
（
川
漁

）
の

大
き
か
っ

た
こ

と
が

推
測
さ
れ
る
。

少
数
の

遺
跡
は
、

箱
根
山
・

湯
河
原
町
・

小
田
原
市
・

大
磯
町
・

鎌
倉
市
・

相
模
湖
町
・

厚
木
市
・

横
浜
市
・

川
崎
市
で

も
発
見

さ
れ
て

い

る
。

こ

れ
ら
の

中
で

必
ず
し
も
川
に

沿
っ

て

い

な
い

山
中
に

見

出
さ
れ
た
も
の

も
あ
る（
箱
根
山
朝
日
岳
陵
付
近
）が
、

一

般
的
に

は
川
沿
い

に

多
い
。

い

ず
れ
に

し
て

も
、

県
内
で

は
、

立
川
ロ

ー
ム

層
が

形
成
さ
れ
た
三
〜

一

万
年
の

昔
、

相
模
野
台
地
を
中
心
に
、

ほ
ぼ
県
下
全
域
に

人
間
が

生
活

し
て

い

た
こ

と
は
疑
い

な
い
。

し
か
も
彼
ら
は
、

素
手
で

の

生
活
の

段
階

は
す
で

に

終
え
て
、

石
を
加
工

し
た
道
具
（
石
器

）
を
使
っ

て

い

た
。

獲

物
を
打
ち
殺
す
た
め
と
思
わ
れ
る

最
も
原
始
的
な
道
具
の

チ
ョ

ッ

ピ

ン

グ

ト

ウ
ー
ル
、

黒
曜
石
や
チ
ャ

ー
ト
・

硅
岩
・

頁
岩
・

安
山
岩
な
ど
の

原
石

か
ら
剝
離
し
て

作
り
出
し
た

剝
片
・

石
刃
・

石
錐
・

ナ

イ
フ

型
石
器
・

削

器
・

搔
器
な
ど
が
あ
る
。

そ
の

大
部
分
は
、

獣
や
魚
類
の

皮
を
剝
が
し
、

肉
を
切
り
と
る

道
具
で

あ
る
。

ま
た
石
錐
や
、

有
舌
尖
頭
器
と
名
づ

け
ら

れ
て

い

る
石
器
は
、

獣
や
魚
を
突
き
殺
す
銛
や
時
に

は
投
げ
槍
の

先
に
つ
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け
ら
れ
た
も
の

で

あ
ろ
う
。

一

万
年
以
上
つ

づ
い

た
先
土
器
の

時
代

も
ち
ろ
ん
こ

う
し
た
各
種
の

石
器
が
、

同
時
に

多
発
し
た
わ
け
で

は
な
い
。

先
土
器
時
代
は
少
く
と

も
、

一

〜
二

万
年
は
つ

づ
い

た
の

で

あ
る

か
ら
、

そ
の

間
に

石
器
に

も
発
達
が

あ
る
。

そ
の

発
達
は
、

大
き
く

三
期
に

分
け
ら
れ
る
。

第
一

期
は
、

ナ

イ
フ

形
石
器
が

盛
ん
に

な
る
以
前
で
、

約
三
万
年
前
に

さ
か
の

ぼ
る
。

第
二

期
は
、

各
種
の

ナ

イ
フ

形
石
器
の

盛
ん
に

な
る

時
期
で
、

約
二

万
年
前
。

第
三
期
は
、

ナ
イ
フ

形
石
器
が
お

と
ろ
え
、

細
石
刃
の

普
及
し
た
時
期
で
、

お

よ
そ
一

万
三
千
年
前
。

こ

の

う
ち
、

県
下
の

先
土
器
時
代
は
、

第
二
・

第
三
の

段
階
に

属
す
る
と

推
定
さ
れ
て

い

る
。

こ

の

時
期
で

も
ま
だ
石
鏃
は
あ
ら

わ
れ
ず
、

せ
い

ぜ
い

突
槍
か

投
げ
槍
で

獲
物
を
し
と
め

る

生
活
で

あ
っ

た
が
、

し
か

し
、

相
模
原
市
丁
五
号
遺
跡
や
横
浜
市
神
奈
川

区
東
泉
寺
遺
跡
・

相
模
原
市
塩
田
遺
跡
な
ど
で

は
、

多
数
の

拳
大
の

礫
を
並
べ

た
遺
構
が

発
見
さ
れ
た
。

こ

の

礫
は
、

そ
こ

ら
の

河

原
に

あ
る

礫
を
用
い

て

お

り
、

こ

う
し
た
遺
構
を

礫
群
と
い

う
。

そ
こ

に

は
火
が

焚
か

れ
た

痕
跡
が

あ
り
、

付
近
に

木
炭
片
さ
え
見

ら
れ
る
の

で
、

先
土
器
時
代
人
が
、

火
の

使
用
を
知
っ

た
こ

と
と
、

火
で

石
を
焼
い

て

食
物
の

調
理
に

利
用
し
た
こ

と
が

推
定
さ
れ

る
。

例
え
ば
、

獣
の

腹
を
さ
い

て

内
臓
を
と

り
出
し
、

焼
い

た

礫
を
つ

め
て

土
中
に

し
ば
ら
く
埋
め
て

お
く
と
、

ほ
ど
よ
い

蒸
し

焼

き
が
出
来
る
し
、

魚
や
イ
モ

な
ど
を
大
き
な
木
の

葉
に

く
る
ん
で
、

焼
け
石
と
と

も
に

埋
め
て

蒸
し

焼
き
に

す
る
、

と

い

う
よ

う

な
、

今
日
で

も
世
界
の
一

部
で

み
ら
れ
る

調
理
法
が

す
で

に

始
ま
っ

て

い

た
と
み
て

よ
い

で

あ
ろ
う
。

こ

の

火
の

使
用
は
、

さ
ら
に
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土
器
の

製
作
に

つ

な
が
る
。

土
器
と
弓

矢
の

出
現

先
土
器
時
代
を
覆
っ

て

い

た
寒
冷
な
氷
河
期
の

最
盛
期
に

は
、

海
水
は

凍
っ

て

百
四
十
㍍
ほ
ど
も
海
面
は
下
が
っ

た
と
い

わ
れ
る
。

そ
の

時
期

に

は
、

日
本
列
島
は
、

ア
ジ

ア
大
陸
と

も
陸
続
き
と
な
り
、

ナ

ウ
マ

ン

ゾ
ウ
や
オ

オ
ツ

ノ

ジ
カ

な
ど
の

巨
大
動
物
が

山
野
に

横
行
し
、

先
土
器
時
代
人
の

狩
猟
の

よ
い

対
象
と

な
っ

た
。

だ
が
、

こ

の

氷
河
期
も
終
わ
り
、

氷
河
は
融
け
て

海
面
が
上
昇
し
、

地
続
き
で

あ
っ

た
列
島
が
、

海
上
に

連
な
る

列
島
と
な
る
と
、

寒
冷
な
環
境
に

生
き
る

巨
大
動
物
は
北

方
へ

去
り
、

先
土
器
時
代
人
の

生
活
も
大
き
く

変
化
す
る
。

そ
れ
を
示
す
も
の

は
、

生

活
の

道
具
に
、

土
器
と

弓
矢
が

加
わ
っ

た
こ

と
で

あ
る
。

こ

の

二
つ

の

道
具
は
、

ほ
ぼ

と
き
を
同
じ
く
し
て

出
現
し
た
が
、

そ
れ
が

列
島
内
で

作
り
出
さ
れ
た
も
の

か
、

あ
る

い

は
他
地
域
か

ら
伝
え
ら
れ
た
も
の

か
に

つ

い

て
、

ま
だ
断
定
の

段
階
で

は
な
い

と
さ

れ
て

い

る
。

た
だ
原
初
的
な
土
器
は
、

深
い

鉢
形
で
、

底
が
土
に
つ

き
さ
す
よ
う
に

尖

っ

た

形
を
し
て
い

る
。

こ

れ
は
、

シ
ベ

リ
ア

方
面
で

発
見
さ
れ
る
土
器
の

形
と

共
通
し

て

い

る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て

い

る
。

は
じ
め

は
土
器
の

表
面
に

撚
糸
を
こ

ろ
が
し
た
よ

埋立て前の夏島の遠景　横須賀市
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う
な
文
様
と
土
器
の

口

辺
に

細
い

粘
土
紐
を
め

ぐ
ら
し
た
隆
線
文
が

あ
る

も
の

が
、

の

ち
に

は
縄
を
こ

ろ
が
し
た
縄
文
と
、

粘
土
で

複
雑
な
飾
り
を

施
し
た
も
の

と
が
一

般
化
し
て
、

縄
文
土
器
と

汎
称
さ
れ
る
。

こ

の

土
器

の

出
現
は
、

先
土
器
時
代
の

第
Ⅲ
期
に
つ

づ
く
の

で

あ
る
が
、

一

九
五
七

年
、

横
須
賀
市
夏
島
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、

同
時
に

出
土
し
た
木

炭
と

貝
殻
（
カ

キ

）
を
ア
メ

リ
カ
の

ミ
シ

ガ
ン

大
学
に

依
頼
し
て

放
射
性

炭
素
を
測
定
し
た
と
こ

ろ
、

貝
殻
は
、

九
四
五
〇
±
四
〇
〇
年
前
、

木
炭

は
九
二

四
〇
±
五
〇
〇
年
前
と
い

う
数
値
が
出
た
。

東
京
湾
の

現
在
の

カ

キ
の

貝
殻
の

測
定
を
同
時
に

依
頼
し
た
が
、

そ
れ
は
○
年
前
と
い

う
数
値

で

あ
っ

た
の

で
、

こ

の

測
定
の

信
憑
度
は
高
く
、

世
界
最
古
の

土
器
と

し

て
、

世
界
の

学
界
を
お

ど
ろ
か
せ
た
。

し
か
し

今
日
で

は
、

横
浜
市
南
区
大
丸
出
土
の

土
器
が
さ
ら
に

古
く
、

県
下
最
古
と
さ
れ
て

い

る
。

県
下
の

土
器
は
、

一

万
年
前

に

さ
か
の

ぼ
る
と
い

え
る
。

そ
れ
は
、

同
時
に

縄
文
時
代
の

は
じ
ま
り
で

も
あ
る
。

初
期
縄
文
時
代
を
示
す
撚
糸
文
土
器
の

遺
跡
は
、

夏
島
貝
塚
や
横
浜
市
金
沢
区
野
島
貝
塚
、

横
須
賀
市
猿
島
遺
跡
の

よ
う
に

孤
島

に

も
存
在
す
る
が
、

海
に

面
し
た
台
地
上
に

あ
る
も
の

が

多
い
。

河
川
の

流
域
に

あ
る
も
の

は
、

川
に

む
け
て

張
り
出
し
た
台
地
の

夏島出土の尖底鉢形土器高さ25㎝横須賀市
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先
端
部
や
縁
辺
部
、

丘
陵
地
で

は
、

山
頂
に

あ
た
る

部
分
や
屋
根
に

あ
た
る

部
分
に

あ
る
の

が
特
徴
で

あ
る
。

竪
穴
住
居
の

時
代

さ
ら
に

先
土
器
時
代
に

み
ら
れ
な
か
っ

た
竪
穴
住
居
跡
が

見
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
横
浜
市
港
北
ニ

ュ

ー
タ
ウ

ン

内
の

遺
跡
、

大
和
市
下
鶴
間
浅
間
社
遺
跡
な
ど
で

あ
る
。

こ

れ
ら
の

住
居
跡
は
、

ロ

ー
ム

層
を
浅
く

掘
り

込
み
、

屋
根
や
壁
を
支
え
る

柱
穴
が
あ
り
、

床
面
中
央
に

方
形
の

浅
い

凹
み
が
あ
る
が
、

内
部
に

炉
跡
は
な
い
。

一

辺
は
五
㍍
前
後

が

多
い
。

こ

う
し
た
住
居
跡
は
、

一

戸
か
ら
三
戸
く
ら
い

が

同
時
的
に

存
在
し
て

い

る
。

小
規
模
な
集
落
の

は
し
り
で

あ
る
。

こ

う
し
た
住
居
跡
は
、

人
々

が
、

あ
る

程
度
の

期
間
定
住
を
は
じ
め
た
こ

と
を
物
語
る
。

前
の

時
代
に

は
見
ら
れ
な
か
っ

た
貝
殻

の

堆
積
し
た
貝
塚
が
ひ

ろ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
こ

と
も
、

そ
れ
を
示
し
て

い

る
。

夏
島
遺
跡
は
、

大
形
の

マ

ガ

キ
が

厚
い

層

を
な
し
て

い

る
の

で

夏
島
貝
塚
と
よ
ば
れ
、

横
須
賀
市
若
松
町
平
坂
貝
塚
は
、

ハ

イ
ガ

イ
・

オ
キ
シ

ジ
ミ
・

オ
オ
ノ

ガ
イ
・

ア
サ
リ

・

カ

ガ
ミ
ガ

イ
・

ス

ガ

イ
・

ウ
ミ
ニ

ナ
・

ツ

メ
タ
ガ

イ
・

レ

イ
シ
・

ア
カ
ニ

シ

な
ど
、

二

枚
貝
十
六
種
、

巻
貝
十
六
種
が
、

ほ
と
ん

ど
細
く
砕
か
れ
ず
に

堆
積
さ
れ
て

い

る
。

土
器
の

発
明
に

よ
っ

て
、

貝
を
う
で

中
身
を
と
る

調
理
法
が

可
能
で

あ
っ

た
か
ら
に

ち
が

い

な
い
。

土
器
の

発
明
は
、

新
し
い

食
料
分
野
へ

の

開
発
に

も
つ

な
が
る
。

貝
塚
に

は
、

貝
類
の

外
に

も
、

動
物
や
魚
類
の

骨
類
も
多
く
見
出
さ
れ
る
。

夏
島
貝
塚
で

は
、

イ
ノ

シ

シ
・

タ
ヌ

キ
・

ノ

ウ
サ
ギ

ム

サ
サ
ビ
・

ニ

ホ

ン

ジ
カ
・

ア
ナ
グ
マ

な
ど
の

獣
骨
、

キ
ジ
・

ヨ

シ

ガ
モ

・

ガ
ン
・

マ

ガ
モ

な
ど
の

鳥
骨
、

マ

グ
ロ

・

ボ
ラ
・

ク
ロ

ダ
イ
・

ス

ズ

キ
・

コ

チ
・

ハ

モ

・

カ

ツ

オ
・

メ
バ

ル

・

ア
カ
エ

イ
・

マ

ダ
イ
・

ブ
リ
・

サ
バ

・

ソ

ウ
ダ
カ

ツ

オ
・

ヒ

ラ

メ
な
ど
、

内

洋
性
、

外
洋
性
の

魚
骨
が
あ
る
。
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行
動
の

迅
速
な
小
獣
や
、

空
と
ぶ

鳥
類
は
、

突
き
槍
や
投
げ
槍
で

は
、

も
は
や
間
に

合
わ
な
い
。

こ

れ
ら
を
食
料
に

す
る
こ

と
の

で

き
た

背
景
に

は
、

飛
び
道
具
の

発
明
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

夏
島
遺
跡
か
ら
は
、

小
数
の

石
鏃
や
骨
鏃
が

見
出
さ
れ
た
が
、

横

浜
市
緑
区
川
和
町
の

花
見
山
遺
跡
か
ら
は
、

約
二

百
点
の

石
器
が
出
土
し
、

石
鏃
や
、

石
鏃
と
し
て

使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

有
舌

尖
頭
器
が

多
数
含
ま
れ
て

い

た
。

夏
島
貝
塚
や
平
坂
貝
塚
か
ら
犬
の

骨
が
出
土
し
、

こ

れ
ら
に

つ

づ

く
時
期
の

横
浜
市
菊
名
貝
塚
か
ら
は
、

二

十
頭
を
こ

え
る
犬
の

骨
が

発
見
さ
れ
て

い

る
。

こ

れ
ら
は
明
ら
か
に

猟
犬
と
し
て

飼
わ
れ
た
も
の

で
、

一

戸
一

匹
程
度
の

割
合
で

飼
わ
れ
て

い

た
と

推
測

さ
れ
る
。

猟
犬
の

存
在
は
、

弓
矢
が

人
間
相
互
の

戦
い

の

た
め
に

発
案
さ
れ
た
も
の

で

な
い

こ

と
を
暗
示
す
る
。

集
落
の

発
展

横
浜
市
港
北
区
南
山
田
町
に

あ
る

南
堀
貝
塚
で

は
、

お

よ
そ
三
十
五
㍍
の

高
さ
の

平
坦
な
台
地
上
に
、

四
十
八
戸

の

竪
穴
住
居
跡
が

発
掘
さ
れ
た
。

そ
の

多
く
が
相
互
に

重
複
し
て

い

る
の

で
、

四
十
八
戸
が

同
時
に

存
在
し
た
の

で

は
な
く
、

出
土
す
る
土
器
な
ど
か

ら
、

数
戸
の

集
落
か
ら
始
ま
っ

て
、

の

ち
に

は
十
戸
位
の

集
落
が

形
成
さ
れ
、

そ
れ
が

重
複
し

た
も
の

と

推
定
さ
れ
て

い

る
。

そ
の

期
間
は
、

こ

れ
ま
た
土
器
の

形
式
か
ら
三
百
年
く
ら
い

の

間
と

推
定
さ
れ
て

い

る
が
、

注
目
す

べ

き
こ

と
は
、

こ

の

集
落
の

中
央
は
い

つ

も
広
場
と
し
て

あ
け
ら
れ
、

長
径
五
十
㌢
㍍
を
超
え
る
石
皿
が
お
か
れ
て

い

た
。

こ

の

石

皿
は
、

採
集
し
た

木
の

実
類
を
す
り
つ

ぶ

す
道
具
で

あ
ろ
う
。

広
場
は
そ
う
し
た
作
業
の

た
め
の

共
同
広
場
で

あ
ろ
う
。

集
落
の

拡
大
は
、

横
浜
市
港
北
ニ

ュ

ー
タ
ウ
ン

の

遺
跡
で
、

一

層
明
瞭
と
な
る
。

例
え
ば
、

緑
区
大
熊
仲
町
遺
跡
は
、

縄
文
中
期

の

竪
穴
住
居
跡
が

全
部
で

百
六
十
八
戸
、

墓
壙
を
含
め
た
土
壙
百
四
十
墓
が

発
見
さ
れ
、

別
に

縄
文
早
期
の

条
痕
文
土
器
を
残
し
た
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竪
穴
住
居
跡
五
戸
、

炉
穴
が
百
二

十
五
基
も
発
見
さ
れ
て

い

る
。

も
ち
ろ
ん
こ

れ
ら
が
す
べ

て

同
時
期
に

存
在
し
た
の

で

は
な
い

に

し
て

も
、

中
央
に

は
広
場
が

あ
っ

て
、

戸
数
の

増
加
に
つ

れ
て
、

周
辺
か
ら
広
場
に

向
か
っ

て

住
居
が

増
設
さ
れ
て

い

る
。

こ

の

中

で
、

加
曾
利E
Ⅱ
期
に

属
す
る

住
居
跡
に

は
、

直
径
五
十
㍍
の

広
場
の
一

角
に
、

長
径
十
・

五
㍍
前
後
の

楕
円
形
、

ま
た
は
長
方
形

の

墓
壙
が
、

ほ
ぼ
円
形
を
な
し
て

群
在

し
て

い

る
。

楕
円
形
は
、

住
居
跡
に

も

み
ら
れ
、

そ
の

長
径
は
、

十
五
㍍
に

も

及
ぶ
。

集
会
所
か

倉
庫
か

作
業
場
か
、

そ
の

用
途
は
い

ま
だ
明
ら

か

で

な
い

が
、

中
央
広
場
と

共
に

住
民
の

社
会
的

集
合
の

場
所
で

あ
ろ
う
。

墓
地
の

出
現

と
と

も
に
、

人
間
意
識
の

発
展
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
下
の

縄
文
時
代
に
、

一

万
年
に

近

い

歳
月
が

流
れ
た
。

そ
の

間
、

人
々

の

生
活
は
、

依
然
と
し
て

採
集
経
済
に

依

竪穴住居集落址　横浜市緑区港北ニュータウン

©神奈川県立公文書館



存
し
て

い

た
が
、

弓
矢
と
土
器
の

発
見
に

よ
っ

て
、

採
集
の

範
囲
は
拡

大
さ
れ
、

煮
沸
の

で

き
る
土
器
は
、

魚
貝
類
の

食
糧
化
を
爆
発
的
に

拡

大
し
、

や
が
て
、

骨
製
の

釣
針
、

錘
を
つ

け
た
魚
網
・

丸
木
舟
に

よ
る

海
洋
漁
撈
に

ま
で

発
展
、

弓
矢
の

発
見
と

家
犬
の

飼
育
は
、

動
作
の

早

い

小
動
物
、

さ
ら
に

は
空
と
ぶ

鳥
さ
え
も
、

食
糧
化
す
る
こ

と
を
可
能

と
し
た
。

し
か
し
全
く
自
然
採
集
の

た
め
、

濫
獲
に

よ
る

獲
物
の

減

少
、

寒
冷
気
温
や
天
災
な
ど
の

た
め
の

木
の

実
の

不
熟
等
に

よ
る
食
糧

不
足
の

た
め
、

そ
の
一

生
の

間
に

は
、

数
回
も
栄
養
失
調
に

見
舞
わ
れ

る
こ

と
も
、

経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

㈡
　
日
本
人
の

原
点

稲
と
鉄
の

伝
播

と

弥
生
文
化

貝
塚
だ
け
で

も
三
百
か

所
を
数
え
る

県
下
の

縄
文

遺
跡
も
、

縄
文
末
期
に

は
、

そ
の

遺
跡
は
十
か

所

程
度
に
、

急
速
に

減
少
す
る
。

こ

の

減
少
ぶ

り
は
、

関
東
の

他
の

地
域

大浦山洞穴遺跡と骨角器　三浦市
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に

比
較
し
て

も
、

目
立
つ

も
の

で

あ
る
。

そ
の

原
因
は
、

縄
文
時
代
後
期
以
降
に

新
期
富
士
山
の

火
山
活
動
で
、

大
量
の

火
山
灰
が

降
り
、

動
植
物
の

生
息
に

大
き
な
影
響
を
与
え
、

こ

れ
ら
を
食
糧
資
源
と
す
る
県
域
の

縄
文
人
の

生
存
に

深
刻
な
結
果
を
生
ん
だ
も

の

と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、

県
域
の

縄
文
人
が

絶
滅
し
た
わ
け
で

は
な
い

し
、

火
山
活
動
が
お
さ
ま
る
と
、

隣
接
地
域
か
ら
県
域
に

移
る
人
々

も
あ

ろ
う
。

そ
の

こ

ろ
、

列
島
に

は
、

最
初
に

そ
れ
が

発
見
さ
れ
た
東
京
都
文
京
区
弥
生
町
の

名
を
と
っ

て
、

弥
生
式
土
器
と
よ
ば
れ
る

土
器
の

発
生
と
、

稲
と

鉄
の

伝
来
が
あ
っ

て
、

県
域
の

文
化
は
再
生
発
展
し
た
。

紀
元
前
三
世
紀
の

こ

ろ
で

あ
る
。

こ

の

土
器
の

使

用
は
、

紀
元
三
、

四
世
紀
ま
で

つ

づ
い

た
。

縄
文
時
代
に

比
べ

れ
ば
、

は
る
か
に

短
い

期
間
で

あ
る
が
、

列
島
に

住
む
人
間
社
会
に

与
え
た
影
響
は
大
き
く
、

今
日
の

日
本
人
の

出
発
点
と
な
っ

た
。

縄
文
文
化
を
象
徴
す
る

縄
文
土
器
は
、

亀
ケ
岡
（
青
森
県

）
遺
跡
の

土
器
を
標
式
と
す
る

亀
ケ
岡
式
土
器
に

至
っ

て
、

装
飾
の

極

致
に

達
し
た
が
、

弥
生
式
土
器
は
、

ほ
と
ん
ど
装
飾
の

な
い
、

極
端
に

簡
素
な
こ

と
が

特
徴
で
、

明
ら
か
に

異
質
的
文
化
で

あ
る
。

こ

の

文
化
は
、

西
日
本
か
ら
ひ

ろ
ま
っ

た
も
の

で
、

県
下
で

は
津
久
井
町
中
野
大
沢
遺
跡
、

横
浜
市
緑
区
霧
ケ
丘
遺
跡
な
ど
か

ら
東

日
本
で

は
初
期
の

弥
生
土
器
と
い

わ
れ
る

水
神
平
式
土
器
が

出
土
し
た
、

つ

づ
い

て

津
久
井
町
三
ヶ

木
の

縄
文
後
期
の

敷
石
住
居
跡

か
ら
、

南
関
東
で

最
も
古
い

と
い

わ
れ
る
弥
生
式
土
器
が

出
土
し
、

こ

れ
に

似
た
も
の

が

南
足
柄
市
関
本
出
口

遺
跡
・

山
北
町
堂
山

遺
跡
・

平
塚
市
遠
藤
原
遺
跡
・

秦
野
市
同
明
遺
跡
、

横
浜
市
金
沢
八
景
駅
付
近
の

遺
跡
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
て
、

次
第
に

県
下
全
域

に

及
ん
だ
こ

と
を
示
し
て

い

る
。

注
目
す
べ

き
は
、

こ

れ
ら
の

段
階
で

は
、

後
期
縄
文
土
器
と

共
存
し
て

い

る
こ

と
で

あ
る
。

こ

れ
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は
県
下
の

縄
文
人
が
、

弥
生
文
化
を
受
容
し
て
、

新
し
い

時
代
に

入
っ

た
こ

と
を
示
す
。

定
住
集
落
の

発
生

や
が
て
、

人
々

を
縄
文
文
化
と

訣
別
さ
せ
る

農

耕
生
活
が
は
じ
ま
る
。

同
時
に

集
落
の

定
住
化

が
す
す
み
、

規
模
は
飛
躍
的
に

拡
大
す
る
。

小
田
原
市
谷
津
遺
跡
・

逗

子
市
持
田
遺
跡
・

三
浦
市
赤
坂
遺
跡
・

横
浜
市
磯
子
区
三
殿
台
遺
跡
・

同
港
北
区
大
塚
遺
跡
な
ど
は
、

そ
の

大
規
模
な
集
落
跡
と

し
て

知
ら
れ

て
い

る
。

三
殿
台
遺
跡
で

は
二

百
以
上
の

住
居
跡
が

発
掘
さ
れ
た
。

そ

の

他
の

群
小
の

遺
跡
は
百
か

所
以
上
と
い

わ
れ
、

そ
れ
ら
の

大
部
分
は
、

農
耕
（
特
に

水
田
稲
作
）
を
営
む

集
落
跡
で
、

沖
積
地
を
ひ

か
え
た
台

地
上
に

存
在
す
る
。

こ

の

典
型
的
な
一

例
に

横
浜
市
港
北
区
大
塚
遺
跡

を
あ
げ
よ
う
。

こ

の

遺
跡
は
、

全
国
的
に

も
ま
れ
な
完
全
な
集
落
址
の

遺
跡
で

あ
る
。

鶴
見
川
の

支
流
早
淵
川
に
の

ぞ
ん

だ
標
高
約
五
十
㍍
の

平
坦
な
台
地
上
に

あ
る

竪
穴
住
居
址
群
に

ぐ
る
り
と

濠
を
ほ
り
め

ぐ
ら

し
た
環
濠
集
落
で
、

環
濠
内
の

住
居
跡
九
十
七
戸
、

こ

の

う
ち
九
十
戸

三殿台遺跡の復元家屋　横浜市磯子区
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は
、

す
べ

て

同
時
代
で

は
あ
る
が
、

二

十
五
戸
な
い

し
三
十
戸
の

集
落
が
、

数
回
に

わ
た
っ

て

形
成
さ
れ
た
も

の

で

あ
る
。

各
戸

は
、

壁
に

そ
っ

て

壁
溝
と
よ
ば
れ
る

細
い

溝
を
め

ぐ
ら
し
、

床
面
に

は
規
則
的
に

並
ぶ
四
本
の

柱
穴
、

炉
跡
、

出
入
用
の

梯
子
を
か

け
た
梯
子
穴
が

あ
る
。

竪
穴
の

周
囲
に

は
、

竪
穴
か
ら
掘
り
出
し
た
土
を
盛
っ

た
土
堤
を
め

ぐ
ら
し
て

い

る
。

地
表
を
流
れ
る

水
の

流
入
を
防
ぐ
た
め
で

あ
る
。

床
面
か
ら
の

堤
の

上
端
ま
で

は
一

㍍
以
上
の

差
が
あ
り
、

出
入
り
に

梯
子
が

必
要
な
わ
け
で

あ
る
。

大塚遺跡（環濠集落）とそれにともなう方形周溝墓群
（歳勝土遺跡）横浜市港北区
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集
落
を
め

ぐ
る

濠
は
、

幅
平
均
五
㍍
、

深
さ
二

㍍
で
、

掘
り
出
し
た
土
を
濠
の

内
側
に

積
み
上
げ
て

い

る
。

こ

の

濠
は
、

外
部
か

ら
の

敵
の

防
禦
を
目
的
と
し
た
も
の

で

あ
ろ
う
か
。

石
鏃
・

石
錐
が
、

鳥
獣
以
外
に

人
間
同
志
の

殺
戮
に

も
用
い

ら
れ
る
よ
う
に

な

っ

た
の

は
、

す
で

に

前
時
代
の

こ

と
で

あ
ろ
う
が
、

農
耕
に

よ
っ

て

集
落
が
定
着
し
た
弥
生
時
代
に

は
、

耕
地
や
貯
蔵
さ
れ
た
収
穫

物
の

争
奪
も
は
げ
し
さ
を
ま
し
た
こ

と
を
物
語
る
も
の

で

あ
ろ
う
。

こ

の

大
塚
遺
跡
か
ら
約
八
十
㍍
は
な
れ
て

あ
る

歳
勝
土
遺
跡
は
、

二

十
五
基
の

方
形
周
溝
墓
の

遺
跡
で
、

大
塚
遺
跡
の

集
落
に

付

随
し
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
。

こ

の

墓
は
、

四
本
の

溝
を
方
形
に

並
べ
、

掘
っ

た
土
は
溝
の

内
側
に

盛
り
上
げ
、

中
央
に

土
壙
を
作

っ

て

死
者
を
葬
っ

た
も
の

で

あ
る
。

こ

の

方
形
周
溝
墓
は
、

九
州
か
ら
東
北
地
方
に

か

け
て

ひ

ろ
く
見
ら
れ
る
が
、

そ
の

最
も
古
い

も
の

は
、

畿
内
地
方
で

見
ら
れ
る
の

で
、

こ

れ
も
弥
生
文
化
の
一

部
と
し
て

西
方
か
ら
伝
わ
っ

た
も
の

で

あ
ろ
う
。

弥
生
文
化
に

は
、

鉄
の

伝
播
が
あ
る
。

い

ま
だ
石
器
が
主
要
な
道
具
で

あ
っ

た
が
、

鉄
の

伝
播
に

よ
っ

て

日
本
人
は
、

石
器
時
代

と

訣
別
す
る
。

三
浦
市
赤
坂
遺
跡
・

同
雨
崎
洞
穴
・

川
崎
市
高
津
区
神
明
上
遺
跡
か
ら
板
状
の

鉄
斧
が

発
見
さ
れ
る
な
ど
、

神
奈
川

県
域
も
そ
の

例
外
で

は
な
い
。
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㈢
　
毛
人
国
の

成
立

集
落
が
小
国

を
形
成
す
る

ち
ょ

う
ど
、

紀
元
前
一

世
紀
ご

ろ
、

列
島
の

様
子
を
伝
え
た
中
国
の

史
書
に
、

倭
は
山
島
に

拠
っ

て
、

百
余
国
に

分
か
れ
て

い

る
と

伝
え
て

い

る
。

こ

の

記
事
が

東
日
本
の

ど
こ

ま
で

の

状
況
を
の
べ

て

い

る
の

か
は
明
確
で

な
い

に

し
て

も
、

日
本
列
島
に

も
、

首
長
の

支
配
す
る

集
落
が
、

小
国
の

形
を
と
り
出
し
た
こ

と
を
伝
え
る
も
の

で

あ
り
、

や
が
て

こ

の

小
国
は
、

四
世
紀
ご

ろ
に

な
る
と
、

ヤ
マ

ト
に

成
長
し
た
ヤ
マ

ト
王
権
に

よ
っ

て
、

統
一

さ
れ
た
。

そ
の

さ
ま
を
、

西
暦
四
七
八
年

倭
王
武
（
雄
略
天
皇
）
は
、

当
時
の

中
国
皇
帝
に

次
の

よ
う
に

報
告
し
て

い

る
。

昔
か

ら
祖
禰
（
先
祖
）
が
、

躬
ら
甲
冑
を
擐
い

て
、

山
川
を
跋
渉
し
、

寧
拠
（
身
を
休
め
る

）
の

遑
も
な
く
、

東
は
毛
人
を
征
す
る
こ

と
五
十

五
国
、

西
に

衆
夷
を
服
す
る
こ

と
六
十
六
国
、

（
海
を
）
渡
り
て

海
北
を
平
る
こ

と

九
十
五
国
で

あ
り
ま
す
。

東
・

西
・

北
は
、

ヤ
マ

ト
を
中
心
に

し
た
方
角
で

あ
り
、

海
北
九
十
五
国
は
、

朝
鮮
半
島
の

国
々

で

あ
る
の

で
、

こ

れ

を

除
け

ば
、

ヤ
マ

ト
王
権
が

征
服
し
た

列
島
内
の

国
は
百
二

十
一

か

国
と
な
る
。

こ

の

数
字
は
、

多
少
の

文
飾
は
あ
っ

て

も
、

実
数
と
か

け

は
な
れ
た
も
の

で

は
な
い
。

古
代
に

ヤ
マ

ト
王
権
が
、

東
国
と
よ
ん
だ
の

は
、

今
日
の

福
井
・

岐
阜
・

三
重
の

三
県
以
東
の

地
域
で

あ
り
、

わ
が

神
奈
川
県
も
そ
の

中
に

含
ま
れ
る
。

毛
人
は
「
日
本
書
紀
」
で

は
、

蝦
夷
を
表
わ
す
文
字
に

充
て

ら
れ
て

い

る

こ

と

は
、

注
目
さ
れ
よ
う
。
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今
日
、

古
墳
時
代
の

代
表
的
な
高
塚
古
墳
は
、

ヤ
マ

ト
王
権
の

地
方
に

伸
展
す
る

象
徴
と
さ
れ
て

い

る
が
、

相
模
・

武
蔵
の

地
に

古
墳
が
つ

く
ら

れ
始
め

た
の

は
、

畿
内
地
方
よ
り
も
少
し
お
く
れ
て
、

四
世
紀
中
ご
ろ
以

後
と

考
え
ら
れ
て

い

る
。

中
で

も
古
い

と
さ
れ
る
古
墳
に

平
塚
市
真
土
大

塚
山
古
墳
が
あ
る
。

こ

の

古
墳
は

現
在
は
そ
の

姿
を
残
さ
な
い

が
、

そ
の

痕
跡
か

ら
前
方
後
方
墳
と

推
定
さ
れ
、

多
数
の

遺
物
が

発
見
さ
れ
た
。

そ

の

中
に

椿
井
大
塚
山
古
墳
（
京
都
府
）出
土
と

同
じ
鋳
型
で

鋳
ら
れ
た
三
角

縁
神

獣

鏡
が

加
わ
っ

て
い

た
。

こ

の

同
じ
鏡
は
、

川
崎
市
幸
区
加
瀬
白

山
古
墳
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い

る
。

こ

の

古
墳
は
、

全
長
八
十
七
㍍
に

及

ぶ

巨
大
な
前
方
後
円
墳
で

あ
る
。

こ

の

三
角
縁
神
獣
鏡
は
、

中
国
に

は
見

ら
れ
な
い

の

で
、

日
本
で

鋳
造
さ
れ
た
と

す
る

説
が

有
力
で

あ
る
が
、

こ

の

鏡
が
、

地
方
の

首
長
の

墳
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ

と
は
、

こ

こ

に

葬
ら
れ
た
首
長
が
、

西
日
本
に

成
立
し
た
ヤ
マ

ト
王
権
か
ら
、

そ
の

権
威
の

シ

ン

ボ
ル

で

あ
る

鏡
の

賜
与
を
う
け
て
、

自
ら
の

権
威
を
強
化
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

こ

う
し
て

東
国
が
、

ヤ
マ

ト
王
権
下
に

入
る

有
様
は
、

県
下
の

古
伝
承
で

あ
る

日
本
武
尊
の

東
征
説
話
と
し
て

伝
え

ら

れ

て

い

る
。

三角縁神獣鏡平塚市真土大塚山古墳東京国立博物館蔵
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県下の主要古墳

古墳の時期については、推定の範囲にとどまるものが多い。
→は以後の時期にも及ぶと思われるもの。　＊印は前方後円（方）墳。
●印は埴輪の出土している古墳。　○印は横穴式石室を有するもの。
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二
　
大
化
の

改
新
と
相
武

㈠
　
杖
刀
人
の

首

杖
刀
人
の

首

埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
の

鉄
剣
の

金
象
嵌
の

銘
文
は
、

東
国
に

と
っ

て

も
、

わ
が

国
に

と
っ

て

も
現
存
す
る

最

古
の

記
録
で

あ
り
、

倭
王
武
の

上
表
文
を
内
側
か
ら
裏
付
け
る

も
の

で

あ
る
。

銘
文
は
、

漢
字
で

金
象
嵌
さ
れ
て

い

る
が
、

こ

れ
を
訓
み
下
し
に

す
る
と
、

表
に
、

辛
亥
の

年
七
月
中
に

記
す
、

乎
獲
居
臣
の

上
祖
、

名
は
意
富
比
垝
、

其
の

児
、

多
加
利
足
尼
、

其
の

児
、

名
は
弖
巳
加
利
獲
居
、

其
の

児
、

名

は
多
加
披
次
獲
居
、

其
の

児
、

名
は
多
沙
鬼
獲
居
、

其
の

児
、

名
は
半
弖
比
、

裏
に
、

其
の

児
、

名
は
加
差
披
余
、

其
の

児
、

名
は
乎
獲
居
臣
、

世
々

杖
刀
人
の

首
と
為
り
て
、

事
え
奉
り
来
り
、

今
の

獲
加
多
支
歯
の

大
王
の

寺
、

斯
鬼
宮
に

在
す
時
に
至
る
、

吾
、

治

天

下
を
佐
け
、

此
の

百
錬
の

利
刀
を
作
ら
し
め
、

吾
、

事
え
奉
る
根
原
を
記
す
也
。

と

読
め

る
。

文
中
の

ワ

カ

タ
ケ
ル

の

大
王
は
、

名
を
オ
オ
ハ

ツ

セ

ワ

カ

タ
ケ
ル

と

称
し
た
雄
略
天
皇
を
指
す
こ

と
は
疑
い

な
い
。

辛

亥
の

年
は
、

年
号
の

な
い

古
代
に

干
支
で

年
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

で
、

雄
略
天
皇
ご
ろ
の

辛
亥
の

年
は
、

西
暦
四
七
一

年
に

あ
た
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る
。

こ

の

年
に
、

オ
ワ

ケ
ノ

オ
ミ
が
、

そ
の

祖
オ
オ
ヒ

コ

以
来
七
代
に

わ
た
っ

て
、

代
々

杖
刀
人
の

隊
長
と
な
っ

て
、

現
在
の

大
王

に

至
る
ま
で

仕
え
て

来
た
と
の
べ

て

い

る
。

杖
刀
人
は
、

大
王
の

親
衛
隊
の

こ

と
で
、

初
代
の

オ
オ
ヒ

コ

は
、

日
本
書
紀
の
、

崇
神

天
皇
十
年
九
月
に
、

北
陸
に

派
遣
さ
れ
た
四
道
将
軍
の

大

彦
命
と
そ
の

名
が
一

致
す
る
。

崇
神
天
皇
は
、

日
本
書
紀
に
ハ

ツ

ク
ニ

シ

ラ
ス

ス

メ

ラ
ミ
コ

ト
と

謂
う
と
あ
っ

て
、

ヤ
マ

ト
王
朝

の

創
始
者
と

考
え
ら
れ
て

い

る
。

剣
銘
の

オ
オ
ヒ

コ

と

同

一

人
で

あ
る
と

す
る
こ

と
は
、

な
お

検
討
を
要
す
る
が
、

少
な
く
と
も
雄
略
天
皇
の

こ

ろ
に

は
、

東
国
の

豪
族
が
、

杖
刀
人
を
率
い

て

王

権
の

親
衛
隊
を
つ

と
め

た
事
実
を
否

定
す
る
こ

と
は
で

き
な
い
。

稲
荷
山
古
墳
は
、

北
武
蔵
に

あ
る
が
、

こ

の

古
墳
の

主

の

支
配
は
、

わ
が

県
下
に

も
及
ん
で

い

た
と

考
え

ら

れ

る
。国

造
と
屯
倉

ヤ
マ

ト
王
権
は
、

地
方
の

首
長
を
そ
の

勢
力
下
に

お

く
と
、

そ
こ

の

国

造
に

任
じ
て
、

支
配
さ
せ
た
。

県
域
に

は
、

相
武
国
造
・

師
長

稲荷山鉄剣　埼玉県 広開土王碑　中国輯安県
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国
造
・

武
蔵
国
造
の

三
国
造
が
任
命
さ
れ
た
。

相
武
国
造
は
「
国
造
本
紀
」
に

は
、

成
務
天
皇
の

世
に
、

武
刺
国
造
の

祖
伊
勢
都
彦

命
の

三
世
の

孫
、

弟
武
彦
命
が

国
造
に

定
め

ら
れ
た
と
し
、

師
長
国
造
は
、

茨
城
国
造
の

祖
建
許
呂
命
の

子
宮
富
鷲
意
弥
命
が

国
造

に

定
め

ら
れ
た
と
し
て
い

る
。

い

ず
れ
も
県
外
か
ら
任
命
を
伝
え
て

い

る
こ

と
は
注
目
に

価
す
る
。

相
武
国
造
の

国
は
、

後
の

高
座

郡
・

愛
甲
郡
あ
た
り
で
、

相
模
川
中
流
以
上
の

地
域
と

推
定
さ
れ
、

日
本
武
尊
の

伝
説
に

あ
ら
わ
れ
て

い

る
よ
う
な
、

ヤ
マ

ト
王
権

に

抵
抗
し
た
土
着
の

豪
族
が

亡
ぼ
さ
れ
て

の

ち
に

お
か
れ
た
も
の

で

あ
ろ
う
。

寒
川
神
社
は
相
武
国
造
の

祀
っ

た
神
社
で

あ
ろ
う
。

ま
た
師
長
国
造
は
、

後
の

余
綾
郡
磯
長
郷
を
中
心
と
し
た
県
西
部
を
占
め
、

級
長
津
彦
命
を
祀
る
川
勾
神
社
は
そ
の

宗

社
で

あ

ろ

う
。

武
蔵
国
造
は
、

現
在
の

埼
玉
県
・

東
京
都
の

地
域
を
主
要
な
支
配
下
と

す
る

国
造
で

あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で

も
な
い

が
、

こ

れ

に

は
若
干
の

説
明
が

必
要
で

あ
る
。

「
国
造
本
紀
」
に

は
、

武
蔵
の

国
造
に
、

無
邪
志
国
造
・

胸
刺
国
造
・

秩
父
国
造
の

三
国
造
を
あ
げ
て
い

る
の

で
、

通
説
で

は
、

前
の

二

国
造
を
重
複
し
た
と
し
て
い

る
が
、

恐
ら
く
こ

れ
は
、

次
に

述
べ

る
ム

サ
シ

国
造
家
の

分
裂
を
反
映
し
た
も
の

で

あ
ろ
う
。

ム

サ
シ

国
造
家
の

内
紛
は
、

安
閑
天
皇
の

治
世
と

伝
え
る
。

武
蔵
国
造
笠
原
直
使
主
と

同
族
の

小
杵
と
が
、

国
造
の

地
位
を
争
っ

て
、

長
年
解
決
し
な
か
っ

た
。

小
杵
は
大
王
（
ヤ
マ

ト
王
権
）
に

従
わ
ず
、

ひ
そ
か
に

上
毛
野
君
小
熊
の

援
助
を
得
て
、

使
主
を
殺
そ

う
と

計
画
し
た
。

使
主
は
そ
の

謀
略
を
知
っ

て
、

武
蔵
を
逃
げ
出
し
、

京
に
の

ぼ
っ

て

そ
の

状
況
を
大
王
に

告
げ
た
。

大
王
は
、

小

杵
を
誅
し

使
主
を
国
造
と
し
た
。

分
裂
し
て

い

た
国
造
は
こ

こ

で
一

本
と
な
り
、

使
主
は
、

喜
ん
で

横
停
・

橘
花
・

多
氷
・

倉
樔
の

四
か

所
を
、

屯
倉
と
し
て

大
王
に

奉
っ

た
。

屯
倉
は
、

大
王

家
の

直
轄
領
で

あ
る
。

横
停
屯
倉
は
埼
玉
県
吉
見
町
・

東
松
山
市
あ
た
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り
、

橘
花
屯
倉
は
神
奈
川
県
下
の

川
崎
市
中
原
区
住
吉
・

横
浜
市
港
北
区
日
吉
あ
た
り
、

多
氷
は

多
末
の

誤
り

で

多
摩
郡
（
東
京

都
）、
倉
樔
は
倉
樹
の

誤
り
で
、

横
浜
市
港
南
区
・

磯
子
区
・

金
沢
区
あ
た
り
と
す
る
の

が
通
説
で

あ
る
。

笠
原
使
主
が

献
上
し
た
こ

の

四
屯
倉
は
、

敵
方
の

小
杵
の

旧
領
で

あ
っ

た
と

考
え
ら
れ
、

そ
の

支
配
区
域
は
、

武
蔵
国
の

西
部
と

南
部
に

ひ

ろ
が
る

丘
陵
地
帯

で

あ
っ

た
と

想
定
さ
れ
る
。

こ

れ
以
後
、

現
在
県
域
と
な
っ

て

い

る

武
蔵
地
区
は
、

天
皇
直
轄
領
と
な
っ

た
こ

と
に

な
る
。

屯
倉
は
、

は
じ
め
は
こ

れ
を
献
上
し
た

国
造
が

田
部
を
使
っ

て

経
営
し
た
が
、

や
が
て

大
王
家
か
ら
田
令
が

任
命
さ
れ
、

大
王
家

領
の

性
格
を
一

層
た
か
め

た
。

し
か
し

東
国
の

屯
倉
の

設
定
は
、

西
国
に

比
べ

る
と
は
る
か
に

少
な
い
。

そ
の

代
わ
り
大
王
家
の

私

民
で

あ
る

御
名
代
部
・

御
子
代
部
・

私
部
や
壬
生
部
が
、

東
国
に

は
圧
倒
的
に

多
い
。

こ

の

う
ち
相
模
地
区
で

は
、

壬
生
部
が

有
力

で
、

後
世
に
、

こ

の

壬
生
部
の

管
掌
者
で

あ
る

壬
生
直
が
相
模
国
造
と
な
っ

た
り
、

郡
大
領
（
郡
の

長
官
）
に

な
っ

て

い

る
。

㈡
　
大
化
改
新

東
国
に

始
ま

る

新
体

制

こ

う
し
た

東
国
に

天
皇
家
の

支
配
が
他
地
方
に

比
べ

て

進
ん
で

い

た
こ

と
か
ら
、

天
皇
を
中
心
と
す
る

中
央
集
権

体
制
を
う
ち
た
て

よ
う
と
し
た

大
化
改
新
政
治
は
、

ま
ず
東
国
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

大
化
改
新
政
治
の

正
式
の

発
足
は
、

大
化
二

年
（
六
四
六

）
正
月
、

難
波
長
柄
宮
（
大
阪
府
）
で

宣
布
さ
れ
た
改
新
の

詔
で

あ
る

が
、

そ
の

前
年
八
月
に
、

ま
ず
八
人
の

国
司
を
東
国
に

派
遣
し
て
、

作
業
が

始
ま
っ

て

い

る
。

こ

の

国
司
に

は
、

四
つ

の

任
務
が

与
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