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約
一
万
年
続
い
た
縄
文
時
代
の
後
、
今

か
ら
約
二
五
〇
〇
年
前
に
弥
生
時
代
が
始

ま
り
ま
す
。
弥
生
文
化
の
特
徴
と
い
え
ば
、

水す
い

稲と
う

農
耕
、
金
属
器
の
使
用
、
新
し
い
形

の
土
器
（
弥
生
土
器
）
な
ど
歴
史
の
授
業

で
も
お
な
じ
み
で
す
が
、
町
内
の
弥
生
時

代
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　
縄
文
時
代
は
、
狩し

ゅ

猟り
ょ
う

採
集
が
中
心
の

生
活
で
、
人
々
は
小
さ
な
集
団
で
移
住
生

活
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。
町
内
で
は

竹
田
遺
跡
（
竹
田
）
が
有
名
で
す
が
、
恩

原
湖
周
辺
や
長
藤
、大
神
宮
原
、養
野
、箱
、

苫
田
ダ
ム
水
没
地
域
な
ど
縄
文
遺
跡
は
比

較
的
山
間
部
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
土
器

の
出
土
量
か
ら
長
期
間
生
活
が
営
ま
れ
た

様
子
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
活
発
に
行
動
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
弥
生
時
代
に
入
る
と
突
然

人
々
の
生
活
の
痕
跡
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

町
内
で
は
沢
田
遺
跡
（
沢
田
）
や
富
東
谷

な
ど
で
弥
生
時
代
前
期
の
土
器
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
小
さ
な
破

片
が
数
点
出
土
し
て
い
る
程
度
で
す
の
で
、

か
ろ
う
じ
て
人
の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
が

証
明
で
き
る
も
の
の
、
当
時
の
社
会
を
推

測
す
る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
弥
生
時

代
前
期
の
遺
跡
が
少
な
い
の
は
、
町
内
に

限
ら
ず
美
作
地
域
全
体
の
傾
向
で
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
背
景

と
し
て
は
、
水
稲
農
耕
が
普
及
し
た
こ
と

に
よ
り
定
住
生
活
が
基
本
と
な
っ
た
弥
生

社
会
に
お
い
て
、
広
い
水
田
と
集
落
を
作

る
こ
と
の
で
き
る
土
地
を
求
め
、
県
南
部

な
ど
の
広
い
平
野
部
に
移
住
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、弥
生
時
代
の
中
期
後
半
頃（
約

二
、
〇
〇
〇
年
前
）
に
な
る
と
、
こ
れ
も

ま
た
突
然
遺
跡
の
数
が
激
増
し
、
弥
生
時

代
後
期
ま
で
至
る
所
で
集
落
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
水
稲
農
耕

に
よ
り
安
定
し
た
食
料
が
確
保
で
き
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
で
人
口
が
増
加
し
た
こ

と
と
、
か
ん
が
い
技
術
の
向
上
で
、
山
間

地
域
で
も
水
田
を
作
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
人
々
が
移
住
し
て
き
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
町
内
で
は
久
田
堀
ノ
内
遺
跡
（
久
田
下

原
）
で
し
か
水
田
の
跡
は
見
つ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
稲
の
穂
を
刈
り
取
る
「
石い

し

庖ぼ
う

丁ち
ょ
う」
は
町
内
全
域
で
多
く
見
つ
か
っ
て

お
り
、
至
る
所
で
水
田
を
も
つ
弥
生
集
落

が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

九
番
丁
場
遺
跡
（
布
原
）
で
は
、
県
内
で

も
最
大
級
の
直
径
約
一
二
ⅿ
に
及
ぶ
竪
穴

住
居
跡
も
あ
り
、
香
々
美
川
の
水
利
を
利

用
し
た
広
大
な
水
田
を
見
下
ろ
す
豊
か
な

集
落
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、

吉
井
川
上
流
部
で
は
、
発
掘
調
査
に
よ
り

土
路
江
遺
跡（
奥
津
川
西
）や
杉
遺
跡（
杉
）

で
中
期
後
半
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
住
居

跡
が
確
認
さ
れ
、
上
齋
原
で
は
石
庖
丁
も

見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
山
地

の
最
深
部
に
ま
で
人
々
が
生
活
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
吉
井
川
上
流
部
は

山
陽
と
山
陰
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
路
で
も

あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
弥
生
時
代
の
土
器
は
時
期
や
地
域
に

よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
出
土
し
た
土
器
を

観
察
す
る
こ
と
で
遺
跡
の
年
代
や
人
々
の

動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、

美
作
地
域
の
弥
生
土
器
を
見
る
と
、
山
陰

の
特
徴
を
持
つ
土
器
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
山
陰
と
の
地
域
間
交
流
が
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
ま

た
、
弥
生
時
代
後
期
に
な
る
と
山
陽
と
山

陰
双
方
の
特
徴
が
混
じ
っ
た
美
作
地
域
独

特
の
土
器
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
に
発
掘
調
査

さ
れ
た
薬
師
前
遺
跡
（
真
加
部
）
は
、
弥

生
時
代
後
期
終
末
（
約
一
八
〇
〇
年
前
）

の
集
落
遺
跡
で
す
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た

土
器
は
山
陰
の
土
器
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
る
の
で
す
が
、
表
面
が
タ
タ
キ
と
い

う
技
法
で
成
形
さ
れ
た
近
畿
地
方
の
特
徴

を
も
つ
甕か

め

も
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
技
術
が
ど
の

よ
う
な
経
路
で
こ
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
た

か
を
考
え
る
と
、
鏡
野
の
弥
生
人
た
ち
は
、

山
陰
の
み
な
ら
ず
様
々
な
地
域
と
の
交
流

を
も
ち
、
影
響
を
受
け
な
が
ら
集
落
を
営

ん
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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