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え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
土
坑
か
ら
多
く
の
縄

文
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

◇
有ゆ

う

段だ

ん

竪た

て

穴あ

な

建た

て

物も

の

跡あ

と

と
火か

炎え

ん

土ど

器き

　

西
塙
遺
跡
か
ら
は
県
内
で
は
珍
し
い
遺

構
・
遺
物
の
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
一
つ
は「
有
段
竪
穴
建
物
跡
」で
す
。

縄
文
時
代
以
来
、
奈
良
・
平
安
時
代
頃
ま

で
長
く
庶
民
の
家
で
あ
っ
た
竪た

て

穴あ
な

住じ
ゅ
う

居き
ょ

は

家
の
敷
地
を
一
段
掘
り
下
げ
、
数
本
の
柱

を
立
て
て
萱
な
ど
の
植
物
で
屋
根
を
地
面

ま
で
葺
き
お
ろ
す
構
造
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
有
段
竪
穴
建
物
跡
は
竪
穴
住
居
の
掘

り
下
げ
た
床
面
に
更
に
段
差
が
つ
い
て
い

る
も
の
で
す
。
県
内
で
も
数
例
し
か
確
認

さ
れ
て
い
な
い
珍
し
い
遺
構
で
す
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
に
床
に
段
差
が
つ
け
ら
れ
た
の

か
、詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

発
掘
さ
れ
た
貯
蔵
穴
群
の
多
さ
に
比
べ

て
住
居
跡
は
極
め
て
少
な
く
、
今
回
の
発

掘
場
所
が
集
落
の
貯
蔵
区
域
に
あ
た
る
場

所
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
発
見
は
火
炎
土
器

で
す
。
火
炎
土
器
は
昭
和
十
一
年
に
近こ

ん

藤ど
う

篤と
く

三さ
ぶ

郎ろ
う

氏
が
馬う

ま

高だ
か

遺
跡
（
新
潟
県
長
岡

市
）
で
発
見
し
た
炎
の
よ
う
な
形
状
の
一

つ
の
土
器
を
「
火か

焔え
ん

土ど

器き

」
と
命
名
し
た

こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
火
焔
土

器
と
似
た
特
徴
を
持
つ
土
器
を
「
火か

焔え
ん

型が
た

土
器
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
と

「
王お

う

冠か
ん

型が
た

土
器
」
な
ど
同
様
の
雰
囲
気
を

持
つ
土
器
を
あ
わ
せ
て
「
馬
高
式
土
器
」、

「
火
炎
土
器
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

る
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
特
徴
は
な
ん
と

い
っ
て
も
火
炎
を
表
現
し
た
よ
う
な
装
飾

性
の
高
い
形
状
で
す
。
他
に
、
鶏
の
ト
サ

カ
の
よ
う
な
大
き
な
四
つ
の
突
起
・
鋸き

ょ

歯し

状じ
ょ
う

口こ
う

縁え
ん

・
縄
目
を
使
わ
ず
隆り

ゅ
う

起き

線せ
ん

や
沈ち

ん

線せ
ん

文も
ん

で
あ
る
、
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

縄
文
時
代
中
期
中
葉（
約
四
五
〇
〇
年
前
）

に
新
潟
県
の
信
濃
川
中
流
域
を
中
心
と
し

た
地
域
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
新
潟
県

北
部
で
日
本
海
に
注
ぐ
阿あ

賀が

野の

川が
わ

流
域
で

も
多
く
の
火
炎
系
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
い

ま
す
。
福
島
県
の
会
津
地
方
な
ど
で
特
に

多
く
、
こ
こ
を
経
由
し
て
周
辺
地
域
に
広

ま
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

で
は
、
西
塙
遺
跡
出
土
の
火
炎
土
器
に

つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
土
器
は
全
体

の
四
分
の
一
ほ
ど
が
発
見
さ
れ
、
接
合
が

可
能
で
し
た
。
口
縁
部
に
大
き
く
装
飾
的

な
把と

っ

手て

が
付
き
、
口
縁
の
下
に
も
小
さ
な

把
手
が
付
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
把
手

は
土
器
全
体
に
等
間
隔
に
付
け
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
、
四
つ
の
区
画
に
分
か
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
口
縁
部
か
ら
胴

部
に
か
け
て
、
円
や
Ｓ
字
を
描
く
よ
う
な

複
雑
な
模
様
が
入
り
、
ま
さ
に
炎
が
燃
え

盛
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
低
温
で
焼
か
れ

た
た
め
、
全
体
に
も
ろ
く
、
良
質
な
土
器

と
は
い
え
ま
せ
ん
。
火
炎
土
器
の
県
内
で

西
に

し

塙
は
な
わ

遺
跡

◇
縄
文
時
代
の

　

大
規
模
遺
跡

　

西
塙
遺
跡
は
御
前

山
地
域
野
口
地
区
字

西
塙
に
あ
り
ま
す
。

佐
伯
神
社
西
側
の
道

路
拡
張
の
た
め
、
平

成
十
九
年
十
二
月
か

ら
発
掘
調
査
が
始
ま

り
ま
し
た
。
西
塙
遺

跡
は
そ
れ
ま
で
も
縄

文
土
器
や
石
器
が
耕

作
中
に
出
土
す
る
場

所
と
し
て
知
ら
れ
て

い
て
、
発
掘
調
査
に
も
注
目
が
集
ま
り
ま

し
た
。

　

西
塙
の
地
は
南
に
那
珂
川
を
望
む
標
高

五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
台
地
上
に
あ
り
、
東

側
に
は
縄
文
時
代
以
来
の
立
木
遺
跡
、
野

口
城
跡
が
近
距
離
で
存
在
し
ま
す
。
食
料

採
取
や
舟
運
の
便
の
良
い
川
に
臨
む
住
み

や
す
い
場
所
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

九
一
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
発
掘
し
た

今
回
の
調
査
で
は
、
全
体
で
四
〇
〇
も
の

土ど

坑こ
う

（
あ
な
）
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
う
ち
二
八
八
基
が
縄
文
時
代
中
期
か
ら

後
期
（
今
か
ら
約
四
千
～
五
千
年
前
）
の

も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
土
坑
は
底
面
が

平
坦
で
一
定
の
広
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。

底
面
か
ら
開
口
部
ま
で
が
垂
直
に
近
い
形

で
立
ち
上
が
る
円
筒
型
と
底
面
部
に
比
べ

て
開
口
部
が
小
さ
い
袋
型
な
ど
の
形
が
あ

り
、
後
者
は
特
に
「
フ
ラ
ス
コ
状
土
坑
」

な
ど
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
ド
ン
グ
リ
や
ト

チ
の
実
な
ど
の
貯
蔵
用
に
掘
ら
れ
た
と
考

の
出
土
例
は
ご
く
少
数
で
す
が
、
そ
の
い

ず
れ
も
新
潟
産
で
は
な
く
、そ
の
周
辺
で
、

新
潟
の
土
器
を
ま
ね
て
作
ら
れ
た
も
の
の

よ
う
で
す
。
西
塙
遺
跡
出
土
の
火
炎
土
器

も
同
様
の
経
緯
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

確
か
に
よ
く
見
る
と
技
術
の
甘
さ
も
垣
間

見
え
る
よ
う
な
…
。
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▲有段竪穴建物趾

▲西塙遺跡出土の
　火炎土器

▲参考：新潟県笹山遺跡出土
の国宝火焔型土器

　（十日町市博物館蔵・茨城県立歴史館図
録『縄文の村弥生のムラ』2006 より）
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