
           

前
回
の
連
載
で
天
神
山
遺
跡
・
東
山
遺
跡
・
平
岸
坊
主
山
遺
跡
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
こ
か
ら

出
土
し
た
物
か
ら
何
が
わ
か
る
か
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
歴
史
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
や
教
科

書
を
見
る
と
、
土
器
や
石
器
、
そ
し
て
住
居
跡
（遺
構
）が
話
題
の
中
心
で
す
。
逆
に
言
う
と
、
そ
れ
以
外
の
人

骨
や
衣
服
、
木
工
品
な
ど
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、
日
本
の
場
合
土
壌
に

火
山
灰
を
含
む
の
で
、
土
壌
が
酸
性
と
な
り
、
骨
や
植
物
が
溶
け
て
し
ま
い
残
ら
な
い
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う

も
の
が
残
る
の
は
、
例
え
ば
貝
塚
の
よ
う
な
周
囲
に
た
っぷ
り
と
カ
ル
シ
ウ
ム
が
溶
け
込
ん
で
い
る
よ
う
な
場
所

で
あ
っ
た
り
、
洪
水
で
急
速
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
よ
う
な

特
殊
な
場
所
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
縄
文
人
が
ど
う
い

う
服
を
着
て
、
ど
の
よ
う
な
木
工
品
を
使
っ
て
い
た
か
は

よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
平
岸
の
遺
跡
で
も
こ
れ
ら
の
遺

物
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
今
後
も
見
つ
か
る
可
能
性

は
低
い
と
思
い
ま
す
。 

縄
文
土
器
の
特
徴
は
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
の
装
飾
性
に

あ
り
ま
す
。
土
器
の
表
面
に
は
縄
や
貝
殻
、
棒
な
ど
を
使

い
、
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

に
流
行
が
あ
る
よ
う
に
、
縄
文
土
器
の
模
様
も
流
行
に

左
右
さ
れ
た
よ
う
で
、
縄
文
時
代
の
初
め
に
は
貝
殻
の
跡

を
つ
け
る
の
が
は
や
り
、
中
期
に
は
縄
目
模
様
が
は
や
り

ま
す
。
縄
文
土
器
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
何
年
前
に
作
ら

れ
た
も
の
か
と
い
う
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
運
よ
く
植
物
片
な
ど
が
い
っ
し
ょ
に
出
土
し
た
場

合
、
炭
素
同
位
体
を
測
定
す
る
こ
と
で
何
年
前
の
も
の
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
Ａ
パ
タ
ー

ン
の
デ
ザ
イ
ン
の
土
器
は
縄
文
時
代
早
期
の
も
の
、
Ｂ
パ
タ

ー
ン
の
デ
ザ
イ
ン
は
縄
文
時
代
中
期
の
も
の
と
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
当
時
の
日
本
は
現
在
の
よ
う

に
画
一
さ
れ
た
文
化
で
は
な
く
、
地
方
ご
と
に
異
な
る
文

化
が
並
立
し
て
お
り
（
図
２
）
、
縄
文
土
器
も
そ
れ
ぞ
れ

第
１
２
回
．
縄
文
時
代
の
平
岸
②
～
縄
文
土
器
か
ら
わ
か
る
こ
と 
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史
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～ 

図１．平岸の縄文遺跡から出土した縄文土器のタイプ分け 
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の
文
化
圏
で
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
出
土
し
た
土
器
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
ど
こ
の

文
化
圏
に
属
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
と
に
平
岸
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文

土
器
を
整
理
し
た
も
の
が
図
１
で
す
。
時
代
ご
と
に
異
な
る
デ
ザ
イ
ン
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
が
縄
文
時
代
早
期
の
貝
殻
文
土
器
で
す
。
当
時
、
縄
文
海
進
に
よ
り
現
在

よ
り
内
陸
部
ま
で
海
岸
が
侵
入
し
て
い
た
（
連
載
第
１
０
回
参
照
）
と
は
い
え
、
丘
珠
空
港
の
あ
た
り
ま
で
行

か
な
い
と
海
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
当
時
の
平
岸
の
縄
文
人
は
そ
れ
ぐ
ら
い
の
行
動
半
径

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
身
近
な
道
具
と
し
て
日
常
的
に
貝
殻
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま

た
、
当
時
こ
の
あ
た
り
は
東
北
・
道
南
文
化
圏
に
属
し
て
お
り
、
石
狩
低
地
帯
を
は
さ
ん
で
、
道
北
・
道
東
文

化
圏
に
接
し
て
い
ま
し
た
が
（
図
２
）
、
東
北
・
道
南
タ
イ
プ
と
道
北
・
道
東
タ
イ
プ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
土
器
が
出

土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
境
界
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
時
代
に
よ
って
移
動
し
て
お
り
、
気
候
が
寒
冷

化
す
る
と
道
北
・
道
東
圏
の
勢
力
下
に
は
い
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
縄
文
時
代
の
平
岸
は
２
つ
の
文
化

圏
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
異
文
化
の
接
点
だ
った
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 
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◆
こ
の
連
載
は
毎
月
１
日
・
１
５
日
の
北
海
道
新
聞
朝
刊
に
折
り
込
み
し
て
お
り
ま
す 

[

編
集
後
記] 

 

～
日
本
人
の
固
有
癖
～ 

 

本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
縄
文
土
器
の
特
徴
は
そ
の
装
飾
性
に
あ
り
ま
す
。
と
き
に
機
能
性
よ
り
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
を
優
先
さ

せ
て
し
ま
う
の
は
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
の
固
有
癖
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
戦
国
時
代
に
は
お
茶
を
飲
む
湯
呑
を

「
名
物
」と
し
て
重
宝
し
、
名
物
ひ
と
つ
で
城
が
立
つ
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
も
の
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
最
近
で
は
携
帯
電
話
に
ス
ト

ラ
ッ
プ
や
カ
バ
ー
を
つ
け
る
の
が
流
行
で
す
。
あ
る
い
は
縄
文
人
の
遺
伝
子
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 
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図２．縄文時代の文化圏（さっぽろ文庫

９０「古代に遊ぶ」５１ページより引用） 

 

執
筆
者
：
道
新
永
田
販
売
所
営
業
主
任 

伴
野
卓
磨 

１
９
７
７
年
室
蘭
市
生
ま
れ
。
金
沢
大
学
理
学
部
地
球

学
科
博
士
課
程
（古
生
物
学
専
攻
）を
修
了
後
、
六
花
亭

に
入
社
。
２
０
１
１
年
よ
り
現
職
。 

◇
発
行
元
◇ 

㈲
北
海
道
新
聞
永
田
販
売
所 

〒
０
６
２
‐０
９
３
６ 

札
幌
市
豊
平
区
平
岸
６
条
１
３
丁
目
７
‐１
８ 

T
el

：
０
１
２
０-

１
２
８-

３
４
８ 

Fax

：
０
１
２
０-

１
２
８-

３
５
８ 


