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最
近
、
縄
文
文
化
が
多
く
の
皆
さ
ん
の
関
心
を
引
い
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
研
究
も
進
み
、
縄
文

人
は
高
い
文
化
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
文
化
に
は
、
安
定
し
た
食
料
生
産
方
法
で

あ
る
農
耕
が
当
然
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
縄
文
時
代
に

農
耕
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
規
模
な
栽
培
は
し
て
い

ま
し
た
が
、
全
面
的
に
依
存
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
狩
猟
と
魚
取
り
、
そ
れ
か
ら
山
菜
取
り
な
ど

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
組
み
合
わ
せ
て
い
た
ん
で
す
ね
。 

         

　
と
こ
ろ
が
研
究
が
進
む
と
、
あ
れ
だ
け
高
い
文
化
を
持

っ
て
い
る
縄
文
人
が
農
耕
を
抜
き
に
し
て
文
化
を
維
持
で

き
る
は
ず
が
な
い
、
狩
猟
と
、
あ
と
は
山
菜
を
食
べ
て
い

る
程
度
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
こ
と
で
き
や
し
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
見
方
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
見
方
は
実
は
研
究
者
の

間
で
も
多
い
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
農
耕
は
し
て
い
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
食
料
は
十
分
に
あ
り
、
生
活
は
安
定
し
て

い
た
の
が
縄
文
社
会
な
の
で
す
。 

     

世
界
的
に
見
て
も
、
縄
文
人
ほ
ど
農
耕
抜
き
の
文
化
を
築

き
、
１
万
年
も
の
間
維
持
し
て
き
た
と
い
う
集
団
は
ほ
か

に
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
の
研
究
で
は
縄
文
時
代
早
期

の
終
わ
り
頃
に
は
、
す
で
に
ウ
ル
シ
を
使
い
始
め
て
い
た

と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。
お
隣
の
中
国
文
化
と
比
べ
て

も
匹
敵
す
る
く
ら
い
の
古
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ウ
ル
シ

も
持
っ
て
い
ま
す
し
、
あ
の
す
ば
ら
し
い
縄
文
土
器
を
作

っ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
発
達
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
縄
文
人

は
同
時
代
の
他
の
集
団
に
負
け
な
い
文
化
を
持
っ
て
い
た

と
み
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

     

し
か
し
、
縄
文
時
代
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
わ
か
っ
て
く
る

と
、
何
か
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
一
言
で
言
う
と
縄
文
人
の
「
こ

こ
ろ
」
の
問
題
で
す
。
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
（
環
状
列
石)

や
石
棺
墓
な
ど
、
作
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
み
て
も
縄
文
人

の
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

 

縄
文
時
代
は
、
今
か
ら
１
万
５
千
年
く
ら
い
前
か
ら
幕
を

開
け
ま
す
が
、
そ
の
前
の
旧
石
器
時
代
と
の
大
き
な
違
い

は
「
ム
ラ
」
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
自
分
た

ち
が
こ
こ
ぞ
と
決
め
た
自
然
の
一
角
を
切
り
取
っ
て
、
あ

る
い
は
自
然
か
ら
「
略
奪
」
し
て
人
間
の
も
の
に
し
た
、

と
い
う
の
が
ム
ラ
の
始
ま
り
と
い
う
ふ
う
に
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
い
へ
ん
大
き
な
人
類
の
歴
史
の

中
で
の
出
来
事
で
、
こ
れ
を
私
は
『
縄
文
革
命
』
と
呼
ん

で
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
ム
ラ
を
作
る
と
、
そ
の
中
に
は
住
み
か

を
設
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
「
竪
穴
住
居
」
は
そ
の
典

型
的
な
も
の
の
一
つ
で
す
。
そ
し
て
、
よ
り
充
実
し
た
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
食
べ
物
の
保
管
場
所
や
、

共
同
墓
地
、
ゴ
ミ
捨
て
場
や
広
場
を
設
け
ま
す
。
そ
の
分

だ
け
自
然
が
だ
ん
だ
ん
追
い
出
さ
れ
、
人
工
的
な
色
彩
が

強
ま
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
う
し
て
彼
ら
の
頭
の
中
に
、
ム

ラ
の
「
内
と
「
外
」
と
い
う
概
念
が
徐
々
に
定
着
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

    

　
ま
た
彼
ら
は
、
当
然
縄
文
日
本
語
を
話
し
て
い
た
は
ず

で
す
。
当
時
の
人
々
や
文
化
を
知
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な

概
念
や
行
為
を
伝
え
る
手
段
で
あ
る
言
葉
と
い
う
も
の
を

も
っ
と
意
識
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
言
葉
は
、
物

の
ほ
か
に
竪
穴
住
居
の
中
の
内
と
外
、
ム
ラ
の
内
と
外
の

よ
う
に
、
広
く
「
内
と
外
」
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
意

味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
外
か
ら
ム
ラ
に
戻
っ
た
と

き
に
、
自
分
た
ち
は
外
側
に
い
る
鳥
や
動
物
と
は
違
う
ぞ

と
い
う
自
覚
、
つ
ま
り
、
「
内
」
と
「
外
」
と
い
う
意
識

を
持
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
強
い
と
思
い
ま
す
。 

   

　
俺
た
ち
は
動
物
で
は
な
い
、
人
間
だ
と
い
う
意
識
が
高

ま
っ
て
く
る
と
、
今
度
は
自
分
た
ち
が
ヒ
ト
で
あ
る
こ
と

の
証
拠
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
記
念
物
で
あ

り
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る

ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
は
、
ま
さ
に
そ
れ
な
ん
で
す
ね
。 

 

小
牧
野
や
伊
勢
堂
岱
遺
跡
で
も
そ
う
で
す
が
、
縄
文
人
は

ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
を
作
る
た
め
に
重
い
石
を
苦
労
し
て

遠
く
か
ら
運
ん
で
い
ま
す
。
腹
の
足
し
に
は
な
ら
な
い
非

生
産
的
な
行
為
で
す
が
、
あ
れ
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
は

ま
さ
に
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
で
、
造
り
た
い
と
い
う
動
機

が
あ
る
わ
け
で
す
。 

　
縄
文
人
は
竪
穴
住
居
を
造
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
鳥

や
獣
の
巣
よ
り
は
幾
分
構
造
的
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
蜂

の
巣
や
ア
リ
の
一
種
が
作
る
大
き
な
巣
に
比
べ
る
と
、
単

純
な
も
の
で
す
。
住
居
で
は
自
然

と
差
別
化
で
き
て
い
る
と
は
言
え

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
別
の
も
の
で

自
然
と
は
違
う
ぞ
、
と
表
現
す
る

も
の
が
ど
う
も
記
念
物
で
あ
り
、

ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
な
の
で
す
。

そ
れ
は
彼
ら
の
世
界
観
を
表
し
た

も
の
で
、
は
じ
め
は
「
俺
た
ち
は

人
間
と
し
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考

え
て
い
る
よ
な
」
と
い
う
議
論
を

し
た
と
思
い
ま
す
。 

    

　
し
か
し
、
ど
う
表
現
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
石
を
そ
こ
に
置
い
て
み
る
と
丸
い
形
に
な
っ
た
。

「
あ
あ
、
こ
れ
だ
、
こ
れ
だ
」
と
、
ち
ょ
っ
と
で
も
世
界

観
に
ひ
っ
か
か
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
「
こ
れ
だ
よ
」
と
、

具
体
的
な
形
で
言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
こ
と
を
引
き

出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
っ
た
と
言
え
ま
す
。
ま
さ
に
そ

れ
が
「
世
界
観
」
な
の
で
す
。
透
明
人
間
は
目
で
見
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
包
帯
を
巻
く
と
見
え
て
く
る
。
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
丸
で
象
徴
さ
れ
る
世
界
観
を
形
に
し

て
し
ま
え
ば
も
う
こ
れ
は
明
確
な
も
の
に
な
り
ま
す
。 

　
環
状
列
石
の
よ
う
な
記
念
物
は
、
そ
れ
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
々
が
結
束
し
ま
す
。
そ
し
て
、
過
去
（
先
祖
）

と
現
在
（
自
分
た
ち
）
、
現
在
と
未
来
、
子
々
孫
々
と
い

う
考
え
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
、
言

葉
と
な
っ
て
伝
達
さ
れ
て
縄
文
人
の
精
神
世
界
を
形
作
っ

て
行
き
ま
す
。
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
に
は
、
そ
う
い
っ
た

縄
文
人
の
「
こ
こ
ろ｣

を
知
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る

も
の
な
の
で
す
。 

 

▲  　
伊
勢
堂
岱
遺
跡
の
環
状
列
石
に
使
わ
れ
て
い
る
石
が

ど
こ
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
か
を
示
し
た
も
の
。
七
日
市

の
小
猿
部
川
や
綴
子
川
な
ど
、
遠
く
は
７
㌔
以
上
離
れ

た
場
所
か
ら
運
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。 

▲伊勢堂岱遺跡の石組み 
 
この石組みは、小牧野遺跡で見られる「小

牧野式配石」と呼ばれる特異な石の並べ

方をしており、同遺跡との何らかの情報

交流があったものと推測されている。 

狩
猟
や
魚
取
り
、
山
菜
取
り
だ
け
で

高
い
文
化
を
維
持
し
て
い
た
縄
文
人

同
時
代
、
世
界
的
に
見
て
も
他
の
集

団
に
負
け
な
い
文
化
を
持
っ
て
い
た

縄
文
人
を
知
る
に
は
行
動
を
意
味
付

け
る
彼
ら
の
﹁
言
葉
﹂
を
意
識
す
べ

人
間
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め

の
造
営
物
﹁
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
﹂

遺
跡
は
、
当
時
の
人
々
の
﹁
こ
こ
ろ
﹂

を
知
る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り

﹁
ム
ラ
﹂
を
営
む
こ
と
で
自
覚
す
る

よ
う
に
な
っ
た
﹁
内
と
外
﹂
と
い
う

こばやし たつお 

★ 伊勢堂岱遺跡 


