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「科学する考古学」のために「弥生遡上論」の総括から学ぶべきこと

 

一
　
は
じ
め
に

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
歴
博
）
が
平
成
十
五
年
五
月
に
土
器
付

着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
代
を
基
に
し
て
「
弥
生
時
代
五
百
年
遡
上

論
」（
以
下
「
弥
生
遡
上
論
」
と
略
称
）
を
新
聞
発
表
し
て
か
ら
間

も
な
く
十
年
に
な
る
。

そ
の
間
、
九
州
の
考
古
学
研
究
者
を
中
心
と
し
た
旧
来
の
年
代

観
に
基
づ
く
反
論
が
相
次
ぐ
中
で
、
流
れ
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
、

許
容
範
囲
内
で
「
遡
上
論
」
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
研
究
者
も

多
く
い
た
。
し
か
し
、
考
古
学
界
全
般
と
し
て
は
、
土
器
型
式
判

定
上
の
批
判
、
朝
鮮
半
島
青
銅
器
編
年
か
ら
の
批
判
、
環
境
考
古

学
か
ら
の
批
判
な
ど
が
相
続
き
、
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
雰
囲
気

に
は
全
く
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
歴
博
は
炭
素
14
年
代
と
い
う
武
器
を
独
占
し

て
、
新
聞
発
表
の
「
弥
生
遡
上
論
」
に
固
執
し
な
が
ら
、
平
成
二
十

年
頃
か
ら
は
「
古
墳
時
代
遡
上
論
」
ま
で
範
囲
を
拡
げ
、
箸
墓
を
卑

弥
呼
の
墓
と
す
る
な
ど
、
再
び
新
聞
報
道
ま
で
動
員
し
て
い
る
。

し
か
し
、
箸
墓
年
代
論
に
な
る
と
、
さ
す
が
に
「
弥
生
遡
上
論
」

と
は
異
な
り
、
そ
の
手
法
に
対
し
て
考
古
学
界
か
ら
も
批
判
が
相
次

ぎ
、
炭
素
14
年
代
に
対
す
る
「
不
信
」
ま
で
呼
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
せ
い
か
、
現
在
で
は
炭
素
14
年
代
に
よ
る
研
究
発
表
が
激

減
し
て
い
る
。

問
題
は
、
炭
素
14
年
代
に
つ
い
て
歴
博
と
対
等
に
議
論
で
き
る
研

究
者
が
い
な
い
た
め
に
、
議
論
が
矮
小
化
し
て
し
ま
い
、
科
学
的
な

考
古
学
を
志
向
す
る
雰
囲
気
が
生
ま
れ
な
い
こ
と
に
も
あ
る
。

数
理
考
古
学
・
前
韓
国
国
立
慶
尚
大
学
招
聘
教
授

新あ

ら

い井  

宏ひ
ろ
し

「
科
学
す
る
考
古
学
」
の
た
め
に

「
弥
生
遡
上
論
」
の
総
括
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
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筆
者
は
、
考
古
学
に
統
計
学
を
多
用
し
て
き
た
実
績
と
、
大
学
で

放
射
線
物
理
を
専
攻
し
た
経
歴
か
ら
、
炭
素
14
年
法
に
よ
る
「
弥
生

遡
上
論
」
に
は
極
め
て
深
い
関
心
を
寄
せ
、
歴
博
の
発
表
資
料
を
逐

一
手
元
に
整
理
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
科
学
的
な
手
法
で
あ
る
は

ず
の
「
炭
素
14
年
代
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
無
批
判
に
受
け
入
れ

る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
と
の
結
論
に
至
り
、
平
成
十
八
年
初
か

ら
相
次
い
で
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
の
骨
子
は
、

①
日
本
産
樹
木
年
輪
の
炭
素
14
年
代
は
国
際
較
正
曲
線
に
較
べ

て
、
数
十
年
古
く
で
る
（
は
ず
で
あ
る
）。

②
土
器
付
着
炭
化
物
は
汚
染
除
去
程
度
に
よ
っ
て
は
百
年
以
上

も
古
く
で
る
。

③
海
岸
遺
跡
の
試
料
は
局
地
リ
ザ
ー
バ
ー
効
果
に
よ
っ
て
数
十

年
古
く
で
る
。

の
三
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
日
本
の
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
に
つ
い
て
、

国
際
較
正
曲
線
を
用
い
て
暦
年
を
正
し
く
求
め
る
た
め
に
は
、
炭
素

14
年
を
数
十
年
以
上
新
し
く
置
き
換
え
て
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
視
点
で
あ
る
。

歴
博
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
弥
生
早
期
の
炭
素
14
年
測
定
値
が
国

際
較
正
基
準
に
よ
っ
て
、
前
九
世
紀
～
前
八
世
紀
と
特
定
さ
れ
た
と

し
て
も
、
炭
素
14
年
代
が
五
十
年
も
新
し
く
置
き
換
え
ら
れ
る
な
ら

ば
、
い
わ
ゆ
る
「
二
四
〇
〇
年
問
題
」
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
暦
年

の
判
定
が
前
八
世
紀
か
ら
前
六
世
紀
の
間
に
、
幅
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
、
五
年
前
『
古
代
学
研

究
』
に
「
炭
素
14
年
較
正
問
題
の
研
究
課
題
（
新
井
二
〇
〇
七
）
と

題
し
て
、

①
土
器
付
着
炭
化
物
の
土
壌
お
よ
び
土
器
自
身
か
ら
の
汚
染
の

解
明

②
地
球
温
暖
化
の
問
題
で
進
展
の
あ
る
炭
酸
ガ
ス
の
大
気
・
海

洋
間
の
流
れ
を
参
考
に
し
た
炭
素
14
の
分
布
に
関
す
る
学
際

的
な
研
究

の
二
点
を
提
案
し
た
。

ま
た
二
年
前
の
『
情
報
考
古
学
会
』
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

「
炭
素
14
年
法
と
年
代
遡
上
論
の
問
題
」（
新
井
二
〇
一
〇
）
と
題

し
て
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
代
が
古
く
で
て
い
る
状
況
を

詳
細
に
論
じ
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
汚
染
物
質
除
去
の
不
徹
底
に
あ

る
と
論
断
し
た
。
初
期
に
は
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
が
古

く
出
て
い
る
こ
と
を
訴
え
続
け
て
い
た
が
、
い
ま
や
「
古
く
出
て
い

る
か
否
か
」
の
問
題
は
卒
業
し
て
、「
な
ぜ
古
く
で
る
の
か
」
の
問

題
に
焦
点
を
あ
て
る
べ
き
と
の
意
図
か
ら
で
あ
る
。

信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
が

「
正
し
く
出
る
こ
と
」
を
、
今
ま
で
に
科
学
的
な
手
法
に
よ
っ
て
検

証
し
た
例
は
な
い
。
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
見
れ
ば
、
試
料
の
汚
染
除
去

の
仕
方
に
よ
っ
て
炭
素
14
年
代
が
百
年
以
上
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
例
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や
、
試
料
自
体
が
溶
け
去
っ
て
し
ま
う
例
な
ど
異
常
な
現
象
が
続
出

し
て
い
た
の
に
放
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

国
外
に
何
か
研
究
事
例
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
捜
し
て
み
た

が
、
土
器
付
着
炭
化
物
を
炭
素
14
年
試
料
と
し
て
多
用
し
て
い
る
の

は
日
本
だ
け
で
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。

そ
ん
な
中
、
今
年
に
な
っ
て
、
ト
ル
コ
の
カ
マ
ン
・
カ
レ
ホ
ユ
ッ

ク
の
木
炭
片
試
料
に
つ
い
て
、
炭
素
14
年
試
料
の
汚
染
除
去
問
題
を

論
じ
た
渥
美
晋
氏
の
論
文
（
渥
美
二
〇
一
二
）
を
入
手
し
た
。
日
本

の
考
古
学
界
で
は
、
大
問
題
の
試
料
の
汚
染
除
去
問
題
を
放
置
し
て

い
る
の
に
、
ト
ル
コ
の
例
で
は
腐
植
酸
（
フ
ミ
ン
酸
、
フ
ル
ボ
酸
、

ヒ
ュ
ー
ミ
ン
）
の
除
去
と
炭
素
14
年
代
の
関
係
を
真
剣
に
検
討
し
て

い
る
。
こ
の
姿
勢
の
差
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

要
は
、
考
古
学
分
野
で
は
一
般
的
な
科
学
分
野
で
遵
守
さ
れ
て
い

る
ル
ー
ル
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
例
が
多
い
の
で
あ
る
。「
弥

生
遡
上
論
」
の
十
年
間
の
歴
史
に
、
そ
の
ル
ー
ル
違
反
の
例
を
数
多

く
み
る
。

「
弥
生
遡
上
論
」
に
つ
い
て
、
考
古
学
固
有
の
側
面
か
ら
は
、
そ

れ
な
り
の
批
判
と
総
括
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
炭
素
14
年
代
と
い
う

科
学
的
な
側
面
か
ら
の
批
判
や
総
括
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
こ
に
は

歴
博
が
豊
富
な
「
学
術
創
成
研
究
費
」
を
基
に
し
て
、
炭
素
14
年
代

の
測
定
か
ら
解
釈
ま
で
を
独
占
的
に
取
り
扱
っ
て
き
た
経
過
が
あ

る
。考

古
学
研
究
者
の
大
部
分
は
、
炭
素
14
年
代
に
関
し
て
、
歴
博
と

対
等
に
議
論
で
き
る
ほ
ど
の
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
「
他

人
の
持
ち
歌
は
歌
わ
な
い
」
と
い
う
考
古
学
界
の
風
習
の
も
と
で

は
、
歴
博
の
科
学
面
で
の
ス
タ
ッ
フ
が
公
正
な
総
括
を
行
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
に
、
組
織
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

周
り
を
見
渡
せ
ば
、
炭
素
14
年
代
に
関
す
る
科
学
的
な
評
価
に
つ

い
て
、
歴
博
と
対
等
に
議
論
で
き
そ
う
な
者
は
限
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、「
弥
生
時
代
遡
上
論
」
に
つ
い
て
、
炭
素
14
年
代
の

面
か
ら
総
括
し
、「
考
古
学
」
が
科
学
と
し
て
遵
守
す
べ
き
ル
ー
ル

を
如
何
に
逸
脱
し
て
い
た
か
を
指
摘
し
、
土
器
付
着
炭
化
物
問
題
の

深
刻
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

な
お
「
弥
生
時
代
の
定
義
」
を
め
ぐ
っ
て
考
古
学
界
で
は
ふ
た
つ

の
流
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
弥
生
時
代
を
前
期
・
中
期
・
後
期
の
三

期
と
す
る
伝
統
的
な
分
類
に
対
し
て
、
弥
生
前
期
の
前
に
「
早
期
」

を
お
い
て
四
期
と
す
る
主
張
が
勢
い
を
増
し
て
い
て
、
歴
博
は
こ
の

立
場
か
ら
五
百
年
遡
上
論
を
唱
え
て
い
る
。

も
と
も
と
考
古
学
界
で
は
時
代
区
分
は
土
器
形
式
で
行
う
と
い
う

の
が
約
束
ご
と
で
あ
っ
た
が
、「
稲
作
こ
そ
弥
生
時
代
の
代
表
的
な

文
化
指
標
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
縄
文
式
土
器
の
時
代
を
繰
り
込
ん

で
「
早
期
」
と
す
る
主
張
に
も
合
理
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
稲
作

の
証
拠
が
次
々
に
繰
り
上
が
っ
て
、
縄
文
中
期
に
ま
で
遡
っ
て
し
ま

う
と
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
。

難
し
い
議
論
は
別
と
し
て
、「
定
義
」
が
な
い
こ
と
に
は
始
ま
ら

な
い
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
は
、
お
お
よ
そ
早
期
、
前
期
の
土
器
対
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応
関
係
を
考
古
学
界
で
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

早
期　

縄
文
式
土
器
の
山
ノ
寺
式
、
夜
臼
Ⅰ
式
、
夜
臼　
式

前
期
（
前
葉
）　 

板
付
Ⅰ
式
（
夜
臼　

併
行
）

当
然
、
考
古
学
研
究
者
の
中
に
は
、「
早
期
」
を
認
め
な
い
方
も

い
る
。
そ
の
場
合
は
板
付
Ⅰ
式
（
夜
臼　

併
行
）
を
持
っ
て
「
弥
生

時
代
の
開
始
時
期
」
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
炭

素
14
年
代
に
基
づ
く
弥
生
年
代
を
議
論
す
る
の
で
あ
っ
て
、
無
用
な

混
乱
は
避
け
た
い
。
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、「
早
期
」
の
始
ま
り

を
も
っ
て
弥
生
時
代
の
始
ま
り
と
し
て
記
述
す
る
が
、
も
し
「
前

期
」
を
弥
生
時
代
の
始
ま
り
と
考
え
る
場
合
に
は
、
百
年
～
二
百
年

の
差
を
見
込
ん
で
修
正
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
。

二
　
弥
生
遡
上
論
の
総
括

平
成
十
五
年
五
月
十
九
日
、
歴
博
は
炭
素
14
年
代
法
に
よ
っ
て
北

部
九
州
出
土
の
土
器
付
着
炭
化
物
な
ど
を
調
べ
た
結
果
、
水
田
稲
作

が
伝
来
し
た
実
年
代
は
、
定
説
よ
り
約
五
百
年
古
く
な
り
、
紀
元
前

十
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
新
聞
発
表
し
た
。「
弥
生
遡
上
論
」で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
驚
く
べ
き
こ
と
は
、「
研
究
成
果
」
を
新
聞
発
表
し

た
行
為
で
あ
る
。
研
究
者
共
通
の
理
解
で
言
え
ば
、
研
究
成
果
は
審

査
の
あ
る
学
術
誌
に
ま
ず
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
影
響

力
の
大
き
い
研
究
成
果
ほ
ど
、
厳
し
い
査
読
が
待
つ
「
権
威
あ
る
学

術
誌
」
に
投
稿
す
る
の
が
常
識
で
あ
る
。

な
ぜ
、
研
究
成
果
は
学
会
誌
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ

れ
は
第
三
者
の
審
査
を
経
な
い
研
究
成
果
に
は
、
往
々
に
し
て
、
関

連
学
説
と
の
整
合
性
も
な
く
、
既
存
学
説
を
誤
解
・
誤
用
し
た
り
、

事
実
を
誤
認
し
た
り
、
は
て
は
デ
ー
タ
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
、
隠

蔽
、
捏
造
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
土
器
の
付
着

炭
化
物
を
対
象
と
し
た
新
し
い
試
み
は
、
そ
れ
が
正
し
い
値
を
示
す

か
否
か
に
つ
い
て
、
何
ら
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

１
新
聞
発
表
を
裏
切
っ
た
後
続
デ
ー
タ

本
来
な
ら
ば
、
新
聞
発
表
と
し
て
は
事
実
関
係
、
す
な
わ
ち
三
遺

跡
の
十
一
件
の
試
料
（
夜
臼
Ⅱ
式
と
板
付
Ⅰ
式
）
の
分
析
値
（
炭
素

14
年
代
の
こ
と
）
を
公
開
し
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
程
度
に
留

め
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
肝
心
の
夜
臼 　
式
の
分
析
値
は
一
切
示
さ
ず
、
付
帯
資

料
で
は
「
試
料
十
一
点
の
う
ち
、
十
点
が
前
八
百
年
を
は
さ
む
年
代

に
集
中
す
る
結
果
と
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
の
に
、
発
表
本
文
で
は

そ
れ
を
「
紀
元
前
八
〇
〇
～
九
〇
〇
年
ご
ろ
に
集
中
す
る
年
代
と

な
っ
た
」
と
改
変
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
古
い
夜
臼
Ⅰ
式
の
時

代
な
ら
ば
、
紀
元
前
十
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
の
予
測
を
新
聞
発
表
し

た
の
で
あ
る
。

新
聞
発
表
の
時
点
で
は
、
三
遺
跡
の
内
、
雀
居
十
二
次
遺
跡
を
除

い
て
、
試
料
提
供
者
側
の
報
告
が
済
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
詳

細
内
容
を
伏
せ
た
と
い
う
。
よ
ほ
ど
新
聞
発
表
を
急
ぐ
理
由
が
あ
っ

Ⅱa

ⅡbⅡb

Ⅱa
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「科学する考古学」のために「弥生遡上論」の総括から学ぶべきこと

た
の
で
あ
ろ
う
。
前
後
関
係
か
ら
見

て
、
そ
こ
に
科
学
研
究
費
の
申
請
問

題
が
あ
っ
た
と
勘
ぐ
ら
れ
る
の
は
や

む
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
歴
博

等
は
平
成
十
六
年
か
ら
五
年
間
、
総

額
四
億
二
千
万
円
（
間
接
費
を
含
む

と
五
億
五
千
万
円
）
の
学
術
創
成
研

究
費
を
得
て
「
弥
生
農
耕
の
起
源
と

東
ア
ジ
ア
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開

始
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
走
り
始
め
た
研

究
な
の
で
、
最
初
か
ら
新
聞
発
表
を

裏
付
け
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
期
待
を

裏
切
る
デ
ー
タ
が
続
出
し
た
の
で
あ

る
。表

１
に
新
聞
発
表
の
デ
ー
タ
と
そ

の
後
に
測
定
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
対
比

し
て
示
す
。
新
聞
発
表
十
一
件
の

デ
ー
タ
の
内
、
夜
臼　
期
の
デ
ー
タ

と
し
て
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
佐
賀

県
梅
白
遺
跡
と
福
岡
県
橋
本
一
丁
目

遺
跡
の
六
件
で
あ
る
が
、
そ
の
炭
素

県 遺跡名 遺跡  試料  試料番号 C14年  土器時期
佐賀 梅白 海岸  土器  UMS-7 2970*  夜臼Ⅱa

新 佐賀 梅白 海岸  杭  USM-2a 2680  夜臼Ⅱa
聞 佐賀 梅白 海岸  土器  UMS-5 2660  夜臼Ⅱa
発 佐賀 梅白 海岸  杭  UMS-1a 2600  夜臼Ⅱa
表 福岡 橋本一丁田 海岸  土器  HSM-1 2770*  夜臼Ⅱa
の 福岡 橋本一丁田 海岸  土器  HSM-5 2660  夜臼Ⅱa
試 福岡 橋本一丁田 海岸  土器  HSM-6 2650  夜臼Ⅱa
料 福岡 橋本一丁田 海岸  土器  HSM-3 2640  夜臼Ⅱa

福岡 雀居12次  土器  JKY-2 2560  夜臼Ⅱb
福岡 雀居12次  土器  JKY-5 2620  板付Ⅰ～Ⅱ
福岡 雀居12次  土器  JKY-6 2590  板付Ⅰ

異常値(*ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ効果等)を除いた夜臼Ⅱaの平均値　2648年
熊本 山王1次  土器  KUFJ-3 2500  夜臼Ⅱa

新 熊本 山王1次  土器  KUFJ-8 2420  夜臼Ⅱa
聞 福岡 雀居4次  土器  FUFJ-29 2735*  夜臼Ⅱa
発 福岡 雀居4次  土器  FUFJ-30b 2745*  夜臼Ⅱa
表 福岡 雀居4次  土器  FUFJ-4 2690*  夜臼Ⅱa
以 福岡 橋本一丁田 海岸  土器  FUFJ-30 2600  夜臼Ⅱa
後 福岡 橋本一丁田 海岸  土器  FUFJ-33 2585  夜臼Ⅱa
の 福岡 福重稲木2次  土器  FUFJ-42 2410  夜臼Ⅱa
試 佐賀 大江前 海岸  土器  SAGFJ-9 2530  夜臼Ⅱa
料 長崎 権現脇 海岸  土器  FJ-0434 2600  夜臼Ⅱa

長崎 権現脇 海岸  土器  FJ-0436 2590  夜臼Ⅱa
佐賀 菜畑 海岸  土器  FJ-0410 2300*  夜臼Ⅱa

〃  再分析 2480  夜臼Ⅱa
佐賀 菜畑 海岸  土器  FJ-0412 2810*  夜臼Ⅱa
福岡 屋敷  土器  FJ-0142 2540  夜臼Ⅱa

異常値(*ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ効果等)を除いた平均値　  2526年

表 1　新聞発表のデータとその後のデータの比較

Ⅱa
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14
年
代
の
平
均
値
は
二
六
四
八
年
で
あ
る
。
国
際
較
正
曲
線
と
比
較

す
る
と
、
暦
年
は
前
八
九
七
年
～
前
七
八
一
年
と
な
り
、
新
聞
発
表

と
整
合
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
後
の
夜
臼　
式
の
炭
素
14
年
代
は
ど
の
よ
う
に

出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

異
常
値
を
除
く
と
夜
臼　
の
デ
ー
タ
は
十
件
で
、
そ
の
平
均
値
は

二
五
二
六
年
と
な
り
、
新
聞
発
表
よ
り
も
百
年
以
上
新
し
く
出
て
し

ま
っ
て
い
る
。
国
際
較
正
曲
線
で
較
正
す
る
と
、
そ
の
暦
年
は
前

七
九
七
年
～
前
五
三
六
年
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
追
加
試
料
は
新
聞
発
表
を
全
く
フ
ォ
ロ
ー
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
し
新
聞
発
表
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
な

ら
、
一
歩
退
い
て
か
ら
、
落
ち
着
い
て
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
が
、
も
は
や
簡
単
に
引
き
下
が
る
訳
に
は
行
か
な
い
。

そ
の
た
め
、
歴
博
は
縄
文
晩
期
の
黒
川
式
土
器
と
の
関
係
や
夜
臼

Ⅰ
新
式
の
土
器
の
炭
素
14
年
代
を
利
用
し
て
、
新
聞
発
表
の
内
容
を

裏
付
け
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
夜
臼
Ⅰ
新
式
の
七
件
の
平
均
値
も

二
五
九
〇
年
と
出
て
、
新
聞
発
表
の
夜
臼　
式
の
二
六
四
八
年
よ
り

も
六
十
年
も
新
し
く
出
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
歴
博
の
苦
闘
が

始
ま
る
。

２
炭
素
14
年
代
と
較
正
曲
線

こ
こ
ま
で
、「
炭
素
14
年
代
」
や
「
国
際
較
正
曲
線
」
と
言
う
用

語
に
つ
い
て
何
も
注
釈
を
付
け
ず
に
使
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、

「
弥
生
遡
上
論
」
を
理
解
す
る
上
で
は
、
最
小
限
の
解
説
を
必
要
と

す
る
だ
ろ
う
。

前
項
の
新
聞
発
表
時
と
そ
の
後
の
炭
素
14
年
代
の
デ
ー
タ
を
例
と

し
て
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
「
二
四
〇
〇
年
問
題
」
に
つ
い
て
図
１

を
用
い
て
説
明
す
る
。

図
１
で
は
、
縦
軸
に
炭
素
14
年
代
、
横
軸
に
暦
年
が
示
さ
れ
て
い

る
。
炭
素
14
年
代
と
い
う
の
は
、
炭
素
14
の
分
析
値
を
そ
の
ま
ま
示

し
て
も
、
何
の
こ
と
か
判
ら
な
い
の
で
、
西
暦
一
九
五
〇
年
を
基
準

と
し
て
何
年
遡
る
か
に
換
算
し
て
示
し
た
年
代
で
あ
る
。
例
え
ば
炭図１　較正曲線の概念図

Ⅱa

Ⅱa

Ⅱa
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「科学する考古学」のために「弥生遡上論」の総括から学ぶべきこと

素
14
年
代
が
二
六
〇
〇
年
と
出
て
い
れ
ば
前
六
五
一
年
を
意
味
す

る
。
た
だ
し
、
こ
の
年
代
は
概
算
値
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
正
確
に
は

樹
木
年
輪
試
料
の
炭
素
年
代
と
暦
年
の
関
係
を
使
っ
て
「
較
正
」
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
較
正
基
準
は
北
半
球
に
か
ぎ
れ
ば
場
所

に
よ
る
差
が
少
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
集
成
し
た
の
を
「
国
際
較
正

曲
線
」
と
い
う
。
図
１
に
２
σ
の
ば
ら
つ
き
で
示
す
。

炭
素
14
年
代
か
ら
暦
年
へ
の
換
算
は
通
常
専
用
ソ
フ
ト
を
利
用
す

る
が
、
図
上
で
も
大
略
求
め
ら
れ
る
。
図
１
に
は
、
新
聞
発
表
時
の

二
六
四
八
年
と
そ
の
後
続
試
料
の
二
五
二
六
年
を
例
示
し
て
い
る

が
、
後
続
試
料
の
場
合
に
は
、
暦
年
推
定
範
囲
が
広
く
な
っ
て
年
代

を
絞
れ
な
い
。
こ
の
現
象
を
「
二
四
〇
〇
年
問
題
」
と
い
う
。
た

だ
し
通
常
の
用
語
と
し
て
は
、
炭
素
年
代
の
「
二
四
〇
〇
年
」
が

前
四
五
〇
年
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、
図
に
も
示
し
た
よ
う
に
前

七
五
〇
年
か
ら
の
三
百
年
を
意
味
す
る
。

な
お
、
日
本
の
よ
う
な
海
洋
国
で
は
、
国
際
較
正
曲
線
と
異
な
る

較
正
曲
線
を
必
要
と
す
る
。
図
１
に
は
模
式
的
に
そ
の
状
況
を
灰
色

の
ゾ
ー
ン
で
示
し
た
。
新
聞
発
表
に
後
続
す
る
試
料
の
場
合
に
は
、

単
に
国
際
較
正
曲
線
を
使
っ
て
も
「
二
四
〇
〇
年
問
題
」
に
か
か
っ

て
し
ま
う
が
、
更
に
日
本
の
較
正
曲
線
を
使
え
ば
、
ま
す
ま
す
「
判

定
不
能
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

３
日
本
樹
木
の
較
正
曲
線
問
題

筆
者
は
炭
素
14
年
代
に
よ
る
「
弥
生
遡
上
論
」
に
対
し
て
、
主
と

し
て
理
論
的
な
考
察
や
外
国
の
事
例
な
ど
に
よ
り
、
地
球
上
の
低
緯

度
、
低
標
高
、
海
洋
地
域
で
は
、
そ
の
較
正
曲
線
が
国
際
較
正
曲
線

よ
り
も
数
十
年
古
く
で
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
歴
博
に
対
し
て
結
論

を
急
が
ぬ
よ
う
に
求
め
て
き
た
（
新
井
二
〇
〇
六
）。

そ
れ
に
対
し
て
歴
博
は
、
新
聞
発
表
当
初
か
ら
「
大
気
に
お
け
る

対
流
圏
の
混
合
は
早
く
（
二
、三
カ
月
）、
地
域
間
の
大
気
中
の
炭
素

14
濃
度
の
違
い
は
、
年
平
均
レ
ベ
ル
で
は
非
常
に
小
さ
い
」
と
し

て
、「
日
本
と
欧
米
の
間
の
違
い
も
、
弥
生
の
年
代
に
対
す
る
結
論

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
有
り
得
な
い
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
研
究

結
果
か
ら
の
理
解
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
。
結
果
は
ど
う
出
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
歴
博
か
ら
資
料
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
日
本
産
樹
木
の
炭

素
14
年
代
を
整
理
し
て
、
国
際
較
正
曲
線
と
比
較
し
た
結
果
を
表
２

に
示
す
。
全
般
的
に
見
て
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、

国
際
較
正
曲
線
に
比
較
す
る
と
日
本
産
樹
木
の
炭
素
14
年
代
は
明
ら

か
に
数
十
年
古
く
で
て
い
る
。
理
論
的
な
予
測
が
確
認
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
差
が
た
っ
た
数
十
年
と
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

は
、
小
型
の
「
二
四
〇
〇
年
問
題
」
が
各
時
期
に
あ
り
、
数
十
年
の

違
い
が
百
年
の
違
い
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
弥
生
遡
上
論
」
と
最
も
関
連
の
深
い
時
期
の
飯
田
市

畑
ノ
沢
地
区
ヒ
ノ
キ
の
デ
ー
タ
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
よ
う
。

理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
六
二
七
年
～
前
四
五
二
年
の
試
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料
（N

N
IH

-
8A

）
に
つ
い

て
、
時
期
を

置
い
て
同
一

機
関
（
名
大

N
U

T
A

2

）
が

再
分
析
し
て
い

る
。
そ
の
結
果

が
一
致
し
た
内

容
で
あ
れ
ば
問

題
な
い
が
、
初

期
の
測
定
値
で

は
国
際
較
正
曲

線
か
ら
の
シ
フ

ト
が
四
・
八
年

だ
っ
た
の
に
、

再
分
析
の
結
果

で
は
七
五
・
三

年
と
大
差
を
生

じ
て
い
る
。

常
識
的
に
考

え
れ
ば
、
初
期

の
測
定
値
に

異
常
が
あ
っ
た
た
め
に
、
再
分
析
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
歴

博
の
正
式
報
告
が
出
て
い
な
い
の
で
何
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
し

七
五
・
三
年
の
乖
離
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、「
弥
生
時
代
五
百
年
遡

上
論
」
な
ど
、
こ
の
一
件
だ
け
で
い
っ
ぺ
ん
に
吹
き
飛
ん
で
し
ま

う
。そ

れ
に
し
て
も
大
差
で
あ
り
、
何
ら
か
の
説
明
が
必
要
で
あ
る

が
、
三
年
以
上
経
っ
た
現
在
で
も
歴
博
は
何
も
説
明
し
な
い
。
い
っ

た
い
全
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
デ
ー
タ
を
記
載
し
て

い
る
学
術
創
成
研
究
成
果
報
告
書
『
弥
生
農
耕
の
起
源
と
東
ア
ジ

ア
』
に
は
、「
未
発
表
資
料
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
本
報
告

の
引
用
は
お
控
え
下
さ
い
」
と
あ
り
、
そ
の
引
用
を
全
面
禁
止
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
筆
者
は
今
ま
で
、
資
料
の
紹
介
さ
え
控

え
て
き
た
。

理
系
の
筆
者
に
と
っ
て
異
様
に
思
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
考
古
学

界
の
「
科
研
費
成
果
報
告
書
」
に
は
、
し
ば
し
ば
「
未
発
表
資
料
を

含
む
た
め
引
用
禁
止
」
と
あ
る
の
を
見
か
け
る
。
事
情
に
つ
い
て
理

解
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
公
開
が
原
則
の
科
研
費
（
税
金
）
に
よ

る
「
成
果
報
告
書
」
を
、
全
面
的
に
「
引
用
禁
止
」
と
す
る
の
は
考

古
学
界
だ
け
の
慣
習
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
対
象

を
最
小
限
に
絞
り
、
一
年
後
に
は
引
用
可
能
に
す
る
等
の
配
慮
が
欲

し
い
。

筆
者
と
し
て
は
「
解
禁
」
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
が
三
年
を
経
て

 樹木地区  樹木番号 n

 秋田県仁賀保町スギ  AKNKH-C2  BC.1057-BC.997 60年 13 14.8 ± 4.3

 AKNKH-C1  BC.992-BC.512 480年 103 9.3 ± 4.0

 長野県飯田市畑ﾉ沢  NNIH-8A (NUTA2-99)  BC.627-BC.452 145年 36 75.3 ± 7.5

 ヒノキ  NNIH-8A (NUTA2-92)  BC.627-BC.452 145年 36 4.8 ± 3.5

 NNIH-8A (NUTA2-90)  BC.442-BC.302 140年 58 26.8 ± 5.5

 NNIH-8A (NUTA2-94)  BC.292-BC.192 100年 31 17.5 ± 8.7

 NNIH-8A (NUTA2-98)  BC.272-BC.192 80年 15 29.3 ± 14.9

 広島県黄幡1号  HRHH-C261  BC.818-BC.448 370年 162 5.0 ± 2.9

 ヒノキ  HRHH-C569  BC.438-BC.213 220年 29 5.8 ± 7.4

 神奈川県箱根町スギ  HKN-C1  BC.242-AD.188 430年 87 31.7 ± 3.7

 長野県遠山川河床ヒノキ  NNMSM  BC.142-AD.398 840年 120 44.8 ± 5.5

 伝法隆寺ヒノキ部材  AD.343-AD.788 445年 132 18.8 ± 3.9

シフト(年) 年輪年代　(期間)

表 2　日本樹木年輪の炭素 14 年代と国際較正曲線の比較

伝法隆寺建築部材のデータは（尾嵜 2009）の図 2より読み取ったもの。
その他は学術創成研究『弥生農耕の起源と東アジア』の研究による。
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も
正
式
の
報
告
書
を
見
な
い
。
待
ち
き
れ
ず
に
、
そ
の
国
際
較
正
曲

線
か
ら
の
シ
フ
ト
の
概
要
だ
け
を
今
回
は
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
で
は

自
由
な
議
論
を
著
し
く
束
縛
さ
れ
て
い
る
思
い
で
あ
る
。

再
分
析
値
が
正
し
け
れ
ば
、「
弥
生
遡
上
論
」
な
ど
無
意
味
に

な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
重
要
な
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
に
気
付

い
て
い
る
者
は
、
筆
者
以
外
に
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。考

古
学
界
で
は
資
料
発
見
者
や
資
料
紹
介
者
に
発
表
の
優
先
権
を

与
え
、
お
互
い
に
「
他
人
の
持
ち
歌
は
歌
わ
な
い
」
こ
と
に
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
者
の
批
判
を
封
じ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。似

て
い
る
よ
う
な
「
事
例
」
が
ド
イ
ツ
で
も
起
き
て
い
る
。
西
暦

一
一
〇
〇
年
～
一
三
〇
〇
年
の
南
ド
イ
ツ
の
樫
の
木
を
測
定
し
た
と

こ
ろ
、
国
際
標
準
よ
り
も
整
然
と
二
十
六
年
古
く
で
た
と
い
う
の
で

あ
る
（W

acker 2009

）。
測
定
は
よ
り
高
精
度
の
装
置
に
よ
っ
て

い
る
し
、
測
定
の
再
現
性
も
良
い
の
で
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
前
処

理
に
ア
ル
カ
リ
処
理
を
二
回
行
っ
た
こ
と
が
差
に
な
る
と
も
思
え
な

い
。こ

こ
で
感
心
す
る
の
は
、
こ
の
事
実
を
速
報
と
し
て
直
ち
に
公
式

に
報
告
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
日
本
の
考

古
学
界
と
の
差
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
畑
ノ
沢
ヒ
ノ
キ
が
国
際
較
正
曲
線
か
ら
七
五
・
三
年
も
の

乖
離
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
事
情
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
仮
に

四
・
八
年
と
七
五
・
三
年
の
平
均
四
〇
年
と
仮
置
き
し
て
み
よ
う
。
そ

う
す
る
と
、
夜
臼　
式
の
新
聞
発
表
分
と
そ
の
後
の
デ
ー
タ
を
合
わ

せ
た
炭
素
14
年
代
の
総
平
均
値
二
五
七
二
年
は
、
二
五
三
二
年
と
置

き
替
え
ら
れ
て
、「
二
四
〇
〇
年
問
題
」
の
最
中
に
埋
没
し
て
し
ま

う
。歴

博
の
遡
上
説
を
支
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
炭
素
14
年
代
が
、
参

考
資
料
の
レ
ベ
ル
に
格
下
げ
さ
れ
、
夜
臼　
期
は
前
七
九
九
年
～
前

五
三
七
年
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
評
価
と
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
図
１
に
は
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
「
弥
生

遡
上
説
」
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、

旧
来
の
考
古
学
研
究
者
か
ら
厳
し
い
反
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
歴
博
と
し
て
は
、
よ
ほ
ど
強
力
な
説
得
資
料
を
必
要
と
し
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
縄
文
時
代
晩
期
の
黒
川
式
土
器
を
擬
制
的

に
「
弥
生
早
期
」
に
取
り
込
も
う
と
す
る
試
み
に
つ
な
が
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
辺
の
議
論
は
、
土
器
型
式
判
定
が
絡
む
の
で
、
意
見

を
控
え
る
が
、
歴
博
が
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
は
、
同
じ
土
器
の
「
型

式
判
定
」
が
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
て
い
る
中
に
も
感
じ
取
れ
る
。

事
実
、
こ
の
よ
う
な
歴
博
の
や
り
方
に
対
し
て
土
器
研
究
者
か
ら

の
反
論
が
相
次
い
で
い
る
。

ま
ず
、
水
ノ
江
和
同
氏
は
「
黒
川
式
土
器
の
再
検
討
」（
水
ノ
江

二
〇
〇
九
）
に
お
い
て
、
黒
川
式
土
器
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
た
上

で
、
歴
博
の
黒
川
式
土
器
形
式
判
定
が
恣
意
的
で
、
炭
素
14
年
の
値

Ⅱa

Ⅱa
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に
応
じ
て
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
機
感
を
表
明
し
て

い
る
。
事
実
、
黒
川
式
全
体
の
中
か
ら
黒
川
新
式
を
選
び
出
し
た
結

果
を
見
る
と
、「
後
出
し
ジ
ャ
ン
ケ
ン
」
の
よ
う
に
、
炭
素
14
年
代

で
き
れ
い
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
宮
地
聡
一
郎
氏
は
「
弥
生
時
代
開
始
年
代
を
め
ぐ
る
炭
素
14

年
代
測
定
土
器
の
検
討
」
と
い
う
論
文
（
宮
地
二
〇
〇
九
）
で
、
歴

博
の
取
り
上
げ
た
夜
臼　

式
の
中
に
は
、「（
そ
の
前
の
時
期
の
）
山

ノ
寺
・
夜
臼
Ⅰ
に
比
定
す
べ
き
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
」
と
述

べ
、
炭
素
14
年
代
で
言
え
ば
百
年
の
差
と
な
る
と
言
っ
て
い
る
。

４
海
岸
遺
跡
の
問
題

較
正
曲
線
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
、
地
域
に
よ
っ
て
空
気

中
の
炭
素
14
年
の
濃
度
比
が
違
う
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
空
気
中
に

較
べ
、
海
水
中
で
は
炭
素
14
年
代
が
五
百
年
ほ
ど
古
い
の
で
、
そ
の

影
響
を
受
け
や
す
い
海
洋
国
で
乖
離
が
大
き
く
な
る
の
は
理
解
し
や

す
い
で
あ
ろ
う
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
違
い
は
海
岸
地
域
と
言
う
局
所
で
も
生
ず

る
。
潮
の
香
り
の
す
る
よ
う
な
海
岸
遺
跡
の
試
料
は
、
魚
類
、
貝

類
、
海
草
類
に
起
因
す
る
リ
ザ
ー
バ
ー
効
果
と
は
別
に
、
要
注
意
な

の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
「
弥
生
遡
上
論
」
の
新
聞
発
表
に
用
い
ら
れ
た
六
件

の
夜
臼　
試
料
が
全
て
海
岸
遺
跡
の
も
の
だ
っ
た
の
は
歴
博
に
と
っ

て
不
運
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

筆
者
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
平
成
十
八
年
五
月
十
二
日
付
の
読
売

新
聞
に
大
き
く
紹
介
さ
れ
た
。
理
論
的
な
計
算
で
も
そ
の
影
響
を
無

視
で
き
な
い
が
、
炭
素
14
年
代
の
実
績
値
を
整
理
し
て
み
て
も
、
そ

の
傾
向
が
顕
著
な
の
で
あ
る
。
現
代
の
海
岸
地
域
の
樹
木
年
輪
に
関

す
る
炭
素
14
年
代
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
も
、
そ
の
可
能
性
が
高

い
。こ

の
よ
う
な
大
気
中
に
お
け
る
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
な
炭
素
14
濃
度

比
分
布
の
検
討
に
は
、
地
球
温
暖
化
の
研
究
等
か
ら
学
べ
る
も
の
が

多
く
あ
る
。
学
際
的
な
研
究
を
望
み
た
い
。

５
土
器
付
着
炭
化
物
の
問
題

い
よ
い
よ
、
主
題
の
「
土
器
付
着
炭
化
物
」
の
問
題
に
移
ろ
う
。

歴
博
は
新
聞
発
表
当
時
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
代
が
著
し

く
古
く
で
て
い
る
こ
と
を
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

縄
文
時
代
の
場
合
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
古
墳
時
代
の
事
例
を
注
視

し
て
い
れ
ば
、
必
ず
気
付
い
た
は
ず
で
あ
る
。
新
聞
発
表
以
前
の
測

定
例
を
調
べ
て
み
よ
う
。

論
文
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
公
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
平
成

十
四
年
三
月
の
「
弥
生
土
器
・
古
式
土
師
器
のA

M
S14C

年
代
」

（
小
田
二
〇
〇
二
）
が
初
出
の
よ
う
で
あ
る
。
新
聞
発
表
の
一
年
余

前
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
古
墳
時
代
前
期
の
試
料
が
十
一
件
測
定
さ
れ
て
い

る
。
炭
素
14
年
と
し
て
は
、
古
い
順
に
一
九
五
六
年
、
一
九
二
七

Ⅱa

Ⅱa
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年
、
一
八
九
八
三
年
、
一
八
九
二
年
、
一
八
八
七
年
、
一
八
七
四

年
、
一
八
一
四
年
、
一
七
九
七
年
、
一
七
八
七
年
、
一
七
八
五

年
、
一
七
六
六
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
国
際
較
正
曲
線
で
見
る
と

一
八
七
〇
年
を
超
え
る
六
件
は
西
暦
一
三
〇
年
以
前
の
判
定
と
な

り
、
古
墳
時
代
前
期
の
範
疇
に
は
到
底
入
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
半
数

以
上
は
、
著
し
く
古
い
炭
素
14
年
代
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
歴

博
が
こ
の
報
告
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

続
い
て
は
山
形
秀
樹
氏
の
「
本
川
遺
跡
出
土
土
器
付
着
煤
類
の
年

代
測
定
」（
山
形
二
〇
〇
三
）
が
あ
る
。
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
の
分
析
番

号PD
L1449

～1492

か
ら
見
て
平
成
十
四
年
前
半
の
測
定
で
あ
る

が
、
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
平
成
十
五
年
八
月
な
の
で
、
新
聞

発
表
当
時
、
歴
博
は
情
報
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
古
墳
時
代
中
期
の
本
川
遺
跡
の
土
器
付
着
炭
化
物

は
、
暦
年
に
較
正
す
る
と
、
紀
元
前
～
一
世
紀
が
四
件
、
一
～
二
世

紀
が
七
件
、
二
～
三
世
紀
が
四
件
、
三
～
四
世
紀
が
三
件
、
四
～
五

世
紀
が
一
件
と
な
っ
て
い
て
、
ま
っ
た
く
問
題
外
の
古
い
年
代
を
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
歴
博
が
情
報
を
得
た
の
が
新
聞
発
表
以
降
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
代
が
著
し
く
古

く
で
る
こ
と
な
ど
、
そ
っ
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
の
は
ど
う
し
て
で

あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
続
く
の
が
、
平
成
十
五
年
三
月
の
「
濃
尾
平
野
に
お
け
る

弥
生
後
期
～
古
墳
前
期
の
炭
素
14
年
代
測
定
と
炭
素
安
定
同
位
体

比
」（
山
本
二
〇
〇
三
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
松
河
戸
Ⅰ
式
前
半
や

廻
間
Ⅲ
式
後
半
（
古
墳
前
期
後
半
）
の
五
件
の
試
料
の
内
、
四
件
が

一
世
紀
か
ら
二
世
紀
と
著
し
く
古
く
判
定
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
平
成
十
五
年
度
ま
で
に
、
歴
博
自
身
が
古
墳
期
の
土
器
炭

化
物
を
測
定
し
た
例
と
し
て
は
、
布
留
Ⅰ
期
四
件
（
炭
素
14
年
代
平

均
一
八
三
四
年
）、 

布
留
Ⅱ
期
一
件
（
一
七
九
〇
年
）
し
か
な
い
が
、

布
留
Ⅰ
期
分
が
西
暦
二
五
三
年
以
前
、
布
留
Ⅱ
期
分
も
西
暦
三
四
五

年
以
前
を
示
し
、
明
ら
か
に
古
い
年
代
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
状
況
を
歴
博
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
土
器
付
着
炭
化
物
が
古

く
で
る
こ
と
な
ど
常
識
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
苦
慮
し
て
い
た
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
博
は
そ
の
土
器
付

着
炭
化
物
を
基
に
し
て
、「
弥
生
遡
上
論
」
を
唱
え
始
め
、
唱
え
続

け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
研
究
費
申
請
問
題
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
遺
憾
で
あ
る
。

し
か
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
博
が
新
聞
発
表

し
た
直
後
に
、
西
田
茂
氏
が
「
年
代
測
定
値
へ
の
疑
問
」（
西
田

二
〇
〇
三
）
と
題
し
て
、
江
別
市
の
例
を
引
き
、
土
器
付
着
炭
化

物
は
二
割
程
度
炭
素
14
年
代
が
古
く
で
る
と
警
告
し
て
い
る
。
約

五
百
年
も
古
く
で
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
歴
博

は
リ
ザ
ー
バ
ー
効
果
と
か
試
料
の
前
処
理
の
問
題
を
挙
げ
て
反
論

し
た
が
（
藤
尾
二
〇
〇
四
）、
西
田
氏
は
納
得
せ
ず
再
反
論
（
西
田

二
〇
〇
四
）
を
行
っ
て
い
る
。

土
器
付
着
炭
化
物
の
試
料
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
を
行
う
せ
っ
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か
く
の
機
会
で
あ
っ
た
の
に
、「
弥
生
時
代
遡
上
論
」
の
辻
褄
合
わ

せ
ば
か
り
向
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
意
味
で
西
田
茂
氏
の
反
論
は
、

水
面
下
に
流
れ
て
い
た
歴
博
へ
の
反
発
意
見
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。な

お
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
年
代
が
古
く
で
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
安
本
美
典
氏
が
本
誌
『
邪
馬
台
国
』
一
〇
二
号
や

一
〇
四
号
な
ど
で
桃
核
や
小
枝
と
の
比
較
か
ら
し
ば
し
ば
論
じ
て
い

る
が
（
安
本
二
〇
〇
九
、
安
本
二
〇
一
〇
）、
筆
者
も
本
誌
『
邪
馬

台
国
』
一
〇
五
号
に
「
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
問
題
」（
新

井
二
〇
一
〇
）
と
題
し
て
詳
し
く
の
べ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

ま
た
、
情
報
考
古
学
会
の
シ
ン
ポ
の
講
演
で
使
用
し
た
「
歴
博
年

代
観
と
土
器
炭
化
物
の
炭
素
年
代
」
を
図
２
に
示
す
。

図
２
は
、
弥
生
終
末
期
か
ら
古
墳
前
期
ま
で
の
炭
素
14
年
代
測
定

値
を
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
横
軸
の
年
代
は
土
器
形
式
に
対
応

し
た
暦
年
の
意
味
で
あ
る
。
た
だ
し
、
土
器
形
式
と
暦
年
の
対
応
関

係
に
は
諸
説
あ
る
の
で
、
最
も
古
く
見
る
歴
博
説
を
採
用
し
た
。
筆

者
が
歴
博
説
に
同
意
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
土
器
付
着

炭
化
物
の
炭
素
年
代
が
古
く
出
て
い
る
こ
と
を
疑
問
の
余
地
の
な
い

形
で
示
す
た
め
で
あ
る
。
下
図
と
し
て
使
っ
た
国
際
較
正
曲
線
と
日

本
の
較
正
曲
線
は
歴
博
作
製
の
も
の
を
借
用
し
た
。

図
中
に
は
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
他
に
、
種
実
や
木
材
な
ど
を
白

抜
き
で
示
し
、
土
器
付
着
炭
化
物
で
ア
ル
カ
リ
再
処
理
を
行
っ
た
も

の
を
＋
で
示
す
。
明
ら
か
に
層
別
さ
れ
て
い
る
状
況
が
わ
か
る
で
あ

ろ
う
。
□
◇
＋
の
試
料
だ
け
で
見
る
と
、
古
墳
時
代
の
年
代
観
が
完

全
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
資
料
を
用
い
て
、
歴
博
は
「
箸
墓 図 2
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年
代
を
二
五
〇
年
頃
」
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
筆
者
な

ど
か
ら
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
考
古
学
関
係
者
か
ら
も
異
論
が
続
出

し
た
。

６
「
弥
生
遡
上
論
」
の
正
式
論
文
問
題

次
に
は
、「
弥
生
遡
上
論
」
が
学
術
誌
上
で
は
ど
の
よ
う
に
取
り

扱
わ
れ
た
か
追
い
か
け
て
み
た
い
。

新
聞
発
表
を
先
行
さ
せ
て
い
な
が
ら
、
正
式
な
論
文
が
な
か
な
か

出
て
こ
な
か
っ
た
。
い
や
正
式
な
論
文
ど
こ
ろ
か
、
試
料
の
炭
素
14

年
代
が
発
表
さ
れ
た
の
も
、
新
聞
発
表
の
半
年
後
に
出
さ
れ
た
歴
博

研
究
業
績
集
『
炭
素
14
年
代
測
定
と
考
古
学
』
で
あ
る
。

歴
博
の
正
式
論
文
「
弥
生
時
代
の
開
始
年
代
」（
藤
尾
二
〇
〇
五
）

が
『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
創
刊
号
に
載
る
の
は
二
年
後
の
平
成

十
七
年
五
月
で
あ
る
。
二
十
三
頁
に
お
よ
ぶ
詳
細
な
論
文
で
あ
る

が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
こ
で
も
最
も
重
要
な
炭
素
14
年
代
測
定

結
果
の
数
値
が
一
部
し
か
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

総
研
大
は
歴
博
の
藤
尾
慎
一
郎
氏
が
兼
任
で
助
教
授
を
務
め
る
大

学
で
あ
る
。
い
わ
ば
身
内
の
学
会
誌
で
あ
る
た
め
か
、
査
読
が
厳
し

く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
が
査
読
的
に
読
む
と
、
原
始
デ
ー

タ
不
掲
載
の
他
に
も
、
不
正
確
、
不
整
合
な
記
述
が
見
つ
か
る
。
査

読
と
は
、
論
文
が
一
定
の
手
続
き
を
遵
守
し
、
論
理
的
な
飛
躍
や
矛

盾
の
な
い
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
で
あ
り
、
結
論
に
対
す
る
当

否
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
例
が
藤
尾
慎
一
郎
氏
ら
の
「
弥
生
時
代
中
期
の
実

年
代
」（
藤
尾
二
〇
〇
六
）
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
も
『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
こ

そ
身
内
の
論
文
誌
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
論
文
は

「
査
読
者
か
ら
大
幅
な
修
正
意
見
を
受
け
た
の
で
新
し
い
解
析
方
法

を
用
い
て
考
察
し
た
」
と
文
末
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
そ
の

中
間
経
過
を
見
て
い
た
か
ら
判
る
が
、
炭
素
14
年
代
の
測
定
値
を

「
国
際
較
正
曲
線
上
に
落
と
す
」
と
称
し
て
、
都
合
の
良
い
位
置
に

測
定
値
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
恣
意
的
な
表
現
に
困
惑
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
査
読
者
の
意
見
も
お
そ
ら
く
そ
の
辺
に
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
で
も
恣
意
性
が
十
分
に
修
正
さ
れ
き
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
次
は
最
終
論
文
の
藤
尾
慎
一
郎
氏
の
「
弥
生
時
代
の
実
年

代
」（
藤
尾
二
〇
〇
九
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
成
二
十
一
年
三
月
の

学
術
創
成
研
究
の
報
告
シ
リ
ー
ズ
『
新
弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
』
第

四
巻
に
載
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
異
論
が
有
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
れ
こ
そ
歴
博
の
宣
伝
誌
の
役
割
を
担
っ
た
冊
子
で
、
当
然
、

査
読
も
内
輪
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
な
が
な
が
と
書
い
た
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
全
て
が

「
身
内
誌
」
へ
の
投
稿
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
弥
生
遡
上

論
」
は
そ
れ
こ
そ
考
古
学
界
を
揺
る
が
す
大
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ

な
の
に
、
日
本
を
代
表
す
る
考
古
学
誌
の
『
考
古
学
雑
誌
』
や
『
日

本
考
古
学
』
に
は
関
連
論
文
一
編
さ
え
載
っ
て
い
な
い
。
関
連
の
報

告
が
行
わ
れ
た
の
は
、
日
本
考
古
学
協
会
の
研
究
発
表
会
に
お
け
る
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報
告
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
発
表
は
、
口
頭
な
の
で
資

料
は
付
く
が
通
常
の
査
読
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
歴
博
の
正
式
な
論
文
が
出
る
前
に
、
橋
口
達
也
氏
の

反
駁
論
文
「
炭
素
14
年
代
測
定
法
に
よ
る
弥
生
時
代
の
年
代
論
に
関

連
し
て
」（
橋
口
二
〇
〇
三
）
が
『
日
本
考
古
学
』
一
六
号
に
載
る

と
い
う
珍
奇
な
こ
と
さ
え
起
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
の
考
古

学
界
の
実
情
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
科
学
的
な
考
古
学
へ
の
道
の
り

は
、
ま
だ
遠
く
長
い
。

７
箸
墓
年
代
遡
上
論

最
後
に
、「
弥
生
遡
上
論
」
の
姉
妹
編
と
も
い
う
べ
き
「
古
墳
年

代
遡
上
論
」
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
平
成
二
十
年
度
と
二
十
一
年

度
の
考
古
学
協
会
研
究
発
表
会
に
お
い
て
歴
博
は
「
箸
墓
は
卑
弥
呼

の
墓
」
と
称
す
る
主
張
（
藤
尾
二
〇
〇
八
、
春
成
二
〇
〇
九
）
で
あ

る
。「
古
墳
時
代
遡
上
論
」
な
ら
ま
だ
し
も
「
卑
弥
呼
」
を
持
ち
出

す
な
ど
、
巷
間
の
「
邪
馬
台
国
論
争
」
の
レ
ベ
ル
に
比
す
る
内
容

で
あ
る
。
し
か
も
、
国
民
的
な
話
題
に
な
り
得
る
テ
ー
マ
を
と
り

込
み
、
新
聞
社
ま
で
動
員
し
て
い
る
点
で
は
、「
弥
生
遡
上
論
」
と

そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
歴
博
が
学
術
創
成
研
究
（
平
成

十
六
年
度
～
二
十
年
年
度
）
の
後
続
研
究
を
狙
っ
た
思
惑
で
あ
る
。

歴
博
は
「
弥
生
遡
上
論
」
の
反
省
を
す
る
替
わ
り
に
、「
夢
を
も
う

一
度
」
と
狙
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
推
測
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
し

て
も
、
独
立
行
政
法
人
化
に
よ
っ
て
科
研
費
へ
の
依
存
を
高
め
ざ
る

を
得
な
い
状
況
を
知
っ
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
、
想
像
し
得
る
こ
と

で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
で
「
弥
生
遡
上
論
」
が
賑
わ
っ
て
い
た
こ
ろ
、
韓
国

で
は
黄
禹
錫
教
授
の
「
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
」
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。

理
系
で
ま
だ
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
な
い
韓
国
が
、
今
す
ぐ
に
で
も
受
賞
で

き
そ
う
な
雰
囲
気
で
あ
り
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
へ
予
算
が
重
点
配
分
さ

れ
、
一
般
の
大
学
院
生
の
研
究
費
が
削
減
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
当

時
、
韓
国
の
大
学
に
い
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
け
れ
ば
韓
国
か

ら
ノ
ー
ベ
ル
賞
な
ど
出
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
こ
の
研
究
が
「
Ｅ

Ｓ
細
胞
論
文
捏
造
事
件
」
と
な
り
、
韓
国
の
国
恥
事
件
と
ま
で
な
っ

た
の
が
平
成
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。

毎
年
五
十
億
円
も
の
研
究
費
が
保
証
さ
れ
た
「
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
」

ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、「
弥
生
遡
上
論
」
の
研
究
費
は
五
年
分

で
五
億
円
を
超
え
、
考
古
学
関
係
の
科
研
費
の
一
年
分
以
上
に
相
当

す
る
金
額
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、「
新
聞
」
と
い
う
媒

体
を
利
用
し
て
獲
得
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
、
一
部
の

「
新
聞
」
が
歴
博
と
蜜
月
状
態
を
続
け
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。

最
近
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
す
る
と
、
歴
博
の
関
連
研
究
と

し
て
は
「
日
韓
古
代
人
骨
の
分
析
化
学
・
年
代
学
的
研
究
と
三
国
時

代
の
実
年
代
」
が
科
研
費
の
基
礎
研
究
（
Ｂ
）
に
載
っ
て
い
る
。
平

成
二
十
三
～
二
十
四
年
度
で
一
一
〇
五
万
円
の
予
算
で
あ
る
。
後
続

研
究
の
研
究
費
は
一
桁
少
な
く
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。
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８
考
古
学
界
に
お
け
る
総
括

筆
者
に
は
、
考
古
学
界
に
お
け
る
「
弥
生
遡
上
論
」
の
総
括
を
行

う
知
識
も
能
力
も
な
い
。
し
か
し
、
炭
素
14
年
代
の
問
題
を
追
及
す

る
過
程
で
、
多
く
の
有
益
な
論
考
に
巡
り
会
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
主

張
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
点
で
納
得
が
行
く
し
、「
弥
生
遡
上
論
」

か
ら
の
刺
激
を
受
け
て
、
新
た
な
視
点
か
ら
進
ん
だ
研
究
に
も
魅
力

的
な
も
の
が
あ
る
。

せ
っ
か
く
勉
強
し
た
の
で
、
代
表
的
な
研
究
者
の
早
期
開
始
年
代

観
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
た
。
誤
解
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が

歴
博
の
遡
上
論
と
比
較
し
て
示
す
。
各
氏
へ
の
注
記
は
単
に
特
徴
的

な
分
野
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
。

歴
博
（
土
器
炭
化
物
）　　
　
　
　
　
　

前
九
五
〇
年
頃

宮
本
和
夫
氏
（
東
ア
ジ
ア
青
銅
器
論
）　

前
七
七
〇
年
頃

甲
元
眞
之
氏
（
環
境
考
古
学
）　　
　
　

前
七
七
〇
年
頃

庄
田
慎
矢
氏
（
遼
寧
式
銅
剣
）　　
　
　
前
八
世
紀
末
～
六
世
紀
後
半

武
末
純
一
氏
（
九
州
考
古
学
）　　
　
　

前
六
〇
〇
年
頃

田
中
良
之
氏
（
人
骨
・
鹿
骨
年
代
）　　

前
七
〇
〇
年
以
降

橋
口
達
也
氏
（
従
前
の
年
代
観
）　　
　

前
四
三
〇
年
頃

な
お
、「
弥
生
遡
上
論
」
は
早
期
の
始
ま
り
ば
か
り
を
問
題
に
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
考
古
学
界
に
と
っ
て
は
歴
博
が
弥
生
中
期

の
始
ま
り
を
紀
元
前
三
七
〇
年
頃
と
二
百
年
ほ
ど
遡
上
し
た
こ
と
の

方
が
よ
り
深
刻
な
問
題
で
あ
つ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
早
期
同
様
に
炭
素
14
年
代
の
側
面
か
ら
反
論

し
た
経
過
が
あ
る
が
、
議
論
が
錯
綜
す
る
の
で
避
け
る
。

そ
の
替
わ
り
に
、
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
紹
介
し
た
い
の

が
『
考
古
学
雑
誌
』
に
載
せ
た
筆
者
の
論
文
「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見

た
弥
生
期
の
実
年
代
に
関
す
る
一
試
論
」（
新
井
二
〇
〇
七
）
で
あ

る
。こ

の
論
文
で
は
、
弥
生
前
期
末
に
始
ま
る
細
形
銅
剣
等
の
特
異
な

鉛
同
位
体
比
は
、
燕
の
将
軍
楽
毅
が
前
二
八
四
年
に
斉
の
臨

を
陥

落
し
た
際
に
持
ち
帰
っ
た
青
銅
器
を
リ
サ
イ
ク
ル
品
と
し
て
利
用
し

た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
弥
生
中
期
の
始
ま
り
を
前
二
五
〇
年
頃
に

し
て
い
る
。
年
代
論
に
科
学
的
な
分
析
を
利
用
し
た
論
文
と
し
て
自

負
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
と
め
て
見
る
と
、
歴
博
の
「
弥
生
遡
上
論
」
に
よ
っ
て
、
発
表

通
り
に
年
代
が
遡
上
し
た
訳
で
も
な
く
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
旧
来
の

説
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
、
歴
博
の
提
案
の

半
分
く
ら
い
は
遡
上
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
個
人
的
な

感
触
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
弥
生
早
期
の
遡
上
は
五
百
年
で
は
な
く

二
百
五
十
年
、
中
期
の
遡
上
は
二
百
年
で
は
な
く
百
年
位
と
言
う
と

こ
ろ
か
。

こ
の
よ
う
な
年
代
論
の
進
展
に
あ
っ
て
「
弥
生
遡
上
論
」
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
怪
我
の
功
名
で
あ
っ
て
も

歴
博
の
功
績
で
あ
る
こ
と
は
素
直
に
認
め
た
い
。

し
か
し
、「
科
学
的
な
手
法
」
を
用
い
た
歴
博
が
、
新
聞
発
表
で
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躓
き
、
辻
褄
合
わ
せ
に
走
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、「
科
学
的
な

手
法
」
を
貶
め
て
し
ま
っ
た
。

科
学
で
は
「
誤
っ
た
結
論
」
を
出
し
て
も
「
時
に
は
勲
章
」
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
科
学
が
最
も
嫌
う
の
は
、
基
礎
資
料
の
非
開

示
と
か
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
、
隠
蔽
・
捏
造
な
ど
で
あ
り
、
た
と
え
結

論
が
正
し
く
て
も
、
そ
の
過
程
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
評
価
し
な
い
の

が
ル
ー
ル
で
あ
る
。

三
　
土
器
炭
化
物
の
前
処
理
研
究

「
弥
生
遡
上
論
」
か
ら
考
古
学
界
が
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
数
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
を
研
究
手
法
の
面
か
ら
総
括
す
れ
ば
、

土
器
付
着
炭
化
物
試
料
の
前
処
理
問
題
で
あ
る
。
も
は
や
「
土
器
付

着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
代
が
古
く
で
て
い
る
か
否
か
」
を
議
論
し
て

い
る
段
階
で
は
な
い
。

１
試
料
前
処
理
の
影
響

炭
素
14
年
代
の
測
定
に
あ
っ
て
は
、
試
料
の
汚
染
を
如
何
に
取
り

除
く
か
が
最
重
要
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
方
法
が
Ａ
Ａ
Ａ
（A

cid,A
lkali,A

cid

）
法
で
あ
る
。

超
音
波
洗
浄
、
ア
セ
ト
ン
洗
浄
な
ど
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
使
用
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
名
称
か
ら
判
る
よ
う
に
、
酸
（
塩
酸
）
に
よ

る
洗
浄
、
ア
ル
カ
リ
（N

aO
H

）
に
よ
る
洗
浄
、
酸
に
よ
る
中
和
お

よ
び
水
に
よ
る
洗
浄
、
が
基
本
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
処
理
が
、

土
器
付
着
炭
化
物
に
か
ぎ
ら
ず
、
種
実
、
漆
、
炭
化
材
、
木
材
、
木

炭
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
場
合
に
は
特

有
の
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
土
器
付
着
炭
化
物
が
本
質
的
に
微
細
粒
か
つ
多
孔
質
で

比
表
面
積
が
極
め
て
大
き
い
物
質
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
比
表
面
積
が
大
き
い
分
だ
け
、
汚
染
の
比
率
も
大
き
く
な
り
、

こ
れ
が
種
実
や
漆
、
木
材
な
ど
と
本
質
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
種
実
な
ど
で
は
汚
染
除
去
な
ど
あ
ま
り
神
経
質
に
な
ら
な
く
と

も
正
し
い
値
を
得
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

し
か
も
、
炭
化
物
と
言
う
の
は
、
活
性
炭
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に

汚
染
物
質
を
極
め
て
吸
着
し
や
す
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
土
器
の
ま
わ
り
の
土
壌
に
は
古
い
炭
素
14
年
代
を
持
つ
腐
植

酸
が
豊
富
に
あ
る
。
腐
植
酸
と
い
う
の
は
、
樹
木
と
か
落
葉
が
腐
っ

て
で
き
た
有
機
物
質
で
あ
る
が
、
他
の
物
質
に
非
常
に
着
き
や
す
い

性
質
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
比
表
面
積
が
大
き
い
上
に
、
物

を
吸
着
し
や
す
い
土
器
付
着
炭
化
物
と
、
物
に
吸
着
さ
れ
や
す
い
腐

植
酸
の
組
み
合
わ
せ
な
の
で
、
汚
染
さ
れ
易
く
、
汚
染
を
除
去
し
難

い
の
で
あ
る
。

こ
の
腐
植
酸
に
は
、
フ
ミ
ン
酸
（
ア
ル
カ
リ
水
溶
性
、
酸
性
不

溶
性
）、
フ
ル
ボ
酸
（
ア
ル
カ
リ
で
も
酸
性
で
も
水
溶
性
）
の
他
に

ヒ
ュ
ー
ミ
ン
と
言
う
ア
ル
カ
リ
に
も
酸
に
も
溶
け
な
い
物
質
が
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
定
性
的
な
表
現
で
あ
り
、
酸
や
ア
ル
カ
リ
の
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強
さ
に
よ
っ
て
は
、
除
去
し
切
れ

な
か
っ
た
り
、
逆
に
試
料
ま
で
溶

か
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
そ
の

加
減
が
難
し
い
。

実
状
を
見
て
み
よ
う
。

山
本
直
人
氏
ら
の
報
告
「
濃

尾
平
野
に
お
け
る
弥
生
後
期
～

古
墳
前
期
の
炭
素
14
年
代
測
定

と
炭
素
安
定
同
位
体
比
」（
山
本

二
〇
〇
三
）
に
よ
れ
ば
、
平
成

十
四
年
度
に
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
に
依

頼
し
て
二
十
三
点
の
炭
素
14
年
代

の
分
析
を
行
っ
た
が
、
そ
の
内

十
九
点
に
つ
い
て
は
前
処
理
で
ア

ル
カ
リ
処
理
を
行
っ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
残
試
料
に
つ
い

て
ア
ル
カ
リ
処
理
を
行
っ
た
と
こ

ろ
十
五
点
は
ア
ル
カ
リ
に
溶
解
し

て
し
ま
い
、
再
測
定
の
行
え
た
の

は
四
点
の
み
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
ア
ル
カ
リ
処
理
を

行
っ
た
こ
と
で
表
３
に
示
す
よ
う

に
、
炭
素
14
年
代
が
九
五
年
か
ら

二
二
〇
年
、
平
均
で
一
三
五
年
も
新
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
か
ら
み
る
と
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
代
が
古
く
で
る

の
は
、
ア
ル
カ
リ
処
理
の
不
徹
底
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
十
九
点
の
試
料
が
ア
ル
カ
リ
に
溶
解
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
付
着
炭
化
物
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
問
わ
れ
る
。

土
器
付
着
炭
化
物
が
ア
ル
カ
リ
処
理
に
よ
っ
て
溶
解
し
て
し
ま

う
現
象
に
つ
い
て
は
、
歴
博
か
ら
も
報
告
さ
れ
て
お
り
（
今
村

二
〇
〇
二
）「
わ
れ
わ
れ
の
経
験
で
は
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
半
数

以
上
は
、
前
処
理
の
際
の
ア
ル
カ
リ
処
理
に
よ
っ
て
殆
ど
溶
解
し

た
」
と
あ
っ
て
一
般
的
な
現
象
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
を
補
足
す
る
か
の
よ
う
に
、
小
林
謙
一
氏
の
「
土
器
付
着

炭
化
物
を
用
い
た
年
代
測
定
」（
小
林
二
〇
〇
六
）
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

土
器
付
着
物
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
年
代
測
定
可
能
で
あ
る
が
、
土

器
付
着
物
に
つ
い
て
は
…
…
前
処
理
後
の
重
量
は
、
平
均
し
て
十

パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
…
…
測
定
で
き
る
試
料
は
半
分
程
度
で
あ
る
。

こ
の
記
述
と
関
連
す
る
の
が
、
歴
博
に
お
け
る
ア
ル
カ
リ
処
理
の

濃
度
で
あ
る
。
一
般
的
な
Ａ
Ａ
Ａ
処
理
で
は
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
一
モ

ル
のN

aO
H

溶
液
を
使
う
の
に
、
歴
博
で
は
〇
・
一
モ
ル
を
使
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
目
的
は
試
料
の
溶
解
防
止
で
あ
る
が
、
こ
れ
で

は
、
正
し
い
炭
素
14
年
代
を
保
証
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な

い
。
本
来
な
ら
ば
、
付
着
炭
化
物
こ
そ
、
よ
り
強
力
な
ア
ル
カ
リ
処

　差

C14 δ13C C14 δ13C (年)

 朝日遺跡  No.4  110-1435  PLD1996 1915 -23.8 1820 -25.2 95

 No.5  111-1450  PLD1997 1875 -25.5 1730 -26.2 95

 八王子遺跡  No.12  SB22く字甕  PLD2004 2075 -22.6 1945 -23.8 130

 No.21  NR01-3層  PLD2055 1890 -23.5 1670 -25.0 220
1939 -23.9 1791 -25.1 135 平均

アルカリ処理なし アルカリ処理
 試料  測定番号

表 3　朝日遺跡・八王子遺跡の土器付着炭化物炭素 14 年 ( 山本 2004)
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理
を
必
要
と
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
本
末
転
倒
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
歴
博
に
限
ら
ず
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
代
は
、

条
件
の
良
い
時
に
の
み
正
し
い
値
が
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

条
件
が
判
ら
な
い
か
ぎ
り
、
参
考
資
料
に
し
か
な
り
得
な
い
。
如
何

に
し
た
ら
正
し
い
前
処
理
が
出
来
る
か
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
こ

そ
、
科
研
費
を
遣
っ
て
ほ
し
い
。

２
ト
ル
コ
遺
跡
の
炭
化
物
試
料
へ
の
取
り
組
み

理
科
大
の
渥
美
晋
氏
の
「
14
Ｃ
年
代
測
定
法
に
お
け
る
酸
―
ア

ル
カ
リ
―

酸
処
理
法
のN

aO
H

溶
液
の
濃
度
と
年
代
値
の
相
関
」

と
い
う
研
究
が
今
年
の
「
日
本
文
化
財
科
学
会
第
29
回
大
会
」
で

報
告
さ
れ
た
。
二
頁
の
小
論
文
で
あ
る
が
、
内
容
に
は
注
目
す
べ

き
も
の
が
あ
る
。
さ
っ
そ
く
、
渥
美
氏
の
関
連
研
究
報
告
（
渥
美

二
〇
〇
九
）
も
入
手
し
た
。

氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
炭
素
14
年
代
測
定
試
料
の
前
処
理
に
つ
い

て
、
フ
ミ
ン
酸
の
有
無
な
ど
を
確
認
す
る
研
究
は
あ
る
が
、
三
次
元

蛍
光
測
定
の
よ
う
な
科
学
的
指
標
や
炭
素
14
年
代
を
用
い
て
直
接
的

に
検
討
し
た
例
は
な
い
と
言
う
。
そ
の
た
め
、
ト
ル
コ
共
和
国
の
カ

マ
ン
・
カ
レ
ホ
ユ
ッ
ク
で
採
集
さ
れ
た
木
炭
片
を
用
い
て
前
処
理
の

影
響
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
る
。
試
料
の
原
型
は
樹
木
の
枝

で
、
古
木
効
果
の
影
響
は
無
視
で
き
る
。
炭
素
14
年
代
は
三
六
八
一

年
で
あ
る
。

こ
の
試
料
の
同
層
準
か
ら
は
年
代
の
絞
り
込
み
に
有
効
と
思
わ
れ

る
土
器
も
出
土
し
て
い
る
し
、
年
輪
年
代
法
に
よ
る
分
析
も
着
手
さ

れ
て
い
る
。

研
究
は
基
礎
的
な
も
の
で
、
前
処
理
条
件
の
違
い
と
炭
素
14
年
代

の
関
係
の
他
に
、
抽
出
さ
れ
た
溶
液
の
フ
ミ
ン
酸
や
フ
ル
ボ
酸
の
三

次
元
蛍
光
測
定
結
果
な
ど
も
示
さ
れ
て
い
る
。

最
初
の
論
文
で
は
、
通
常
は
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
一
モ
ル
のN

aO
H

処
理
に
対
し
、
二
モ
ル
溶
液
を
採
用
す
る
こ
と
で
十
分
な
洗
浄
効

果
を
期
待
し
、
処
理
時
間
も
六
時
間
、
十
二
時
間
、
十
八
時
間
、

二
十
四
時
間
、
三
十
時
間
と
長
く
か
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
未

処
理
材
で
三
七
六
六
年
で
あ
っ
た
の
が
、
三
十
時
間
で
三
七
〇
〇
年

と
な
っ
て
い
て
、
三
六
八
一
年
に
近
づ
く
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
統

計
的
に
は
有
意
な
差
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

後
者
の
論
文
で
は
、N

aO
H

の
濃
度
を
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
〇
・

〇
〇
一
モ
ル
、
〇
・
〇
一
モ
ル
、
〇
・
一
モ
ル
、
一
モ
ル
、
二
モ
ル
と

変
え
て
試
験
を
行
い
、
一
～
二
モ
ル
で
三
六
八
〇
年
に
収
斂
す
る
と

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
高
濃
度
の
ア
ル
カ
リ
処
理
で
あ
れ
ば
、
土
器
付
着
炭

化
物
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
溶
出
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
が
、

こ
の
研
究
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
木
炭
そ
の
も
の
も
フ
ミ
ン
化
す

る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
フ
ミ
ン
酸
と
汚
染
に
よ
る
フ
ミ
ン
酸
と
区

別
し
え
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

カ
マ
ン
・
カ
レ
ホ
ユ
ッ
ク
の
場
合
は
木
炭
試
料
で
あ
り
、
土
器
付

着
炭
化
物
に
比
較
す
る
と
、
汚
染
除
去
に
お
け
る
困
難
な
問
題
は
少
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な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
基
礎
研
究
を
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

日
本
の
考
古
学
界
が
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
姿

勢
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
お
わ
り
に

本
文
中
で
も
紹
介
し
た
が
、「
弥
生
遡
上
論
」
と
ほ
ぼ
平
行
し
て

韓
国
で
は
「
Ｅ
Ｓ
細
胞
事
件
」
が
進
行
し
て
い
た
。
韓
国
国
民
は

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
期
待
し
て
い
た
。

そ
れ
に
呼
応
し
て
黄
禹
錫
教
授
ら
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
誌
へ
の
論
文

内
容
を
論
文
誌
が
出
る
一
日
前
に
新
聞
に
発
表
し
た
。
後
に
な
っ
て

「
捏
造
」
と
判
明
し
た
例
の
問
題
論
文
で
あ
る
。

そ
の
頃
「
捏
造
」
を
疑
う
者
な
ど
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
フ
ラ
イ

イ
ン
グ
が
大
問
題
と
な
っ
た
。
サ
イ
エ
ン
ス
誌
が
咎
め
た
の
で
あ

る
。
韓
国
の
国
民
は
き
ょ
と
ん
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
科
学
の
世
界
で
は
、
学
会
発
表
の
前
に
新
聞
発
表
を

す
る
こ
と
を
嫌
う
。

と
こ
ろ
が
考
古
学
の
世
界
で
は
、
遺
物
発
見
は
大
ニ
ュ
ー
ス
で
、

時
に
は
新
聞
の
ト
ッ
プ
を
飾
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
ま
で
は
良
い
。

と
こ
ろ
が
、
一
般
受
け
す
る
「
新
解
釈
」
で
も
生
ま
れ
る
と
、
同
じ

セ
ン
ス
で
学
会
の
議
論
を
経
ず
に
マ
ス
コ
ミ
を
呼
ん
で
大
々
的
に
発

表
会
を
行
う
。
そ
こ
に
考
古
学
が
科
学
か
ら
離
れ
て
行
く
原
因
が
あ

る
。「

弥
生
遡
上
論
」
を
「
Ｅ
Ｓ
細
胞
論
文
捏
造
事
件
」
と
比
較
し
て

は
申
し
訳
な
い
と
は
思
う
。「
Ｅ
Ｓ
細
胞
論
文
捏
造
事
件
」
は
「
旧

石
器
捏
造
事
件
」
と
比
較
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
弥
生
遡
上
論
」
と
「
旧
石
器
年
代
遡
上
論
」
と
は
、
ど

こ
か
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

本
報
の
タ
イ
ト
ル
は
「
考
古
学
を
科
学
す
る
会
」（「
東
ア
ジ
ア
の

古
代
文
化
を
考
え
る
会
」
の
分
科
会
）
か
ら
採
っ
た
。

筆
者
が
炭
素
14
年
代
に
多
く
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

と
、
そ
の
部
分
だ
け
を
引
用
し
て
「
だ
か
ら
炭
素
年
代
は
信
用
で
き

な
い
」
と
い
う
方
が
い
る
。
し
か
し
筆
者
の
趣
旨
は
正
反
対
で
、

「
炭
素
14
年
代
」
の
問
題
点
を
解
消
し
て
こ
そ
、「
科
学
す
る
考
古

学
」
が
始
ま
る
。

科
学
す
る
考
古
学
の
た
め
に
は
、「
弥
生
遡
上
論
」
を
総
括
し
て

学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

学
問
は
「
論
争
」
で
は
な
い
。
事
実
を
直
視
す
る
こ
と
を
避
け
て

は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
が
歴
博
の
功
績
を
後
に
残
す
最
善
の
道

で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

つ
い
で
に
述
べ
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
考
古
学
界
が
統
計

的
な
計
数
処
理
に
著
し
く
遅
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
医
学
、
疫

学
、
農
学
な
ど
の
分
野
で
は
、
統
計
的
な
計
数
処
理
な
く
し
て
は
、

も
は
や
有
効
な
議
論
が
成
立
し
な
い
場
合
が
多
い
。

現
在
で
は
、
考
古
学
分
野
に
あ
っ
て
も
、
遺
物
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
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る
種
類
の
計
測
値
が
豊
富
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
こ

れ
ら
の
有
効
利
用
は
調
査
の
質
的
向
上
に
不
可
欠
で
あ
る
。

し
か
し
、
考
古
学
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
統
計
学
や
計
数
処
理
に

つ
い
て
の
初
歩
的
な
知
識
も
十
分
で
は
な
く
、
時
に
は
資
料
の
恣
意

的
な
選
択
と
か
、
統
計
的
に
「
有
意
」
と
は
言
え
な
い
基
礎
資
料
に

基
づ
く
議
論
が
横
行
し
て
い
る
。

そ
れ
は
考
古
学
で
は
、
一
般
科
学
と
は
異
な
り
、
再
現
試
験
、
す

な
わ
ち
「
追
試
」
が
困
難
な
場
合
が
多
く
、「
捏
造
」
に
類
す
る
よ

う
な
恣
意
的
な
行
為
さ
え
防
止
し
難
い
こ
と
も
関
連
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
改
善
の
た
め
に
も
、
恣
意
的
な
主
張
に
一
定

の
歯
止
め
と
な
る
「
統
計
学
」
の
思
想
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
あ
い
ま
い
な
現
象
」
に
も
科
学
的
な
法
則
が
あ
る
の
で
あ

る
。
い
や
「
あ
い
ま
い
な
現
象
」
を
科
学
が
取
り
扱
え
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
現
代
の
科
学
は
大
き
く
進
展
し
た
の
で
あ
る
。「
あ

い
ま
い
の
現
象
」
か
ら
良
い
と
こ
取
り
ば
か
り
し
て
い
て
は
科
学
す

る
考
古
学
が
成
立
す
る
は
ず
が
な
い
。

最
後
に
も
う
一
言
。

実
を
言
え
ば
、
土
器
付
着
炭
化
物
の
前
処
理
条
件
を
い
く
ら
研
究

し
て
も
、
正
し
い
年
代
が
得
ら
れ
る
保
証
は
な
い
。

こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
提
案
は
安
本
美
典
氏
の
「
桃
核
」
で
あ

る
。
種
実
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
古
墳
時
代
に
は
祭
祀

に
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
出
土
が
豊
富
で
あ
る
。
前
処
理
条
件

な
ど
に
神
経
を
使
わ
な
く
と
も
、
正
し
い
炭
素
14
年
代
を
示
す
。

話
題
の
纏
向
大
型
建
物
遺
跡
か
ら
は
二
千
個
以
上
の
桃
核
が
出
て

い
る
と
言
う
。

安
本
氏
は
、
こ
の
桃
核
の
炭
素
14
年
代
が
、
箸
墓
年
代
論
の
突
破

口
に
な
る
と
し
て
、
関
係
者
に
そ
の
分
析
を
働
き
か
け
て
い
る
が
、

進
展
を
聞
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
つ
ず
つ
、
科
学
す

る
考
古
学
を
築
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
切
実
に
思
う

が
、
科
学
す
る
考
古
学
は
筆
者
が
期
待
す
る
ほ
ど
近
く
に
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。

　
〔
文
献
〕

　

渥
美
二
〇
〇
九
：
渥
美
晋
、
米
田
穣
、
柴
田
康
行
、
保
倉
明
子
、

中
井
泉
「
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
に
お
け
る
炭
化
物
試
料
の
酸

－

塩

基

－

酸
前
処
理
法
に
対
す
る
化
学
的
検
証
」『
第
四
紀
研
究
』
第
四
八

巻
四
号
、
二
八
九
～
二
九
四
頁

　

渥
美
二
〇
一
二
：
渥
美
晋
「
14
Ｃ
年
代
測
定
法
に
お
け
る
酸

－

ア

ル
カ
リ

－

酸
処
理
法
のN

aO
H

溶
液
の
濃
度
と
年
代
値
の
関
係
」『
日

本
文
化
財
科
学
会
』
第
二
九
回
大
会
講
演
集
、
一
六
二
～
一
六
三
頁

　

新
井
二
〇
〇
六
：
新
井
宏
「
炭
素
十
四
に
よ
る
弥
生
時
代
遡
上

論
の
問
題
点
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
第
一
二
七
号
、
二
五
～

五
一
頁

　

新
井
二
〇
〇
七
：
新
井
宏
「
炭
素
14
年
較
正
問
題
の
研
究
課
題
」
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「科学する考古学」のために「弥生遡上論」の総括から学ぶべきこと

『
古
代
学
研
究
』
一
七
七
号
、
三
五
～
三
八
頁

　

新
井
二
〇
一
〇
：
新
井
宏
「
炭
素
14
年
法
と
年
代
遡
上
論
の
問

題
」『
情
報
考
古
学
』
一
六
巻
二
号
、
五
二
～
五
四
頁

　

新
井
二
〇
一
〇
：
新
井
宏
「
土
器
付
着
炭
化
物
の
炭
素
14
年
問

題
」『
邪
馬
台
国
』
一
〇
五
号
、
一
七
四
～
二
〇
一
頁

　

今
村
二
〇
〇
二
：
今
村
峯
雄
、
小
林
謙
一
、
坂
本
稔
「A

M
S14C

年
代
測
定
と
土
器
編
年
と
の
対
比
に
よ
る
高
精
度
編
年
の
研
究
」

『
考
古
学
と
自
然
科
学
』
四
五
号
、
一
～
一
八
頁

　

小
田
二
〇
〇
二
：
小
田
寬
貴
、
山
本
直
人
「
弥
生
土
器
・
古
式
土

師
器
のA

M
S14C

年
代
」『
名
古
屋
大
学
加
速
器
質
量
分
析
計
業
績

報
告
書
』
一
三
巻
、
一
六
一
～
一
六
六
頁

　

小
林
二
〇
〇
六
：
小
林
謙
一
「
土
器
付
着
炭
化
物
を
用
い
た
年
代

測
定
」『
新
弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
』
第
一
巻
、
四
八
～
五
七
頁

　

西
田
二
〇
〇
三
：
西
田
茂
「
年
代
測
定
値
へ
の
疑
問
」『
考
古
学

研
究
』
五
〇
巻
三
号
、
一
八
～
二
〇
頁

　

西
田
二
〇
〇
四
：
西
田
茂
「
ふ
た
た
び
年
代
測
定
値
へ
の
疑
問
」

『
考
古
学
研
究
』
五
一
巻
一
号
、
一
四
～
一
七
頁

　

春
成
二
〇
〇
九
：
春
成
秀
爾
、
小
林
謙
一
、
坂
本
稔
、
今
村
峯
雄

他
「
古
墳
出
現
の
炭
素
14
年
代
」『
日
本
考
古
学
協
会
第
75
回
総
会

研
究
発
表
要
旨
』、
六
八
～
六
九
頁

　

水
ノ
江
二
〇
〇
九
：
水
ノ
江
和
同
「
黒
川
式
土
器
の
再
検
討
」

『
新
弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
』
第
４
巻
、
一
一
四
～
一
二
七
頁

　

宮
地
二
〇
〇
九
：
宮
地
聡
一
郎
「
弥
生
時
代
開
始
年
代
を
め
ぐ
る

炭
素
14
年
代
測
定
土
器
の
検
討
」『
考
古
学
研
究
』
第
五
五
巻
四
号
、

三
五
～
五
四
頁

　

安
本
二
〇
〇
九
：
「
歴
博
の
方
法
で
は
、
箸
墓
の
築
造
年
代
は
定

ま
ら
な
い
」『
邪
馬
台
国
』
一
〇
二
号
、
二
〇
～
三
四
頁

　

安
本
二
〇
一
〇
：
「
卑
弥
呼
の
墓
・
宮
殿
を
捏
造
す
る
な
」『
邪

馬
台
国
』
一
〇
四
号
、
一
八
～
五
九
頁

　

山
形
二
〇
〇
三
：
山
形
秀
樹
「
本
川
遺
跡
出
土
土
器
付
着
煤
類
の

年
代
測
定
」『
本
川
遺
跡
』
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
九
七

～
一
〇
三
頁

　

山
本
二
〇
〇
三
：
山
本
直
人
、
赤
塚
次
郎
「
濃
尾
平
野
に
お
け
る

弥
生
後
期
～
古
墳
前
期
の
炭
素
14
年
代
測
定
と
炭
素
安
定
同
位
体

比
」『
名
古
屋
大
学
加
速
器
質
量
分
析
計
業
績
報
告
書
』
一
四
巻
、

一
三
六
～
一
四
三
頁

　

橋
口
二
〇
〇
三
：
橋
口
達
也
「
炭
素
14
年
代
測
定
法
に
よ
る
弥
生

時
代
の
年
代
論
に
関
連
し
て
」『
日
本
考
古
学
』
一
六
号
、
二
七
～

四
四
頁

　

藤
尾
二
〇
〇
四
：
藤
尾
慎
一
郎
、
今
村
峯
雄
「
炭
素
14
年
代
と
リ

ザ
ー
バ
ー
効
果
」『
古
代
学
研
究
』
二
〇
〇
号
、
三
～
八

　

藤
尾
二
〇
〇
五
：
藤
尾
慎
一
郎
、
今
村
峯
雄
、
西
本
豊
弘
「
弥

生
時
代
の
開
始
年
代
」『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
創
刊
号
、
一
～

二
三
頁

　

藤
尾
二
〇
〇
六
：
藤
尾
慎
一
郎
、
今
村
峯
雄
「
弥
生
時
代
中
期

の
実
年
代
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
三
三
集
、
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一
九
九
～
二
二
九
頁

　

藤
尾
二
〇
〇
八
：
藤
尾
慎
一
郎
、
小
林
謙
一
、
坂
本
稔
、
西
本
豊

弘
他
「
弥
生
時
代
の
実
年
代
」『
日
本
考
古
学
協
会
第
74
回
総
会
研

究
発
表
要
旨
』、
四
四
～
四
五
頁

前
韓
国
国
立
慶
尚
大
学
招
聘
教
授
、
元
日
本
金
属
工
業
常
務
。

一
九
三
七
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。

東
京
工
業
大
学
物
理
コ
ー
ス
卒
業
、
工
学
博
士
。

著
書
『
ま
ぼ
ろ
し
の
古
代
尺
』（
吉
川
弘
文
館
）、『
金
属
を
通

し
て
歴
史
を
観
る
』（
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
・
コ
ン
パ
ス
社
）、『
理

系
の
視
点
か
ら
み
た
考
古
学
の
論
争
点
』（
大
和
書
房
）。

共
著
『
古
代
の
鏡
と
東
ア
ジ
ア
』（
学
生
社
）。

論
文
「
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
の
鉛
産
地
を
め
ぐ
っ
て
」

　
W

acker 2009 : L. W
acker et al. Is it tim

e for a new
 

calibration curve?. Ion Beam
 Physics, ET

H
 Zurich p.48

　

藤
尾
二
〇
〇
九
：
藤
尾
慎
一
郎
「
弥
生
時
代
の
実
年
代
」『
新
弥

生
時
代
の
は
じ
ま
り
』
第
四
巻
、
九
～
五
四
頁

『
考
古
学
雑
誌
』
85
―

2
、「
古
墳
築
造
築
造
企
画
と
代
制
・
結
負

制
の
基
準
尺
度
」『
考
古
学
雑
誌
』
88

―
32
、「
鉛
同
位
体
比
か
ら

見
た
弥
生
期
の
実
年
代
に
関
す
る
一
試
論
」『
考
古
学
雑
誌
』
91

―

3
、「
炭
素
十
四
に
よ
る
弥
生
時
代
遡
上
論
の
問
題
点
」『
東
ア

ジ
ア
の
古
代
文
化
』
127
、「
古
代
日
本
に
間
接
製
鉄
法
が
あ
っ
た

か
」『
ふ
ぇ
ら
む
』5
―

10
、「
古
代
結
負
制
の
復
元
と
代
制
の
紀
元
」

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
30
（
韓
国
語
）、「「
古
韓
尺
」
で
作
ら
れ

た
纏
向
大
型
建
物
群
」『
季
刊
邪
馬
台
国
』
104
号
、「『
出
雲
風
土

記
』
の
里
程
と
宍
道
郷
三
石
記
事
に
現
わ
れ
た
「
古
韓
尺
」」『
古

代
文
化
研
究
』
19
号　

ほ
か
多
数
。

新
井　

宏
（
あ
ら
い
ひ
ろ
し
）
数
理
考
古
学
者


