前
二
～
三
世
紀
に
稲
作
農
耕
が
伝
来
す
る
ま
で
を
、
先
土
器
時
代
と
縄
文
時
代
の
二
つ
の
段
階

に
わ
か
つ
。
前
者
は
土

器
を
知
ら
な
か

っ
た
段
階
で
あ
り
、
後
者
は
縄
文
式
土
器
を
指
標
と
す
る
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
区
分
は
わ
が
国
の
先
史
時

代
研
究
の
あ
ゆ
み
と
深

い
か
か
わ
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
区
分
を
世
界
史
的
な
枠
組
み
に
あ
て
は
め
る
と
き
、
先
土
器
時
代

を
旧
石
器
時
代

・
中
石
器
時
代
に
、
縄
文
時
代
を
新
石
器
時
代
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
先
土
器
時
代

の
石
器
に
磨
製
石

器
が
あ

っ
た
り
、縄
文
時
代
に
新
石
器
時
代

の
特
色
で
あ
る
農
耕
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、

対
応
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
い
。
む
し
ろ
以
下
の
叙
述
で
は
土
器
の
有
無
に
よ
っ
て
区
分
す
る
方
法
を
と
ろ
う
と
思
う
。

先
土
器
時
代
　
人
類
が
い
か
に
し
て
食
糧
を
獲
得
し
た
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
が
人
間
の
思
考
や
行
動

と
基
本
的
な

つ
な

の
自
然
環
境
　
が
り
を
も
つ
だ
け
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
淀
川
北
岸
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
も
、
長
い

間
狩
猟
と
採
集
に
よ

っ
て
生
き
て
き
た
。
先
土
器
時
代
に
つ
く
ら
れ
、
使
用
さ
れ
た
石
の
道
具
が
、
市
内

の
数
ヵ
所
か
ら
み
つ

か
っ
て
い
る
。
当
時
の
人
び
と
は
意
識
的
に
飼
育
し
た
り
栽
培
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
自
然
環
境
は
彼
等
の
生
存

に
と

っ
て
重
大
な
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
先
土
器
時
代
の
人
び
と
が
活
動
し
た
舞
台
｜
｜

自
然
の
装
置
に
つ
い

て
、
大
略
を
承
知
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

地
質
学
者
が
洪
積
世
と
名
づ
け
て
い
る
時
代
は
お
よ
そ
二
〇
〇
万
年
前
に
は
じ
ま

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
代
は
ま
た

氷
河
時
代
と
も
呼
ば
れ
、
前
後
四
回
の
氷
期
｜
｜

ギ

ュ
ン
ツ
・
ミ
ン
デ

ル
・リ
ス

・
ビ

ュ
ル
ム
｜
｜
と
、
各
氷
期
に
は
さ
ま
れ
た

間
氷
期
に
わ
か
た
れ
る
。
わ
が
国
で
も
二
回
の
山
岳
氷
河
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
リ
ス
氷
期
と
ビ

ュ
ル
ム
氷
期
に
対
応
す
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ビ

ュ
ル
ム
氷
期
の
最
盛
期
に
は
、
摂
氏
八
度
内
外
も
気
温
が
さ
が

っ
た
と
い
う
。
最
後

の
ビ

ュ
ル
ム
氷
期
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

図48　 洪 積世の 日本列島

(湊・井尻 『日本列島』による)

の
お
わ

っ
た
あ
と
、
つ
ま
り
後
氷
期

か
ら
が
沖
積
世

で
あ

っ
て
、今
か
ら
約

一
万
年
以
前

と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
地
球
表
面
の
水
分
が

一
定
で
あ
る
と
仮

定
す
れ
ば
、
氷
河
の
発
達
は
陸
上

に
水

分

を

固
定

し
、
海
水
面
の
低
下
を
ま
ね
く
。

こ
の
こ
と
は
汀
線

の
後
退
す
る
現
象
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
逆
に
氷

河
の
溶
解
は
陸
地
の
浸
蝕
と
海
水
面

の
上
昇
を
ま
ね

く
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
汀
線

の
前
進
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
氷
河
現
象

の
成
因
に
つ
い
て

は
ま
だ
わ
か

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
±
二
〇
〇
メ

ー
ト
ル
の
海
面
の
昇
降
は
、
海
岸
線
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
大
陸
棚
の
海
底
谷
、
間
氷
期
の
海
進

に
よ
る
海
蝕
崖
、

氷
期
の
海
退
に
よ
る
海
底
段
丘
や
河
岸
段
丘
な
ど
は
い
ず
れ
も
か
つ
て
お
こ
っ
た
氷
河
期
の
徴
証
で
あ
る
。
ビ

ュ
ル
ム
氷
期
最

盛
期
に
は
、
海
面
が

一
四
〇

メ
ー
ト
ル
も
低
下
す
る
全
世
界
的
な
海
面
低
下
が
あ

っ
た
。
そ
の
時
期
に
は
、
日
本
列
島
を
分
断

す
る
海
峡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
生
物
の
移
動
が
可
能
で
あ

っ
た
。
北
海
道
は
樺
太
・
シ
ベ
リ
ア
と
陸
続
き
で
あ
り
、大

陸
か
ら
の
び
た
半
島
に
な

っ
て
い
た
か
ら
、

マ
ン
モ
ス
象

・
エ
ゾ
シ
カ

・
エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
な
ど
北
方
系
の
動
物
が
北
海
道
ま
で

達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
海
面
の
上
昇
運
動
に
よ
っ
て
、
津
軽
海
峡
や
対
馬
海
峡
が
で
き
た
。
舟
を
知
ら
な
か

っ
た
人

び
と
に
と

っ
て
、
こ
の
海
峡
を
越
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
や
が
て

一
万
二
〇
〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
は
、
宗
谷
海
峡
が
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第一章　狩猟と採集の時代

図49　 瀬戸内技法に よる石器の製作

断
た
れ
て
北
方
と
の
交
流
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て

一
万
年
ぐ
ら

い
前
に
な
っ
て
や

っ
と
沖
積
世
の
段
階
を
む
か
え
た
の
で
あ
る

湊

正
雄

・
井
尻

正
二

『
日
本

列
島
』
第
二
版

・
岩
波
新
書

先
土
器
文
化
　
そ
も
そ
も
わ
が
国
の
土
器
文
化
に
先
行
す
る
文
化
段
階

に
つ
い
て
、
調

の

諸

段

階
　
　査
の
手
が
の
び
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、

一
九
四
九

(昭
和
二
四
)
年
の

群
馬
県
岩
宿
遺
跡
の
発
見
以
来

の
こ
と
で
、
な
お
研
究
の
日
は
浅

い
。

そ
れ
で
も
今
で
は

全
国
で

一
〇
〇
〇
ヵ
所
に
近
い
遺
跡
が
知
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。
そ
の
結
果
、
あ
る
研
究

者
は
前
期
旧
石
器
時
代

の
存
在
を
説
き
、
そ
の
年
代
も
一
三

万
年
以
前

に
さ
か
の
ぼ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
概
略
を
示
す
と
、
（
１
）
チ
ョ
パ
ー
と
剥
片
尖
頭
器
文
化

に
特
色
づ
け
ら

れ
る
前
期
旧
石
器
の
段
階
、
（
２
）
ナ
イ
フ
形
石
器
文
化
と
細
石
刃
文
化
を
特
色
と
す
る
後
期

旧
石
器
の
段
階
、
（
３
)
有
舌
尖
頭
器
を
指
標
と
す
る
晩
期
旧
石
器
の
段
階
を

へ
て
、
（
４
）
縄
文

文
化
の
新
石
器
時
代

へ
う
つ
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
前
期
の
段
階
の
地
方
色
は
な
お
あ
き

ら
か
で
な
い
と
し
て
も
、

つ
ぎ
の
ナ
イ
フ
形
石
器
の
段
階
に
は
、
（
イ
）
中
部
地
方
東
北
部
か

ら
東
北
地
方
に
か
け
て
分
布
す
る
杉
久
保
型
ナ
イ
フ
文
化
、
（
ロ
）
瀬
戸
内
地
方
を
中
心
と
す

る
国
府
型
ナ
イ
フ
文
化
、
（
ハ
）
関
東
や
東
北
地
方
さ
ら
に
中
部
地
方
の

一
部

を
含
む
茂
呂
型

ナ
イ
フ
文
化
、
（
ニ
）
秋
田

・
山
形

・
岩
手

・
青
森

・
北
海
道
に
分
布
す
る
東
山
型
ナ
イ
フ
文

化
な
ど
に
そ
の
地
方
色
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
剥
片

や
石
刃
を
基
本
に

し
て
つ
く
ら
れ
た
道
具
で
あ
る
が
、
国
府
型
ナ
イ
フ
の
み
は
、
そ
の
素
材

に
サ
ヌ
カ
イ
ト
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を
利
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
横
剥
ぎ
の
剥
片
が
多

い
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
横
剥
ぎ

の
技
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
鎌
木

義
昌
氏
の
考
察
に
よ
る
と
、
前
頁
図
の
よ
う
に
な
る

鎌
木
義
昌

「
旧
石
器
時
代
論
」
岩
波
講

座

『
日
本
歴
史
』
原
始
お
よ
び
古
代
Ｉ

こ
の
技
法
は
連
続
的
に
鋭
利
な
剥
片
を
と
り
出
す
と
こ
ろ
に
刃
器
製
作
の
特
色
あ
る
技
法
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
氏

は
こ
の
技
法
に
よ
ら
な
い
不
定
形
横
剥
ぎ
の
剥
片
を
利
用
し
た
横
形
の
ナ
イ
フ
形
石
器
や
切
出
し
形
石
器
を
岡
山
県
宮
田
山
遺

跡
で
検
出
し
、
こ
れ
を
国
府
型

ナ
イ
フ
よ
り
後
出
の
石
器
と
し
て
宮
田
山
型
ナ
イ
フ
形
石
器
文
化
と
し
た
。

高
槻
の
遺
跡
　
先
土
器
時
代

の
石
器
は
、
塚
原

・
土
室
新
池

・
郡
家
本
町

・
同
新
町

・
川
西
町

・
津
之
江

・
真
上
慈
願
寺
山

と
大
阪
層
群
　

・
古
曽
部
伊
勢
寺
裏
山

・
日
吉
台
な
ど
か
ら
み
つ
か

っ
て
い
る
。
高
槻
や
そ
の
近
傍
で
検
出
さ
れ
る
先
土
器

時
代
の
石
器
は
、
サ
ヌ
カ
イ
ト
と
呼
ば
れ
る
火
山
岩
を
利
用
し
た
も
の
が
多
い
。
長
年
月

の
間
に
、
黒
い
サ

ヌ
カ
イ
ト
は
風
化

し
て
、
表
面
が
白
く
な

っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
チ
ャ
ー
ト
や
硬
玉
製
の
も
の
が
少
数
あ
る
。

こ
れ
ら
は
赤
褐
色

の
大
阪
層
群
や

そ
れ
を
切
り
込
ん
で
堆
積
し
た
礫
層

の
上
で
よ
く
み
か
け
る
。

大
阪
層
群
の
露
頭
は
大
阪
平
野

の
周
辺
に
あ
る
海
抜

一
〇
〇
～

一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
地
で
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の

絶
対
年
代
は
二
五
〇
万
年
か
ら
四
〇
万
年
以
前
と
い
わ
れ
て
い
る
。
塚
原
や
南
平
台

・
郡
家

一
帯

・
日
吉
台
な
ど
の
丘
陵
地
は

こ
の
大
阪
層
群
に
属
し
て
い
る
。
高
槻
周
辺
の
大
阪
層
群
の
内
容
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
は

か
つ
て
上
ノ
ロ

一
帯
か
ら
南
平
台

・
日
吉
台
の
二
方
向
に
土
砂
が
流
下
堆
積
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。

一
方
、
大
阪
層
群
堆
積
後
、
近
畿

一
帯
に
は
六
甲
変
動
と
呼
ば
れ
る
地
殻
変
動
が
あ
る
。
盆
地
の
沈
降
や
山
地
の
上
昇
と
、

そ
れ
に
併
行
し
た
氷
河
期
の
海
水
面
低
下
や
温
暖
期
の
海
面
上
昇
は
、
後
背
地
の
堆
積
と
密
接
な
関
連
を
も

ち
、
砂
泥
の
互
層

と
礫
の
堆
積
を
つ
く
り
出
し
、
上
部

・
中
部

・
下
部

の
段
丘
礫
層
を
生
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。
市
立
第
二
中
学
校

に
近
い
海
抜
六
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第一章　狩猟と採集の時代

図50　 高槻市 とその周辺 の先土器時代 の遺跡

○

メ
ー
ト
ル
の
富
田
礫
層
と
呼
ば
れ
る
礫
層
も
こ
う
し
て
で
き
た
。
こ
の
礫
層

の
年
代
に
つ
い
て
は
、
同
層
で
採
取
し
た
植
物
化
石
の
Ｃ
１
４年
代
の
測
定
に
よ

っ
て
、
二
万
六
〇
〇
〇
年
±
八
〇
〇
年
Ｂ
．
Ｐ
．の
年
代
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。

約
二
万
年
前
の
大
阪
平
野
に
つ
い
て
、
梶
山
彦
太
郎

・
市
原
実
両
氏
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「古
淀
川
は
古
大
和
川

・
古
猪
名
川
・古
武
庫
川
の
川
水

を
集
め
て
、
大
阪
湾
地
域
を
西
南
に
流
れ
、
大
阪
湾
の
中
央
部

の
現
海
水
面
下

約
七
〇

メ
ー
ト
ル
深
の
と
こ
ろ
で
古
明
石
川
を
あ
わ
せ
、
田
良
瀬
戸

・
紀
伊
水

道
を
通
り
、
太
平
洋
に
そ
そ
い
で
い
た
。
こ
の
古
水
系
は
古
大
阪
川
と
よ
ば
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
は
大
阪
湾
を
は
じ
め
瀬
戸
内

一
帯
さ
ら
に
紀
伊
水

道
も
陸
で
あ

っ
て
、
海
水
面
は
現
在
よ
り

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
も
低
か
っ
た

の
で
あ
る
」
と
。

南
平
台
や
日
吉
台
よ
り
低
い
平
野
部
は
、
も

っ
と
新
し
い
沖
積
層
で
あ
る
。
大
阪
平
野
に
厚
く
堆
積
し
た
沖
積
層
の
厚
さ
は

深
い
と
こ
ろ
で
は

一
〇
〇

メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
み
い
だ
す
石
器
群
は
、
大
阪
層
群
や
礫
層

の
上
面
を
蔽
う
た
黄
色
土
層
中
に
限
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
仲
間
の
石
器
は
こ
れ
ら
の
層
の
上
で
み

つ
か
り
や
す
い
だ

け
で
あ

っ
て
、
そ
う
し
た
場
所
以
外
に
も
埋
没
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

石
器
の
材
料
　
高
槻
の
先
土
器
時
代
の
石
器
は
ほ
と
ん
ど
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
礫
を
用
い
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
石
材
は
当

と

供

給

地
　
　地
に
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
南

へ
約
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
は
な
れ
た
二
上
山
の
近
く
、
春

日
山

一
帯
に
産
す
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Ⅱ　考古学か らみた原始 ・古代の高槻

図51　大阪府を中心とした先土器時代の遺跡

る
。
最
近
二
上
山

一
帯
の
石
器
製
作
地

が

調

査

さ

れ
、
お
び
た
だ
し
い
石
器
の
剥
片
や
原
石
が
検
出
さ

れ
た
。

一
体
、
当
時
の
人
び
と
が
、
な
ぜ
遠
い
二
上
山
あ

た
り
の
石
材
を
利
用
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
よ
く
似

た
現
象
は
中
部
瀬
戸
内
に
も
み
ら
れ

る
。
そ
の
地
方

で
は
香
川
県
の
城
山
や
国
分
台
の
サ
ヌ
カ
イ
ト
が
採

取
さ
れ
、
遠
く

へ
運
ば
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る

と
、
石
材
入
手
の
具
体
的
方
法
は
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
、

一
定
の
石
材
産
地
を
め
ぐ

っ
て
、
各
地
に
散
在

す
る
小
集
団
が
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
に
ち

が

い
な
い
。
し
か
も
高
槻
の
遺
跡

で
は
わ
ず

か
だ

が
、
こ
の
地
に
産
す
る
チ
ャ
ー
ト
を
利
用
し
た
も
の

が
あ
る
。
そ
の
形
が
サ
ヌ
カ
イ
ト
製

の
も
の
と
機
能

を
異
に
す
る
石
器
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
石
器

の
用
途
に
応
じ
て
石
材
の
選
択
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
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写17　 郡家今城遺跡西区 の礫 群

郡
家
今
城
遺
跡
に
は
多
数
の
石
器
剥

石
器
の
製
作

片
や
石
屑
が
散
乱
し
て
い
た
。
奈
良

時
代

の
遺
構
検
出
に
と
も
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
こ
れ
ら

の
石
片
は
、
直
径
約
四
～
六
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
散
乱

し
、
し
か
も
そ
う
し
た
場
所
が

一
二
ヵ
所
も
あ

っ
た
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
石
器
製
作
の
工
房

と
も
い
え
る
も
の

で
あ
る
。
石
器
や
石
屑
が
散
乱
し
た
な
か
に
、
石
器
製

作
に
用

い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
完
好
な
二
個
の
小
礫
が

あ
る
。

一
つ
は
径
約
五
セ
ン
チ
の
石
英
質
円
礫
で
、
そ

の
両
端
に
は
叩
き
き
ず
が
つ
い
て
い
る
。
も
う

一
つ
は

径
約
二
セ
ン
チ
、
長
さ
約

一
〇

セ
ン
チ
の
棒
状
の
小
礫

で
あ

っ
て
、
そ
の
両
端
に
も
叩
き
き
ず
が

つ

い
て

い

る
。
礫
の
形
状

・
大
き
さ
か
ら
み
て
、
前
者
は
サ
ヌ
カ

イ
ト
素
材
か
ら
剥
片
を
大
き
く
取
り
出
す
の
に
適
当
で

あ
り
、
後
者
は
刃
つ
ぶ
し
の
よ
う
な
細
部
調
整
を
お
こ

な
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
で
あ
る
。
こ
う
し
た
石
器

を

つ
く
る
道
具
が
、
多
数
の
石
器
と
共
伴
し
て
検
出
さ
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

図52　 接 合 され た 剥 片(1)と 石 器 を つ くる道 具 （２ ・３）(1/2)

れ
た
こ
と
は
、
郡
家
今
城
遺
跡
の
重
要
性
を

一
層

高

め

て

い

る
。
も

っ
と
も
石
器
製
作
の
道
具
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
礫

石
の
ほ
か
に
、
骨
や
角

・
木
な
ど
で
つ
く

っ
た
道
具
が
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
腐
蝕
し
た
た
め
の
こ
ら
な
か

っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

郡
家
今
城
遺
跡
に
は
数
個
の
剥
片
を
接
合

で
き
る
も
の
が
い

く

つ
か
あ
り
、
石
器
製
作
の
手
順
を
推
定
で
き

る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
あ
ら
か
じ
め
剥
ぎ
と

っ
た
適
当
な
大
き

さ
の
剥
片
の

一

端
を
調
整
し
て
脊
梁
部
を
つ
く
り
、
こ
の
脊

梁
部
を
叩
く
こ
と

に
よ

っ
て
、
ま
ず
断
面
三
角
形
の
横
長
の
小

片
を
と
る
。
再
度

脊
梁
部
を
叩
く
と
、
あ
た
か
も
鳥
が
翼
を
ひ
ろ
げ
た
よ
う
な
形

の
横
長
剥
片
が
で
き
る
。
こ
の
翼
状
剥
片
に
つ
い
て
い
る
さ
き

の
調
整
痕
を
細
か
く
削

っ
て
形
を
整
え
、
反
対
側
の
鋭
い
縁
辺

は
そ
の
ま
ま
刃
と
し
、
ま
た
両
翼
端
の
う
ち

一
端
は
鋭
利
に
、

他
端
は
鈍
く
仕
上
げ
て
、

一
本

の
ナ
イ
フ
形
石
器
が
で
き
る
。

翼
状
剥
片
が
連
続
的
に
で
き
る
ほ
ど
効
率
が

よ
い

こ

と

に

な

る
。
だ
が
実
際
は
そ
う
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
同

一
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図53　郡家今城遺跡西区の礫群
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Ⅱ　考古学からみた原始・古代の高槻

の
石
核
か
ら
六
枚
以
上
の
剥
片
を
と
り
な
が
ら
、
ナ
イ
フ
形
石
器
を
つ
く
れ
ず
に
放
棄
し
た
も
の
も
あ
る
。
遠
く
四
〇
キ

ロ
メ

ー
ト
ル
も
運
ば
れ
た
石
の
素
材
を
、
む
ざ
と
破
砕
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
さ
ぞ
が

っ
か
り
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
効
率
の
よ
く
な

い
石
器
製
作
者
た
ち
に
同
情
す
る

一
方
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
な
か
か
ら
彼
等
の
社
会
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
か
を
く
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
遺
跡
に
散
乱
し
た
石
片
は
、
小
片
と
い
え
ど
も
見
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

集
団
の
規
模
と
　
事
実
、
郡
家
今
城
遺
跡
で
は
、
サ
ヌ
カ
イ
ト
石
器
片
の
ほ
か
に
、
お
び
た
だ
し
い
破
砕
礫
が
散
乱
し
て
い

生

活

の
領

域
　
　た
。
そ
れ
ら
の
石
は
花
崗
岩
や
チ
ャ
ー
ト
な
ど
雑
多
で
あ
る
。

一
見
し
て
、
こ
れ
ら
の
石
が
そ
れ
自
体
で

図54　 津 之 江 南遺 跡 の石 器(1チ ャ

ー ト,2・3サ ヌカイ ト)(1/2)

は
利
器
に
利
用
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
割
砕
さ
れ

た
石
の
か
け
ら
を
丹
念

に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
み
る
と
、
拳
大
の

も
の
か
ら
も

っ
と
大
き
な
も
の
ま
で
い
ろ
い
ろ
あ

っ
て
、
こ
れ

ら
の
塊
石
を

一
人
の
力
だ
け
で
運
ん
で
き
た
と
は
到
底
考
え
ら

れ
な
い
。
本
来
こ
の
地
点
に
は
石
を
包
含
し
た
地

層

は

な

い

し
、
塊
石
は
い
ず
れ
も
表
面
が
磨
粍
し
て
い
る
か
ら
、
芥
川

一

帯
の
河
原
石
か
礫
層
の
露
頭
面
か
ら
運
ん
で
き
た
と
み
る
ほ
か

な
い
。
そ
の
労
働
は
お
そ
ら
く
血
縁
的
な

つ
な
が
り
を
も

っ
た

複
数
の
人
間
た
ち
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
郡

家
今
城
遺
跡
で
は
、
散
乱
し
た
石
群
の
下
か
ら
、

一
辺
約
二

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
二
〇

セ
ン
チ
の
不
整
方
形

の
凹

み
が
あ

っ

て
、
片
隅
は
深
く
、
他
は
浅
く
な

っ
て
い
た
。
そ
の
中
か
ら
、
前
述

の
楕
円
状
円
礫
や
掻
器
が
み
つ
か
っ
た
。
こ
の
凹
み
が
人
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為
的
に
掘
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
先
土
器
時
代

の
住
居
な
ど
、
構
造
物
は
稀
れ
に
し
か
わ
か

っ
て
い
な
い
か
ら
判
断
で
き
な

い
。石

器
や
石
屑
の
散
乱
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
ご
と
の
整
理
が
完
結
し
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
こ
の
遺
構
群
の
性
格
を
呈
示
で
き
な

い
け
れ
ど
、
こ
れ
を
詳
し
く
分
析
す
る
な
ら
、
単
に
石
器
製
作
場
の
機
能
だ
け
で
な
く
、
こ
の
遺
構
を
の
こ
し
た
人
間
集
団
の

性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

類
似
の
遺
構
は
津
之
江
南
遺
跡
に
も
あ

っ
た
。
こ
の
遺
跡
の
場
合
も
、
ナ
イ
フ
形
石
器
を
つ
く

っ
て
い
た
が
、
石
器
片
や
破

砕
礫
は
少
数
で
、
ご
く
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
て
お
り
、
規
模
が
小
さ
い
。
郡
家
今
城
遺
跡
の
よ
う
に
、
い
く

つ
も
の
ブ

ロ
ッ
ク

が
群
集
し
、
そ
の
群
集
地
点
よ
り
約
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
を
へ
だ
て
て
、
ま
た
ブ

ロ
ッ
ク
が
あ
る
と
い
っ
た
状
態
と
は
異
な

っ
て

い
る
。
津
之
江
南
遺
跡
は
郡
家
今
城
遺
跡
の
東
南
約
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
両
遺
跡
は
北
か
ら
南

へ
の
び
る
低

い
洪
積
台
地
の
上
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
台
地
の
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
地
域
が
、
当
時

の
人
び
と
の
キ

ャ
ン
プ
地
だ

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
外
辺
各
所
に
単
独
で
石
器
が
み
つ
か
る
の
は
、
彼
等

の
猟
場
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
。

図55　 郡家今城遺跡の

掻器 （硬質頁岩製)(1/1)

文

化

の
　
　郡
家
今
城
遺
跡

の
凹
み
で
検
出
し

ひ

ろ

が

り
　
た
掻
器
は
、

こ
の
あ
た
り
で
み
か

け
な
い
硬
質
頁
岩
製

の
も
の
で
あ

る
。

こ
の
石
質
は

北
陸
や
中
部
な
ど
東
日
本
の
石
器
に
よ
く
利
用
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
遠
隔
の
地
と
な

ん
ら
か
の
交
渉
が
あ

っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
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だ
と
す
る
と
、
当
時
こ
の
地
域
は
瀬
戸
内
地
域
と
密
接
な
関
係

を
も
ち
な
が
ら
、
東
日
本
と
も
交
渉
を
も

っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
最
近
で
は
山
形
県
庄
内
平
野
南
部
の
遺
跡
か
ら
、
こ
の
地

域
の
石
器
と
よ
く
似
た
も
の
が
み

つ
か
っ
て
い
る
。
石
器
の
組

成
を
く
わ
し
く
対
比
し
な
け
れ
ば
速
断
は
で
き

な

い
け
れ

ど

も
、
当
時

の
文
化
交
流
に
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
以
上
に
遠
隔
地

と
の
交
渉
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ

ま

ざ

ま
　
　郡
家
今
城
遺
跡
の
石
器
は
大
多
数
が
ナ
イ
フ

な

石

器
　
　
　
形
石
器
で
占
め
ら
れ
て
い
て
、
石
器
の
種
類

が
少
な
い
。
だ
が
塚
原
遺
跡
に
は
ナ
イ
フ
形
石
器
の
ほ
か
、
掻

図56　 塚原遺跡 の握 斧(1/2)

ハ

ン

ド

ア

ツ

ク

ス

 

器
・削
器
な
ど
多
様
で
あ
る
。
最
近
、安
山
岩
製
の
大
形
石
器
で
あ
る
握
斧
が
採
集
さ
れ
た
。
こ
れ
は
剥
片
を
利
用
し
て
つ
く
ら

れ
て
い
る
が
、
ナ
イ
フ
形
石
器
に
先
行
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
古
曽
部
の
伊
勢
寺
裏
山
か
ら
は
舟
底
様

の
石
器
が

採
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
が
時
間
的
に
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
塚
原
遺

跡
の
石
器
に
は
や

や
小
形

の
も

の
が
目
立
ち
、
郡
家
今
城
遺
跡
よ
り
や
や
新
し
く
位
置
づ
け
る
見
解
も
あ
る
。
ま
た
、
古
曽
部

の
石
器
と
似
た
も

の
は
、
大
阪
南
部
の
国
府
遺
跡
か
ら
も
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
や
や
大
ぶ
り
で
あ
る
。

組
合
せ
道
具

先
土
器
時
代
も
終
り
に
近
く
な
る
と
細
石
刃
の
段
階
を
む
か
え
る
。
適
当
な
大
き
さ
の
石
に

一
撃
を
加
え
て

打
面
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
整
え
て
石
核
と
し
、
順
次
細
か
い
石
刃
を
剥
ぎ
と
る
。
細
石
刃

一
個
で
は
道
具
の
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(1～12

図57　 塚 原 遺跡 の 石 器

ナイフ形石器,13彫 器,14縦 剥 ぎ剥 片,15～18 掻器)(1/2)

,

128
.



Ⅱ　考古学か らみた原始 ・古代 の高槻

機
能
を
も
た
な
い
け
れ
ど
、
木
や
骨
な
ど
の
台
に
溝
を
掘

っ
て
、
細
石
刃
を
並
べ
植
え
る
と
長
大
な
道
具
が

で
き
る
。

い
わ
ゆ

る
組
合
せ
道
具
で
あ
る
。
従
来
、

一
個
の
石
片
で
道
具
を
つ
く

っ
た
の
に
比
べ
る
と
す
す
ん
だ
方
法
で
あ
る
。
こ
の
文
化
は
ビ

ュ
ル
ム
第
四
亜
氷
期
に
な

っ
て
、
津
軽
海
峡
が
陸
化
し
た
段
階
に
、
北
海
道
か
ら
氷
の
道
を
通

っ
て
本
州
に
南
下
し
た
も
の
だ

ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
製
作
技
法
の
上
か
ら
、
関
東

・
中
部
以
西
の
地
域
と
、
北
陸

・
東
北
以
北
の
地
域
と
二
つ
の
文

化
圏
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
高
槻
で
は
明
確
な
資
料
は
な
い
。
最
近
、
南
河
内
の
白
鳥
遺
跡
の
近
傍
で
、

チ
ャ
ー
ト
を
利
用

し
た
舟
底
形
石
核
を
再
利
用
し
た
ス
ク
レ
イ
パ
ー
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

槍

か

ら
　
新
た
に
波
及
す
る

「
土
器
を
も
つ
文
化
」

の
波
が
目
前
に
せ
ま

っ
て
い
た
こ
ろ
、
細
石
刃
文
化
は
木
葉
形
尖

弓

矢

へ
　
頭
器
や
有
舌
尖
頭
器
の
文
化
に
か
わ

っ
た
。
有
舌
尖
頭
器
は
基
部
に
舌
状

の
茎
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
高
槻
で
は
木
葉
形
尖
頭
器
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
有
舌
尖
頭
器
は
南
平
台
や
氷
室

・
慈

図58　 有 舌 尖 頭 器(1 箕面市奥,

2 氷室皇子塚,3 塚 原)(1/2)

願
寺
山
の
あ
た
り
か
ら
採
集
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
古
墳

の
封
土
か
ら
の
検
出
で
、
本

来
の
所
属
層
を
移
動
し
て
い
る
ら
し
い
。
茨
木

の
勝
尾
寺
川
を
さ
か
の
ぼ

っ
た
箕
面
市
奥
か
ら

み
つ
か
っ
た
有
舌
尖
頭
器
は
、
長
大
で
外
ひ
ろ

が
り
の
返
り
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
に
く
ら
べ
て

弁
天
山
の
例
は
細
身
で
あ
り
、
氷
室
皇
子
塚
の

例
は
身
が
短
か
い
。
し
か
し
い
ず
れ
も
木
や
骨
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第一章　狩猟と採集の時代

な
ど
軟
質

の
道
具
を
使

っ
て
剥
ぐ
押
圧
剥
離

の
技
法
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
土
器
の
な
い
時
代
か
ら
、
土
器

の
あ
る
時
代

へ
移

行
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
の
時
代
の
狩
猟
具
に
つ
い
て
、
石
器
の
大
き
さ

・
重
さ
か
ら
、
木
葉
形
尖
頭
器
の
機
能
を
突
槍
と
し
、
有

舌
尖
頭
器
を
投
槍
と
す
る
考
え
が
あ
る
。

ビ

ュ
ル
ム
氷
期
か
ら
後
氷
期
に
か
け
て
、
気
候
は
し
だ
い
に
温
暖
化
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
大
阪
湾
に
も
海
水
が
浸
入
し
は

じ
め
、
か
つ
て
こ
の

一
帯
に
棲
息
し
て
い
た
ナ
ウ
マ
ン
象
や
オ
オ
ツ
ノ
ジ
カ
な
ど
の
古

い
型

の
大
型
動
物
は
、
し
だ
い
に
姿
を

消
し
、
か
わ
っ
て
落
葉
広
葉
樹
林
や
常
緑
広
葉
樹
林
に
す
む
イ
ノ
シ
シ
や

ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
繁
殖
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
投
槍
が

大

い
に
そ

の
機
能
を
発
揮
し
た
の
は
、
そ
う
い
う
環
境
で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
や
が
て
よ
り

一
層
強
力
な
刺
突
力
と
飛
翔

力
を
も

っ
た
画
期
的
な
狩
猟
具
つ
ま
り
弓
矢
が
登
場
す
る
と
、
投
槍
は
急
速

に
消
滅
し
た
。
そ
れ
は
単
な
る
狩
猟
技
術
の
変
化

に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
び
と
の
世
界
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

っ
た
。
ま
さ
に
土
器
の
文
化
の
到
来

で
あ

っ
た
。

そ
し
て
押
型
文
土
器
が
普
及
す
る
こ
ろ
に
は
、
猟
犬
に
よ
る
狩
猟
さ
え
は
じ
ま
っ
た
。
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第
二
節
　
縄
文
時
代

縄
文
時
代
の
　
縄
文
時
代
は
早

・
前

・
中

・
後

・
晩
期
の
五
期
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
五
期
区
分
を
提
唱
し
た
山
内
清
男
氏

時

期

区

分
　
　は
、
各
期
に

一
〇
型
式
未
満
の
土
器
型
式
を
含
む
こ
と
を
前
提
と
す
る
立
場
か
ら
、
早
期

に
包
括
さ
れ
る
型

式
が

一
〇
数
型
式
に
お
よ
ん
だ
こ
と
を
も

っ
て
、

一
九
六
四

(昭
和
三
九
)
年
、
従
来
の
早
期
の
う
ち
、
よ
り
古
い
諸
型
式
を

一

括
し
て
、
草
創
期
と
す
る
縄
文
時
代
六
期
区
分
案
を
提
唱
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
提
唱
は
す
べ
て
の
研
究
者

た
ち
に
う
け
い
れ



Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

現
在
わ
が
国
で
最
も
古
い
土
器
は
長
崎
県
福
井
洞
穴
で
み
つ
か
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
土
器
に
と
も
な
う
石
器
は
、
細

石
刃
や
細
石
核
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
瀬
戸
内
以
東
青
森
ま
で
の
地
域
で
は
、
細
石
刃
文
化
が
消
滅
し
た
あ
と
に
あ
ら
わ
れ
る

有
舌
尖
頭
器
に
と
も
な

っ
て
土
器
が
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
も
九
州
以
外
の
文
化
に
み
る
石
器
と
土
器
の
組
合

せ
は
、
後

の
縄
文

文
化
と
結
び

つ
く
か
ら
、
九
州

の
細
石
刃
文
化
に
日
本
最
古
の
土
器
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
が
縄
文
文
化
の
源
流
に
つ

な
が
る
か
ど
う
か
断
言
で
き
な
い
。
む
し
ろ
文
化
の
起
源
論
と
土
器
の
起
源
論
は
必
ず
し
も
結
び

つ
か
な
い
と
す
る
見
方
も
あ

る
。
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
場
合
、
縄
文
草
創
期
と
せ
ず
に
、
原
土
器
時
代
と
い
う
区
分
を
設
け
る
研
究
者
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
縄
文
時
代

の
時
期
区
分
を
ど
う
す
る
か
、
ま
た
縄
文
文
化
の
源
流
を
ど
う
理
解
す
る
か
と

い
う
問
題
は
、
今

後
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
こ
で
以
下
の
記
述
で
は
、
こ
れ
ま
で

一
般
に
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
五
期
区
分
に
従

っ
て

の
べ
よ
う
と
思
う
。

縄
文
時
代

の
　
今
か
ら

一
万
年
ぐ
ら
い
前
、
地
質
学
上
、
沖
積
世
と
い
わ
れ
る
新
し
い
段
階
を
む
か
え
た
。
沖
積
世
に
な

っ

自

然

環

境
　
　て
も
、
し
ば
ら
く
寒
冷
な
気
候
が
つ
づ
き
、
富
士
山
を
は
じ
め
と
す
る
火
山
が
誕
生
し
た
。

こ
の
後
に
な

っ

て
、
や

っ
と
温
暖
な
気
候
が
お
と
ず
れ
る
。

大
阪
湾
周
辺
の
地
質
学
的
知
見
に
よ
る
と
、
約
九
〇
〇
〇
年
も
前

の
縄
文
時
代
早
期
初
頭
に
は
、
現
在
よ
り
二
〇
メ
ー
ト
ル

も
低
い
と
こ
ろ
に
海
面
が
あ
り
、
河
内
平
野
に
は
海
水
が
浸
入
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
早
期
か
ら

前
期
に
か
け
て
、
北
半
球
全
体
に
お
こ
っ
た
海
進
現
象
は
、
前
期
中
葉
に
は
最
大
限
に
達
し
た
。
関
東
地
方

で
は
、
現
東
京
湾

岸
よ
り
四
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
も
奥
に
海
水
が
浸
入
し
、
そ
の
沿
岸
に
貝
塚
が
形
成
さ
れ
た
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
湖
で
あ

っ
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第一章　 狩猟 と採 集の時 代

た
瀬
戸
内
湖
は
、
こ
の
時
期
に
完
全
に
内
海
に
な

っ
た
。
大
阪
湾
岸
で
は
、
上
町
台
地
西
縁
や
千
里
丘
陵
南
縁
に
海
蝕
崖
を
生

じ
、
偏
西
風
の
影
響
も
加
わ
っ
て
、
上
町
台
地
か
ら
北
方
に
砂
洲
が
発
達
し
た
。
こ
の
砂
洲
は
そ
の
後
の
縄
文
時
代
各
期
を
通

じ
て
、
さ
ら
に
北
方

へ
延
び
て
い
く
。

縄
文
時
代
前
期
末
に
な
る
と
、
海
面
の
上
昇
運
動
は
停
滞
す
る
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
現
在

の
守
口
市

一
帯
に

は
、
淀
川
の
三
角
洲
が
発
達
し
た
。
や
が
て
淀
川
の
主
流
は
三
角
洲
の
先
端
で
二
つ
に
分
流
し
は
じ
め
る
。
中
期
か
ら
後
期
に

は
温
暖
期
が
終

っ
て
海
面
は
下
降
し
、
現
在
の
そ
れ
に
近
づ
く
。
そ
し
て
再
び
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
前
期
に
か
け
て
、
現
在
よ

り
も
温
暖
な
気
候
を
む
か
え
た
。
上
町
台
地
か
ら
北

へ
の
び
た
砂
洲
は
さ
ら
に
発
達
し
、
大
阪
湾
と
河
内
湾

の
連
絡
口
が
狭
く

な

っ
た
た
め
、
河
内
平
野
に
は
淡
水
域
の
ひ
ろ
が
る
潟
が
で
き
た
。

こ
の
段
階
に
西

方
か
ら
稲
作
農
耕
が
渡
来
し
た
の
で
あ
る

梶
山
彦
太
郎

・
市
原
実

「大
阪
平
野
む

か
し
む

か
し
」
『
国
土
と
教
育
』

一
八

長
期
に
わ
た
る
縄
文
時
代
の
気
候
変
化
は
、
陸
上
の
植
物
や
動
物

の
棲
息
に
も
微

妙
な
変
化
を
あ
た
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
地
殻
の
変
動
や
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
特
有

の
降
雨
、
そ
れ
に
よ

っ
て
ま
き
お
こ
る
大
洪
水
や
流
路
の
変
更
、
沼
沢
の
出
現

・
消

滅
等
は
人
間
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
に
違

い
な
い
。

縄
文
時
代

の
高
槻
を
語
る
資
料
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
か
つ
て
は

高
槻
の
遺
跡

塚
原
古
墳
群
の
墳
丘
か
ら
み
つ
け
出
さ
れ
た
晩
期

の
土
器
片
数
個

と
、
少
数
の
石
器
だ
け
で
あ

っ
た
。
最
近
、
淀
川
の
川
底
の
浚
渫

に
よ

っ
て
、
は
か

ら
ず
も
柱
本
地
先
の
川
底
や
、
大
塚

・
番
田
間
の
川
底
か
ら
、
後

の
時
代

の
遺
物
と

写18　 柱本遺跡 の調査
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

図59　 高槻 とその周辺の縄文時 代の遺跡

い
っ
し
ょ
に
縄
文
式
土
器
が
掘
り
出
さ
れ
た
。
前
者
を
柱
本
遺
跡
、
後
者
を
番

田
遺
跡
と
よ
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
両
遺
跡
と
も
単
に
土
器
片
だ
け
を
採
集
し

た
に
す
ぎ
ず
、
他
の

一
切
の
共
伴
遺
物
が
明
ら
か
で
な
い
し
、
遺
構
も
確
認
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
、
遺
跡
と
呼
ぶ
の
は
正
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
両

遺
跡
の
土
器
片
は
、
ほ
と
ん
ど
磨
耗
し
て
い
な
い
か
ら
、
近
く
に
遺
跡
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
柱
本
遺
跡
で
は
前
～
晩
期
の
土
器
が
あ

っ
て
、
そ
の
う
ち

後

・
晩
期

の
土
器
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
遺

跡

に

つ

い

て
、
縄
文
式
土
器
の
あ
る
層
や
遺
構
を
た
し
か
め
る
た
め
、

一
九
七
二
(昭
和
四

七
)
年
に
三
ヵ
所
を
試
掘
し
た
。
地
下
七
メ
ー
ト
ル
ま
で
掘
り
、
部
分
的
に
は

一
一
メ
ー
ト
ル
も
掘

っ
た
け
れ
ど
も
、
遺
構
や
遺
物
は
み
つ
か
ら
な
か

っ
た
。

し
か
し
堆
積
砂
層
下
九
～

一
〇
メ
ー
ト
ル
付
近
に
、
厚
さ
約

一
メ
ー
ト
ル
の
黒
灰
色
を
し
た
有
機
質
粘
土
層
が
あ

っ
た
。
調
査

前
、
浚
渫

工
事

の
際
す
く
い
あ
げ
た
縄
文
式
土
器
片
に
は
、
い
ず
れ
も
黒
灰
色
の
有
機
質
粘
土
が

つ
い
て
い
た
か
ら
、
強

い
て

土
器
の
あ
る
層
を
求
め
る
な
ら
、
こ
の
粘
土
層
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
縄
文
式
土
器
の
あ
る
層
は
現
在
の
海
水
面
よ

り
、
約
二

メ
ー
ト
ル
も
低
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
沖
積
層
上
に
位
置
す
る
遺
跡

の
場
合
、
地
盤
沈

下
に
伴

っ
て
、
海
面
以
下
に
下
降
し
た
遺
跡
の
例
も
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

一
般
的
に
み
ら
れ
る
縄
文
時
代

の

遺
跡
の
立
地
条
件
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

高
槻
で
は
こ
の
ほ
か
、
安
満
遺
跡
の
東
か
ら
後
期
の
土
器
片
、
安
満
遺
跡
の
北
か
ら
晩
期

の
土
器
片
が
、

ま
た
宮
田
遺
跡
か
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図60　大阪府を中心とした縄文時代の遺跡

ら
も
晩
期
の
土
器
片
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
遺

構
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
土
器
片
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。
石

器
も
芥
川
西
方
の
郡
家

・
岡
本

・
土
室

・
塚
原
、
東
で
は
安

満
な
ど
で
採
集
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
散

漫

で
あ

っ

て
、
ま
と
ま

っ
た
出
土
状
況
を
示
さ
な
い
。

日
本
全
体
か
ら
み
て
、
近
畿
地
方
は
縄
文

高
槻
の
周
辺

時
代

の
遺
跡
の
発
見
例
が
少
な
い
地
方
で

あ
る
。
な
か
で
も
大
阪
府
は
少
な
い
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る

遺
跡
数
は
二
〇
ヵ
所
前
後
で
あ
る
。
時
期
的
に
み
る
と
、

一

応
縄
文
時
代
各
期
に
遺
跡
が
み
ら
れ
る
と

は
い
え
、
主
と
し

て
後

・
晩
期

の
遺
跡
が
や
や
多
い
程
度
で
、
そ
の
分
布
も
生

駒
山
西
麓
が
目
立
つ
に
す
ぎ
な
い
。
さ
き

に
の
べ
た
淀
川
底

の
柱
本
遺
跡
の
よ
う
に
、
前
期
か
ら
晩
期
ま
で
の
土
器
を
包

含
す
る
状
況
は
、
遺
跡
数
の
少
な
い
事
情
を
あ
る
面
で
語

っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
遺
跡
の
絶
対
数
が
少

な
い
と
い
う
こ
と
は
今
後
も
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
縄
文
時
代
人
の
食
糧
獲
得
の
対
象
と
な
る
資
源
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が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
研
究
者
も
あ
る
。

高
槻
を
は
じ
め
三
島
地
方
に
は
、
早
期

の
遺
跡
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
範
囲
を
ひ
ろ
げ
る
と
、
枚
方
市

交
野
山
の
西
麓
に
神
宮
寺
遺
跡
が
あ
り
、
そ
の
東
の
山
間
部
に
穂
谷
遺
跡
が
あ
る
。
ま
た
京
都
盆
地
の
縁
辺
に
も
い
つ
く
か
早

期

の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
遺
跡

の
規
模
は
小
さ
い
。
お
そ
ら
く

一
〇
人
前
後

の
小
さ
な
集
団
が
、
獲
物
を
求
め

て
移
動
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
宮
寺
遺
跡
で
は
円
礫
を
つ
ん
だ
野
外
の
炉
跡
が
み
つ
か

っ
て
い
る
が
、
当
時
は
住
居
と
火

を
焚
く
と
こ
ろ
は
分
離
し
て
い
た
。
琵
琶
湖
に
近

い
瀬
田
川
畔
の
石
山
貝
塚
は
、
早
期

の
淡
水
産
貝
塚
と
し
て
著

名

で
あ

る

が
、
そ
こ
で
も
礫
を
中
凹
み
に
築
い
た
炉
跡
や
焼
貝
面
が
あ

っ
た
。
こ
の
貝
塚
か
ら
は
、
土
器
の
ほ
か
磨
製

石
斧

・
打
製
の
石

鏃
や
石
錐
、
網

に
つ
け
る
石
錘
、
シ
カ
の
角
で
つ
く

っ
た
斧

・
手
斧
、
骨
角
製
の
さ
ま
ざ
ま
な
装
身
具
な
ど
が
み
つ
か
っ
て
い

か
ん
す
い

る
。
装
身
具
の
中
に
は
鹹
水
産
の
貝
で
つ
く

っ
た
腕
輪
も
あ
る
。
ま
た
淡
水
の
セ
タ
シ
ジ
ミ
か
ら
な
る
貝
塚

の
中
に
、
鹹
水
性

の
魚
類
の
骨
片
等
が
あ

っ
て
、
当
時
琵
琶
湖
沿
岸
の
人
々
が
海
浜
地
帯
と
の
交
渉
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
石
山
貝

塚
を
例
に
と

っ
て
み
る
と
、
早
期
の
段
階
は
す
で
に
石
製
や
骨
角
製
の
生
産
用
具
が
高
度

に
分
化

・
発
達
し
て
い
る
。
な
か
で

も
石
鏃
は
弓
矢
の
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
食
糧
獲
得
の
技
術
に
大
き
な
進
歩
の
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

ま
た
土
器
の
製
作
は

「
人
類
が
は
じ
め
て
利
用
し
た
化
学
的
変
化
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
煮
炊
き
の
道
具
と
し
て
、
食
事

の
内

容
を
豊
か
に
し
た
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
装
身
具
は
彼
等
の
精
神
生
活
の
複
雑
さ
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
〔平
安
学
園
考
古
学
ク

ラ
ブ
編
『石
山
貝
塚
』〕。

茨
木
市
の
東
奈
良
遺
跡
か
ら
、
最
近
前
期

の
土
器
片
が

一
片
み
つ
け
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
爪
形
文
や
縄
文

の
つ
い
た
土
器
片

で
、
京
都

の
北
白
川
遺
跡
の
下
層
か
ら
み
つ
か
っ
た
土
器
と
同
じ
文
様
で
あ
る
。
北
白
川
下
層
式
の
土
器
は
今
で
は
も

っ
と
こ

ま
か
く
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
文
様
を
も

っ
た
土
器
は
、
福
井
県
三
方
郡
の
鳥
浜
貝
塚

に
も

あ

っ
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て
、
最
近
お
こ
な
わ
れ
た
調
査
で
、
石
斧
を
装
着
す
る
た
め
の
精
巧
な
木
柄
が
い
く
つ
も
み
つ
か
っ
た
。
ま
た
丸
木
舟
や
櫂
も

あ
る
。
多
数
の
石
鏃

と
い
っ
し
ょ
に
桜

の
皮
を
ま
い
た
丸
木
弓
も
あ
る
。
さ
ら
に
黒
漆
塗
り
の
盆
や
、
赤
漆
塗
り
の
縦
櫛
、
編

み
物

の
破
片
な
ど
も
あ
る
。
こ
の
貝
塚
か
ら
み
つ
か
っ
た
堅
果
植
物
に
は
、
ク
ル
ミ

・
シ
イ

・
ヒ
シ
な
ど
、
そ
の
ま
ま
生
で
食

べ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
多
い
と
い
う
。

一
般
に
西
日
本
の
縄
文
時
代

の
植
物
食
が
、
照
葉
樹
林
帯
の
ア
ク
の
少
な
い
ド

ン

グ
リ
類
を
利
用
し
て
い
る
様
子
が
こ
こ
で
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
と
前
期

の
段
階
に
、
す
で
に
高
度
な
木
工
技
術
を
も
ち
、
後
の

弥
生
時
代
の
木
工
技
術
の
先
駆
的
な
形
態
が
こ
の
段
階
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
ど
ろ
く
。

柱
本
遺
跡
か
ら
み
つ
か

っ
た
縄
文
式
土
器
片
の
な
か
に
、
神
戸
市
須
磨
区
に
あ
る
大
歳
山
遺
跡
の
土
器
と
よ
く
似
た
破
片
が

あ
る
。
大
歳
山
式
土
器
は
、
前
期
末
の
土
器
で
あ
る
が
、
細

い
凸
帯
に
爪
形
の
刻
み
を
つ
け
、
そ
の
底
部
は
小
さ
い
多
角
形
の

ふ
か
ば
ち

平
底
を
し
た
深
鉢
形
の
土
器
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
標
高
三
〇

メ
ー
ト
ル
、
東
西
約
二
八
〇

メ
ー
ト
ル
、
南
北
約

一
五
〇
メ
ー

ト
ル
の
東
か
ら
西

へ
の
び
た
半
島
状
の
台
地
に
あ
る
。
前
期
は
な
お
こ
の
よ
う
な
台
地
上
に
集
落
を
営
む
の
が

一
般
的
で
あ

っ

た
。
ま
た
箕
面
市

の
瀬
川
遺
跡
も
同
様
の
立
地
条
件

に
あ
る
。
そ
の
点
で
東
奈
良
遺
跡
や
柱
本
遺
跡
は
特
異

で
あ
る
。
こ
の
段

階
は
瀬
戸
内
地
方
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
と
と
も
に
、
東
日
本
風

の
土
器
も
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
期
に
く
ら
べ
て

一
層
人
口

も
増
加
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
南
部

の
藤
井
寺
市
国
府
遺
跡
は
府
下
屈
指
の
縄
文
遺
跡
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
仰
臥

し
、
下
肢
を
屈
し
、
上
肢
を
ま
げ
て
埋
め
ら
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
屈
葬
の
人
骨
が
み
つ
か

っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
葬
法
は
前
代
と

か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

柱
本
遺
跡
か
ら
は
、
中
期
の
船
元
式
土
器
も
み
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
瀬
戸
内
地
方
と
の
密
接
な
関
係

に
あ

っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

一
方
、
伊
丹
市
の
大
阪
空
港
内
か
ら
、
関
東
地
方
の
勝
坂
式
土
器
が
み
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の

一
帯
は
東
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図61　 縄 文 式 土 器 と石 器(1～10　 石鏃,11

13・14石 斧,15掻 器,16～29土 器)

石匙,12　 石棒,
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西
の
影
響
を
う
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

〔佐
原
真
ほ
か
「伊
丹
の
遺
跡
と

遺
物
」
『伊
丹
市
史
』
４
〕。
関
東
地
方
、
わ
け
て
も
東
京
湾
沿
岸
で
は
、
中

期

か
ら

後
期
に
か
け
て
、
台
地
の
尖
端
に
、
馬
蹄
形
や
環
状
の
貝
塚
を
形
成
し
つ
つ
あ

っ
た
段
階
で
あ
る
。
中
部
山
地
で
も
同
様
な
傾

向
に
あ

っ
た
。
八
ヶ
岳
山
麓
の
与
助
尾
根
遺
跡
の
集
落
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
二

つ
の
竪
穴
住
居
を

一
組
と
す
る
三
組
六
棟
の
竪
穴
が

一
群
を
な
し
、
同
様
の
単
位
が
さ
ら
に

一
群
を
な
し
、
と
も
に
台
地
上
の
南
辺
に
併
列
し
て

い
る
と
い
う
。
こ
の
二
群
に
は
そ
れ
ぞ
れ
土
偶
や
石
柱

・
石
棒
が
あ

っ
て
、
あ
た
か
も
二
つ
の
血
縁
集
団
か
ら
な
る
村

の
よ
う

に
み
ら
れ
る
。

一
つ
の
竪
穴
に
四
、
五
人
と
す
れ
ば
、

一
二
棟

で
は
五
〇
～
六
〇
人
に
な
る
。

一
単
位
を
そ

の
半

数

と

し

て

も
、
三
〇
人
前
後
で
あ
る
。
そ
の
人
口
は
前
代
よ
り
も
増
加
し
、
し
か
も
複
雑
な
構
成
を
と
り
は
じ
め
て
い
る
。
東
奈
良
遺
跡

で
も
、
所
属
時
期
は
明
確
で
な
い
が
、
石
棒
が

一
個
み
つ
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
当
時

こ
の
三
島
で
も
さ
き
の
与
助
尾
根
の
村
と

似
た
村
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
枚
方
市
星
田
遺
跡
で
は
、
中
期
特
有
の
キ
ャ
リ
パ
ー
形

の
深
鉢
形
土
器
が
検
出
さ
れ
、
東
大
阪

市
の
善
根
寺
遺
跡
か
ら
も
中
期
の
土
器
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
淀
川
の
三
角
洲
の
発
達
は

い
ち

じ

る

し

く
、
上
町
台
地
北
方
の
砂
洲
も
さ
ら
に
延
長
し
た
と
す
れ
ば
、
当
時

の
縄
文
時
代
人
の
活
動
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
柱
本
遺
跡
で
み
つ
か

っ
た
土
器
片
が
、
主
に
後

・
晩
期
に
多

い
の
も
、
中
期
後
半
の
急
激
な
環
境
の
変
化
と
そ
れ

に
対
応
す
る
人
間
社
会

の
危
機
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

柱
本
の
後
期
の
土
器
に
は
、
関
東
の
加
曽
利
Ｂ
Ｉ
式
の
土
器
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
期
以
来
、
こ
の
地
域
が
持
続
し
て
き
た
東

日
本
と
の
交
渉
の
名
残
り
で
あ

っ
た
。
や
が
て
、
ふ
た
た
び
瀬
戸
内
地
方

の
影
響
が

つ
よ
ま
り
、
そ
れ
は
晩
期
ま
で
続
く
こ
と

に
な
る
。
柱
本
遺
跡
に
、
瀬
戸
内
地
方
の
津
雲
Ａ
式
や
彦
崎
Ｋ
Ｉ

・
Ｋ
Ⅱ

に
類
す
る
土
器
片
が
み
ら
れ
る
の
は
そ
う
し
た
傾
向

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
器
面
に
縄
文
を
つ
け
、
局
部
的
に
磨
き
消
す
技
法
を
も

っ
て
飾
ら
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れ
る
土
器
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
住
吉
山
Ⅱ
式
以
降
に
な
る
と
、
縄
文

に
よ
っ
て
飾
る
手
法
は
姿
を
消
す
。
そ
し
て
、
後
期
末

の
宮
滝
式
で
は
、
凹
線
を
め
ぐ
ら
し
、
文
様
を
簡
略
化
す
る
傾
向
を
と
り
は
じ
め
る
。
こ
の
時
期
の
土
器
は
、
箕
面
市
瀬
川
、
伊

丹
市
の
大
阪
空
港
、
東
大
阪
市

の
猪
木

・
日
下
大
池
、
大
阪
市
森
之
宮
な
ど
で
み
つ
か

っ
て
い
る
。
最
後
の
森
之
宮
遺
跡
は
、

最
近
明
ら
か
に
な

っ
た
貝
塚
で
、
上
町
台
地
の
東
縁
に
位
置
す
る
こ
の
貝
塚
は
、

ハ
マ
グ
リ

・
マ
ガ
キ
を
主

と
す
る
貝
層
に
、

ク
ロ
ダ
イ

・
マ
ダ
イ

・
ス
ズ
キ

・
フ
グ

・
ハ
モ
な
ど
の
魚
骨
が
遺
棄
さ
れ
、
当
時
の
人
々
が
大
阪
湾

の
海
の
幸
に
依
存
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

図62　 縄文 人の ムラ（想像図)

こ
れ
ま
で
煮
炊
き

の
道
具
と
し
て
主
流
を
な
し

た
深
鉢
形
の
器
形
は
、
後
期
に
な
る
と
さ
ま
ざ
ま

な
形
に
分
化
し
た
。
そ
れ
ら
は
や
が

て
定

形

化

し
、
各
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
保
持
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
に
、
縄
文
社
会
の
停
滞

性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ

う
し
た
社
会
を
律

す
る
タ
ブ
ー
が
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
犬
歯

や
門
歯
な
ど
を
抜
く
抜
歯

の
風
習
が
は
じ
ま
る
の

も
こ
の
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
人

へ
の
通
過
儀

礼
と
す
れ
ば
、
当
時
の
共
同
体
規
制

の
一
端
を
示

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
埋
葬
さ
れ
た
死
者
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の
中
に
、

こ
と
さ
ら
多
数
の
貝
輪
や
耳
飾
な
ど
を
つ
け
た
人
物
の
あ
る
こ
と
を
み
る
と
、
呪
術
者
的
な
役
割
を
も

っ
た
人
物
が

誕
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

晩
期
に
な
る
と
、
柱
本
遺
跡
の
ほ
か
、
安
満
遺
跡
の
北
方
や
宮
田

・
塚
原
な
ど
の
遺
跡
か
ら
も
土
器
片
が
採
集
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
安
満
の
例
で
み
る
と
、
土
器
の
で
る
層
は
、
深
い
沼
地
に
面
し
た
平
地
で
あ
る
。
宮
田
の
例
も
ま
た
平

地

で
あ

っ

て
、

こ
れ
ま
で

一
般
に
縄
文
式
土
器
の
み
つ
か
る
高
台
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
う
し
た
立
地
を
と
る
こ
と
に
着
目

し
て
、
農
業
生
産

へ
の
動
き
と
み
る
意
見
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
塚
原

の
よ
う
な
海
抜
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
丘
の
上
に

も
遺
跡
が
あ
る
こ
と
を
み
る
と
、
農
耕
適
地

へ
の
移
行
と
単
純
に
結
び
つ
け
に
く
い
。

柱
本
か
ら
み
つ
か
っ
た
晩
期
の
土
器
の
中
に
、
滋
賀
里
式
と
よ
ば
れ
る
土
器
片
が
あ
る
。
そ
の
標
式
的
な
遺
跡
は
、
大
津
市

滋
賀
里
に
あ
る
が
、
近
年
、
こ
の
遺
跡
の
調
査
が
行
わ
れ
、
総
数

一
〇
〇
基
以
上
の
墓
や
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
が
み
つ
か

っ
た
。

墓
は
約

一
メ
ー
ト
ル
×
○

・
六
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
の
土
壙
墓
と
甕
棺
墓
と
で
あ
る
。
甕
棺
墓
に
は
小
児
を
お
さ
め
た
と
み
ら

れ
る
が
、
個

々
の
墓
に
は
、
副
葬
品
も
な
く
、
差
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
赤
や
黒
に
塗
り
わ
け
た
木
弓
や
木
椀
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
木
製
品
の
ほ
か
、
骨
角
器
や
石
器

・
土
器
な
ど
が
あ

っ
た
が
、
高
度
に
発
達
し
た
そ
れ
ら
の
技
術
は
、
専
門
工
人
を
独

立
さ
せ
る
ほ
ど
の
質
的
水
準
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
大
阪
南
部

の
大
和
川
底
か
ら
み
つ
か

っ
た
船
橋
式
を
標
式
と

す
る
段
階
に
は
、
稲
作
農
耕
の
滔

々
た
る
流
れ
は
、
す
ぐ
そ
こ
に
迫

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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