
関

東

地

方

の

古

代

集

落

友

五

良日

国

私
の
住
ん
で
い
る
埼
玉
県
大
宮
市
付
近
は
、
東
京
に
近
い
た
め
、
東
京
都
か
ら
あ
ふ
れ
た
人
々
が
う
つ
り
す
ん
で
、

日
ま
し
に
住
宅
地

化
し
て
い
る
。
最
近
は
京
浜
東
北
線
の
複
々
線
化
、
大
宮
バ
イ
パ
ス
の
道
路
工
事
、
巨
大
な
住
宅
公
団
の
建
設
、

工
業
団
地
の
造
成
等
進

行
し
つ
つ
あ
っ
て
、
変
貌
い
ち
じ
る
し
い
も
の
が
あ
る
。
美
し
い
雑
木
林
や
松
林
が
切
り
倒
さ
れ
、

ロ
ー
ム
台
地
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
、

け
ず
り
と
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
埋
蔵
文
化
財
の
発
見
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
埋
蔵
文
化
財
と
い
っ
て
も
歴
史
の
新
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
、
多
く
は
庶
民
の
生
活
の
跡
で
あ
る
。
私
が
関
係
し
た
発
掘
作
業
も
、
多
く
は
古
代
の
住
居
祉
で
、
そ
れ
だ
け
に
先
史
時
代
の

関東地方の古代集落

集
落
の
調
査
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
。
上
尾
市
尾
山
台
、
川
越
市
震
ケ
関
で
、
大
が
か
り
な
発
掘
を
行
っ
て
大
集
落
祉
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
前
者
は
四

O
年
九
月
、
後
者
は
四
一
年
九
月
に
行
っ
た
。
両
者
と
も
百
近
く
の
住
居
祉
を
発
掘
し
た
J

こ
れ
ら
の
発
掘
の

結
果
を
中
心
に
し
て
、
関
東
地
方
の
古
代
の
集
落
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

五

領

遺

跡

5 

埼
玉
県
の
中
央
部
に
あ
る
東
松
山
市
の
五
領
遺
跡
は
金
井
塚
氏
に
よ
っ
て
①
@
③
発
掘
調
査
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
稀
に
見
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る
大
遺
跡
で
、
凡
そ
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
集
落
祉
、
遺
跡
は
自
然
の
地
形
に
よ
っ
て
、

A・

B
-
C
の
コ
一
地
区
に
区
画
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
二
年
以
来
七
回
に
わ
た
っ
て
発
掘
調
査
し
た
も
の
で
、

お
よ
そ
二
二
四
カ
所
の
古
墳
時
代
前
期
の
住
居
祉
が
出
土
し
た
。
こ
の
多

数
の
住
居
祉
は
互
に
複
合
し
あ
う
竪
穴
も
検
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
同
一
時
期
に
出
現
し
た
も
の
で
な
く
、

お
そ
ら
く
二

1

三
世
代
に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち

B
地
区
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
一
区
域
を
全
掘
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴
住
居
祉
を
二
三
カ
所
発
見
、
そ
の
う
ち
古
い
段
階
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
八
カ
所
、
新
し
い
も
の
(
古

墳
前
期
後
半
)
と
思
わ
れ
る
も
の
が
十
六
カ
所
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
最
近
東
松
山
市
凍
番
清
水
に
お
い
て
、

工
場
建
設
に
伴
っ
て
、
古
代
住
居
祉
を
発
掘
、
こ
れ
ま
た
、
金
井
塚
氏
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
も
の
で
、
七
十
余
有
の
古
代
住
居
祉
を
発
掘
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
に
は
一
辺
十
三
米
に
及
ぶ
大
建
築
の
遺
構
が
知
ら
れ
て
、

お
そ

ら
く
全
国
に
お
い
て
も
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
氏
は
い
っ
て
い
る
@
。

尾

山

J.>、
Eヨ

遺

跡

綾
瀬
川
の
支
流
に
の
ぞ
ん
で
い
る
。
ロ
ー
ム
台
地
上
に
あ
り
、
水
田
面
よ
り
の
比
高
は
三

1
四
米
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た

の
は
、

こ
こ
に
住
宅
公
団
が
千
五
百
戸
の
住
宅
を
建
設
す
る
た
め
に
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
、

」
こ
に
埋
蔵
文
化
財
が
あ
る
こ
と
を
予

知
し
て
い
た
の
で
、

工
事
に
入
る
前
に
緊
急
発
掘
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
広
大
な
面
積
に
及
ぶ
の
で
、
先
ず
最
初
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に

よ
っ
て
、
約
五
十
糎
近
く
を
全
面
的
に
け
ず
っ
て
か
ら
、
二
米
間
隔
に
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
、
そ
れ
か
ら
殆
ん
ど
全
面
発
掘
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
弥
生
時
代
末
期
の
竪
穴
住
居
祉
七

O
余
を
発
見
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
複
合
し
あ
う
竪
穴
は
わ
ず
か
で
、
出
土
し
た
土
器
に
も

ほ
と
ん
ど
相
違
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
住
居
祉
群
は
ほ
と
ん
ど
単
一
時
期
に
形
成
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。



関東地方の古代集落

O 

こ
こ
で
は
竪
穴
の
平
面
形
は
方
形
が
お
も
で
、
長
方
形
、
胴
ば
り
の
あ
る
方

形
が
若
干
存
在
し
て
い
る
。
ベ
ッ
ド
状
遺
構
を
も
っ
た
竪
穴
祉
は
七

l
八
米
の

や
や
大
形
の
家
に
多
い
。
し
か
し
大
形
の
家
は
出
土
物
が
貧
弱
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
小
形
の
竪
穴
は
意
外
に
出
土
物
が
多
い
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
o

お

尾山台遺跡 (A区)

そ
ら
く
、
大
形
の
竪
穴
祉
と
小
形
の
出
土
物
の
多
い
竪
穴
は
相
接
し
て
い
る
場

口
仁]

口

O D 

。
。

合
が
多
い
の
で
、
小
竪
穴
は
大
き
い
竪
穴
の
付
属
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
五

l
六
米
位
の
中
形
の
竪
穴
は
ベ
ッ
ド
状
構
造
を
も
つ
も
の

は
な
い
が
、
貯
蔵
穴
の
あ
る
も
の
、
比
較
的
出
土
物
の
多
い
の
が
目
に
つ
く
。

小
形
の
四
米
以
下
の
住
居
祉
が
あ
る
、
中
に
は
特
別
に
多
く
の
出
土
物
を
だ
す

第 1図

も
の
が
あ
り
、
炉
祉
も
あ
る
の
で
、
住
居
祉
と
思
わ
れ
る
が
、
特
別
に
土
器
を

ロ
ロ

0
0
 0

 

O 
S 

貯
蔵
す
る
倉
庫
に
転
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
単

に
物
置
小
屋
的
の
も
の
、
炉
祉
の
な
い
小
形
の
ピ
ッ
ト
も
あ
っ
て
、
複
雑
な
集

落
の
構
造
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

」
の
遺
跡
は
発
掘
面
積
八
千
坪
に
亘
る
広
大
な
面
積
で
、
そ
れ
を
全
面
的
に

発
掘
し
て
、
当
時
の
村
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
従
来
の
考
古
学
の

発
掘
と
は
違
っ
て
、
機
械
力
を
ふ
る
に
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
巨
視
的
な
発
掘
方
法
を
と
っ
た
た
め
に
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
た
め
に
多
少
の
脱
落
し
た
も
の
、
散
逸
し
た
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
重
箱
の
す
み
を
ほ
じ
く
る
よ
う
な
丁
寧
な
、
集
約
的
な

7 
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方
法
で
は
こ
れ
だ
け
巨
大
な
面
積
を
短
時
日
の
聞
に
発
掘
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
第
1
図
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
第
一

に
自
に
つ
く
こ
と
は
住
居
の
分
布
が
グ
ル
ー
プ
別
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o

溝
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
溝
が
何
の
溝

で
あ
る
か
は
掴
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
程
の
溝
は
今
後
の
発
掘
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
と
思
う
。
数
個
な
い

し
十
個
内
外
の
住
居
祉
が
群
を
な
L
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
小
集
団
、
家
族
集
団
の
集
っ
て
で
き
た
姿
が
、
尾
山
台
遺
跡
の
実
態
で
あ
ろ

う

こ
れ
だ
け
多
く
の
住
居
祉
が
発
見
さ
れ
た
が
、
農
耕
具
と
い
う
も
の
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
、
若
干
の
万
子
、
砥
石
は
発
見
さ
れ
て
い

る
の
で
、
す
で
に
鉄
器
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
家
が
存
在
す
る
か
ら
に
は
、
農
業
な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な

い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
当
然
台
地
の
前
面
の
低
地
に
原
始
的
な
稲
作
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ロ

l
ム
台
地
は
大
宮
台
地
の
支
正
で
、
こ
の
あ
た
り
で
、
標
高
十
五
米
内
外
、
関
東
ロ

l
ム
層
の
厚
さ
は
四

1
五
米
で
、
下
部
に

富
士
浮
石
層
が
み
と
め
ら
れ
、
そ
の
下
は
板
橋
粘
土
層
に
対
比
さ
れ
る
、
砂
岩
質
、
粘
土
質
の
淡
色
層
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
湧
水
線
で

あ
る
。発

掘
の
あ
い
聞
に
古
老
か
ら
き
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
昭
和
の
中
頃
ま
で
は
こ
の
付
近
の
水
田
は
深
田
で
、

田
植
を
せ
ず
に
実
蒔
田
で

あ
っ
た
と
の
事
で
あ
っ
た
。
現
在
大
宮
付
近
で
実
蒔
田
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
た
だ
谷
田
の
奥
に
僅
か
に
行
わ
れ
て
い
る
程
度

で
、
そ
れ
も
自
然
条
件
か
ら
で
な
く
、
入
手
不
足
の
た
め
、
労
働
力
の
調
整
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
。

さ
て
こ
う
し
た
低
地
は
原
始
的
な
水
田
耕
作
を
行
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
。
台
地
下
に
あ
る
低
地
は
水
害
の
心
配
な
く
、
早

天
に
も
水
の
か
れ
る
こ
と
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
o

こ
う
し
た
低
地
を
対
象
に
い
く
つ
か
の
家
族
集
団
が
住
み
つ
い
て
、
大
き
な
村
を
な

し
た
の
で
あ
ろ
う
。



こ
れ
だ
け
多
く
の
住
居
を
発
見
し
た
が
、
出
土
す
る
も
の
は
、
弥
生
後
期
(
前
野
町
期
を
主
と
し
て
、
若
干
の
弥
生
町
期
を
含
む
)
そ

れ
も
煮
た
き
に
使
用
し
た
も
の
が
主
で
あ
っ
た
o

特
別
な
階
層
を
示
す
よ
う
な
器
物
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
普
通
の
人
が
使
用
す
る
も

の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
大
宮
付
近
に
あ
る
普
通
の
遺
跡
と
は
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
出
土
遺
物
か
ら
み
る
と
、
ど
の
住
居
祉
も
同

じ
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
、
同
じ
よ
う
な
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
宮
市
付
近
と
い
わ
ず
、
埼
玉
県
内
に
あ
る
遺
跡

は
、
お
お
む
ね
二
、
一
ニ
個
l
数
個
内
外
の
住
居
祉
を
も
っ
零
細
な
の
が
普
通
な
の
に
、
本
遺
跡
の
如
く
、
大
規
模
な
古
代
村
落
が
発
生
し

た
。
理
由
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
⑤
@
o

霞

遺

ケ

関

跡

入
間
川
の
低
段
正
上
に
進
出
し
た
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
低
位
段
正
は
立
川
面
に
当
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
表
土
約
三
十
糎
、

ロ
ー
ム
層

約
一
・
七

l
二
米
ほ
ぼ
中
間
に
不
明
瞭
な
黒
色
帯
が
あ
る
。
こ
の
ロ

1
ム
下
は
一
米
内
外
の
砂
膿
層
で
あ
る
。
入
間
川
氾
濫
原
の
地
層
は

ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
と
砂
質
シ
ル
ト
質
よ
り
な
り
、
茶
褐
色
、
暗
褐
色
を
な
し
六

l
七
米
以
下
は
礁
よ
り
な
る
。
入
間
川
の
河
流
に
よ
る

関東地方の古代集落

も
の
で
あ
ろ
う
。
遺
跡
は
東
上
線
霞
ヶ
関
駅
よ
り
徒
歩
数
分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
東
急
不
動
産
に
よ
り
分
譲
地
を
整
地
し
た
際
に
発
見
さ

れ
た
も
の
で
、
第
一
次
、
第
二
次
発
掘
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
一
一
五
ケ
所
の
竪
穴
住
居
祉
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
弥
生
時
代
後
期

の
竪
穴
住
居
祉
は
四
五
ケ
所
、
古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴
四

O
ケ
所
、
平
安
時
代
二
八
ケ
所
、
弥
生
時
代
後
期
の
住
居
は
、
低
台
地
の
縁
辺

部
に
多
く
密
集
し
て
い
る
。
未
発
掘
区
域
が
あ
る
の
で
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
、
大
き
く
わ
け
で
、
二
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
る
こ
と

単
一
時
期
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

が
で
き
る
o

し
か
も
住
居
祉
は
相
互
に
切
り
あ
う
も
の
が
す
く
な
い
の
で
、

も
ち
ろ

9 

ん
、
若
干
の
ず
れ
の
あ
る
こ
と
は
、
現
在
の
土
器
の
研
究
か
ら
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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第2図霞ヶ関遺跡住居社分布図

四

回弥生期住居士I!:

口古墳期

回平安期



竪
穴
の
平
面
形
態
は
長
方
形
を
な
す
も
の
が
多
く
、
楕
円
も
し
く
は
隅
丸
方
形
の
も
の
は
数
が
す
く
な
い
。
竪
穴
の
面
積
は
二

0
1一一一

O
平
方
米
の
も
の
が
最
も
多
く
、

一
O
平
方
米
に
み
た
な
い
小
形
の
竪
穴
も
存
在
し
て
、
総
じ
て
大
小
の

八

O
平
方
米
を
こ
え
る
も
の
、

差
が
著
し
い
。
す
べ
て
の
竪
穴
内
に
は
柱
穴
と
炉
が
設
備
さ
れ
て
い
た
が
、
貯
蔵
穴
、

ベ
ッ
ド
状
遺
構
等
の
内
部
施
設
を
も
つ
も
の
が
す

く
な
く
、
竪
穴
の
構
造
は
一
般
に
単
純
で
あ
る
。
炉
祉
は
い
ず
れ
も
焼
土
だ
け
の
粗
末
な
つ
く
り
が
多
く
、
大
部
分
が
竪
穴
の
片
側
に
偏

し
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴
住
居
祉
は
出
土
し
た
土
器
に
よ
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
古
墳
前
期
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
住

居
祉
の
分
布
を
見
る
と
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
集
合
し
て
い
る
。
平
面
形
態
は
方
形
を
呈
す
る
も
の
が
多
く
、
長
方
形
か
ら
方
形
に
う
つ
り

か
わ
っ
て
ゆ
く
姿
が
み
ら
れ
る
竪
穴
の
規
模
に
も
大
小
の
差
が
甚
だ
し
く
、
そ
の
う
ち
に
は
十
米
四
方
に
及
ぶ
大
形
の
竪
穴
も
存
在
し
て

い
た
。
こ
の
期
の
住
居
に
は
ベ
ッ
ト
を
も
つ
も
の
や
、
貯
蔵
穴
を
も
つ
も
の
も
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
大
形
の
住
居
は
案
外
に
出

土
物
が
す
く
な
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。
中
形
の
住
居
が
思
い
の
ほ
か
に
出
土
遺
物
が
多
く
、

尾
山
台
の
場
合
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
⑦
O

尾
山
台
遺
跡
は
弥
生
末
期
の
前
野
町
期
を
中
心
と
し
た
時
代
で
、
霞
ヶ
関
遺
跡
は
、
弥
生
後
期
と
古
墳
と
奈
良
平
安
期
の
コ
一
種
の
遺
跡
が

関東地方の古代集落

重
複
し
た
遺
跡
で
あ
る
。
弥
生
末
期
の
村
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
住
居
祉
の
形
状
、
分
布
に
多
少
の
差
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は

形
状
、

大
き
さ
は
ほ
ぼ
同
形
の
も
の
が
多
い

尾
山
台
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。

同
じ
弥
生
後
期
で
も
零
細
遺
跡
の
住
居
祉
群
は
、

が
、
大
遺
跡
の
住
居
祉
群
の
住
居
祉
に
は
大
小
の
差
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
埼
玉
県
内
だ
け
で
も
尾
山
台
、
霞
関
、

五
領
、
番
清
水
の
よ
う
に
大
き
な
集
落
祉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他

11 

神
奈
川
県
三
殿
台
、
東
京
都
桐
ケ
丘
等
に
も
最
近
大
集
落
祉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
形
の
遺
跡
が
当
時
の
集
落
の
姿
で
あ
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る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
れ
は
特
殊
の
場
合
で
、
実
際
は
小
さ
い
集
落
遺
跡
が
圧
倒
的
に
多
い
。
だ
か
ら
大
集
落
祉
を
考

察
す
る
場
合
、

た
だ
そ
れ
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
る
と
、
当
時
の
真
の
姿
を
捕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
集
落
と
同
時
に
小
集
落
も

と
り
あ
げ
て
、
椋
合
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
大
集
落
と
小
集
落
と
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
か
、
小
集
落
が
自
然
的
に
大
集
落

に
成
長
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
構
造
上
の
問
題
な
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

私
が
発
掘
し
た
も
の
、

ま
た
関
係
し
た
ー
も
の
の
う
ち
二
、
三
を
と
り
あ
げ
て
、
小
形
の
集
落
に
つ
い
て
記
述
を
す
す
め
て
見
る
と
し
ょ

う

大

手口

田

遺

跡

大
宮
市
大
和
田
に
あ
る
ロ

l
ム
台
地
上
に
あ
る
遺
跡
で
あ
る
。
台
地
の
標
高
は
一
八
米
で
、
見
沼
田
圃
を
見
お
ろ
す
眺
の
ょ
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

」
こ
に
老
人
ホ
!
ム
が
で
き
る
た
め
、

整
地
作
業
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
際
住
居
祉
と
推
定
さ
れ
る
黒
色
圏
が
発
見
さ
れ
た
の

で
、
急
に
発
掘
調
査
を
行
っ
た
(
昭
和
田

O
年
七
月
)
。
そ
の
結
果
住
居
赴
六
個
を
完
掘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
一
号
住
居
祉

東
西
四
米
、
南
北
四
・
五
米

第
二
号
住
居
祉

東
西
五
・
二
米
、
南
北
五
・
二
米

貯
蔵
穴
と
思
わ
れ
る
浅
い
穴
が
あ
り
、
拡
張
の
あ
と
も
見
ら
れ
た
。

第
三
住
居
祉

東
西
五
・
三
米

l
四
・
八
米

」
の
住
居
か
ら
桂
岩
の
剥
片
が
三

O
数
片
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
三
つ
の
住
居
は
互
に
一

O
米
内
外
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、

三
角
形
の
頂
点
の
上
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
三
つ
の
住
居
か
ら
で

て
く
る
土
器
は
何
れ
も
宮
台
式
土
器
で
、
弥
生
中
期
の
住
居
祉
で
あ
る
。
こ
の
三
個
の
家
は
お
そ
ら
く
、
同
時
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と

推
定
で
き
る
。



第
四
住
居
祉

四
本
の
柱
穴
が
見
事
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
で
た
土
器
は
弥
生
後
期
の
久
ケ

東
西
四
・
五
米
、
南
北
五
米
、

原
式
で
あ
る
。
第
一
、
二
、
一
二
号
の
住
居
よ
り
後
の
住
居
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
第
四
住
居
と
接
近
し
て
、
数
米
へ
だ
た
つ

て
、
五
号
、
六
号
の
住
居
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
五
、
六
号
の
住
居
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
削
り
と
ら
れ
て
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
調

査
で
き
な
か
っ
た
が
、
久
ケ
原
期
の
も
の
で
あ
る
、
す
る
と
こ
の
四
、

五
、
六
号
の
住
居
も
、
群
を
な
し
て
い
た
三
箇
の
家
が
、
そ
れ
ぞ

れ
か
た
ま
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
、
約
千
数
百
坪
の
地
を
削
平
し
た
た
め
に
、
住
居
が
三
ケ
所
づ
っ
群
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

部
に
破
壊
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
住
居
の
分
布
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
破
壊
を
お
ぎ
な
っ
て
余
り
あ
る
と
思
う
。

ま
こ
と
に
機
械
の
力
の
偉
大
な
の
を
痛
感
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
を
人
聞
の
労
力
で
発
掘
し
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
整
然
と
古
代
の
小

さ
い
村
を
復
原
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
話
で
あ
る
。

さ
て
一
、
二
、
三
号
は
宮
台
期
(
弥
生
中
期
)
、

四
、
五
、
六
号
は
久
ケ
原
期
(
弥
生
後
期
)

の
も
の
で
あ
る
が
、

殆
ん
ど
両
者
の
間

に
住
居
そ
の
も
の
の
構
造
に
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
村
の
姿
と
し
て
は
、
宮
台
期

l
久
ケ
原
期
も
同
様
の
も
の

関東地方の古代集落

で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

さ
て
こ
の
三
戸
の
家
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
単
婚
の
家
な
の
か
、
そ
れ
と
も
同
じ
家
族
の
成
員
が
、
夫
々
別
の
家
に
住
ん

だ
も
の
な
の
か
で
あ
る
。
当
時
の
発
展
段
階
か
ら
考
え
れ
ば
、
当
然
後
者
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
個
の
家
に
住
み
う
る
成
員
は
五

人
内
外
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
十
数
人
よ
り
な
る
家
族
集
団
と
推
定
さ
れ
る
@
。

13 
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大
宮
公
圏
内
弥
生
遺
跡

こ
れ
は
昭
和
二
十
七
年
プ

l
ル
工
事
の
際
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
十
六
個
の
住
居
祉
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
完
掘
し
た

も
の
は
僅
か
二
個
で
あ
っ
た
が
、

一
号
住
居
祉
は
一
辺
五
・
五
米
の
方
形
、

五
号
住
居
祉
は
一
辺
三
・
七
米
l
三
・
九
米
の
方
形
に
近
い

も
の
、
発
掘
し
た
土
器
は
弥
生
町
か
ら
前
野
町
期
の
も
の
で
、
弥
生
後
期
も
終
り
に
近
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
確
認
し
た
住
居
祉
は
十

六
個
、

そ
れ
ぞ
れ
五
、
六
米
間
隔
で
点
在
し
て
い
た
の
で
、

」
こ
で
も
群
を
な
し
て
あ
つ
ま
っ
て
い
た
。

石
器
は
磨
製
石
斧
が
一
個
だ

け
、
木
器
類
そ
の
他
人
工
遺
物
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
土
器
は
壷
形
土
器
、
椀
形
土
器
、
高
杯
等
で
あ
る
。

遺
跡
の
ま
わ
り
に
溝
が
ほ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
溝
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
正
体
が
掴
め
な
い
。
尾
山
台
の
場
合
で
も
、
震
ケ
闘
の
場

合
で
も
、
直
溝
が
あ
っ
た
が
、
住
居
と
の
関
係
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
氏
族
集
団
を
か
こ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
と
説
く
人
も

い
る
し
、
防
禦
用
の
た
め
と
説
く
人
も
い
る
し
、
ま
だ
定
説
は
な
い
。
と
に
か
く
弥
生
式
以
降
の
遺
跡
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
も
や
や
集
団

的
に
住
居
の
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
昭
和
三
十
年
十
一
月
に
そ
の
付
近
を
発
掘
し
た
時
に
住
居
祉
を
発
掘
し
た
。
こ
の
住
居
祉
は
小
形
で
、
二
米
に
三
米
位
の
長
方

形
で
、
炉
祉
も
な
か
っ
た
。
そ
の
住
居
祉
を
か
こ
ん
で
周
溝
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
の
で
、
溝
を
め
ぐ
ら
し
た
住
居
と
推
定
し
た
が
、
そ
の

後
こ
の
種
の
遺
構
が
各
地
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
の
種
の
遺
構
は
住
居
で
な
く
、
周
溝
墓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る

と
こ
れ
は
住
居
に
対
応
す
る
墓
地
と
推
定
さ
れ
、
集
落
と
埋
葬
墓
地
と
の
関
係
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
埋
葬
遺
跡
は
共
同
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
人
的
な
性
格
が
強
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
期
に
は
特
定
の
人
の
埋
葬
方
法
が
行
わ
れ
た

こ
と
に
な
る
⑤
O



5か

時

の

村

生

代

そ
の
当
時
の
普
通
の
村
は
ど
れ
位
の
大
き
さ
の
村
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
宮
公
園
の
プ

l
ル
造
成
の
時
に
確
認
さ
れ
た
戸
数
は
十
六
個

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
同
時
に
存
在
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
弥
生
町
か
ら
前
野
町
期
に
か
け
た
聞
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
間

に
幾
度
か
家
の
興
廃
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
正
確
に
発
掘
し
た
わ
け
で
な
い
か
ら
、
新
旧
を
区
別
で
き
な
い
し
、

た
だ
漠
然
と
八

個
内
外
と
推
定
す
る
の
が
精
一
杯
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
大
宮
市
大
谷
後
遺
跡
を
発
掘
し
た
時
は
三
戸
し
か
な
か
っ
た
@
o

こ
の
時
も
県
営
住
宅
を
造
営
す
る
た
め
に
整
地
し
た
際

に
、
緊
急
発
掘
し
た
の
で
あ
る
が
、
相
当
広
い
面
積
内
(
現
在
は
県
営
住
宅
が
百
戸
近
く
た
っ
て
い
る
面
積
)

に
四
戸
の
家
が
、

ほ
ぼ
数

米
内
外
の
間
隔
で
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
三
戸
発
掘
し
た
が
、
一
二
戸
と
も
火
災
に
あ
っ
て
い
た
た
め
に
、
屋
根
型
、
梁
、
茅
と
推
定

さ
れ
る
も
の
が
焼
け
た
ま
ま
発
見
さ
れ
た
。
内
部
構
造
、
出
土
遺
物
で
は
新
旧
を
区
別
で
き
な
い
が
、

」
の
四
個
は
同
時
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
火
災
に
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
こ
を
捨
て
て
他
に
移
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
さ
な
村
は
、

関東地方の古代集落

或
る
家
族
が
夫
々
別
棟
に
わ
か
れ
す
ん
で
、
小
村
を
な
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

前
述
の
大
和
田
の
宮
台
期
の
村
、
久
ケ
原
期
の
村
と
い
い
、
大
谷
後
の
前
野
町
期
弥
生
終
末
期
の
村
と
い
い
、
こ
う
し
た
村
が
、
最
小

の
村
で
あ
り
、
家
族
が
分
立
し
て
す
ん
だ
村
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
出
土
遺
物
は
極
め
て
貧
弱
で
あ
る
し
、
竪
穴
祉
の
聞
に
は
階
層
を

示
す
よ
う
な
何
物
も
な
い
。
こ
う
し
た
村
々
が
い
く
つ
か
集
っ
て
地
縁
的
に
結
合
し
て
大
き
な
集
団
を
つ
く
れ
ば
政
治
的
な
飛
躍
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
遺
跡
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
規
模
と
同
じ
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
、
こ

15 

れ
と
い
っ
た
特
色
あ
る
遺
構
は
認
め
ら
れ
な
い
。
い
か
に
も
個
立
無
援
の
わ
び
し
さ
が
、
こ
う
し
た
零
細
な
村
の
姿
か
ら
感
じ
ら
れ
る
。
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各
家
の
内
部
か
ら
で
て
く
る
も
の
は
、
土
器
が
殆
ん
ど
で
、
特
殊
な
装
身
具
と
か
生
産
用
具
が
み
あ
た
ら
な
い
。
殆
ん
ど
各
戸
と
も
同
じ

よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
西
日
本
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
身
分
の
差
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
豪
華
な
遺
物
は
な
い
。
農
耕
生
活

に
は
い
っ
た
と
は
い
え
、
と
う
て
い
農
耕
だ
け
で
は
生
活
を
さ
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
部
分
は
採
集
生
活
に
ウ
エ
ー
ト
を
お
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

籾
痕
を
有
す
る
土
器
の
発
見
地
は

大
宮
公
園
プ
l
ル
内
遺
跡
(
前
野
町
期
)

// 

文
化
会
館
内
遺
跡
(
弥
生
町
期
)

岩
槻
市
加
倉
遺
跡

(
前
野
町
期
)

甑
が
セ
ッ
ト
と
し
て
出
土
し
た
例

大
宮
市
下
加
遺
跡

(
前
野
町
期
)

す
で
に
原
始
的
な
稲
作
が
い
と
な
ま
れ
た
こ
と
は
一
応
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
は
お
そ
ら
く
弥
生
期
か
ら
前
野
町
期
に
か
け
て
で
あ

る
。
こ
れ
は
弥
生
期
、
特
に
前
野
町
期
の
遺
跡
が
急
に
そ
の
数
を
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
て
よ
い
。

西
日
本
の
弥
生
前
中
期
の
遺
跡
に
は
石
庖
丁
が
多
量
に
発
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
米
作
農
耕
を
指
示
す
る
一
の
指
標
に
な
る
が
、
関
東
地

方
特
に
埼
玉
県
地
方
で
は
石
庖
丁
の
発
見
が
殆
ん
ど
な
い
。
関
東
地
方
で
は
弥
生
後
期
に
入
っ
て
、
稲
作
を
し
た
と
す
れ
ば
、
も
う
鉄
器

時
代
に
入
っ
た
の
だ
か
ら
、
石
庖
丁
は
す
で
に
用
い
な
か
っ
た
の
で
と
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
、
貴
重
な
鉄
器
が
一
般
の
人

々
の
聞
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
問
の
点
が
多
い
。
大
き
な
政
治
的
な
わ
く
内
に
組
み
い
れ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
鉄
器
も
手
に
入

っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
化
外
の
民
で
、
大
き
な
政
治
権
力
の
内
に
組
み
い
れ
ら
れ
な
い
庶
民
が
い
か
に
し
て
、
鉄
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で



き
た
か
を
思
う
と
、
疑
問
の
点
が
多
い
o

鉄
器
が
著
し
く
目
に
つ
く
の
は
五
領
期
以
後
古
墳
期
前
期
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
生
産
技
術
の
低
さ
、
生
産
力
の
低
さ
を
カ
バ
ー
す
る
に
は
共
同
体
を
維
持
す
る
よ
り
他
は
な
い
と
す
れ
ば
、
弥
生
期
の
村
は

家
族
単
位
の
、
そ
れ
も
一
家
族
の
村
が
普
通
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
o

東
松
山
市
の
五
領
遺
跡
に
つ
い
て
は
金
井
塚
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
、
古
代
集
落
の
構
造
の
解
明
に
前
進
を
与
え
た

も
の
で
あ
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば

B
地
区
の
住
居
祉
の
分
布
か
ら
五
号
、

一
一
一
百
万
、
三
二
百
万
、

四
八
号
は
一
様
に
新
し
い
段
階
の

一O
号、

も
の
に
く
ら
べ
て
大
形
で
あ
る
o

特
に
一
一
一
一
号
は
面
積
八
一
平
方
米
と
い
う
大
き
さ
で
、
こ
れ
ら
住
居
群
が
ほ
ぼ
半
円
状
に
分
布
し
て
い

る。
新
し
い
段
階
の
十
六
ケ
所
の
住
居
祉
に
は
、
直
径
七
|
一

O
米
の
空
地
を
か
こ
ん
で
環
状
に
配
列
し
一
つ
の
単
位
集
団
を
形
成
す
る
と

い
う
分
布
上
の
特
徴
を
認
め
る
。
個
々
の
竪
穴
は
小
形
で
あ
る
、
が
、

一
様
に
炉
を
も
ち
、
中
に
は
ベ
ッ
ド
状
の
床
や
突
堤
の
あ
る
貯
蔵
穴

を
も
っ
て
、
古
い
大
形
の
住
居
群
と
い
ち
じ
る
し
く
か
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
五
領
期
の
住
居
群
が
二
つ
の
時
期
に
大
別
さ
れ
、
各
々
の
住
居
群
の
構
造
と
分
布
に
明
確
な
相
違
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の

関東地方の古代集落

変
貌
の
背
景
に
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
歴
史
的
契
機
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。

一
三
号
住
居
は
き
わ
だ
っ
て

大
き
い
の
で
あ
る
が
、
竪
穴
の
構
造
や
出
土
遺
物
は
他
の
住
居
と
大
差
は
な
か
っ
た
。

A
区
か
ら
発
見
し
た
四
二
号
住
居
は
一
辺
一

O
米

を
こ
え
る
大
形
住
居
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
特
異
な
現
象
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
竪
穴
の
大
小
は
か
な
ら
ず
も
階

層
的
な
相
違
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
竪
穴
に
住
居
す
る
世
帯
員
の
多
寡
に
か
か
わ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後

半
の
住
居
群
が
小
型
で
あ
る
、
住
居
と
し
て
の
条
件
を
完
備
し
、

し
か
も
竪
穴
生
活
の
自
律
化
を
示
す
内
部
施
設
が
整
っ
て
い
る
こ
と

17 

は
、
先
行
し
た
住
居
群
か
ら
次
第
に
分
立
し
た
世
帯
に
か
わ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
説
い
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
五
領
遺
跡
で
確
め
ら
れ
た
単
位
集
団
は
、
埼
玉
県
内
で
も
い
く
つ
か
の
遺
跡
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
①
@
@
。

浦
和
市
一
ツ
木
遺
跡
①

縄
文
前
期
の
大
谷
場
貝
塚
、

南
浦
和
駅
付
近
は
、
最
近
武
蔵
野
線
工
事
進
行
に
伴
う
て
、
都
市
化
が
い
ち
じ
る
し
い
o

浦
和
市
で
は
四

O
年、

四
一
年
に
か
け
て
、

を
明
ら
か
に
し
た
。

一
ツ
木
遺
跡
を
発
掘
し
た
。
そ
の
結
果
、
古
墳
時
代
後
期
の
住
居
祉
群
を
発
掘
し
て
十
五
ケ
所
の
竪
穴
住
居

00 

ー♂〆♂，

こ
の
あ
た
り
は
都
市
化
が
進
ん
で
、
住
宅
が
立
ち
並
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

浦和市ーツ木遺跡

か
ら
、
既
に
住
宅
化
す
る
時
に
破
壊
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
ど
の
程
度
の
遺
跡
で

あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
今
回
の
発
掘
で
し
ら
れ
た
限
り
で
は
第
3
図
に
示
し

た
如
く
、
見
事
な
集
団
的
な
分
布
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
こ
つ
の
集
団
の
距
離
は
約
七

O
米
を
示
し
て
い
る
。
さ
て
こ
の
集
団
の
う

第 3図

ち
、
第
三
号
住
居
祉
は
や
や
大
形
で
南
北
七
・
五
米
、
東
西
七
・
三
米
で
隅
丸
方

形
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
柱
穴
は
六
本
、
貯
蔵
穴
が
二
個
、
カ
マ
ド
は
北
側
に
設
け

ら
れ
、
小
礁
を
ま
じ
え
粘
土
で
か
た
め
ら
れ
て
い
た
o

こ
の
住
居
祉
に
は
間
仕
切

が
し
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
東
京
都
志
村
遺
跡
の
住
居
祉
に
類
例
が
あ
る
。
こ
の
住
居
が
こ
の
群
の
中
心
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
出
土

物
は
他
の
住
居
と
た
い
し
た
か
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
よ
り
小
規
模
で
あ
る
が
、
一

O
号
住
居
祉
が
間
仕
切
し
た
構
造
を
示
し
て
い

る
o

住
居
中
央
部
、
焼
土
の
近
く
に
丹
彩
の
あ
っ
た
杯
形
土
器
、

さ
ら
に
三
個
の
土
玉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
o

貯
蔵
穴
を
住
居
内
に
三
個



し
つ
ら
え
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
住
居
は
、
他
の
住
居
と
く
ら
べ
て
規
模
と
い
い
内
部
構
造
か
ら
み
て
も
、
こ
の
集
団
の
中
心
的
な
住
居

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
一
群
に
対
し
、
北
方
に
あ
る
一
群
の
住
居
は
五
戸
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
右
端
の
家
か
ら
土
玉
を
出
し
て
い
る
間
仕
切
し
た
家

が
南
の
集
団
の
中
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
北
の
集
団
の
中
心
を
な
し
た
家
は
土
玉
を
出
し
た
家
と
推
定
が
で
き
、
あ
き
ら
か
に
小
集
団
は
夫

々
中
心
と
な
る
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

古

墳

時

代

の

村

古
墳
時
代
の
村
、
そ
れ
は
東
松
山
市
五
領
遺
物
で
代
表
さ
れ
る
村
で
あ
り
、
浦
和
市
一
ツ
木
の
遺
跡
の
村
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
村
に

も
数
戸
内
外
に
な
る
村
の
あ
る
こ
と
は
、
弥
生
時
代
の
村
と
か
わ
り
な
い
。
家
の
大
き
さ
は
弥
生
の
村
で
は
同
じ
大
き
さ
の
面
積
を
も
っ

家
が
多
い
が
、
古
墳
期
で
は
そ
の
始
め
の
う
ち
は
弥
生
期
と
か
わ
り
な
い
が
、
後
半
に
な
る
と
小
さ
い
家
が
多
く
な
り
、

ベ
ッ
ド
状
を
も

つ
家
や
、
間
仕
切
り
を
し
た
家
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
し
、
出
土
物
も
士
玉
と
か
玉
類
の
で
て
く
る
住
居
祉
も
あ
っ
て
、
内
容
が
充
実
し
た

関東地方の古代集落

家
が
多
い
。

家
は
小
さ
く
て
も
内
容
は
充
実
し
て
い

カ
マ
ド
が
つ
く
ら
れ
て
、

カ
マ
ド
の
近
く
に
土
器
類
を
貯
え
た
設
備
も
あ
っ
て
、

る
。
し
ば
し
ば
大
形
の
家
が
出
て
く
る
が
、
こ
う
し
た
大
形
の
家
と
い
う
の
は
、
単
に
大
き
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
ら
に
か
く

さ
れ
た
村
の
構
造
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
大
形
の
家
は
多
数
の
家
族
を
収
容
し
た
家
で
あ
る
が
、
同
時
に
余
裕
の
あ
る
家
を
示

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

出
土
物
が
す
く
な
く
て
も
、

小
さ
い
家
に
比
し
て
、

生
活
上
の
格
差
を
示
し
て
い
る
建
物
と
い
う
べ
き
で
あ

る。
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大
形
の
家
と
小
さ
い
家
と
セ
ッ
ト
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
小
さ
い
家
は
大
き
い
家
に
付
属
し
た
家
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
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る
。
浦
和
市
の
一
ツ
木
の
遺
跡
は
小
さ
い
な
が
ら
も
、

よ
く
観
察
す
れ
ば
生
活
内
容
に
変
化
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
或
る
意
味
で
階

層
分
化
へ
の
芽
生
え
が
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
弥
生
期
の
後
期
か
ら
古
墳
期
に
か
け
て
は
関
東
地
方
で
は
一
つ
の
発
展
期
で
あ
っ
た

こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
奥
東
京
湾
の
周
辺
に
、

い
い
か
え
れ
ば
、
利
根
川
、
荒
川
の
沖
積
低
地
へ
の
進
出
が
急
速
に
行
わ
れ
た
。
奥

東
京
湾
が
消
滅
し
た
け
れ
ど
も
、
長
い
間
沼
沢
地
帯
を
な
し
て
い
た
か
ら
古
代
人
に
は
手
に
負
え
な
い
自
然
で
あ
っ
た
が
、
弥
生
後
期
か

ら
、
河
道
も
安
定
し
、
自
然
堤
防
に
集
落
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
生
産
地
域
の
拡
大
が
可
能
に
な
っ
た
。
今
ま
で
は
ロ

l
ム
台

地
だ
け
が
生
産
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
弥
生
後
期
の
頃
か
ら
沖
積
地
へ
の
進
出
が
め
だ
っ
て
多
く
な
っ
て
き
た
。
古
墳
期
に
入
っ
て
、

層
、
沖
積
地
へ
の
進
出
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
事
が
や
は
り
、
そ
の
時
代
の
生
産
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
総
体
的
に
古
墳
期
の
集
落
が

増
加
し
て
き
た
。
最
近
大
宮
台
地
の
裾
に
そ
う
て
流
れ
た
古
代
荒
川
の
つ
く
っ
た
自
然
堤
防
上
に
、
多
数
の
弥
生
末
か
ら
の
古
墳
期
の
集

落
祉
が
発
掘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
⑫
⑬
O

埼
玉
大
学
は
浦
和
市
の
郊
外
の
大
久
保
地
区
に
工
事
中
で
あ
る
が
、

そ
の
構
内
に
古
代
荒
川

の
流
れ
に
で
き
た
自
然
堤
防
が
あ
る
o

そ
こ
を
発
掘
し
た
結
果
、

五
箇
の
住
居
祉
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
一
部
か
ら
土
玉
を

出
し
て
い
る
o

こ
う
し
て
、
今
ま
で
不
生
産
地
域
で
あ
っ
た
場
所
が
古
墳
期
の
頃
に
は
生
産
地
と
な
っ
た
。
や
が
て
こ
の
地
域
に
条
里
が

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ず
っ
と
後
に
な
る
。
こ
う
し
た
古
墳
期
の
発
展
は
、
沖
積
地
の
開
発
が
軌
道
に
の
り
だ
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

こ
の
自
然
堤
防
上
に
は
小
規
模
の
後
期
古
墳
群
が
立
地
し
て
い
る
o

こ
の
古
墳
群
を
築
い
た
人
々
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
自
然
堤
防
上
に

集
落
を
築
い
た
人
達
で
あ
っ
た
ろ
う
o

埼
玉
大
学
構
内
の
遺
跡
は
ほ
ん
の
一
部
を
発
掘
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
五
箇
以
上
の
住

居
祉
を
発
掘
し
て
い
る
。
今
後
機
を
得
て
発
掘
調
査
を
す
れ
ば
自
然
堤
防
上
に
大
集
落
祉
を
発
見
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
地

形
の
と
こ
ろ
に
は
、
水
の
管
理
、
水
か
ら
の
防
禦
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
、
や
が
て
後
期
古
墳
を
築
く
有
力
な
郷
戸
層
の
出
現
を
見
る



に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
o

小

遺

跡

の

大

遺

跡

さ
て
、
こ
こ
で
大
き
い
遺
跡
と
小
さ
い
遺
跡
を
と
り
あ
げ
て
、
観
察
し
て
み
よ
う
。

零
細
な
遺
跡

そ
れ
は
弥
生
中
期
か
ら
多
く
見
ら
れ
る
。
弥
生
後
期
か
ら
古
墳
期
に
な
る
と
、
大
遺
跡
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
し
、

同
時

に
零
細
な
遺
跡
、
中
間
的
な
遺
跡
も
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
単
に
自
然
的
に
小
さ
い
遺
跡
か
ら
成
長
し
て
、
大
遺
跡

に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
遺
跡
地
の
数
の
増
加
か
ら
考
え
て
も
、
大
遺
跡
地
が
ぽ
つ
ね
ん
と
し
て
出
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
大

遺
跡
が
出
現
す
る
基
礎
に
、
小
遺
跡
群
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
弥
生
期
ば
か
り
で
な
く
、
縄
文
期
で
も
、
何

れ
の
時
代
に
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
こ
の
大
遺
跡
が
立
地
す
る
の
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
な
の
か
、
こ
れ
が
歴

史
地
理
学
の
考
察
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
o

立
地
す
る
条
件
は
単
に
自
然
的
条
件
だ
け
で
き
ま
る
問
題
で
な
い
。
自
然
の
条
件
は
可

能
的
基
盤
を
与
え
る
だ
け
で
、
社
会
的
な
構
造
関
係
と
が
結
び
つ
い
て
き
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
o

関東地方の古代集落

こ
こ
で
再
び
、
小
遺
跡
と
大
遺
跡
の
構
造
上
の
問
題
を
し
ぼ
っ
て
み
る
と
し
よ
う
。
弥
生
中
期
、
縄
文
時
代
も
同
じ
だ
と
思
う
が
、
零

細
な
遺
跡
は
、
単
一
の
家
族
か
ら
な
る
村
で
あ
っ
た
。
二

l
三
戸
で
成
り
た
つ
村
は
ど
ん
な
に
多
く
み
て
も
そ
の
成
員
は
一

O
I
一
五
人

内
外
の
村
で
、
こ
れ
は
当
然
一
家
族
か
ら
な
る
村
で
あ
る
。
戸
主
を
中
心
に
、
そ
の
一
族
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
時
代
は
違
う
が
大
島

郷
の
郷
戸
は
十
数
名
ー
ー
一
一
一
十
名
内
外
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
郷
戸
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
析
は
さ
ら
に
後
に
ゆ
ず
る
と

し
て
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
単
一
家
族
か
ら
な
る
零
細
な
遺
跡
は
ま
だ
他
と
連
絡
な
く
、
孤
立
し
た
社
会
で
あ
ろ
う
。
た
だ
弱
い
地
縁
的
な
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つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
、
到
底
中
央
の
政
治
的
な
枠
内
に
く
み
い
れ
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
出
土
物
を
通
し
て
か
ら
推
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察
で
き
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
零
細
な
遺
跡
が
成
長
し
て
中
程
度
の
遺
跡
に
成
長
す
る
た
め
に
は
生
産
の
向
上
が
裏
づ
け
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

弥
生
期
の
後
期
前
の
町
期
に
い
た
っ
て
、
大
宮
公
園
内
に
あ
る
遺
跡
に
み
る
よ
う
な
中
程
度
の
遺
跡
に
な
る
。
大
宮
公
園
の
遺
跡
は
、
発

と
り
あ
え
ず
か
り
に
半
数
の
家
八
箇
が
同
時
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

掘
さ
れ
た
住
居
数
は
一
ム
ハ
個
、
も
っ
と
数
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

小
家
族
な
ら
二
つ
の
家
族
、
大
き
い
家
族
な
ら
ば
一
つ
の
家
族
が
推
定
さ
れ
る
、
即
ち
十
数
人
内
外
の
家
族
な
ら
二
家
族
、
二

O
Iコ一
O

人
の
家
族
な
ら
一
家
族
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
近
く
に
あ
る
周
溝
墓
が
発
見
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性
は
強
い
。
こ
こ

か
ら
籾
痕
を
も
っ
弥
生
期
の
土
器
も
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
す
で
に
一
部
に
は
稲
を
栽
培
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
生
産
の
裏
づ

け
が
、
こ
う
し
た
中
程
度
の
遺
跡
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
遺
跡
地
の
前
面
は
低
湿
地
で
あ
る
。
現
在
は
ボ
I

ト
池
に
な
っ
て
い
る
が
、
古
代
に
あ
っ
て
は
、
早
天
に
も
水
の
澗
れ
る
こ
と
な
く
、
洪
水
の
憂
も
な
い
、
原
始
的
稲
作
に
は
絶
好
の
場
所

で
あ
っ
た
。
籾
痕
を
出
し
た
岩
槻
市
加
倉
の
遺
跡
も
、
戸
数
十
二
戸
内
外
の
中
程
度
の
村
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
遺
跡
が
さ
ら
に
成
長
し

た
も
の
が
、
尾
山
台
の
遺
跡
で
あ
ろ
う
。
尾
山
台
は
、
弥
生
終
末
期
の
遺
跡
で
あ
る
が
、
数
家
族
か
ら
な
る
遺
跡
で
、

い
わ
ば
家
族
群
の

集
合
体
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
分
布
状
態
か
ら
、

五
領
遺
跡
に
み
る
よ
う
に
、

は
っ
き
り
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
四
ー
五
箇

の
群
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
こ
こ
に
多
く
の
家
族
集
団
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
家
族
群
が
統
一
さ
れ
る
原
理
は

何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
統
一
の
原
理
が
、
中
央
の
力
が
徐
々
に
浸
透
し
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
場
合
も
考

え
ら
れ
る
し
、
同
時
に
生
産
技
術
の
向
上
に
と
も
な
っ
て
、
多
く
の
家
族
の
共
同
化
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
尾
山
台
の

場
合
は
む
し
ろ
後
者
の
方
に
重
点
が
あ
っ
て
、
自
律
的
に
、
有
力
な
郷
戸
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
土



物
、
遺
物
か
ら
み
る
と
、
特
別
に
階
層
を
一
不
す
よ
う
な
も
の
も
な
い
し
、
特
別
に
傑
出
し
た
住
居
祉
も
な
か
っ
た
が
、

た
だ
同
じ
条
件
の

家
族
集
団
が
地
縁
的
な
つ
な
が
り
の
も
と
に
集
合
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

尾
山
台
で
は
後
に
在
地
の
豪
族
層
に
成
長
す
る
階
層
が
ま
だ
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
o

同
じ
こ
と
は
霞
ヶ
関
遺
跡
の

場
合
で
も
い
え
る
。
霞
ヶ
関
遺
跡
で
は
弥
生
後
期
の
村
と
古
墳
時
代
前
期
の
村
と
平
安
期
の
村
が
か
さ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
区
別
し
て

考
え
る
と
、
弥
生
後
期
四
二
戸
、
こ
れ
は
三
つ
の
群
に
わ
け
ら
れ
、

一
つ
は
小
さ
い
家
だ
け
七
戸
で
一
群
を
な
し
、
他
の
二
つ
は
大
小
と

り
ま
ぜ
て
一
九
戸
よ
り
な
る
も
の
と
一
六
戸
よ
り
な
る
群
に
わ
け
ら
れ
る
。
古
墳
期
前
期
の
も
の
は
二
群
に
わ
け
ら
れ
、
そ
の
一
つ
は
大

形
の
家
二
つ
を
中
心
に
一
八
戸
か
ら
な
る
も
の
と
、
小
形
の
家
一
一
一
戸
よ
り
な
る
群
と
な
り
、
他
の
一

O
戸
は
群
を
な
し
て
い
な
い
。

平
安
時
代
の
家
は
二
八
戸
、
こ
れ
は
二
つ
の
群
を
な
し
て
い
る
が
、
他
に
孤
立
し
た
家
の
あ
る
の
も
眼
に
つ
く
。
家
の
集
合
の
度
合

は
、
弥
生
期
の
も
の
が
、
最
も
強
く
、
古
墳
期
、
奈
良
平
安
期
と
集
合
の
度
合
が
ゆ
る
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
い
ほ
ど
結
合
意
識

が
強
く
、
新
し
い
も
の
は
そ
れ
が
ゆ
る
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

な
お
、
こ
の
霞
ヶ
関
遺
跡
よ
り
約
一
粁
の
所
に
牛
塚
と
い
う
前
方
後
円
墳
が
あ
る
。
こ
れ
と
集
落
の
関
係
は
現
在
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な

関東地方の古代集落

ぃ
。
こ
の
よ
う
に
霞
ヶ
関
遺
跡
も
、
数
個
の
家
族
集
団
が
あ
つ
ま
っ
て
で
き
た
共
同
体
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
古
墳
前
期
の
大
形
の
家
を
中

心
と
し
て
な
り
た
つ
群
が
、
有
力
な
郷
戸
層
を
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
o

大
形
の
家
は
多
数
の
家
族
を
有
し
た
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

れ
に
付
随
し
た
家
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
大
形
の
家
か
ら
出
土
す
る
も
の
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
に
貯
蔵
用
の
建

物
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
事
は
古
墳
期
か
ら
み
ら
れ
る
。
東
松
山
の
番
清
水
で
方
十
三
米
以
上
超
大

形
の
家
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
等
は
家
族
成
員
の
多
少
だ
け
で
は
律
し
き
れ
な
い
と
思
う
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
大
遺
跡
の
成
立
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
自
然
発
生
的
に
成
長
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
母
体
と
な
る
べ
き
有
力
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な
郷
戸
層
が
存
在
し
て
、
他
の
弱
い
家
族
集
団
を
引
き
つ
け
る
、
政
治
的
な
力
を
持
っ
た
も
の
が
い
な
け
れ
ば
、
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と

で
あ
る
。
階
層
の
差
を
示
す
だ
け
の
出
土
物
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
人
達
が
ま
た
中
央
の
政
治
力
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
竪
穴
住
居
祉
が
小
形
化
し
て
く
る
の
は
奴
稗
的
な
階
層
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
川

越
市
@
で
発
掘
さ
れ
た
、
二
米
に
み
た
な
い
小
形
の
家
は
そ
う
し
た
人
々
の
住
居
の
祉
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
そ
う
し
た
人
々
を
支
配

す
る
人
達
が
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
す
で
に
立
派
な
地
上
住
居
を
営
ん
で
い
た
か
ら
、
遺
跡
と
し
て
は
残
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ

ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
古
墳
を
き
づ
い
た
よ
う
な
人
々
の
家
は
遺
跡
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
下
総
国
蔦
飾
郡
大
島
郷
の
計
帳
に
よ
る
と
、
全
村
孔
王
部
姓
の
郷
戸
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
郷
戸
の
人
員
は
四
人
か
ら
四
一
一
人

で
あ
っ
た
。
郷
戸
数
二
こ
の
う
ち
、
成
員
十
人
以
下
は
三
戸
、

の
家
が
二
戸
、

一
O
l二
O
人
の
家
は
七
戸
、
二

O
i三
O
人
の
家
は
一

O
戸
、
コ
一
五
人

四
二
人
の
家
が
二
戸
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
員
の
人
が
す
む
家
が
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
o

妻
、
妾
、
子
、
兄
姉
、

弟
妹
、
そ
の
妻
子
、
甥
姪
、
伯
父
叔
姑
、
従
兄
姉
が
到
底
同
一
の
家
に
住
む
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
大
家
族
の
家
は
、
多
数
の

家
に
分
居
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
o

一
郷
戸
で
ご
戸
の
家
に
住
む
場
合
も
あ
ろ
う
し
、

三
O
人
の
郷
戸
で
は
中
形
の
家
な
ら
六
戸
内

外
に
分
れ
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
二
人
の
家
な
ら
七
、

八
戸
の
家
に
分
宿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
妻
と
妾
と
は
別
棟
に
い
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
複
雑
な
家
族
構
成
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
別
棟
に
住
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
竪
穴
住
居
が
集
団
群
と
し
て
発
掘
さ
れ
る
の

も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
大
島
郷
の
計
帳
は
養
老
五
年
(
七
二
一
年
)

で
土
器
形
式
は
真
間
期
後
半
で
あ
る
が
、
古
墳
終
末
期
の
集
落
に
あ
て
は
め
て
も
、

そ
う
無
理
は
な
い
と
思
う
。
小
さ
い
家
ば
か
り
あ
つ
ま
る
集
落
、
大
形
の
家
と
小
さ
い
家
が
組
み
合
っ
て
い
る
集
落
、
中
形
の
家
の
み
か



ら
な
る
集
落
、
中
形
と
小
形
の
家
が
共
存
し
て
い
る
集
落
、
色
々
な
集
落
の
形
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
家
族
構
成
が
、
集
落
の
形

態
を
投
影
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
o

関東地方の古代集落25 

最
後
に
尾
山
台
、
霞
ヶ
関
の
未
発
表
の
資
料
を
使
用
す
る
こ
と
を
快
諾
さ
れ
た
遺
跡
調
査
会
柳
田
敏
司
氏
、
早
川
智
明
氏
の
御
厚
情
に
対
し
、
さ
ら
に

東
松
山
高
校
の
金
井
塚
良
一
氏
の
五
領
遺
跡
、
番
清
水
遺
跡
に
つ
い
て
も
、
御
教
一
部
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
て
深
く
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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