
第 1部 掘立と竪穴を考える

建

物

跡

の
年

代

は

明

確

に
な

る

か
-
中
近
世
掘
立

･
竪
穴
の
年
代
決
定
の
手
続
き
-

は
じ
め
に

関
根
達
人

ββ

中
世

･
近
世
を
対
象
に
'
建
物
跡
の
年
代
決
定
方
法
を
整
理
す
る
と
と
も
に
､
建
物
の
年
代
を
明
確
に
す
る
に
は
ど
う
い
う
点
に
心
が

け
て
調
査
す
れ
ば
よ
い
か
､
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

中
近
世
の
建
物
跡
を
調
査
し
た
多
く
の
方
は
'
建
物
の
年
代
決
定
に
苦
慮
さ
れ
た
経
験
を
お
持
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

年
代
決
定
を
難
し
く
し
て
い
る
主
な
要
因
は
､
次
の
三
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

一
つ
は
建
物
に
共
伴
す
る
遺
物
が
少
な
い
こ
と
｡

ま
た
共
伴
し
た
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､
共
伴
関
係
の
認
定
自
体
に
暖
昧
さ
が
残
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
｡
二
番
目
と
し
て
は
､

北
東
北
の
城
館
跡
に
お
い
て
特
に
顕
著
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
同
じ
場
所
が
長
い
間
継
続
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
､
遺
構
の
重

複
が
激
し
く
､
個
々
の
建
物
を
抽
出
し
に
く
い
こ
と
｡
三
番
目
と
し
て
は
､
原
始

･
古
代
の
建
物
に
比
べ
て
､
階
層
性
の
問
題
を
含
め
､

建
物
の
機
能
が
分
化
し
て
い
て
､
建
物
の
型
式
と
年
代
と
が
単
純
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
｡
こ
う
し
た
点
が
､
中
世

･
近
世
の
建
物
跡
の

年
代
決
定
に
際
し
て
､

マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡



建物跡の年代観は明確になるか

最
初
に
マ
イ
ナ
ス
要
因
ば
か
り
を
あ
げ
ま
し
た
が
､
逆
に
プ
ラ
ス
要
因
は
な
い
の
か
｡
こ
こ
で
は
三
つ
ほ
ど
挙
げ
て
お
き
ま
す
｡

一
つ

は
古
文
書
や
絵
図
な
ど
文
献
史
料
､
伝
承
な
ど
の
古
記
録
が
使
え
る
こ
と
｡
こ
の
点
は
原
始

･
古
代
の
建
物
で
は
難
し
い
こ
と
で
､
有
利

な
点
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
二
つ
め
と
し
て
は
建
築
年
代
の
わ
か
る
古
建
築
物
と
の
比
較
が
可
能
な
場
合
が
あ
る
こ
と
｡
三
つ
め
は
,

整
地
や
屋
敷
を
囲
む
堀
の
掘
削
な
ど
'
建
物
の
造
営
に
際
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
土
木
工
事
が
行
わ
れ
た
結
果
､
建
物
跡
だ
け
で
な
く
建
物
に

関
連
す
る
遺
構
も
建
物
の
年
代
決
定
の
際
の
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
｡

古
文
書
や
絵
図
を
活
用
す
る
場
合
'
当
然
､
建
物
自
体
に
関
す
る
記
録
が
あ
れ
ば
良
い
わ
け
で
す
が
､
そ
う
し
た
資
料
は
な
か
な
か
あ

り
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
'
建
物
そ
の
も
の
で
な
く
て
も
､
建
物
の
居
住
者
や
建
物
を
含
む
屋
敷
､
村
に
関
す
る
記
録
も
使
え
る
で
し
ょ
う
｡

さ
ら
に
建
物
の
造
営

･
修
復

･
廃
絶
'
屋
敷
の
移
転
､
村
の
変
化
､
居
住
者
の
動
向
と
い
っ
た
も
の
に
加
え
､
間
接
的
に
で
す
が
､
火
災

･

水
害

･
地
震

･
噴
火
な
ど
'
実
際
の
発
掘
調
査
で
痕
跡
を
確
認
で
き
る
災
害
の
記
録
も
使
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
古
建
築
物

と
の
比
較
で
は
'
建
物
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
で
も
､
建
物
の
記
録
図
面
類

(新
旧
含
め
て
)
が
使
え
る
で
し
ょ
う
｡
建
物
以

外
の
遺
構
か
ら
出
土
し
た
遺
物
で
す
が
'
中
近
世
の
遺
跡
で
は
'
ほ
と
ん
ど
の
場
合
､
直
接
建
物
跡
に
伴
う
遺
物
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
の

で
､
建
物
に
付
随
す
る
諸
施
設
か
ら
出
土
し
た
遺
物
が
年
代
決
定
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す
｡

以
上
'
年
代
決
定
を
す
る
上
で
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
を
み
て
き
ま
し
た
が
'
次
に
具
体
的
に
'
建
物
跡
の
年
代
決
定
の
た
め

の
手
続
き
と
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

一

年
代
決
定
の
た
め
の
手
続
き
と
方
法

1

年
代
推
定
の
手
順
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第 1部 掘立 と竪穴を考える

通
常
､
建
物
に
関
連
す
る
遺
物
や
古
記
録
､
さ
ら
に
理
化
学
的
な
年
代
測
定
､
建
物
の
建
築
様
式
と
い
っ
た
も
の
に
も
と
づ
い
て
､
建

甜

物
跡
の
年
代
は
決
定
さ
れ
ま
す
｡
実
際
に
は
､
検
出
し
た
遺
構
の
掘
り
込
み
面
や
切
り
合
い
な
ど
か
ら
新
旧
関
係
を
捉
え
､
さ
き
ほ
ど
の

要
素
を
総
合
的
に
判
断
し
て
年
代
を
推
定
し
て
い
ま
す
｡
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
情
報
が
期
待
で
き
な
い
建
物
跡
に
関
し
て
は
､
建
物
の
方
向

や
建
物
相
互
の
位
置
関
係
な
ど
か
ら
同
時
期
に
機
能
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
建
物
を
抜
き
出
し
､
共
伴
遺
物
な
ど
か
ら
年
代
の
判
明
す

る
建
物
と
同
じ
時
期
に
あ
て
た
り
､
建
物
跡
の
変
遷
が
何
段
階
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
､
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
年
代

幅
の
中
で
建
物
の
年
代
を
限
定
し
て
い
く
と
い
う
操
作
を
す
る
と
思
い
ま
す
｡
例
え
ば
'
直
接
建
物
に
伴
う
遺
物
は
無
い
が
､
建
物
の
変

遷
が
三
時
期
捉
え
ら
れ
る
遺
跡
で
,
遺
構
外
か
ら
十
五

･
十
七

･
十
八
世
紀
と
大
き
く
三
時
期
の
遺
物
が
出
土
し
た
場
合
'
建
築
様
式
な

ど
の
点
で
特
段
矛
盾
点
が
な
け
れ
ば
､
多
少
乱
暴
な
よ
う
で
す
が
､
最
も
古
い
建
物
を
十
五
世
紀
､
中
段
階
の
建
物
を
十
七
世
紀
､
新
段

階
の
も
の
を
十
八
世
紀
と
､
比
定
す
る
で
し
ょ
う
｡

私
自
身
､
こ
の
春
ま
で
仙
台
城
の
二
の
丸
跡
の
調
査
を
担
当
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
､
次
に
そ
の
経
験
を
お
話
し
し
､
具
体
的
に
建
物

跡
の
年
代
決
定
の
手
順
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
取
り
上
げ
ま
す
の
は
､

完

九
E
]牛
か
ら
翌
九
五
年
に
か
け
て
'
東
北

大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
が
調
査
し
た
､
仙
台
城
二
の
丸
北
方
武
家
屋
敷
跡
第
4
地
点
の
遺
構
で
す
｡
こ
の
調
査
に
つ
き
ま

し
て
は
､
二
〇
〇
〇
年
に
､
セ
ン
タ
ー
よ
り
刊
行
さ
れ
ま
し
た

『
東
北
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
年
報

三

一』
に
本
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
ま
す
｡

こ
の
地
点
は
､
仙
台
城
二
の
丸
跡
の
北
側
隣
接
地
で
､
南
側
は
二
の
丸
の
外
堀
に
､
東
側
は
広
瀬
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
段
丘
崖
に

面
し
て
お
り
ま
す
｡
江
戸
時
代
に
は
､
四
､
五
〇
〇
石
ク
ラ
ス
の
家
臣
層
の
屋
敷
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
'
現
在
残
さ
れ
て
い
る
城

下
絵
図
か
ら
､
少
な
く
と
も
四
人
以
上
の
居
住
者
の
名
前
が
判
明
し
て
い
ま
す
｡
調
査
区
の
西
端
で
は
､
屋
敷
境
の
溝
や
塀
跡
が
検
出
さ

れ
,
絵
図
と
の
対
比
か
ら
､
調
査
区
の
東
西
は
ほ
ぼ

一
つ
の
屋
敷
の
そ
れ
に
相
当
し
､
屋
敷
の
半
分
近
い
面
積
を
調
査
し
た
こ
と
に
な
る
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と
思
わ
れ
ま
す
｡

屋
敷
地
は
､
東
側
の
段
丘
崖
に
向
か
っ
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
場
所
に
あ
た
り
ま
す
｡
そ
の
た
め
∵
江
戸
時
代
を
通
じ
て
部
分
的
な
整

地
が
行
わ
れ
て
お
り
､
調
査
区
の
西
側
で
は
地
山

(
6
層
)
の
1
に
直
接
近
代
以
降
の
層
が
の
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
東
側
に
は
上
か

ら
5
a
､
5

b

､
5
b

層
の
3
枚
の
江
戸
時
代
の
整
地
層
が
あ
り
ま
す

(第
1
図
)D
遺
構
の
重
複
が
著
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
整

地
層
上
面
で
の
遺
構
確
認
は
困
難
を
極
め
ま
し
た
｡
そ
の
た
め
､
残
念
な
が
ら
､
現
場
で
建
物
跡
や
柱
列
と
し
て
認
識
で
き
た
柱
穴
は
ご

く
少
数
に
と
ど
ま
り
､
調
査
後
の
図
面
整
理
の
段
階
で
､
柱
穴
の
列
び
や
柱
間
間
隔
､
柱
穴
の
形
状
や
埋
土
の
特
徴
な
ど
を
手
が
か
り
に
･

多
く
の
建
物
跡
や
柱
列
を
認
識
し
た
次
第
で
す
o
図
面
整
理
の
段
階
で
,
明
ら
か
に

三

の
建
物
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
柱
穴
を
､

必
ず
し
も
同
じ
面
で
確
認
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
｡
調
査
時
に
､
整
地
層
の
各
面
で
､
そ
の
面
か
ら
掘
り
込
ま
れ

た
遺
構
を
､
捉
え
切
れ
て
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
で
す
｡
特
に
5
a
層
1
面
で
の
遺
構
検
出
率
は
低
く
､
基
本
層
序
の
断
面
図
で
検
証
し

得
た
遺
構
以
外
は
､
現
場
で
確
認
し
た
振
り
込
み
面
は
確
実
性
を
欠
く
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
､
遺
構
を
各
面
で
十
分
に
認
識
で
き
な
か
っ
た
が
故
に
,
各
整
地
層
出
土
と
し
て
取
り
上
げ
た
遺
物
の
中
に
､
そ
の
整
地
層
を
切

っ
て

振
り
込
ま
れ
て
い
た
遺
構
の
埋
土
に
本
来
帰
属
す
べ
き
も
の
が
混
入
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
｡
結
果
的
に
､
各
整
地
層
と
遺

構
の
振
り
込
み
面
の
関
係
を
基
準
に
遺
構
の
変
遷
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
ま
し
た
｡
ま
た
､
遺
構
出
土
の
遺
物
が
概
し

て
少
な
く
､
遣
物
か
ら
遺
構
の
年
代
を
特
定
で
き
た
の
は
､
井
戸
や
1
坑
の
ご
く

表

だ
け
で
す
｡
し
た
が

っ
て
､
遺
構
の
切
り
合
い
関

係
や
､
柱
間
寸
法

･
方
位
な
ど
の
共
通
性
に
基
づ
き
､
遺
構
の
変
遷
を
想
定
し
､
そ
の
1
で
､
基
本
層
序
の
断
面
図
か
ら
掘
り
込
み
面
が

雇
実
な
遺
構
を
も
と
に
､
改
め
て
整
地
層
と
の
対
応
に
矛
盾
が
な
い
か
検
討
し
ま
し
た
｡

柱
間
寸
法
に
着
目
す
る
と
､
六
尺
五
寸
を
使
用
す
る
遺
構
は
､
全
て
六
尺
三
寸
の
遺
構
よ
り
古
い
こ
と
が
確
認
で
き
､
逆
の
切
り
合
い

関
係
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
そ
こ
で
､
時
期
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
基
準
尺
度
が
変
化
し
た
も
の
と
判
断
し
､
六
尺
五
寸
を
使
用
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1号満 2号池 (18C以降の屋敷境 の帝)

(17C代の屋敷境の清)

第 1図 仙台城二の丸北方武家屋敷跡第 4地点の基本層序模式図

(東北大学埋蔵文化財調査研究センター 2000)
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第 2図 仙台城二の丸北方武家屋敷跡第 4地点 Ⅱ期の遺構変遷園

(東北大学埋蔵文化財調査研究センター 2000)
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(東北大学埋蔵文化財調査研究センター 2000)

β∫



Ⅲa期 (17世紀末葉-18世紀前葉)

∵

･
･/

･
;.I

.～:

-..., =∴ +__I-･･'If--::

■

.J L･'76･｡h･it

Zl51I!l一tLM■

-･-I/.･tI_

J
I

日日..._｣ :5 -

∴ ､.:I.･∴ 一･.∴5 1日 Il I:iH

Ⅲbl期 (18世紀前葉～中葉)

第4Eg] 仙台城二の丸北方武家屋敷跡第4地点遺構変遷国 (2)

(東北大学埋蔵文化財調査研究センター 2000)

Lt1-6

.｢
i
･)
k
IJ･
J
L



建物跡の年代観は明確になるか

くt･〇･･-㌔ も七=

告 ロ∴ 0華
I･-･･li .･､千

∴ ー _:: i,,:i-I;I,

i

Ⅲb2期 (18世紀 中葉)

':.J√ ･'ttJtii_CL･t.i.J至ち.o

,I_.o qh 博

ミ覧 crlOG.崎 C;

.

.･
∴
･
･
..･
て

-
･.

.

′｣

1
r

12 1lJ I 10L97~1

l I I l l I
r~--～＼抄､

撃を二三二二二 二二

⊂･.一一 ＼､1▲今8月

i
r..I
卜
.･L
･ノ′
T
J
IL

l

I
i
,･
L.
亘

･
-.

d
Y.
.

LI
､､し__- ー- 一一

､〇＼

･･.=
畠

A

■
｡

r̀

r
r
h

｢

…
.し

7号LJLJI

-?:･;lI.:_-:=:I-;?-I -,

Ⅲb3期 (18世紀後菓- 19世紀中葉)

第 5図 仙台城二の丸北方武家屋敷跡第 4地点遺構変遷図 (3)

(東北大学埋蔵文化財調査研究センター 2000)
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第 1部 掘立と竪穴を考える

す
る
時
期
を
Ⅰ
期
'
六
尺
三
寸
を
使
用
す
る
時
期
を
Ⅱ
期
と
し
て
大
別
し
ま
し
た
｡

次
に
六
尺
三
寸
の
Ⅲ
期
に
関
し
て
'
ど
の
よ
う
に
細
分
し
た
か
で
す
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
切
り
合
い
関
係
と
方
位
が
役
立
ち
ま
し
た
｡

Ⅲ
期
の
主
要
な
遺
構
の
変
遷
を
第
2
図
に
示
し
ま
し
た
｡
遺
構
の
方
向
で
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
と
､
真
北
よ
り
五
度

～
一
五
度
も
西
に
大

き
く
振
れ
る
段
階
が
想
定
で
き
ま
し
た
｡
さ
ら
に
切
り
合
い
関
係
か
ら
､
こ
の
段
階
は
Ⅱ
期
の
中
で
も
最
も
古
く
'
5
a
層
に
覆
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
判
り
'
こ
れ
を
Ⅲ

a
期
と
し
ま
し
た
｡
そ
し
て
5
a
層
を
切
っ
て
掘
り
込
ま
れ
て
い
る
遺
構
か
ら
な
る
新
し
い
段
階
を
Ⅲ
b

期
と
し
て
い
ま
す
｡
Ⅲ
b
期
の
な
か
で
は
'
真
北
よ
り
三
度
前
後
東
に
振
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
切
り
合
い
関
係
か
ら
み
て
最
も
古
く
'
Ⅲ
a

期
に
後
続
す
る
こ
と
が
判
り
'
こ
れ
を
Ⅲ
b
l
期
と
し
ま
し
た
｡
残
る
遺
構
に
関
し
て
は
'
切
り
合
い
関
係
や
出
土
遺
物
か
ら
最
終
段
階

と
考
え
ら
れ
る
遺
構
を
抽
出
し
た
と
こ
ろ
'
清
が
比
較
的
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
｡
こ
れ
ら
の
溝
と
の
位
置
関
係
や
遺
物
か
ら
'
最
終

段
階
の
遺
構
を
ま
と
め
､
Ⅲ
b
3
期
と
し
ま
し
た
｡
Ⅲ
b
3
期
の
遺
構
の
方
向
に
は
幅
が
あ
り
､
果
た
し
て
同
時
期
と
し
て
良
い
か
問
題

が
残
っ
て
い
ま
す
｡
Ⅲ
b
3
期
の
溝
に
切
ら
れ
る
遺
構
や
'
Ⅲ
b
l
期
と
Ⅲ
b
3
期
と
の
間
の
'
ど
ち
ら
に
も
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
困
難

な
遺
構
を
Ⅱ
b
2
期
と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
｡
遺
構
の
方
向
は
比
較
的
ま
と
ま

っ
て
い
ま
す
｡
以
上
の
よ
う
な
方
法
で
､
検
出
遺
構
を

6
期
に
分
け
た
上
で
'
各
期
の
遺
構
に
伴
う
遺
物
か
ら
'
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
が
推
定
で
き
ま
し
た

(第
3
-
5
図
)
｡

ββ

2

遺
物
を
用
い
た
年
代
推
定

遺
物
を
用
い
た
年
代
推
定
で
は
'
遺
物
そ
の
も
の
が
も
つ
年
代
の
指
標
と
し
て
の
有
効
性
と
'
遺
物
の
出
土
状
況
が
問
題
と
な
り
ま
す
｡

中
世

･
近
世
の
遺
跡
で
は
'
編
牛
研
究
の
進
ん
で
い
る
陶
磁
器
以
外
に
も
'
初
鋳
年
の
判
る
銭
や
紀
牛
銘
資
料
な
ど
'
年
代
の
指
標
と
し

て
有
効
な
遺
物
が
期
待
で
き
ま
す
｡
東
北
地
方
の
中
近
世
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
陶
磁
器
の
編
牛
研
究
に
つ
き
ま
し
て
は
'
主
要
な
も
の

の
文
献
名
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
の
で
'
そ
れ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
｡
こ
こ
で
は
'
建
物
跡
の
年
代
を
推
定
す
る
た
め
は
､
遺
物
の
出
土



建物跡の年代観は明確になるか

状
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
か
､
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
0

中
近
世
の
遺
跡
で
検
出
さ
れ
る
主
要
な
建
物
跡
は
､
掘
立
､
礎
石
立
'
竪
穴
に
分
類
さ
れ
ま
す
｡
こ
の
う
ち
'
竪
穴
に
関
し
て
は
､
皆

さ
ん
ご
存
知
の
'

一
九
六
六
年
に
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
か
ら
出
さ
れ
た

『
発
掘
調
査
の
手
引
き
』
に
'
出
土
遺
物
か
ら
年
代
決
定
す
る

際
の
手
続
き
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
｡
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
､
次
に
引
用
し
て
み
ま
す
｡

｢床
に
密
着
し
て
い
る
土
器
が
同

一
型
式
の
土
器
で
あ
る
場
合
は
竪
穴
が
土
器
型
式
の
年
代
に
ぞ
く
し
た
と
判
断
し
て
よ
い
｡
2
型

式
以
上
の
土
器
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
数
､
保
存
程
度
､
破
片
の
大
小
､
そ
の
発
見
位
置
な
ど
で
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
竪
穴
付
近
に
､
古
い
型
式
の
破
片
が
み
ら
れ
'
混
入
の
可
能
性
が
あ
り
う
る
場
合
は
'
そ
の
竪
穴
は
新
し
い
型
式
に
属
す
る
と
考

え
る
方
が
よ
い
｡
竪
穴
は
壁
に
近
い
部
分
か
ら
埋
ま

っ
て
い
く
｡
新
し
い
型
式
が
竪
穴
中
央
部
に
多
く
検
出
さ
れ
れ
ば
､
竪
穴
が
古

い
方
の
型
式
に
属
す
る

1
つ
の
可
能
性
を
示
す
O
竪
穴
内
部
の
炉
に
い
け
て
あ
る
土
器
'
貯
蔵
用
ピ
ッ
ト
に
は
い
っ
て
い
る
土
器
も

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

そ
の
竪
穴
の
年
代
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
｡
柱
穴
内
部
の
土
に
混
入
し
て
い
る
土
器
片
は
必
ず
し
も
竪
穴
の
年
代
を
示
す
と
は
言
い

き
れ
な
い
｡
｣
(傍
点
は
引
用
者
)

引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
'
竪
穴
で
あ

っ
て
も
柱
穴
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
も

っ
て
建
物
の
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
危
険
な
わ
け
で
､

そ
れ
と
同
じ
こ
と
は
､
擁
立
や
礎
石
立
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
で
は
掘
立
や
礎
石
立
建
物
の
年
代
を
遺
物
の
ほ
う
か

ら
ど
の
よ
う
に
推
定
す
れ
ば
よ
い
の
か
｡

さ
き
ほ
ど
の
榊
原
さ
ん
や
佐
々
木
さ
ん
の
話
の
な
か
で
掘
立
柱
建
物
跡
の
調
査
方
法
が
出
て
き
ま
し
た
｡
掘
立
柱
建
物
に
関
し
て
は
'

一
九
三
四
年
に
始
ま
る
法
隆
寺
解
体
修
理
工
事
に
お
け
る
東
院
礼
堂
の
地
下
調
査
が
き

っ
か
け
と
な
り
､
柱
を
据
え
た
際
の
掘
方
の
検
出

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら
七
〇
年
近
い
年
月
が
経
過
し
て
い
ま
す
が
'
そ
の
後
'

7
九
五
四
年
に
始
ま
る
平
城
京
の

発
掘
調
査
や
､

t
九
七
五
年
の
伯
書
国
庁
第
三
次
調
査
な
ど
を
経
て
'
い
ま
や
柱
の
振
り
方
'
柱
痕
､
柱
の
抜
き
取
り
穴
な
ど
の
検
出
は
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第 1部 掘立 と竪穴を考える

全
国
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
｡
し
か
し
､
柱
穴
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
建
物
の
年
代
に
ど
う
結
び
つ
け
て
考
え
る
か

に
つ
い
て
は
'
個
々
の
調
査
現
場
の
担
当
者
間
や
調
査
機
関
毎
に
話
し
合
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
､
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
見
な

さ
れ
て
い
る
の
か
'
公
に
正
面
か
ら
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
文
章
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
の

一
方
で
､
大
部
分
の
報
告

書
に
は
､
柱
穴
の
ど
の
部
分
か
ら
遺
物
が
出
土
し
た
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
､
本
来
遺
物
が
､
柱
痕
内
､
掘
り
方
､
抜
き
取
り
穴
の

い
ず
れ
に
帰
属
し
て
い
た
か
を
報
告
書
で
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
ま
せ
ん
｡

一
口
に
建
物
跡
に
関
係
し
て
出
土
し
た
遺
物
と
い
っ
て
も
､
埋
納

･
遺
棄
さ
れ
た
遺
物
と
単
な
る
流
れ
込
み
と
は
当
然
な
が
ら
扱
い
が

ま
っ
た
く
異
な
る
わ
け
で
す
｡
遺
物
が
建
物
の
ど
の
場
所
か
ら
出
土
し
た
か
と
い
う
点
も
重
要
な
問
題
で
す
｡
偶
然
遺
構
内
に
流
れ
込
ん

だ
遺
物
や
整
地
に
用
い
ら
れ
た

｢不
要
品
｣
に
も
と
づ
き
建
物
の
年
代
を
推
定
す
る
場
合
に
は
'
建
物
跡
と
の
関
係
で
よ
り
厳
密
に
出
土

状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
｡
｢柱
穴
か
ら
出
土
し
た
遺
物
｣
と

一
口
に
片
づ
け
て
し
ま

っ
て
は
駄
目
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
｡そ

こ
で
実
際
に
建
物
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
あ
わ
せ
て
､
次
の
E
]
つ
に
分
け
て
み
た
ら
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

①
建
物
が
作
ら
れ
る
際
に
流
れ
込
む
か
再
利
用
さ
れ
た
遺
物

(建
物
の
年
代
は
最
新
の
遺
物
の
年
代
以
降
)

整
地
層
出
土
の
遺
物
や
､
柱
の
掘
り
方
や
根
石

･
礎
石
の
掘
り
方

(据
え
方
)
出
土
の
遺
物
な
ど
が
相
当
し
ま
す
｡
建
物
の
造
営
に
先

だ

っ
て
行
わ
れ
た
整
地
層
等
に
は
､
建
物
が
造
営
さ
れ
る
以
前
に
使
わ
れ
て
い
た
遺
物
が
偶
然
混
じ
っ
て
い
た
り
､
あ
る
い
は
整
地
に
再

利
用
す
る
た
め
に
不
要
に
な

っ
た
瓦
を
意
識
的
に
交
ぜ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
｡
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
こ
れ
ら
の
遺
物
の
示
す
年

代
は
､
単
に
建
物
の
年
代
よ
り
も
古
い
と
い
う
だ
け
で
､
必
ず
し
も
両
者
が
近
い
と
い
う
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
中
世
の
据
立
柱
が
縄
文

時
代
の
遺
物
包
含
層
を
掘
り
込
ん
で
い
れ
ば
､
柱
穴
の
な
か
に
縄
文
土
器
や
石
器
が
入
っ
て
い
て
も
何
ら
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
U

整
地

に
使
わ
れ
た
瓦
の
分
析
な
ど
か
ら
､
含
ま
れ
る
瓦
が
あ
る
建
物
の
解
体
に
伴

っ
て
発
生
し
た

一
括
資
料
で
あ
る
な
ど
の
証
明
が
な
さ
れ
た

90



建物跡の年代観は明確になるか

場
合
に
は
じ
め
て
､
整
地
層
の
上
に
立

つ
建
物
の
年
代
を
整
地
層
中
の
瓦
の
年
代
に
近
い
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
｡

②
建
物
の
建
造
か
ら
廃
絶
ま
で
の
間
に
埋
納

･
埋
設

･
遺
棄
さ
れ
た
遺
物

(遺
物
の
年
代
-
建
物
の
年
代
)

地
鎮
関
連
遺
物
､
柱
や
建
物
に
附
属
す
る
井
戸
の
井
戸
枠
な
ど
施
設
の
-
部
を
構
成
す
る
遺
物
が
相
当
し
ま
す
｡
地
鎮
関
連
遺
物
で
は
､

輪
宝
墨
書
土
器
や
古
銭
の
出
土
事
例
が
比
較
的
多
い
よ
う
で
す
O
か
わ
ら
け
の
編
牛
や
銭
の
研
鋳
牛
が
建
物
の
年
代
を
推
定
す
る
際
に
有

効
で
す
｡
近
年
､
柱
な
ど
の
建
築
部
材
や
井
戸
枠
な
ど
を
年
輪
年
代
測
定
す
る
事
例
が
増
え
て
い
ま
す
が
､
詳
細
な
観
察
を
行

っ
た
上
で

古
材
を
転
用

･
再
利
用
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
か
ど
う
か
確
か
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

③
建
物
廃
絶
時
な
い
し
そ
の
直
後
に
遺
棄
な
い
し

一
括
廃
棄
さ
れ
た
遺
物

(遺
物
の
年
代
=

建
物
の
年
代
)

い
わ
ゆ
る
床
面

一
括
遺
物
な
ど
が
相
当
し
ま
す
｡
残
念
な
が
ら
､
中
近
世
の
遺
跡
で
は
ご
く
稀
で
す
｡

④
建
物
の
廃
絶
後
に
流
れ
込
ん
だ
遺
物

(遺
物
の
年
代
が
必
ず
し
も
建
物
の
年
代
で
は
な
い
)

礎
石
や
柱
の
抜
き
取
り
穴
出
土
遺
物
､
竪
穴
の
覆
土
の
遺
物
､
雨
落
溝
の
遺
物
な
ど
が
相
当
し
ま
す
｡
建
物
と
関
係
の
な
い
新
旧
様
々

な
年
代
の
遺
物
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
｡
遺
物
の
年
代
が
あ
る
程
度
収
欽
す
る
場
合
に
は
､
建
物
の
年
代
に
結
び
つ
け
る
こ
と

も
可
能
で
す
が
､
建
築
様
式
や
遺
構
の
切
り
合
い
関
係
な
ど
､
必
ず
遺
物
以
外
の
点
を
十
分
に
検
討
し
'
慎
重
に
判
断
す
べ
き
で
す
｡
た

だ
し
建
物
が
火
災
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
､
建
物
周
辺
か
ら
出
土
し
た
被
勲
痕
の
あ
る
遺
物
は
､
建
物
の
廃
絶
年
代
を
示

す
も
の
と
し
て
重
要
で
す
｡

3

古
記
録
な
ら
び
に
自
然
科
学
的
分
析
手
法
を
用
い
た
年
代
推
定

こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
あ
ま
り
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
.
た
だ

一
つ
提
言
と
し
て
､
降
下
火
山
灰
の
扱
い
が
あ
り

ま
す
｡
今
や
先
史
考
古
学
の
分
野
で
は
､
火
山
灰
は
年
代
の
基
準
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
で
す
し
､
近
世
で
も
宝
永
四
年

(
一
七
〇
七
)
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第 1部 掘立と竪穴を考える

に
噴
火
し
た
富
士
山
の
宝
永
火
山
灰
は
'
江
戸
考
古
学
の
中
で
年
代
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
中
近
世
に
東
北
地
方
の
火
山
が

噴
火
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
､
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
例
え
ば
'
現
在
私
の
住
ん
で
お
り
ま
す
弘
前
の
場
合
で
す
と
､
岩
木

山
は
江
戸
時
代
に
噴
火
が

〓

l回
､
水
蒸
気
爆
発
と
思
わ
れ
る
も
の
が

一
四
回
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
他
､
岩
手
山
､
鳥
海
山
へ
栗

駒
山
な
ど
多
く
の
火
山
が
中
世
以
降
も
噴
火
し
て
い
ま
す
｡
中
近
世
遺
跡
の
調
査
の
中
で
火
山
灰
ら
し
い
も
の
が
な
い
の
か
ど
う
か
､
も

う

一
度
､
現
場
に
立
ち
戻
っ
て
確
か
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡

一
箇
所
で
見
つ
か
れ
ば
､
そ
れ
が
引
き
金
と
な

っ
て

次
々
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
｡
た
と
え
す
ぐ
に
噴
出
源
や
年
代
を
特
定
で
き
ず
と
も
へ
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
て
い
け
ば
'

次
第
に
噴
出
源
や
噴
出
年
代
を
絞
り
込
ん
で
い
け
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
｡
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4

建
築
様
式
に
よ
る
年
代
推
定

最
後
に
建
築
様
式
に
よ
る
年
代
推
定
で
す
が
､
建
築
史
の
分
野
で
は
､
佐
藤
巧
先
生
の

『
近
世
武
士
住
宅
』
､
草
野
和
夫
先
生
の

『
東

北
民
家
史
研
究
』
な
ど
の
研
究
が
参
考
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
｡
考
古
学
サ
イ
ド
で
は
'
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
の
松
嶋
直
美
さ

ん
が
行

っ
た
､
福
島
県
浜
通
り
地
方
に
お
け
る
撮
立
柱
建
物
跡
の
柱
間
寸
法
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
が
注
目
さ
れ
ま
す

(第
6
図
)｡
松

嶋
さ
ん
の
研
究
や
､
仙
台
城
二
の
丸
北
方
武
家
屋
敷
跡
の
調
査
成
果
が
示
す
と
お
り
､
特
定
の
地
域
の
な
か
で
議
論
す
る
場
合
､
柱
間
寸

法
は
建
物
の
年
代
を
推
定
す
る
際
の
指
標
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
今
後
､
地
域
ご
と
に
建
物
の
柱
間
寸
法
を
測
り
､
時

代
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡
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第 6図 福島県浜通地方における掘立柱建物の柱間寸法の変遷 (松嶋 2000)
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二

今
後
の
課
題

今
後
の
課
題
と
し
て
二
つ
ほ
ど
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
｡

一
つ
は
､
調
査
方
法
の
改
良
に
つ
い
て
で
す
｡
や
は
り
､
年
代
決
定
は
遺
物
で
行
う
場
合
が
多
い
わ
け
で
す
か
ら
､
現
場
で
遺
物
の
出

土
状
況
を
的
確
に
把
握

し
､
如
何
に
報
告
書
に
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
建
物
の
年
代
を
推
定
し
､
さ
ら
に
第
三
者
が
そ
れ
を
検
証

す
る
上
で
重
要
な
カ
ギ
と
な
る
わ
け
で
す
｡
柱
穴
を
調
査
す
る
際
に
は
､
柱
穴
に
関
し
て
建
物
の
造
営
か
ら
廃
棄
に
至
る
プ

ロ
セ
ス
を
復

元
す
る
よ
う
に
心
が
け
､
柱
穴
か
ら
出
土
す
る
遺
物
が
ど
の
部
分
か
ら
ど
の
よ
う
な
状
態
で
出
土
し
た
の
か
､
と
い
う
こ
と
を
報
告
書
に

明
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
柱
穴
の
中
に
遺
物
が
あ
る
こ
と
自
体
､
何
と
も
思
わ
な
い
こ
と
が
お
か
し
い
の
で
す
｡
な
ぜ
柱
穴

に
遺
物
が
入
っ
て
い
る
の
か
､
と
い
う
点
を
考
え
た
上
で
遺
物
を
遺
構
の
年
代
推
定
に
使
う
べ
き
で
し
ょ
う
｡

二
番
目
に
は
､
建
物
跡
自
体
の
型
式
編
年
を
も
っ
と
整
備
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
｡
考
古
学
的
に
議
論
可
能
な
建
築
様
式
か
ら

ど
の
程
度
､
建
物
の
年
代
が
推
定
で
き
る
の
か
｡
遺
物
な
ど
か
ら
年
代
の
明
確
に
な
っ
た
建
物
跡
を
各
地
域
ご
と
に
地
道
に
集
成
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
も
う
少
し
型
式
編
年
が
で
き
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
そ
の
た
め
に
は
当
然
な
が
ら
､
調
査
現
場
で
き
ち
ん

と
柱
穴
を
検
出
し
､
で
き
る
限
り
正
確
に
建
物
を
抽
出
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
わ
け
で
す
が
-
-

｡

最
後
に
突
飛
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､

1
つ
だ
け
付
け
加
え
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
､
絵
図
や
絵
巻
な
ど

に
描
か
れ
た
建
物
に
関
し
て
､
そ
の
跡
の
発
掘
調
査
が
行
え
れ
ば
､
柱
穴
群
か
ら
上
屋
構
造
を
推
定
し
､
さ
ら
に
復
元
さ
れ
た
建
物
の
型

式
か
ら
年
代
を
推
定
す
る
た
め
の
有
効
な
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
研
究
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
｡
東
北
地
方
で
中
世
の
建
物
を

描
い
た
も
の
と
し
て
は
､
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
､
平
泉
町
中
尊
寺
讃
衡
蔵
所
蔵
の

｢陸
奥
国
骨
寺
村
絵
図
｣
が
現
在
知
ら
れ

9j



建物跡の年代観は明確になるか

る
唯

一
の
も
の
で
す
｡
こ
の
絵
図
面
は
詳
細
図
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
簡
略
な
絵
図
の
二
枚
が
残
さ
れ
て
お
り
､
最
近
の
研
究
で
は
,
と
も

に
鎌
倉
時
代
後
半
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
絵
図
に
描
か
れ
た
中
尊
寺
経
蔵
別
当
領
骨
寺
村
は
'
現
在
の

7
関
市
厳
美
町
字

駒
形
'
中
川
'
若
井
原
'
要
害
'
沖
要
害
､
若
神
子
'
真
坂
の
平
野
部
周
辺
に
相
当
し
ま
す
｡
地
形
を
手
が
か
り
に
'
絵
図
に
描
か
れ
た

骨
寺
村
を
現
在
の
地
図
の
上
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
｡
実
際
に
絵
図
で
建
物
が
描
か
れ
て
い
る
場
所
を
掘

っ
て
み
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
｡
掘

っ
て
み
て
絵
図
に
描
か
れ
た
よ
う
な
建
物
跡
を
検
出
で
き
れ
ば
'
ま
さ
に
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
研
究
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
有

効
な
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
｡
近
世
の
古
民
家
に
関
し
て
は
'
各
地
で
保
存
の
た
め
の
解
体

･
移
築
が
盛
ん
で
す
が
'
残
念
な
が
ら
,
対

象
と
な
る
建
物
の
基
礎
構
造
に
関
す
る
考
古
学
的
調
査
記
録
が
不
十
分
な
よ
う
で
す
｡
中
近
世
の
建
物
跡
の
場
合
'
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
研
究

が
行
い
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
う
し
た
研
究
が
少
な
く
'
そ
れ
が

一
つ
ネ

ッ
ク
に
な

っ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
て
,
付
け
加
え

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
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