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一
､
は
じ
め
に

今
日
､
考
古
学
の
世
界
で
も
菅
江
真
澄
の
評
価
は
総
じ
て
高
い
｡

菅
江
真
澄
の
考
古
学
的
業
績
を
初
め
て
評
価
し
た
の
は
'
パ
リ
で

フ
ラ
ン
ス
先
史
学
を
学
び
'
日
本
の
先
史
文
化
研
究
に
大
き
-
寄
与

し
た
中
谷
治
字
二
郎
で
あ
っ
た
｡
中
谷
は
'
我
が
国
の
先
史
学
の
歩

み
を
振
-
返
る
な
か
で
'
土
器
の
発
見
史
に
関
し
て
真
澄
の
著
作
に

す
み
か
の
やま

つ
が
ろ
の

触
れ
た

(中
谷

一
九
三
五
)｡
中
谷
は
'
『
栖

家

能

山

』

･
『追
村

呂

能

つ
と

し
ん
こ
いわ
いべ
ひ
んる
い
のか
た

適

度

〒
『
新

古

祝

棄

品

類

之

図

』

を
挙
げ
'
そ
れ
ら
を
通
し
て
'
真

澄
が
'
①
今
日

｢縄
文
土
器
｣
と
よ
ぶ
も
の
を
祝
部
と
同
類
の
古
代

遺
物
と
認
識
し
て
い
た
'
②
そ
れ
ら
を
様
式
上
'
亀
ケ
岡
遺
跡
か
ら

み
か
べ

出
土
す
る
土
器
と
同
類
の
も
の

(｢亀
ケ
岡
式
土
器
｣
)
と
'
美

加

幣

の
よ
ろ
ひ

乃

輿

呂

比

(棄
甲
)
と
に
分
別
し
て
い
た
'
③
亀
ケ
岡
遺
跡
か
ら
出

土
す
る
土
器
と
同
類
の
も
の

(｢亀
ケ
岡
式
土
器
｣
)
に
つ
い
て
は
'

え
ぞ
ち

ね
も
ろ

同
様
の
も
の
が
蝦

夷

国

の
禰

母

呂

(北
海
道
根
室
市
)
か
ら
も
掘
り

出
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
蝦
夷
の
製
作
し
た
遺
品
と
の
判
断
に

到
っ
て
い
る
と
指
摘
し
'
年
代
を
理
解
し
た
上
で
使
用
民
族
の
仮
説

ま
で
提
示
し
た
点
を
高
-
評
価
し
た
｡
清
野
謙
次
は
真
澄
を
江
戸
時

代
に
於
け
る
最
多
数
の
縄
文
土
器
発
見
者
と
評
価
す
る

一
方
'
真
澄

が

｢縄
文
土
器
｣
を
蝦
夷
の
作
っ
た
祝
部
土
器
と
考
え
て
い
た
と
指

摘
し
た

(清
野

一
九
五
四
)
｡
⑦
の
点
に
関
し
て
は
'
内
田
武
志
も

｢
こ
ん
に
ち
'
縄
文
土
器
と
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
出
土
の
土
器
の
型
式

に
'
真
澄
は
自
己
の
観
察
で
そ
れ
を
寒
百

･
花
牧
型
の
も
の
と
､
亀

ケ
岡
型
の
も
の
と
に
判
然
と
分
類
し
て
い
る
の
は
卓
見
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
述
べ
'
中
谷
と
同
様
の
評
価
を
下
し
て
い
る

(内
田

･
宮
本
編

一
九
七
三
b
)｡

今
日
の
考
古
学
上
の
菅
江
真
澄
の
評
価
は
'
元
を
辿
れ
ば
'
戟
前

に
行
わ
れ
た
中
谷
の
先
史
学
研
究
に
た
ど
り
着
-
わ
け
だ
が
'
戦
後

の
日
本
考
古
学

･
古
代
史
研
究
の
進
展
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
場

合
'
そ
う
し
た
評
価
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
も
そ
も
真
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澄
の
時
代
に
は

｢縄
文
土
器
｣
や

｢土
偶
｣
と
い
っ
た
概
念
は
存
在

せ
ず
､
真
澄
の
措
い
た

｢縄
文
土
器

･
土
偶
｣
を
は
じ
め
か
ら
そ
う

し
た
枠
の
中
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
｡

約
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
真
澄
が
取
り
上
げ
た
亀
ケ
岡
遺
跡
や
三
内

丸
山
遺
跡
は
､
縄
文
文
化
を
代
表
す
る
遺
跡
と
し
て
今
や
全
国
に
そ

の
名
が
知
ら
れ
､
地
元
で
は
そ
れ
ら
を
核
に
､
北
日
本
の
縄
文
遺
跡

を
世
界
遺
産
に
登
録
し
よ
う
と
の
動
き
も
出
始
め
た
｡

本
稿
で
は
､
真
澄
が
描
い
た

｢縄
文
土
器
｣
と

｢土
偶
｣
を
取
-

上
げ
､
そ
れ
ら
の
資
料
評
価
を
行
う
と
と
も
に
､
真
澄
の
歴
史
認
識

に
つ
い
て
考
え
る
｡

二
､
栖
家
能
山
に
描
か
れ
た
｢縄
文
土
器
｣
と
｢土
偶
｣

今
日
残
さ
れ
て
い
る
真
澄
の
著
作
の
中
で
､
縄
文
土
器
や
土
偶
を

措
い
た
も
の
と
し
て
は
､
寛
政
八

(
一
七
九
六
)
年
四
月

一
四
日
､

現
在
の
青
森
市
三
内
を
訪
れ
た
際
､
渠
の
ほ
と
-
か
ら
出
土
し
た
も

の
の
記
録
が
載
せ
ら
れ
た

『栖
家
龍
山
』
が
最
も
古
い
｡

三
内
の
出
土
品
に
関
す
る
絵
は
三
葉
あ
る

(図

1
-
3
)｡

図
1
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
'
そ
の
型
式
学
的
特
徴
か
ら
み
て
､

縄
文
時
代
中
期
の
円
筒
上
層

C式
土
器
の
口
綾
部
破
片
と
考
え
ら
れ

る
｡
台
形
状
突
起
と
そ
の
下
に
あ
け
ら
れ
た
孔
､
口
縁
部
を
巡
る
粘

土
紐
の
貼
-
付
け
と
そ
の
間
に
充
填
さ
れ
た
円
形
の
刺
突
な
ど
､
そ
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の
特
徴
を
良
-
捉
え
て
い
る
｡
真
澄
は
三
内
か
ら
は

｢瓦
陶
の
ご
と

な
る
も
の
｣
が
掘
り
出
さ
れ
る
と
し
'
｢其
形
は
頚
鎧
の
ご
と
L
t

所
謂
峰
延
ち
ふ
も
の
に
似
た
り
'
美
加
幣
乃
輿
呂
比
と
い
ひ
し
や
'

ミカベノヨロヒ

嚢
甲
な
ら
ん
｣
と
記
し
て
お
り
'
そ
れ
が

｢器
｣
で
あ
る
と
は

三
二ロ

も
述
べ
て
い
な
い
｡

図
2
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
'
土
偶
の
頭
部
と
体
部
の
破
片
で
あ

る
｡
こ
の
う
ち
休
部
破
片
の
ほ
う
は
'
円
筒
上
層
式
土
器
に
伴
な
う

｢板
状
｣
あ
る
い
は

｢十
字
形
｣
土
偶
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
､
縄
文

原
体
押
圧
に
よ
る
直
線
文

･
波
状
文

･
渦
巻
状
文
が
認
め
ら
れ
る
｡

頭
部
破
片
の
ほ
う
は
か
な
-
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
'

一

見
し
た
と
こ
ろ
円
筒
土
器
に
伴
う
土
偶
に
は
見
え
な
い
｡
顔
の
表
現

は
比
較
的
写
実
性
に
富
む
｡
額
の
中
央
に
は
円
形
の
小
さ
な
突
起
ら

し
き
も
の
が
措
か
れ
て
い
る
が
'
そ
の
よ
う
な
土
偶
は
類
例
を
知
ら

な
い
｡
円
筒
上
層

C
･
d
式
期
に
は
比
較
的
写
実
的
な
顔
を
も
つ
土

偶
が
存
在
す
る
も
の
の
'
そ
れ
ら
と
は
大
分
様
相
が
異
な
り
'
ま
る

で
和
人
が
措
-
と
こ
ろ
の
蝦
夷
の
顔
の
よ
う
で
あ
る
｡

図
3
は
板
状

(十
字
形
)
土
偶
の
休
部
破
片
の
可
能
性
が
あ
る
が
､

よ
-
分
か
ら
な
い
｡

真
澄
は
こ
れ
ら
の
土
偶
に
対
し
て
'
埴
輪
起
源
説
話
と
し
て
有
名

な
日
本
書
紀
垂
仁
天
皇
三
二
年
七
月
の
皇
后

･
日
葉
酢
媛
命
の
陵
墓

の
条
に
登
場
す
る
野
見
宿
禰
伝
説
を
引
用
し
､
｢多
氏
母
乃
｣
=

｢埴

輪
｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
｡
『栖
家
能
山
』
で
は
'
三
内
か
ら
出

は
に
わ

土
し
た
土
偶
の
頭
に

｢波
適

王

｣
と
の
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
｡

残
念
な
が
ら
､
『栖
家
能
山
』
の
原
本
は
所
在
不
明
で
'
秋
田
県

立
図
書
館
所
蔵
の
写
本
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
の
写

本
に
あ
る
絵
が
ど
の
-
ら
い
忠
実
に
真
澄
の
観
察
し
た
土
器

･
土
偶

を
表
現
し
て
い
る
か
は
判
ら
な
い
｡
し
か
し
'
円
筒
土
器
に
比
べ
れ

ば
土
偶
頭
部
の
表
現
が
リ
ア
ル
さ
を
欠
い
て
い
る
点
は
確
か
で
あ
り
'

そ
れ
は
真
澄
の
手
に
な
る
原
本
の
段
階
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
｡
真
澄
の
描
-
土
偶
に
は
'
そ
れ
に
対
す
る
真
澄
自
身
の
歴

史
認
識
が
加
味
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

三
､
外
浜
奇
勝
に
描
か
れ
た
｢縄
文
土
器
｣

『外
浜
奇
勝
』
に
は
､
寛
政
八

(
一
七
九
六
)
年
七
月
二
日
か
ら

翌
三
日
に
か
け
訪
れ
た
'
現
在
の
つ
が
る
市
館
岡
に
あ
る
亀
ケ
岡
遺

跡
か
ら
出
土
す
る
土
器
に
関
す
る
記
述
と
土
器
二
点
を
描
い
た
絵

(図
4
)
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
真
澄
は
亀
ケ
岡
か
ら

｢瓶
子
'
小

タ
タジ
リ

イ
ワヒ
ベ

嚢
'
小
壷
､
天
の
手
扶
'
祝
瓶
や
う
の
'
い
に
L
へ
の
陶
の
か
た
し

た
る
う
つ
は
｣
が
出
土
す
る
と
し
､
宿
泊
し
た
館
岡
の
家
で
は
亀
ケ

岡
か
ら
掘
り
出
し
た
と
思
わ
れ
る

｢缶

(ほ
と
き
)
の
形
し
た
る
小

瓶
｣
を
唾
壷
と
し
て
用
い
て
い
る
と
記
し
た
｡
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図3 青森市三内出土の土偶 ?図4 亀ケ岡遺跡出土土器
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図
4
に
は
縦
に
条
が
走
る
縄
文
が
施
文
さ
れ
た
壷
形
土
器

(左
)

と
､
斜
め
に
条
が
走
る
縄
文
を
有
し
､
口
縁
の
7
部
が
欠
け
た
小
型

の
鉢
形
土
器

(右
)
が
措
か
れ
て
い
る
｡
前
者
は
縄
文
時
代
晩
期
後

半
､
大
洞
C
2
式
～
A
式
に
比
定
で
き
よ
う
｡
こ
の
よ
う
に
縦
に
条

が
走
る
縄
文
は
'
縄
文
時
代
晩
期
後
半
の
東
北
北
部
か
ら
北
海
道
南

部
の
土
器
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
｡
後
者
は
､
記
述
に
あ
る

｢缶

(ほ
と
き
)
の
形
し
た
る
小
瓶
｣
と
思
わ
れ
､
晩
期
の
縄
文
土
器
と

考
え
ら
れ
る
が
判
然
と
し
な
い
｡
重
要
な
こ
と
は
､
真
澄
が
亀
ケ
岡

か
ら
出
土
す
る
土
器
を

｢
い
に
L
へ
の
陶
の
か
た
し
た
る
器
｣
と
認

識
し
て
い
た
点
で
あ
る
｡

四
'
追
珂
呂
能
適
度
に
描
か
れ
た
｢縄
文
土
器
｣

『追
何
呂
能
適
度
』
に
は
､
現
在
の
黒
石
市
花
巻
か
ら
出
土
し
た

縄
文
土
器
の
絵
が
三
葉
収
め
ら
れ
て
い
る

(図
5
-
7
)｡
真
澄
が

花
巻
の
縄
文
土
器
を
措
い
た
年
月
日
は
不
明
だ
が
､
記
述
の
中
に
寒

苗

(三
内
)
や
嚢
が
岡

(亀
ケ
岡
)
が
出
て
-
る
こ
と
か
ら
､
亀
ケ

岡
を
訪
れ
た
寛
政
八

(
一
七
九
六
)
年
七
月
二
日
か
ら
津
軽
を
去
っ

た
享
和
元

二

八
〇
二

年

二

月
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
｡

図
5
に
は
円
筒
土
器
の
口
縁
部
破
片
が
二
点
描
か
れ
て
い
る
｡
こ

の
う
ち
右
上
の
も
の
は
､
突
起
の
形
状
や
粘
土
紐
が
貼
付
さ
れ
て
い

る
点
で
､
前
述
の
三
内
出
土
の
円
筒
土
器
に
類
似
す
る
が
､
円
形
の
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刺
突
を
欠
い
て
い
る
点
で
そ
れ
と
は
相
違
す
る
｡
判
然
と
し
な
い
が
'

粘
土
紐
の
間
に
は
地
文
の
縄
文
ら
し
さ
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
み
え
る
｡
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
円
筒
上
層
d
式
で
あ
ろ
う

か
｡
左
下
の
も
の
は
口
綾
部
に
太
い
隆
起
線
を
巡
ら
し
'
隆
起
線
の

上
に
は
幾
筋
も
の
刻
み
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
刻
み
は
お
そ
ら
-
縄

文
原
体
に
よ
る
押
圧
で
あ
ろ
う
｡
円
筒
上
層

a
式
と
思
わ
れ
る
｡

図
6
に
あ
る
壷
形
土
器
は
'
頚
部
の
裾
が
開
き
'
肩
が
強
-
張
-
､

小
さ
な
底
部
に
直
線
的
に
続
-
｡
口
縁
部
に
は
山
形
突
起
と
数
個
の

小
突
起
が
配
置
さ
れ
て
い
る
｡
体
部
に
は
縦
に
条
が
走
る
縄
文
が
施

図 5 黒石市花巻出土土器 1

F追珂呂能適度｣より 秋田県立博物館戴(写本)

文
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
土
器
は
､
東
北
北
部
か
ら
北

海
道
南
部
の
大
洞
C
2
式
に
比
定
で
き
る
｡

図
7
に
は
5
点
の
童
形
土
器
が
措
か
れ
て
い
る
が
'
図
5
･
6
に

比
べ
写
実
性
に
欠
け
る
｡
左
上
の
壷
は
肩
部
に
電
文
の
よ
う
な
文
様

帯
が
巡
る
｡
『新
古
祝
棄
品
類
之
図
』
に
あ
る
亀
ケ
岡
出
土
土
器

(図
9
)
に
良
-
似
て
い
る
が
'
そ
れ
よ
-
も
表
現
が
拙
い
｡
雷
文

の
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
工
字
文
を
描
い
た
可
能
性
が
高
い
が
'
そ

れ
に
し
て
は
文
様
帯
の
位
置
が
や
や
下
過
ぎ
る
｡
縄
文
土
器
だ
と
す

れ
ば
晩
期
後
半
'
大
洞
A
式
で
あ
ろ
う
｡
右
上
の
壷
は
無
文
'
左
下

の
壷
は
地
文
に
縄
文
が
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
'
判
然
と

し
な
い
｡
右
下
の
壷
は
'
長
胴
で
下
膨
れ
と
な
-
'
体
部
に
は
入
組

文
ら
し
き
文
様
が
認
め
ら
れ
る
｡
晩
期
前
葉
の
大
洞
B
C
式
で
あ
ろ

う
か
｡
中
央
の
壷
は
体
部
が
扇
平
に
つ
ぶ
れ
て
お
-
'
赤
彩
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
｡
縄
文
土
器
だ
と
す
れ
ば
'
器
形
か
ら
み
て
'
晩

期
前
半
と
思
わ
れ
る
｡

真
澄
が
描
い
た
花
巻
の
出
土
品
は
'
縄
文
時
代
中
期
の
円
筒
土
器

文
化
期
の
も
の
と
'
晩
期
の
亀
ケ
岡
文
化
期
の
も
の
の
両
者
が
含
ま

れ
て
い
る
｡
花
巻
遺
跡
は
'
佐
藤
蔀
ら
が
東
京
人
類
学
会
雑
誌
に
寄

せ
た
資
料
紹
介
な
ど
を
通
し
て
'
明
治
時
代
に
は
既
に
全
国
的
に
知

ら
れ
た
遺
跡
と
な
っ
た
｡
ま
た
'
菅
江
真
澄
の
考
古
学
的
業
績
を
初

め
て
世
に
紹
介
し
た
中
谷
治
宇
二
郎
に
よ
り
昭
和
三

(
一
九
二
八
)
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論考 菅江真澄が措いた｢縄文土器｣と｢土偶｣

図 6 黒石市花巻出土土器 2
F追桐呂能適度｣より 秋田県立博物館戴(写本)

i

図7 黒石市花巻出土土器 3

F追珂呂能通度｣より 秋田県立博物館戴(写本)

年
七
月
二
九

二
二
〇
日
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
､
組
石
基
や
円
筒
上

層
式
土
器

(中
谷
は
こ
れ
を

｢花
巻
式
｣
と
命
名
)
が
出
土
し
て
い

る

(福
田
二
〇
〇
H
)
｡
ま
た
昭
和
六
〇

(
1
九
八
五
)
年
に
は
､

地
元
黒
石
市
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
行
い
､
後
期
初
頭
の
組
石

基

･
土
墳
墓

･
埋
窯
な
ど
が
検
出
さ
れ
､
前
期
か
ら
後
期
初
頭
の
縄

文
土
器

(主
体
は
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
)
と
少
量
の
弥
生
土
器
が

発
見
さ
れ
た

(黒
石
市
教
育
委
員
会

一
九
八
六
)
｡
い
ず
れ
の
調
査

で
も
花
巻
遺
跡
か
ら
は
晩
期
の
土
器
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
｡
近
隣

の
晩
期
の
遺
跡
と
し
て
は
､
花
巻
遺
跡
か
ら
北
東
に
約

一
キ
ロ
ほ
ど

離
れ
た
石
名
坂
遺
跡
が
著
名
で
あ
る
｡

五
､
美
香
幣
の
誉
路
腎
に
描
か
れ
た
｢土
偶
｣

『美
香
幣
の
誉
路
腎
』
に
は
､
文
化
二

(
一
八
〇
五
)
年
八
月

一

二
日
'
現
在
の
北
秋
田
市
阿
仁
戸
鳥
内
か
ら
出
土
し
､
真
澄
が

｢美

香
幣
の
誉
路
菅
｣
と
し
て
認
識
し
た
も
の
3
点
を

1
枚
の
絵
に
を
措

い
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る

(図
8
)｡
こ
の
な
か
で
唯

1
土
偶

の
可
能
性
が
あ
る
の
は
右
上
の
頭
部
破
片
の
み
で
､
残
る
2
点
に
関

し
て
は
'
土
偶
の
可
能
性
が
な
い
｡
左
側
の
も
の
は
土
製
品
だ
と
す

れ
ば
､
欠
損
し
た
縄
文
時
代
晩
期
の
耳
飾
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な

-
も
な
い
が
､
文
様
に
無
理
が
あ
り
､
断
定
は
で
き
な
い
｡
右
下
の

も
の
に
つ
い
て
は
､
東
北
北
部
か
ら
出
土
す
る
考
古
資
料
の
中
に
該
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当
す
る
よ
う
な
遺
物
は
見
当
た
ら
な
い
｡
土
偶
の
可
能
性
の
あ
る
右

上
の
資
料
に
つ
い
て
も
'
『栖
家
能
山
』
に
あ
る
三
内
出
土
の
土
偶

頭
部
ほ
ど
で
は
な
い
が
､
写
実
性
に
か
け
る
た
め
'年
代
に
つ
い
て
は

特
定
L
が
た
い
｡

真
澄
は
､
絵
の
説
明
と
し
て
三
内
の
土
偶
に
対
し
て
引
用
し
た
野

は
に
わ

見
宿
補
の
埴
輪
起
源
説
話
を
､
よ
り
詳
細
に
付
け
加
え
､
｢披
適

王

｣
､

｢多
底
母
能
｣
､
｢頚
鎧
｣
､
｢真
栖
案
に
棄
部
ち
ふ
よ
し
に
や
｣
と
書

き
添
え
て
い
る
｡
写
実
性
の
問
題
な
ら
と
も
か
-
'
何
故
'
実
際
に

は
存
在
し
な
い
よ
う
な
器
物
を
戸
鳥
内
出
土
の

｢美
香
幣
の
誉
路
腎
｣

と
し
て
真
澄
は
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

六
､
新
古
祝
嚢
品
類
之
図
に
描
か
れ
た
｢縄
文
土
器
｣

『新
古
祝
棄
品
類
之
図
』
に
は
'
縄
文
土
器
を
描
い
た
と
お
も
わ

れ
る
も
の
が
8
点
あ
る

(図
9
-
16
)0

図
9
は
､
亀
ケ
同
遺
跡
出
土
の
壷
形
土
器
｡
肩
部
に
工
字
文
と
お

ぼ
し
き
文
様
が
巡
る
｡
休
部
は
無
文
で
あ
ろ
う
か
｡
大
洞
A
式
に
比

定
さ
れ
よ
う
｡
真
澄
は

｢但
民
､
こ
は
高
麗
人
の
来
て
制
作
た
る
と

い
ふ
､
蝦
夷
洲
よ
り
掘
り
え
る
陶
に
凡
似
た
り
｣
と
説
明
｡

図
10
は
､
現
在
の
岩
手
県

二
戸
町
内
出
土
の
注
口
土
器
で
､
南
部

盛
岡
藩
領
鹿
角
毛
馬
内
給
人
山
本
条
蔵
宗
秀
家
蔵
｡
注
口
部
や
頚
部

の
作
り
は
比
較
的
写
実
的
で
'
そ
の
特
徴
か
ら
大
洞
c
l
式
に
比
定

で
き
る
｡
真
澄
は

｢
こ
は
も
ろ
こ
し
の
解
触
た
ぐ
ひ
に
し
て
､
出
羽

の
秋
田
比
内
な
る
楼
殿
と
い
ふ
柵
戸
の
蹟
よ
り
掘
り
出
し
も
の
と
､

さ
ま
お
な
し
､
こ
れ
も
蝦
夷
人
の
作
り
な
し
た
る
陶
に
や
｣
と
述
べ

た
｡
桜
殿
出
土
の
土
器

(図
13
)
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡

図
11
は
､
大
館
市
橋
桁
遺
跡
出
土
の
童
形
土
器
｡
橋
桁
遺
跡
は
縄

文
時
代
晩
期
の
遺
跡
と
し
て
秋
田
県
の
遺
跡
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い

る
｡
頚
部
は
短
-
や
や
外
反
気
味
で
無
文
｡
休
部
は
長
胴
で
､
縄
文

が
施
さ
れ
て
い
る
｡
型
式
の
特
定
は
困
難
だ
が
､
縄
文
時
代
晩
期
の

土
器
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
｡
真
澄
は
､
橋
桁
村
の
家
の
後
で
は
､

亀
ケ
岡
遺
跡
と
同
じ
よ
う
に
多
数
の
土
器
が
出
土
す
る
と
述
べ
た
上

で
､
出
土
品
に
関
L
t
｢そ
の
さ
ま
蝦
夷
園
の
禰
母
呂
よ
り
掘
り
得

と
て
'
人
の
も
て
来
り
L
に
形
お
な
じ
､
こ
れ
も
い
に
L
へ
蝦
夷
の

作
り
し
陶
に
や
あ
ら
む
か
し
｣
と
の
認
識
を
示
し
た
｡

図
12
は
､
現
在
の
大
館
市
十
二
所
別
所
沢
出
土
の
壷
形
土
器
｡
真

澄
は
享
和
二

二

八
〇
二
)
年

二

一月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
十
二

所
に
滞
在
し
て
い
る
｡
土
器
は
口
綾
部
が
平
坦
に
張
り
出
し
､
頚
部

は
無
文
で
'
体
部
に
は
縄
文
が
施
文
さ
れ
て
い
る
｡
底
部
は
角
が
や

や
膨
ら
み
を
持
っ
て
張
り
出
す
よ
う
に
措
か
れ
て
お
り
､
底
部
に
低

い
四
脚
が
付
-
可
能
性
も
あ
る
｡
大
洞
C
2
式
～
A
式
の
特
徴
を
有

す
る
｡
真
澄
は
､
｢そ
の
さ
ま
秋
田
比
内
の
橋
桁
村
'
蝦
夷
国
の
禰

母
呂
ノ
浦
に
掘
る
も
の
に
凡
似
た
り

(中
略
)
此
嚢
は
い
に
L
へ
蝦
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夷
な
ど
､
此
虞
に
住
て
作
た
る
に
や
､
祢
母
呂
の
嚢
を
も
て
お
し
は

か
り
知
る
べ
し
｣
と
の
解
説
を
加
え
た
｡

図
13
は
､
現
在
の
大
館
市
中
山
字
桜
殿
に
あ
る
桜
殿
遺
跡
出
土
の

注
口
土
器
｡
桜
殿
遺
跡
は
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
遺
跡
と
し
て

遺
跡
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
｡
所
蔵
者
と
さ
れ
る
十
二
所
谷
地
町

の
大
森
永
書
は
､
十
二
所
代
官
茂
木
氏
配
下
の
給
人
で
あ
る

(大
館

市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

一
九
七
八
)｡
注
口
部
は
斜
め
上
方
に
向
か
っ

て
長
-
の
び
る
｡
体
部
は
や
や
つ
ぶ
れ
た
球
形
で
､
最
大
径
部
に
三

箇
所
突
起
が
付
-
以
外
装
飾
を
持
た
な
い
｡
底
部
に
は
小
さ
な
窪
み

が
措
か
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
縄
文
時
代
後
期
後
半
の

｢癌
付
土
器
｣

の
注
口
土
器
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
｡
癌
付
土
器
の
な

か
で
は
中
程
の
段
階
､
後
期
後
葉
に
比
定
で
き
よ
う
｡

図
14
は
､
大
館
市
山
田
出
土
の
注
口
土
器
で
､
高
さ
約
二
寸
､
胴

周
り
約
九
寸
と
さ
れ
る
｡
所
蔵
者
は
十
二
所
給
人
の
大
森
永
書
｡
口

頚
部
が
内
傾
し
､
肩
が
張
る
｡
真
澄
の
絵
で
は
､
口
頚
部
と
肩
の
部

分
に
波
状
の
文
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
､
お
そ
ら
-
は
羊
歯
状
文

の
一
種
で
あ
ろ
う
｡
晩
期
前
葉
大
洞
B
C
式
と
考
え
ら
れ
る
｡

図
15
は
'
現
在
の
大
館
市
山
田
字
相
木
の
狐
森
遺
跡
出
土
の
深
鉢

形
土
器
｡
狐
森
遺
跡
は
縄
文
晩
期
の
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
､
『大
館

市
史
』
第

一
巻
に
も
､
同
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
晩
期
の
土
器
が
五
点

程
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
真
澄
が
措
い
た
土
器
は
､
短
い
口
頚
部
が
直
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立
気
味
に
立
ち
上
が
り
'
肩
部
が
張
る
深
鉢
で
あ
る
｡
口
綾
部
に
は

所
々
B
突
起
が
付
き
､
頚
部
文
様
帯
に
は
羊
歯
状
文
が
展
開
す
る
｡

休
部
は
縄
文
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
型
式
学
的
特
徴
か
ら
'
大
洞
B
C

式
で
も
新
し
い
段
階
の
土
器
と
み
ら
れ
る
｡

図
16
は
'
現
在
の
大
館
市
比
内
町
独
鈷
か
ら
文
政
元

(
一
八

一
八
)

年
に
出
土
し
た
無
罪
壷

(注
口
土
器
)
で
あ
る
｡
遺
跡
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
遺
跡
名
で
は
数
珠
掛
遺
跡
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
口

縁
部
に
は
何
カ
所
か
小
さ
な
突
起
が
付
き
､
休
部
に
は
三
段
に
渡
っ

て
文
様
帯
が
重
畳
す
る
｡

一
見
し
た
と
こ
ろ
縄
文
土
器
の
文
様
と
し

て
は
奇
異
な
印
象
を
受
け
る
が
､
磨
り
消
し
縄
文
を
伴
う
玉
抱
き
三

叉
文
あ
る
い
は
魚
眼
状
三
叉
文
と
理
解
で
き
な
-
も
な
い
｡
晩
期
初

頭
の
大
洞
B
l
式
に
は
こ
の
よ
う
な
文
様
を
有
す
る
無
頚
壷

(注
口

土
器
)
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
｡
独
鈷

(数
珠
掛
遺
跡
)
は
縄
文
晩

期
の
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
三
大
鋸
市
史
』
第

一
巻
に
も
'
同
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
後
期
末
か
ら
晩
期
前
葉
の
土
器
が
六
点
程
掲
載
さ
れ
て

お
-
'
真
澄
の
措
い
た
こ
の
土
器
も
大
洞
B
l
式
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡

以
上
'
新
古
祝
嚢
品
類
之
図
で
真
澄
が
措
い
た
縄
文
土
器
は
後
期

の
も
の
一
点
と
晩
期
の
も
の
七
点
で
あ
り
'
所
謂
亀
ケ
岡
式
土
器
を

主
体
と
す
る
｡
真
澄
が

｢美
加
幣
乃
輿
呂
比
｣
と
呼
ん
だ
円
筒
土
器

が
新
古
祝
嚢
品
類
之
図
に
は

一
点
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
は
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
'
少
な
く
と
も
円
筒
土
器
は
'

真
澄
に
と
っ
て

｢祝
棄
｣
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
で
検
討
す
る
｡

七
､
菅
江
真
澄
と
｢縄
文
土
器
｣
･
｢土
偶
｣

縄
文
土
器
を
措
い
た
も
の
と
し
て
今
日
知
ら
れ
る
も
の
の
中
で
は
'

本
稿
で
取
り
上
げ
た
菅
江
真
澄
の
絵
と
'
天
明
八

(
1
七
八
八
)
午

か
ら
翌
寛
政
元
年
頃
'
弘
前
藩
士
比
良
野
貞
彦
が
故
郷
津
軽
の
民
衆

生
活
を
記
録
し
た

『奥
民
国
嚢
』
(青
森
県
立
図
書
館

一
九
七
三
)

に
あ
る
亀
ケ
岡
遺
跡
出
土
土
器
の
絵
が
最
も
古
い
｡
比
良
野
は
亀
ケ

岡
出
土
の
壷
､
鉢
'
注
口
の
3
点
を
1
枚
の
絵
に
措
い
た
が
､
そ
の

出
来
映
え
は
'
写
実
性
の
点
で
真
澄
の
絵
に
造
か
に
劣
る

(図
17
)
0

『奥
民
国
菜
』
に
収
め
ら
れ
た
他
の
絵
は
概
し
て
写
実
性
に
富
み
､

そ
れ
故
今
日
で
も
学
術
的
価
値
が
高
い
の
だ
が
､
何
故
か
縄
文
土
器

だ
け
は
極
め
て
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
な
の
で
あ
る
｡
真
澄
と
比
良
野
で

は
'
土
器
に
対
す
る
関
心
度
が
大
き
-
違
っ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
｡

真
澄
が
措
い
た
縄
文
土
器
は
'
大
き
-
中
期
の
円
筒
土
器
と
晩
期

の
亀
ケ
岡
式
土
器
に
分
け
ら
れ
る
｡

こ
の
う
ち
真
澄
が

｢祝
棄
｣
と
認
識
し
て
い
た
の
は
亀
ケ
岡
式
土

器
の
み
で
'
円
筒
土
器
に
関
し
て
は
'
真
澄
の
記
述
を
見
る
限
り
'

｢瓦
陶
｣
と
の
表
現
が
あ
る
だ
け
で
､
｢祝
棄
｣
と
し
て
は
お
ろ
か
'
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図11 秋田県大館市橋桁出土土器
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r新吉祝棄品頬之図｣より 大館市立中央図書館戴 r新古祝妻晶頬之図Jより 大館市立中央図書館敢
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そ
も
そ
も

｢器
｣
と
見
て
い
た
か
ど
う
か
も
定
か
で
な
い
｡
文
字
通

り
､
｢美
加
幣
乃
輿
呂
比
｣
=
｢雲
甲
｣
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
の
で
あ
る
｡
各
地
を
旅
し
た
真
澄
ゆ
え
､
ど
こ
か
で
古
墳
の
墳

丘
を
囲
む
円
筒
埴
輪
を
実
見
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
｡
そ
の
日
に

は
三
内
や
花
巻
の
円
筒
土
器
は
､
全
体
的
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
円

筒
埴
輪
に
類
似
す
る
の
み
な
ら
ず
'
突
起
下
の
円
孔
も
円
筒
埴
輪
の

円
窓
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
中
谷
治
宇
二

郎
は
､
真
澄
が
､
今
日

｢縄
文
土
器
｣
と
よ
ぶ
も
の
を
祝
部
と
同
類

の
古
代
遺
物
と
認
識
し
､
そ
れ
ら
を
様
式
上
､
亀
ケ
岡
遺
跡
か
ら
出

土
す
る
土
器
と
同
類
の
も
の

(｢亀
ケ
岡
式
土
器
｣
)
と
､
美
加
幣
乃

輿
呂
比

(棄
甲
)
と
に
分
別
し
て
い
た
と
し
て
評
価
し
た
｡
し
か
し

以
上
述
べ
た
よ
う
に
､
真
澄
は
円
筒
土
器
に
関
し
て
は
'
土
器
す
な

わ
ち

｢器
｣
と
し
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
-
､
亀
ケ

岡
式
土
器
と
円
筒
土
器
と
の
差
異
を
土
器
様
式
の
差
と
し
て
認
識
し

て
い
た
と
の
評
価
は
当
た
ら
な
い
｡
真
澄
が
意
識
し
た
両
者
の
差
異

は
､
あ
-
ま
で

｢祝
棄
｣
と

｢棄
甲
｣
と
の
差
な
の
で
あ
る
｡

真
澄
は
､
亀
ケ
岡
式
土
器
に
関
し
て
は
､
器
種
の
違
い
を
こ
え
て

土
器
様
式
と
し
て
の
共
通
性
を
認
識
し
､
｢
い
に
L
へ
蝦
夷
｣
の
残

し
た
も
の
と
考
え
て
い
た
｡
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
､
｢蝦
夷
園

ね
も
ろ

の
禰

母

呂

よ
り
掘
-
得
と
て
､
人
の
も
て
来
り
し
｣
土
器
で
あ
っ
た
｡

寛
政
元

(
一
七
八
九
)
年
ク
ナ
シ
リ

･
メ
ナ
シ
の
ア
イ
ヌ
蜂
起
と
そ

れ
に
続
-
幕
府
に
よ
る
蝦
夷
地
直
轄
地
化
な
ど
'
真
澄
が
生
き
た
時

代
､
根
室
周
辺
に
は
急
速
な
和
人
の
進
出
あ
っ
た
｡
管
見
に
よ
れ
ば
'

根
室
周
辺
で
亀
ケ
岡
系
土
器
が
出
土
す
る
遺
跡
と
し
て
は
､
根
室
市

琴
平
町
-
丁
目
の
金
刀
比
羅
神
社
境
内
に
位
置
す
る
ベ
ニ
ケ
ム
イ
遺

跡
が
知
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
｡
ベ
ニ
ケ
ム
イ
遺
跡
か
ら
は
､
尖
底
押

型
文
土
器
や
平
底
で
撚
糸
文
を
施
し
た
東
釧
路
Ⅲ
式
な
ど
の
早
期
の

土
器
と
と
も
に
､
連
繋
入
組
文
を
有
す
る
亀
ケ
同
系
の
壷
型
土
器
が

出
土
し
て
い
る

(北
構

一
九
七
六
)｡
ま
た
､
河
野
広
道
ノ
ー
ト
に

も
'
ベ
ニ
ケ
ム
イ
遺
跡
で
採
集
さ
れ
た
､
大
洞
C
2
式
な
い
し
A
式

に
比
定
可
能
な
壷
形
土
器
が
報
告
さ
れ
て
い
る

(宇
田
川
編

一
九
八

一
)
｡
ベ
ニ
ケ
ム
イ
遺
跡
の
あ
る
根
室
市
金
刀
比
羅
神
社
は
､
高
田

屋
嘉
兵
衛
が
､
文
化
三

(
一
八
〇
六
)
年
に
根
室
の
漁
場
開
拓
に
際

し
て
､
海
上
安
全
と
漁
業
振
興
を
祈
願
し
て
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
､

境
内
に
は
､
天
保
や
安
政
と
い
っ
た
江
戸
期
の
年
号
を
記
し
た
石
造

物
も
存
在
す
る
｡
文
化
年
間
と
い
え
ば
､
真
澄
が
生
き
た
時
代
で
あ

り
､
ま
さ
に
彼
が
新
古
祝
聾
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
｡

も
ち
ろ
ん
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
'
真
澄
が
目
に
し
た

｢蝦
夷
園

ね
も
ろ

の
禰

母

呂

よ
-
掘
り
得
と
て
'
人
の
も
て
来
り
し
｣
土
器
は
､
根
室

の
金
刀
比
羅
神
社
境
内
遺
跡

(ベ
ニ
ケ
ム
イ
遺
跡
)
の
出
土
品
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
｡
和
人
の
進
出
に
よ
り
漁
場
開
拓
に
沸
-
根
室
｡

そ
の
地
に
新
た
に
に
作
ら
れ
た
神
社
の
境
内
か
ら
出
土
す
る
珍
寄
な
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図15 秋田県大館市山田柏木出土土器 図14 秋田県大館市山田出土土器
r新古祝轟晶頬之図｣より 大館市立中央図書館蔵 r新古祝轟品類之図｣より 大館市立中央1雲l書館蔵

図17 天明 8(1788)年から寛政元(1789)年頃､ 図16 秋田県大館市比内町独鈷出土土器
弘前藩士比長野貞彦が描いた亀ケ岡遺跡出土土器 r新古祝垂晶頬之図｣より 大館市立中央図書館蔵
r奥民図垂｣(青森県立図書館郷土双書五)より引用

73

I
_-I.‥･
1-
･･.･･.pp二



も
の
が
､
蝦
夷
地
の
物
産
と
し
て
本
州
に
も
た
ら
さ
れ
る
｡
時
代
状

況
を
考
え
れ
ば
､
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

現
在
で
は
､
お
な
じ
道
東
､
釧
路
市
緑
ガ
岡
遺
跡
で
も
､
地
元
の
ヌ

サ
マ
イ
式
土
器
に
混
じ
っ
て
大
洞
A
式
に
類
似
す
る
亀
ケ
岡
式
系
土

器
が
発
見
さ
れ
て
い
る

(野
村

一
九
八
五
)｡
大
洞
A
式
に
比
定
で

き
る
亀
ケ
岡
式
系
土
器
は
さ
ら
に
遠
-
道
北
稚
内
市
大
岬
オ
ニ
キ
リ

ペ
ソ
遺
跡
に
も
及
ん
で
い
る
｡
真
澄
は
､
字
鉄
の
よ
う
な
津
軽
外
ケ

浜
に
暮
ら
す
本
州
ア
イ
ヌ
を
通
じ
て
､
ま
た
､
亀
ケ
岡
式
土
器
の
分

布
を
通
し
て
､
ア
イ
ヌ
の
先
祖
で
あ
る

｢
い
に
L
へ
蝦
夷
｣
が
東
北

北
部
に
居
住
し
て
い
た
と
の
認
識
を
深
め
た
の
で
あ
ろ
う
｡

菅
江
真
澄
の
土
偶
観
に
関
し
て
は
､
既
に
藤
沼
邦
彦
が
､
土
器
と

同
じ
よ
う
に
蝦
夷
が
作
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
と
の
見
解
を
述
べ

て
い
る

(藤
沼

一
九
九
七
)
｡
真
澄
は
'
三
内

(栖
家
龍
山
)
と
戸

鳥
内

(美
香
幣
の
誉
路
腎
)
の
土
偶
を
措
い
て
い
る
が
､
前
者
は
円

筒
土
器
に
と
も
な
う
土
偶
で
あ
る
｡
真
澄
は
こ
れ
ら
の
土
偶
に
対
し

は
に
わ

て
､
埴
輪
起
源
説
話
で
あ
る
野
見
相
補
伝
説
を
引
用
し
､
｢彼
適

王

｣

と
表
記
し
た
｡
真
澄
が
円
筒
土
器
を
円
筒
埴
輪
の
一
種
と
見
立
て
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
が
､
だ
と
す
れ
ば
､
円
筒
土
器
と

一
緒
に
出
土
す
る
土
偶
を
人
物
埴
輪
と
理
解
し
た
と
し
て
も
不
思
議

は
な
い
｡
し
か
し
'
真
澄
の
措
-
土
偶
の
う
ち
､
頭
部
に
関
し
て
は
､

実
際
の
土
偶
と
か
け
離
れ
て
い
る
｡
円
筒
土
器
や
土
偶
の
体
部
を
正

確
に
措
写
し
て
お
き
な
が
ら
､

一
方
で
土
偶
の
顔
を
あ
た
か
も

｢
ア

イ
ヌ
絵
｣
に
登
場
す
る
ア
イ
ヌ
の
よ
う
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
い
る
の

は
に
わ

で
あ
る
｡
真
澄
は
土
偶
を

｢
い
に
L
へ
蝦
夷
｣
が
遺
し
た

｢波
適

王

｣

と
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
､
こ
の
よ
う
な
表
現
法
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ

う
｡
真
澄
と
い
え
ど
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
､
自
ら
の
先
入
観
の
壁

を
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

真
澄
は
亀
ケ
岡
式
土
器
を

｢
い
に
L
へ
蝦
夷
｣
に
結
び
つ
け
て
考

え
た
わ
け
だ
が
､
当
時
こ
う
し
た
見
方
が

一
般
的
で
な
か
っ
た
こ
と

は
､
新
古
祝
棄
品
類
之
図
に
お
い
て
亀
ケ
岡
遺
跡
出
土
の
壷
形
土
器

に
関
す
る

｢僅
民
､
こ
は
高
麗
人
の
来
て
制
作
た
る
と
い
ふ
｣
と
の

説
明
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
地
元
民
が
亀
ケ
岡
式
土
器
を

高
麗
人
に
結
び
つ
け
た
の
は
､
ひ
と
え
に
そ
の
精
巧
な
作
り
故
で
あ

ろ
う
｡
当
時
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
過
酷
な
状
況
に
鑑

み
て
'

一
般
の
人
々
に
は
､
精
巧
な
亀
ケ
岡
式
土
器
を

｢
い
に
L
へ

蝦
夷
｣
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
発
想
自
体
難
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
｡

そ
う
し
た

｢常
識
｣
に
囚
わ
れ
な
い
発
想
を
な
し
得
た
こ
と
に
こ
そ
､

菅
江
真
澄
の
真
骨
頂
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡

引
用
文
献

青
森
県
立
図
書
館

一
九
七
三

『奥
民
図
嚢
j

青
森
県
立
図
書
館

郷
土
双
書
五
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