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●
（
公
開
講
演
１
）　

東
国
に
お
け
る
中
世
後
期
の
集
落

葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
学
芸
員
・
総
研
大
修
了
生�

　
永
越
　
信
吾

松
田　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
講
演
に
移
り
ま
す
。
最
初
の
講
演
は
、
本
専
攻
を
二
〇
二
〇
年
三
月
に
修
了
し

た
永
越
信
吾
さ
ん
の
「
東
国
に
お
け
る
中
世
後
期
の
集
落
」
で
す
。
そ
れ
で
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

永
越　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
永
越
と
申
し
ま
す
。
私
の
話
で
す
が
、
先

ほ
ど
専
攻
長
か
ら
も
簡
単
な
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
が
、
中
世
の
中
で
も
後
半
の
時
期
で
す
。
タ
イ
ト
ル
は
中
世
後

期
で
、
私
が
話
を
す
る
時
代
は
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
主
に
十
六
世
紀
く
ら
い
、
時
代
区
分
で
言
う
と
室
町
時
代

か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
に
な
り
ま
す
。
今
回
、
こ
う
い
っ
た
時
期
の
集
落
を
取
り
上
げ
て
、
集
落
の
形
態
に
つ

い
て
、
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
タ
イ
ト
ル
で
掲
げ
ま
し
た
東
国
で
す
が
、
区
分
も
そ
の
と
き
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、

今
回
の
発
表
で
の
東
国
と
い
う
地
域
は
、
上
野
、
下
野
、
武
蔵
、
相
模
、
伊
豆
、
常
陸
、
上
総
、
下
総
、
安
房
の

諸
国
、
お
お
む
ね
現
在
の
関
東
地
方
で
す
が
、
こ
の
地
域
に
あ
る
集
落
遺
跡
を
取
り
上
げ
て
中
世
後
期
の
集
落
を
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●（公開講演１）　

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
集
落
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
簡
単
に
言
う
と
人
々
が
暮
ら
し
た
場
、
い
く
つ
か
の
屋
敷
か
ら

成
る
と
、
こ
こ
で
は
定
義
づ
け
て
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
屋
敷
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
ま
す
。
人
々
が
暮
ら
し
た
居
住
用
の
建
物
や
倉
庫
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
構
成

さ
れ
て
い
る
場
所
で
、
家
屋
と
い
っ
た
も
の
の
土
地
を
含
む
も
の
と
し
て
屋
敷
と
い
う
表
現
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。集

落
と
い
う
と
、
こ
う
い
っ
た
屋
敷
が
い
く
つ
か
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
認
識
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
屋
敷
が

単
体
で
存
在
し
た
場
合
、
こ
れ
を
本
当
に
集
落
と
言
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
も
あ
る
か
と
思
う
の
で

す
が
、
そ
う
い
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
す
の
で
、
話
の
中
で
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

村
落
の
領
域
と
集
落
の
位
置
付
け
を
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
村
落
の
領
域
を
空
間
的
に

見
て
、
そ
の
中
に
集
落
の
あ
る
場
所
を
概
念
化
し
た
も
の
が
図
１
で
、
主
に
民
俗
学
や
歴
史
学
で
既
に
こ
う
い
っ

た
図
の
よ
う
な
も
の
は
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
も
の
を
参
考
に
し
て
、
そ
れ
を
私
な
り
に
少
し
ア

レ
ン
ジ
し
た
も
の
を
こ
こ
に
提
示
し
て
い
ま
す
。

中
央
に
あ
る
場
所
が
集
落
で
、
人
々
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
そ
の
周
囲
に
耕
地
、
こ
れ
は
民
俗

で
は
ノ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
耕
地
の
周
囲
に
は
ヤ
マ
、
あ
る
い
は
海
と
か
湖
沼
と
い
っ
た
も

の
が
含
ま
れ
る
地
域
。
さ
ら
に
は
奥
山
、
あ
ま
り
人
が
行
か
な
い
よ
う
な
領
域
、
そ
う
い
っ
た
空
間
的
な
位
置
付

け
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
が
総
研
大
で
行
っ
て
き
た
中
世
集
落
の
研
究
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
視
点
を
置
い
た
の
か
簡
単
に
お
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話
し
し
ま
す
。
ま
ず
は
、
屋
敷
分
布
を
基
に

し
た
集
落
形
態
を
類
型
化
す
る
こ
と
か
ら
始

め
ま
し
た
。
な
か
な
か
全
体
像
が
見
え
て
こ

な
い
事
例
が
多
い
中
、
屋
敷
と
考
え
ら
れ
る

遺
構
の
分
布
に
着
目
し
ま
し
た
。
遺
構
と
言

う
と
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
か
と
思
い
ま
す
。

建
物
や
井
戸
の
跡
な
ど
、
遺
跡
を
発
掘
す
る

と
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
の
痕
跡
が
見
つ
か
る
の

で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
遺
構
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
抽
出
し
て
、
屋
敷
が

ど
の
よ
う
に
分
布
す
る
か
、
そ
こ
か
ら
集
落

形
態
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
で
研
究

を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
地
形
に
即
し
て
ど
の
よ
う
な
集

落
が
形
成
さ
れ
た
の
か
、
今
回
掲
げ
ま
し
た

東
国
、
主
に
関
東
地
方
で
す
が
、
関
東
平
野

と
い
う
日
本
で
も
最
大
級
の
平
野
が
広
が
っ

て
い
る
地
域
で
、
集
落
が
ど
う
い
っ
た
と
こ

集落 ( ムラ )

耕地 ( ノラ )

近隣山

奧山

湖沼・海

…屋敷

（ヤマ）

図１　村落領域のモデル
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●（公開講演１）　

ろ
に
立
地
す
る
の
か
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
屋
敷
を
ど
う
認
識
す
る
か
で
す
。
集
落
が
あ
っ
た
場
所
に
は
屋
敷
が
あ
っ
た
は
ず
。
人
々
が
住
ん
で
い
た

の
で
当
然
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か
見
い
だ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
の
建
物
形
式
と
し
て
は
地
面
に
柱

穴
を
据
え
る
掘
立
柱
建
物
が
主
体
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
の
集
合
体
を
ま
ず
は
屋
敷
と

認
定
し
て
み
ま
し
た
。

発
掘
調
査
を
し
て
も
建
物
の
柱
の
並
び
な
ど
が
う
ま
く
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
か
な
り
多
く
、
全
て
の
建
物
を

検
出
で
き
る
よ
う
な
事
例
は
皆
無
に
近
い
状
況
の
中
で
、
で
は
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
を
次
に
考
え
た
の
で

す
が
、
そ
の
中
で
注
目
し
た
も
の
の
一
つ
が
柱
穴
で
す
。
こ
れ
を
ピ
ッ
ト
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
ピ
ッ

ト
の
ま
と
ま
り
、
さ
ら
に
は
竪
穴
状
遺
構
と
か
地
下
式
坑
と
い
う
集
落
を
構
成
し
た
遺
構
、
そ
う
し
た
も
の
も
含

め
た
遺
構
の
ま
と
ま
り
に
注
目
し
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。

そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
、
東
京
都
豊
島
区
の
長
崎
神
社
周
辺
遺
跡
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
掘

立
柱
建
物
と
い
う
も
の
が
調
査
報
告
で
は
明
確
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
調
査
さ
れ
た
範
囲
の

中
の
３
カ
所
に
お
い
て
、
ピ
ッ
ト
や
井
戸
な
ど
が
集
中
す
る
範
囲
が
見
い
だ
せ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な

と
こ
ろ
が
屋
敷
の
跡
だ
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
遺
構
群
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
屋
敷
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を

捉
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

次
に
、
集
落
形
態
の
類
型
を
考
え
て
み
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
村
落
に
暮
ら
し
た
人
々
の
階
層
を
確
認
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
世
後
期
の
村
で
す
が
、
百
姓
中
あ
る
い
は
地
下
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
共
同
的
な
集
団
と

な
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
中
に
は
土
豪
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
上
層
階
層
と
、
平
百



12

姓
が
い
て
、
村
の
中
で
も
そ
う
い
っ
た
階
層
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
集

落
を
考
え
て
み
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

特
に
上
層
階
級
の
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
敷
地
も
広
く
規
模
の
大
き
い
掘
立
柱
建
物
を
伴
う
こ
と
を
想
定
し
ま
し

た
。
実
際
、
こ
の
後
の
話
の
中
で
取
り
上
げ
て
い
く
本ほ

村む
ら

遺
跡
や
池
子
遺
跡
群
な
ど
で
も
、
そ
う
い
っ
た
屋
敷
跡

が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
後
ほ
ど
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

集
落
の
形
態
が
捉
え
ら
れ
る
遺
跡
を
四
つ
抽
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
基
に
中
世
後
期
の
集
落
形
態
に
分
類
を
し

ま
し
た
。
そ
れ
が
図
２
で
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
概
念
図
だ
と
ご
認
識
く
だ
さ
い
。

ま
ず
一
つ
が
本
村
型
集
落
で
、
本
村
遺
跡
を
指
標
に
し
た
集
落
形
態
で
す
。
一
戸
あ
る
い
は
二
戸
、
三
戸
の
屋

敷
が
一
定
の
距
離
を
も
っ
て
分
布
す
る
形
態
と
規
定
し
ま
し
た
。

二
番
目
に
松
崎
型
集
落
で
す
。
こ
れ
は
松
崎
遺
跡
群
と
い
う
と
こ
ろ
で
見
つ
か
っ
た
集
落
遺
跡
で
、
そ
れ
を
基

に
考
え
た
集
落
形
態
で
す
。
一
戸
も
し
く
は
二
戸
程
度
の
屋
敷
が
一
カ
所
に
だ
け
あ
る
と
い
う
形
態
で
す
。

三
番
目
に
挙
げ
ま
し
た
上
野
古
屋
敷
型
集
落
で
す
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
場
所
に
複
数
の
屋
敷
が
集
ま
っ
た
形
態

に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
屋
敷
の
戸
数
は
集
落
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、
十
戸
以
上
集
ま
っ
た
大
き
な
も
の
か
ら
数

戸
程
度
の
も
の
ま
で
、
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
よ
う
で
す
。

四
番
目
の
池
子
型
集
落
は
中
核
と
な
る
屋
敷
の
集
合
体
、
上
野
古
屋
敷
型
の
集
落
と
似
た
よ
う
な
屋
敷
が
集
中

す
る
部
分
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
い
く
つ
か
の
屋
敷
が
点
在
す
る
集
落
形
態
で
す
。

以
上
の
四
つ
の
集
落
形
態
に
区
分
し
ま
し
た
。

ま
ず
本
村
型
集
落
で
す
。
こ
れ
は
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
に
あ
る
集
落
遺
跡
で
す
。
こ
の
集
落
遺
跡
は
、
台
地
の
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●（公開講演１）　

→屋敷

本村型集落

( 屋敷が２箇所以上 ) ( 屋敷が単独 )

池子型集落

松崎型集落

上野古屋敷型集落

図２　集落類型概念図
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上
に
い
く
つ
か
の
屋
敷
跡
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
図
３
に
網
掛
け
で
濃
く
し

た
部
分
が
屋
敷
と
考
え
ら
れ
る
場
所
で
す
。
こ
う

い
っ
た
も
の
が
二
戸
あ
る
い
は
三
戸
分
布
す
る
よ

う
な
集
落
に
な
り
ま
す
。

ま
ず
、
中
心
部
分
で
す
。
24
地
点
と
84
地
点
を

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
み
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

24
地
点
で
は
三
つ
の
屋
敷
が
見
い
だ
せ
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
40
ｍ
く
ら
い
離
れ
た
と
こ
ろ
に
も
う
一

戸
の
屋
敷
が
あ
る
。
大
き
く
見
る
と
、
四
つ
の
屋

敷
が
あ
る
よ
う
な
形
態
が
こ
こ
で
は
見
い
だ
せ
ま

す
（
図
４
）。

こ
こ
は
掘
立
柱
建
物
が
い
く
つ
か
抽
出
で
き
ま

し
た
の
で
、
そ
れ
を
建
物
の
軸
線
か
ら
見
て
み
る

と
、
三
つ
の
時
期
に
細
分
で
き
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
少
な
く
と
も
三
時
期
に
わ
た
る
変
遷
を

た
ど
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
定
期
間
、
こ
う
い
っ

た
場
所
に
人
々
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ

84 地点

３・102 地点
62 地点

19・24 地点８・５・28 地点48 地点
86 地点

大井氏館跡遺跡
14 地点

52 地点

遺跡範囲

0 100m

84 地点

３・102 地点
62 地点

19・24 地点８・５・28 地点48 地点
86 地点

大井氏館跡遺跡

52 地点

遺跡範囲

大井氏館跡遺跡

台地

屋敷跡

砂川

発掘調査地点

図３　本村遺跡の屋敷の位置
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●（公開講演１）　

屋敷２

屋敷１

屋敷３

84 地点屋敷

0 20m

0 10m

３・24 地点屋敷２の掘立柱建物

①北北西－南南東方向

②北－南方向

③北東－南西方向

井戸

地下式坑

102 地点

３地点24 地点19 地点

図４　本村遺跡3・24・84地点の屋敷
屋敷1～3及び84地点屋敷は大井町遺跡調査会2004�
『本村遺跡Ⅲ　定禅寺跡Ⅱ　苗間東久保遺跡Ⅱ　大井氏館跡遺跡Ⅱ』に加筆
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ま
す
。

こ
れ
は
私
が
描
い
た
下
手
な
絵
で
す
が
、
こ
れ
は
24
地
点
の
屋
敷
２
で
す
。
こ
の
屋
敷
の
こ
の
時
期
、
こ
れ
を

イ
メ
ー
ジ
的
に
復
元
し
て
み
ま
す
と
、
こ
ん
な
よ
う
な
感
じ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
描
い
て
み
ま
し
た
（
講
演

当
日
、
ス
ラ
イ
ド
に
入
れ
た
絵
。
紙
数
の
都
合
で
割
愛
。）。
こ
れ
は
検
出
さ
れ
た
遺
構
の
み
を
ベ
ー
ス
に
作
っ
て

い
ま
す
の
で
、
実
際
に
こ
こ
に
溝
が
め
ぐ
っ
て
い
て
、
本
来
、
屋
敷
を
囲
う
よ
う
な
何
か
の
施
設
、
こ
こ
に
簡
単

な
柵
が
あ
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。

先
ほ
ど
有
力
者
の
屋
敷
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
５
・
８
・
28
地
点
、
三
つ
の
地
点
が
接
し
た
と
こ
ろ
、
遺

跡
の
西
の
ほ
う
で
す
が
、
こ
の
地
点
で
大
型
の
屋
敷
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
屋
敷
で
す
が
、
敷
地
面
積

は
一
六
〇
〇
平
米
ほ
ど
で
し
て
、
本
村
遺
跡
の
中
で
は
最
も
大
き
い
規
模
の
屋
敷
に
な
り
ま
す
。
こ
の
地
点
に
は

い
く
つ
か
の
建
物
が
あ
り
ま
し
て
、
大
型
の
掘
立
柱
建
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
有
力
な
百
姓
層

が
暮
ら
し
た
屋
敷
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
集
落
を
概
念
的
に
捉
え
れ
ば
い
く
つ
か
の
屋
敷
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
間
に
お
そ
ら
く
畠
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
想
定
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
本
村
型
の
集
落
に
つ
い
て
、
他
に
二
つ
の
事
例
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
目
は
臼
井

屋
敷
遺
跡
で
す
。
千
葉
県
佐
倉
市
の
遺
跡
で
す
。
台
地
の
尾
根
上
に
集
落
が
あ
り
ま
す
。
台
地
上
に
屋
敷
が
三
戸
、

あ
る
い
は
一
戸
の
屋
敷
が
あ
り
、
屋
敷
が
本
村
遺
跡
の
よ
う
に
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
分
布
す
る
傾
向
が
見
て
取

れ
ま
す
。

も
う
一
つ
、
千
葉
県
成
田
市
の
小
菅
天
神
台
Ⅰ
遺
跡
・
Ⅱ
遺
跡
で
す
。
こ
れ
も
台
地
の
上
に
な
る
の
で
す
が
、
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先
ほ
ど
の
臼
井
屋
跡
遺
跡
と
同
じ
よ
う
に
尾
根
状
に
な
っ
た
台
地
の
上
に
屋
敷
が
分
布
す
る
形
態
が
見
て
取
れ
る

遺
跡
で
す
。
ま
ず
、
北
側
の
小
菅
天
神
台
Ⅱ
遺
跡
で
は
三
つ
の
屋
敷
が
少
な
く
て
も
確
認
で
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら

少
し
距
離
が
離
れ
て
、
小
菅
天
神
台
１
遺
跡
で
す
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
屋
敷
が
見
ら
れ
る
形
態
に
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
本
村
遺
跡
、
あ
る
い
は
臼
井
屋
敷
遺
跡
同
様
、
屋
敷
が
一
定
の
距
離
を
も
っ
て
分
布
す
る
様
相
が
見
ら

れ
ま
す
。

こ
こ
で
本
村
型
遺
跡
の
特
徴
を
少
し
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
100
ｍ
以
上
の
間
隔
で
、
二
戸
か
ら
四
戸
、
場
合
に

よ
っ
て
は
一
戸
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
屋
敷
が
散
在
す
る
形
態
で
す
。
本
村
遺
跡
の
場
合
、
戦
国
時
代
の
史
料

か
ら
大
井
郷
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
大
井
郷
に
永
禄
六
（
一
五
六
三
）
年
に
出
さ
れ
た
史
料
に
は
農
地
や

空
閑
地
と
い
う
使
わ
れ
て
い
な
い
土
地
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

さ
ら
に
耕
地
の
中
に
は
荒
れ
地
、
も
と
も
と
耕
地
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
百
姓
が
ほ
か
の
場
所
に
逃
れ
た
結
果
、

放
棄
さ
れ
た
場
所
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
史
料
は
、
百
姓
中
と
い
う
百
姓
が
集
団
化
し
て
団
体
に
な
っ
た
村
に
対
し
て
戦
国
大
名
北
条
氏
か
ら
出
さ

れ
た
も
の
で
、
こ
う
い
っ
た
集
落
に
お
い
て
も
共
同
的
な
集
団
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
組
織
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
が

言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
よ
う
に
一
〇
〇
〇
平
米
を
超
え
る
よ
う
な
敷
地
面
積
を
持
っ
た
大
型
の
屋
敷
か
ら
、

有
力
百
姓
が
存
在
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
名
主
と
呼
ば
れ
る
有
力
な
百
姓
が
数
人
い
た
こ
と
が
、

永
禄
七
（
一
五
七
九
）
年
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

次
に
、
二
番
目
に
挙
げ
ま
し
た
松
崎
型
集
落
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
千
葉
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県
印
西
市
に
所
在
し
て
い
ま
す
。
台
地
の
上
の
網
の
か
か
っ
て
い
る
部
分
、
こ
れ
だ
け
広
い
範
囲
を
調
査
し
て
い

る
の
で
す
が
、
実
際
に
中
世
の
屋
敷
跡
が
見
つ
か
っ
た
の
は
松
崎
Ⅲ
遺
跡
と
表
示
さ
れ
て
い
る
一
カ
所
に
な
り
ま

す
（
図
５
・
６
）。

こ
こ
は
屋
敷
が
一
カ
所
だ
け
で
す
。
相
当
広
い
面
積
を
調
査
し
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
に
屋
敷
が
見
つ
か
っ

た
の
は
一
カ
所
で
、
そ
う
い
っ
た
集
落
形
態
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
想
定
し
、
松
崎
型
集
落
を
設
定
し
ま
し
た
。

松
崎
Ⅲ
遺
跡
の
場
合
は
屋
敷
が
一
戸
だ
っ
た
の
で
す
が
、
松
崎
型
集
落
と
し
て
も
う
一
つ
千
葉
県
四
街
道
市
の

館
ノ
山
遺
跡
を
挙
げ
ま
す
。
こ
こ
で
も
台
地
の
上
を
か
な
り
広
く
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
屋
敷
が
見
つ
か
っ
た

の
は
こ
の
部
分
だ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
二
戸
の
屋
敷
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
事
例
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
広
い
範
囲
の
発
掘
を
行
っ
て
も
屋
敷
が
確
認
で
き
る
の
は
一

カ
所
だ
け
で
、
本
村
型
集
落
の
よ
う
に
集
落
が
散
在
す
る
よ
う
な
様
子
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
こ
の
集
落
の

特
徴
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
屋
敷
の
戸
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
小
規
模
な
形
態
の
集
落
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た

集
落
形
態
か
ら
、
本
村
型
集
落
や
こ
の
次
に
触
れ
る
上
野
古
屋
敷
型
集
落
の
よ
う
な
共
同
体
的
な
集
団
と
は
異
な

る
少
数
の
百
姓
か
ら
な
る
集
落
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

三
番
目
に
挙
げ
ま
し
た
上
野
古
屋
敷
型
集
落
で
す
が
、
茨
城
県
つ
く
ば
市
に
あ
る
上
野
古
屋
敷
遺
跡
を
指
標
と

し
た
集
落
形
態
で
す
（
図
７
）。
こ
の
集
落
の
場
合
、
太
い
線
で
囲
っ
た
部
分
が
屋
敷
で
し
て
、
少
な
く
と
も
こ

こ
で
は
十
四
カ
所
の
屋
敷
地
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

似
た
類
例
と
し
て
、
千
葉
県
横
芝
光
町
の
新
台
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
屋
敷
の
戸
数
は
上
野
古
屋
敷
遺
跡
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0 200m

支谷

支谷

   屋敷

松崎Ⅲ遺跡

松崎Ⅰ遺跡

松崎Ⅱ遺跡

松崎Ⅶ遺跡

松崎Ⅳ遺跡

松崎Ⅴ遺跡

松崎Ⅵ遺跡

図５　松崎Ⅲ遺跡屋敷跡の位置
財団法人千葉県教育文化振興財団2006『松崎地区内陸工業団地造成整備埋蔵文化財調査報告書』に加筆
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よ
り
は
少
な
い
の
で
す
が
、

台
地
の
上
に
少
な
く
と
も
四

つ
の
屋
敷
、
あ
る
い
は
も
う

少
し
戸
数
は
増
え
る
可
能
性

は
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く
と

も
四
戸
以
上
の
屋
敷
が
あ
る

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

つ
く
ば
市
の
島
名
熊
の
山

遺
跡
も
上
野
古
屋
敷
型
の
集

落
で
す
（
図
８
）。
こ
こ
も

未
調
査
の
部
分
が
あ
る
の
で

す
が
、
少
な
く
と
も
西
側
に

四
戸
の
屋
敷
地
が
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
て
、

未
調
査
部
分
を
含
め
る
と
も

う
少
し
屋
敷
は
増
え
る
可
能

性
は
あ
り
ま
す
。
こ
こ
も
一

カ
所
に
屋
敷
が
集
中
す
る
形

地下式坑

0 20m

図６　松崎Ⅲ遺跡の屋敷
財団法人千葉県教育文化振興財団2006『松崎地区内陸工業団地造成整備埋蔵文化財調査報告書』に加筆
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区画溝

０ 40ｍ

屋敷３

屋敷２屋敷２

屋敷１屋敷１

屋敷４ 屋敷５ 屋敷６

屋敷７

屋敷８

屋敷９屋敷９

屋敷 10屋敷 10

屋敷 11
屋敷 12

屋敷 13

屋敷 14屋敷 14

屋敷 13

屋敷 12
屋敷 11

屋敷６

屋敷８

屋敷４ 屋敷５

屋敷２

屋敷１

屋敷 14

屋敷９

図７　上野古屋敷遺跡
財団法人茨城県教育財団2007『上野古屋敷遺跡� �
－中根・金田台特定土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書Ⅸ－』に加筆
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0 200m
沖積地

発掘調査された区域

水田遺構

水田遺構

屋敷

屋敷以外遺構群

遺跡範囲

遺構群１

遺構群２

遺構群３

遺構群４

遺構群５

屋敷１

屋敷２

屋敷３

屋敷４

図８　島名熊の山遺跡
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態
が
見
ら
れ
ま
す
。

上
野
古
屋
敷
型
集
落
の
特
徴
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
き
ま
す
と
、
複
数
の
屋
敷
が
一
カ
所
に
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

屋
敷
の
戸
数
に
開
き
が
あ
り
、
例
え
ば
上
野
古
屋
敷
遺
跡
で
は
十
四
戸
の
屋
敷
が
あ
る
の
に
対
し
そ
れ
よ
り
は
少

な
い
新
台
遺
跡
や
島
名
熊
の
山
遺
跡
と
は
、
屋
敷
の
戸
数
に
は
違
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
一
カ
所
に
集
ま
っ
て
い

る
形
は
共
通
し
た
形
態
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
屋
敷
が
集
合
し
た
様
相
か
ら
、
百
姓
の
共
同
的
な
集
団
の
形
成
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
共
同
体
的
な
集
団
と
い
う
の
は
、
屋
敷
が
一
カ
所
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
屋
敷
地
と
耕
地
、
畠

や
水
田
と
い
っ
た
も
の
の
集
約
が
図
ら
れ
た
結
果
、
こ
う
い
っ
た
集
落
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

四
番
目
に
挙
げ
ま
す
池
子
型
集
落
で
す
が
、
神
奈
川
県
逗
子
市
の
池
子
遺
跡
群
を
指
標
に
し
た
集
落
形
態
で
す
。

中
世
の
前
半
期
、
十
二
世
紀
の
後
半
く
ら
い
か
ら
十
四
世
紀
の
前
半
く
ら
い
に
か
け
て
期
間
で
、
遺
物
が
出
土
し

た
地
点
に
星
印
を
付
け
、
そ
れ
か
ら
屋
敷
と
考
え
ら
れ
る
場
所
を
点
で
落
と
し
て
み
る
と
、
屋
敷
は
一
戸
で
、
一

戸
が
分
散
し
て
い
ま
す
。
遺
物
が
出
土
し
た
場
所
も
各
所
に
分
散
し
て
い
る
状
況
が
見
て
取
れ
ま
す
（
図
９
右
）。

そ
れ
が
十
四
世
紀
後
半
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
一
つ
の
と
こ
ろ
に
屋
敷
が
一
定
数
ま
と
ま
る
場
所
が
あ
り
、
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
て
、
一
戸
の
屋
敷
が
分
布
す
る
形
態
が
見
て
取
れ
ま
す
（
図
９
左
）。

こ
の
遺
跡
の
場
合
、
旧
河
道
、
も
と
も
と
谷
間
に
流
れ
て
い
る
川
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
流
路
を
一
部
人
工

的
に
か
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
に
行
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
あ

る
程
度
の
人
数
が
要
る
大
規
模
な
土
木
工
事
が
必
要
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
行
う
に
は
、

や
は
り
集
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
中
世
後
半
に
な
っ
て
、
こ
う
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い
っ
た
灌
漑
用
の
河
川
改
修
を
行
え
る

集
団
的
な
ま
と
ま
り
が
形
成
さ
れ
た
こ

と
が
、
集
落
の
形
態
か
ら
見
え
る
と
思

い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
本
村
で
も
有
力
な
百
姓
の

存
在
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
池
子

遺
跡
群
の
屋
敷
も
敷
地
面
積
が
比
較
的

広
い
も
の
が
み
ら
れ
ま
す
。
池
子
遺
跡

群
の
場
合
、
谷
間
に
あ
る
立
地
条
件
な

の
で
、
人
が
住
め
る
よ
う
な
土
地
が
や

や
高
い
微
高
地
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で
、

あ
る
程
度
屋
敷
の
専
有
面
積
を
と
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
の

有
力
な
百
姓
が
い
た
可
能
性
が
あ
る
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。

池
子
型
集
落
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と

め
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
、
先
ほ
ど
三
番

目
に
挙
げ
た
上
野
古
屋
敷
型
集
落
の
よ
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う
な
複
数
の
屋
敷
が
集
ま
っ
た
中
核
的
な
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
二
戸
や
一
戸
の
屋
敷
が
派
生
し
た
集
落
形
態

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
核
と
な
る
屋
敷
群
は
、
上
野
古
屋
敷
型
集
落
の
よ
う
に
百
姓
の
共
同
的
な
集

団
の
形
成
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
所
在
す
る
数
戸
の
屋
敷
は
、
耕
地
な
ど
の
開
発
の
拡
大
に
伴
っ
て
、

派
生
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
認
識
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
屋
敷
の
規
模
が
大
き
い
も
の
が
集
落
の
中

に
い
て
、
こ
う
い
う
人
た
ち
が
有
力
者
と
し
て
集
落
の
中
の
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
点
は
本
村
遺
跡
に
似
た
よ
う
な
状
況
が
見
い
だ
せ
ま
す
。

次
に
、
冒
頭
で
挙
げ
た
よ
う
に
集
落
が
立
地
す
る
地
形
に
も
着
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
関
東
平
野
の
場

合
、
集
落
が
立
地
す
る
地
形
は
次
の
三
つ
に
区
分
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
が
台
地
で
す
。
二
番
目
に
谷
戸
と

か
谷
津
と
呼
ば
れ
る
台
地
と
台
地
の
間
に
あ
る
谷
の
地
形
で
す
。
そ
れ
か
ら
沖
積
低
地
、
河
川
の
氾
濫
原
な
ど
の

よ
う
な
場
所
で
す
。
こ
う
い
っ
た
三
つ
の
地
形
に
区
分
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
台
地
上
に
立
地
す
る
集
落
形
態
と
し
て
は
本
村
型
集
落
、
松
崎
型
集
落
、
上
野
古
屋
敷
型
集
落
、
こ
の
三

つ
の
形
態
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
二
番
目
の
谷
戸
や
谷
津
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
は
、
松
崎
型
集
落
や
池
子
型
集
落
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
沖
積
低
地
に
お
い
て
も
池
子
型
集
落
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
形
態
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
地
形
に
即
し
て
、
暮
ら
し
や
生
業
に
有
利

な
場
所
に
集
落
が
成
立
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
形
の
中
で
土
地
利
用
に
適
し
た
集
落
形
態

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
台
地
上
に
立
地
す
る
集
落
と
し
て
、
本
村
型
集
落
を
紹
介
し
ま
す
。
千
葉
県
船
橋
市
に
あ
る
東
中
山
台
遺

跡
群
と
、
谷
を
挟
ん
で
東
側
に
印
内
台
遺
跡
群
と
い
う
二
つ
の
遺
跡
群
が
あ
り
ま
す
。
線
で
囲
っ
た
部
分
が
調
査
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地
点
に
な
り
ま
す
。
か
な
り
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
屋
敷
地
が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
は
ト
ー
ン

を
濃
く
し
た
部
分
に
限
ら
れ
、
本
村
型
集
落
の
一
例
と
言
え
ま
す
（
図
10
）。

こ
う
し
た
台
地
上
に
立
地
す
る
集
落
の
空
間
で
す
が
、
冒
頭
で
概
念
図
（
図
２
）
を
示
し
ま
し
た
が
、
本
村
遺

跡
を
基
に
ほ
か
の
事
例
も
加
味
し
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
は
集
落
に
は
屋
敷
、
耕
作
の
収
穫
物
を
貯
蔵
す
る
場
、
墓

域
、
あ
る
い
は
屋
敷
に
付
随
す
る
畠
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
集
落
の
周
囲
に
台
地
上
に
は
畠
が
想
定
さ
れ
、
台
地
が

開
析
さ
れ
た
谷
戸
や
谷
津
と
呼
ば
れ
る
よ
う
谷
地
形
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
は
水
田
が
想
定
さ

れ
ま
す
。
さ
ら
に
耕
地
の
外
側
に
は
山
野
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
概
念
的
に
示
す
と
、
図
11
の
よ
う
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

屋
敷
を
見
出
す
の
も
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
難
し
い
の
が
、
水
田
や
畠
と
い
っ
た
耕
作
地

の
跡
で
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
発
掘
で
見
つ
か
る
こ
と
は
な
か
な
か
な
い
の
で
す
が
、
幸
い
に
し
て
、
先
ほ
ど

紹
介
し
た
島
名
熊
の
山
遺
跡
で
は
、
台
地
に
面
し
た
沖
積
地
の
一
部
で
水
田
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
し
て
、
こ

う
し
た
地
形
は
支
谷
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
谷
戸
に
相
当
し
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
水
稲
耕
作
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
ま
す
（
図
８
）。

そ
れ
か
ら
、
谷
津
や
谷
戸
に
立
地
す
る
集
落
と
し
て
、
松
崎
型
集
落
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
東
京
都
新
宿
区

に
あ
る
新
宿
六
丁
目
遺
跡
で
す
（
図
12
）。
北
側
が
台
地
、
土
地
が
高
い
と
こ
ろ
に
な
っ
て
、
台
地
に
接
し
た
南

側
に
谷
状
の
地
形
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
部
分
で
３
カ
所
の
屋
敷
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
台
地
部
分
に
は
、

区
画
を
意
図
し
た
と
思
わ
れ
る
溝
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
部
分
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
ま
す
と
、
台
地
の
部
分
に
は
地
下
式
坑
と
呼
ば
れ
る
地
面
を
掘
り
抜
い
た
貯
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遺跡範囲

支谷

支谷

支谷

砂州

砂州

0 500m
台地

支谷支谷

屋敷のある調査地点
( 数字は調査地点名 )

発掘調査地点

20

49

47

43

55
3936

８・９・10

58

印内台遺跡群

東中山台遺跡群

図10　東中山台遺跡群、印内台遺跡群
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蔵
穴
と
い
っ
た
用
途
が
想
定
さ
れ
る
遺
構
が
見
つ
か
っ

て
い
る
一
方
、
低
湿
地
側
に
は
井
戸
が
い
く
つ
か
あ
り

ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
台
地
の
一
番
裾
の
部
分
、
低
湿
地

と
の
境
目
の
あ
た
り
の
微
高
地
に
掘
立
柱
建
物
が
見
つ

か
っ
て
い
て
、
そ
こ
が
屋
敷
に
な
り
ま
す
（
図
12
）。

新
宿
六
丁
目
遺
跡
の
空
間
的
な
構
図
を
模
式
的
に
示

し
ま
す
と
、
こ
の
集
落
の
場
合
、
ち
ょ
う
ど
谷
戸
の
端

部
、
台
地
に
面
し
た
微
高
地
上
に
集
落
が
あ
っ
て
、
谷

戸
が
あ
る
低
湿
地
側
に
は
水
田
が
想
定
さ
れ
ま
す
（
図

12
集
落
周
辺
の
空
間
構
造
模
式
図
）。
実
際
、
プ
ラ
ン

ト
オ
パ
ー
ル
の
分
析
に
よ
る
と
、
イ
ネ
も
検
出
さ
れ
て

い
て
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
低
湿
地
に
面
し
た
ほ
う
で
水

稲
耕
作
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
台
地
側
は
、
先
ほ
ど
区
画
溝
と
述
べ
ま
し
た

が
、
人
工
的
な
溝
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

台
地
も
何
ら
か
の
土
地
利
用
を
し
て
い
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
、
林
野
と
し
て
は
山
林
資
源
を
利
用
し
て
い
た
こ

と
が
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

集落

山野
台地

（畠地）

（水田）

（畠地）

台地

集落

山野

（畠地）

（畠地）

沖積地（谷戸）

図11　本村遺跡周辺の空間模式図
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図12　新宿六丁目遺跡



30

そ
れ
か
ら
三
番
目
の
沖
積
低
地
に
立
地
す
る
集
落
と
し
て
、
池
子
型
集
落
を
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
、
舟
渡
遺
跡

で
す
。
東
京
都
板
橋
区
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
も
集
落
の
中
に
屋
敷
の
集
合
体
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
一
戸
や
二
戸
の
屋
敷
地
が
分
布
す
る
、
池
子
遺
跡
群
に
似
た
よ
う
な
形
態
が
見
い
だ
せ

ま
す
。

も
う
一
つ
、
東
京
都
葛
飾
区
の
上
千
葉
遺
跡
で
す
。
中
核
部
分
に
な
る
と
こ
ろ
に
屋
敷
の
集
合
体
が
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
と
こ
ろ
に
一
戸
か
二
戸
の
屋
敷
が
あ
る
形
態
が
見
い
だ
せ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
形
か
ら
集
落
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、
大
名
な
ど
の
権
力
と
村
の
関
係
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
村
遺
跡
の

所
在
す
る
大
井
郷
で
は
、
先
ほ
ど
も
少
し
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
十
六
世
紀
の
中
ご
ろ
に
、
北
条
氏
か
ら
荒
地
の

再
開
発
が
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
荒
地
は
も
と
も
と
耕
作
地
だ
っ
た
の
で
す
が
、
百
姓
が
ほ
か
の
場
所
に
逃
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
荒
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
う
い
っ
た
場
所
を
再
び
耕
地
と
し
て
再
開
発
す
る
こ
と
を
大
名
か

ら
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。

ま
た
、
村
の
側
も
農
業
な
ど
の
生
業
を
維
持
す
る
こ
と
は
自
分
た
ち
が
生
活
を
続
け
て
い
く
上
で
必
要
で
あ
り
、

そ
う
し
た
自
分
た
ち
の
存
立
を
図
る
た
め
に
、
大
名
権
力
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
ま
す
。
一
方
、
大

名
の
側
も
村
を
存
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
年
貢
を
得
る
上
で
も
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
り
、
領
国
支
配
の
根
幹
を

維
持
す
る
上
で
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

東
国
の
中
世
後
期
の
集
落
形
態
の
特
徴
を
お
話
し
し
て
、
ま
と
め
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
集
落
形
態
か

ら
見
た
特
徴
で
す
が
、
本
村
型
集
落
や
上
野
古
屋
敷
型
集
落
は
、
村
が
村
請
や
自
検
団
な
ど
を
持
ち
、
組
織
と
し
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て
機
能
し
て
い
く
過
程
で
形
成
さ
れ
た
集
落
形
態
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
集
落
形
態
は
台
地
上
で
確
認

さ
れ
る
事
例
が
比
較
的
多
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
松
崎
型
集
落
の
よ
う
な
小
規
模
な
経
営
体
で
あ
る
集
落
形
態
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に

池
子
型
集
落
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
集
落
形
態
は
谷
戸
や
沖
積
低
地
の
よ
う
な
開
発
の
可
能
な
土
地
が
限
ら
れ
た

地
形
環
境
の
中
で
形
成
さ
れ
た
集
落
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
微
高
地
と
呼
ば
れ
る
若
干
土
地
が
高
い
と

こ
ろ
で
開
発
を
進
め
る
中
で
、
こ
う
い
っ
た
よ
う
な
集
落
形
態
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

村
の
在
り
方
か
ら
見
た
集
落
の
特
徴
は
、
時
間
の
都
合
か
ら
簡
単
に
触
れ
ま
し
た
が
、
村
は
た
だ
単
に
百
姓
た

ち
が
暮
ら
す
集
落
と
し
て
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
領
主
権
力
と
の
相
互
の
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
り
わ
け
そ
の
傾
向
は
、
十
六
世
紀
く
ら
い
に
な
る
と
顕
著
に
な
っ
て
い
く
よ

う
で
す
。
例
え
ば
本
村
遺
跡
で
は
、
荒
地
の
再
開
発
が
大
名
の
北
条
氏
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
い
っ
た
状

況
か
ら
も
、
村
と
領
主
権
力
の
関
係
が
見
て
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
大
名
の
側
も
、
村
の
存
立
を
図
る
こ
と

は
領
国
形
成
を
維
持
す
る
上
で
必
要
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

最
後
に
、
中
世
後
期
の
東
国
社
会
を
村
落
、
特
に
集
落
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

組
織
的
な
村
の
生
成
は
農
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
を
展
開
さ
せ
、
領
主
権
力
の
地
域
支
配
の
秩
序
形
成
を
促
し

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
東
国
の
中
世
の
後
期
を
支
配
者
の
側
で
は
な
く
、
村
落
あ
る
い
は
集

落
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
百
姓
の
連
携
に
よ
る
村
の
形
成
が
生
業
の
発
展
や
領
主
権
力
の
領
国
形
成
を
進
め
た
社

会
を
成
立
さ
せ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
が
本
報
告
の
結
論
に
な
り
ま
す
。
私
の
報
告
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
ど
う
も
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

松
田　

永
越
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


