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北
梅
道
の
地
理
的
環
境
と
文
化
の
特
色

北
海
道
は
広
大
で
あ
る
。
東
北
の
六
県
を
す
べ
て
合
せ
て
も
、

広
さ
の
点
で
は
、

北
語
道
に
は
お
よ
ば
な
い
。

し
か
も
各
所
に
半
島
が

突
出
し
、

地
域
に
よ
っ
て
気
鏡
や
植
生
の
ち
が
い
も
大
き
い
。

た
と
え
ば
、
南
西
部
で
は
プ
ナ
な
ど
の
分
布
す
る
冷
温
帯
段
階
の
植
生
で

あ
る
が
、

東
部
や
北
部
で
は
並
寒
帯
段
階
の
植
生
要
素
が
漸
増
、
常
羅
針
葉
樹
林
が
卓
越
す
る
地
域
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

」
民
ノI
υ

た
北
海
道
の
森
林
生
態
系
を
水
平
分
布
か
ら
み
れ
ば
、

と
い
う
。

石
狩
低
地
帯
あ
る
い
は
留
萌
l
深
川
l
札
幌
i
苫
小
牧
を
結
ぶ
娘
で
二
分
で
き
る

一
月
か
ら
コ
一
月
に
か
け
て
流
氷
が
接
岸
し
、
海
上
航
行
や
漁
は
ま
っ
た
く
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、

流
氷
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
発
生
を
助
け
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
地
域
に
豊
か
な
水
産
資
源
を
約
束
す
る
と
同
時
に
、
議
獣
を
運
ん
で
く
る

ま
た
、
北
樺
道
東
岸
で
は
、

と
い
う
側
面
も
あ
る
。

北
梅
道
の
酉
と
東
、
あ
る
い
は
本
州
と
の
間
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
自
然
環
境
の
ち
が
い
は
、
当
然
そ
こ
に
住
む
ヒ
ト
の
聞
に
異
な
っ

た
生
活
文
化
を
育
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
現
夜
で
も
両
地
域
の
ヒ
ト
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
が
、
自
然
に
強
く
依

存
し
て
い
た
先
史
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
い
は
、
い
ま
よ
り
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

1

北
限
の
縄
文
文
化

縄
文
時
代
を
例
に
と
ろ
う
。
北
梅
道
南
西
部
で
発
見
さ
れ
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
や
遺
物
は
、
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
本
州
の
東
北
地
方

の
縄
文
文
化
の
延
長
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
か
ら
発
損
さ
れ
た
遺
物
の
様
式
を
比
較
し
て
み
る
と
、
問
者
が
津

軽
海
峡
を
境
界
と
し
て
分
断
さ
れ
る
、
と
い
う
舗
向
が
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
津
軽
海
峡
は
、
通
常
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
文
化
交

流
の
う
え
の
ネ
ッ
ク
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
北
海
道
中
央
部
を
と
ぴ
こ
し
て
、
亜
寒
帯
的
景
観
を
み
せ
は

b
め
る
東
部

地
区
に
い
た
る
と
、
か
な
り
遺
物
の
様
相
が
か
わ
っ
て
く
る
。
土
器
や
若
器
の
な
か
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
東
北
地
方
で
認
め
ら
れ
る
型

式
と
関
連
し
な
い
も
の
が
で
て
く
る
。
石
刃
を
伴
出
す
る
暁
式
土
器
や
、
石
刃
鍛
文
化
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
時

間
的
に
は
縄
文
時
代
早
期
に
位
鷺
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
「
縄
文
文
化
と
し
て
の
性
格
」
が
き
わ
め
て
稀
薄
な
遺
物
群
と
し
て
、
在
留
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
北
海
道
東
部
に
は
、
こ
う
し
た
所
属
・
系
統
の
明
確
で
な
い
土
器
群
や
石
器
群
が
い
く
つ
か
継
越
す
る
。
土
器
型
式
の

変
化
が
東
北
地
方
の
も
の
に
究
全
に
連
動
し
、
類
似
性
の
認
め
ら
れ
る
土
器
群
も
、
器
形
や
装
飾
は
東
北
地
方
や
北
語
道
南
西
部
の
も
の

と
異
な
っ
て
、
簡
略
化
・
単
純
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
用
語
と
し
て
の
正
確
さ
を
欠
く
が
、
考
古
学
者
や
美
術

北海道における地域性

史
家
の
よ
く
使
う
「
く
‘
ず
れ
た
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
表
現
の
あ
て
は
ま
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
。
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
「
縄
文
文
化
は
、
本
来
的
に
は
常
緑
広
葉
樹
林
帯
か
ら
器
薬
広
葉
樹
林
帯
に
か
け
て
の
地
域
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る

な
ら
ば
、
縄
文
時
代
に
み
ら
れ
る
北
海
道
東
部
特
有
と
も
い
え
る
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
生
態
的
背
景
の
ち
が
い
に
由
来
す
る
可
能
性
が
強

い
。
つ
ま
り
北
海
道
の
東
部
に
お
い
て
は
、
そ
の
生
活
閣
の
環
境
ゆ
え
に
、
他
地
域
と
は
若
手
異
な
っ
た
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
。
さ
き

ほ
ど
も
述
べ
た
が
、
こ
の
地
域
に
し
ば
し
ば
出
現
す
る
「
在
来
の
縄
文
文
化
に
と
っ
て
異
質
な
土
器
群
や
石
器
群
」
の
存
在
は
、
ま
さ
に

こ
う
し
た
地
域
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
違
い
は
、
北
海
道
の
東
部
が
、
縄
文
文
化
圏
の
北
限
の
地
域
と
し

10

て

の

性

格

を

備

え

て

い

る

こ

と

を

も

示

唆

し

て

い

る

。

で

は

、

北

樺

道

に

隣

接

す

る

北

の

諾

地

域

は

ど

う

だ

ろ

う

か

。

す

く

な

く

と

も

、

現

状

で

は

、

ソ

連

の

沿

樺

州

ア

ム

ー

ル

流

域

や

サ

ハ

リ

ン

北

部

あ

る

い

は

カ

ム

チ

ャ

ツ

カ

半

島

な

ど

に

は

、

縄

文

文

化

は

お

よ

ん

で

い

な

い

と

み

た

方

が

よ

い

。

例

外

的

に

、

ご

く

わ

ず

か

の

縄

文

文

化

的

要

素

|

|

た

と

え

ば

、

原

体

を

回

転

押

捺

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

得

ら

れ

る

縄

文

を

も

っ

土

器

片

な

ど

ー

ー

が

検

出

さ

れ

る

こ

と

は

あ

っ

て

も

、

確

実

に

縄

文

文

化

の

範

鴎

に

所

属

さ

せ

て

よ

い

遺

跡

は

発

見

さ

れ

て

い

な

い

。

甫

サ

ハ

リ

ン

に

お

い

て

も

、

縄

文

時

代

290
291



2

後
期
と
目
さ
れ
る
少
数
の
遺
跡
以
外
に
は
、
縄
文
文
化
が
主
体
と
な
る
よ
う
な
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

292

独

自

な

文

化

の

展

開

縄

文

時

代

の

北

語

道

東

部

に

み

ら

れ

た

こ

れ

ら

の

特

殊

性

は

、

奈

良

・

平

安

時

代

に

な

る

と

、

さ

ら

に

明

確

な

形

で

認

め

ら

れ

る

。

西

暦

六

世

紀

頃

に

サ

ハ

リ

ン

よ

り

南

下

し

、

オ

ホ

ー

ツ

ク

海

ぞ

い

に

ひ

ろ

が

っ

た

オ

ホ

i
ツ

ク

文

化

が

そ

れ

で

あ

る

。

こ

の

場

合

に

は

、

物

質

文

化

の

相

違

も

さ

る

こ

と

な

が

ら

、

多

数

の

人

骨

も

検

出

さ

れ

て

お

り

、

北

梅

道

に

居

住

し

て

い

た

在

来

の

人

間

集

団

と

は

全

く

異

な

っ

た

形

質

を

も

つ

こ

と

(

つ

ま

り

侵

入

者

で

あ

る

)

が

つ

き

と

め

ら

れ

て

い

一

以

。

こ

れ

ら

の

資

料

は

、

究

新

世

の

ほ

と

ん

ど

の

時

代

を

つ

う

じ

て

、

北

海

道

の

な

か

に

当

時

の

日

本

文

化

の

北

端

を

示

す

境

界

が

存

在

し

て

い

た

、

と

い

う

見

解

を

支

持

す

る

も

の

で

あ

る

。

北

海

道

の

も

つ

地

域

的

特

殊

性

は

、

こ

れ

だ

け

で

は

な

い

。

も

う

ひ

と

つ

、

白

本

文

化

成

立

の

も

っ

と

も

重

要

な

ス

テ

ッ

プ

で

あ

る

弥

生

文

化

が

、

北

海

道

ま

で

ひ

ろ

が

っ

て

い

な

か

っ

た

こ

と

に

も

注

目

し

て

お

か

ね

ば

な

る

ま

い

。

弥

生

土

器

そ

の

も

の

の

断

片

的

な

出

土

は

、

北

権

道

中

央

部

に

ま

で

確

実

に

追

跡

さ

れ

て

い

(

刻

。

だ

が

、

そ

れ

は

あ

く

ま

で

も

北

語

道

在

来

の

文

化

に

、

伴

出

す

る

と

い

う

形

で

し

か

な

い

。

明

確

な

弥

生

文

化

の

遺

跡

、

つ

ま

り

稲

を

栽

培

し

た

痕

跡

は

依

然

と

し

て

認

め

ら

れ

な

い

の

で

あ

る

。

当

時

の

稲

作

技

術

が

北

梅

道

に

定

着

す

る

こ

と

は

、

気

候

条

件

か

ら

い

っ

て

も

、

不

可

能

で

あ

っ

た

か

ら

で

あ

ろ

う

。

ち

な

み

に

、

稲

作

が

北

海

道

の

地

に

明

確

に

定

藩

し

は

じ

め

た

の

は

、

ず

っ

と

新

し

く

、

江

戸

時

代

末

期

に

な

っ

て

か

ら

だ

と

い

わ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

北

樺

道

に

は

、

本

州

に

弥

生

文

化

が

栄

え

て

い

た

時

代

か

ら

西

暦

八

世

紀

は

じ

め

ま

で

、

縄

文

時

代

の

伝

統

を

強

く

の

こ

し

た

文

化

が

存

在

し

て

い

た

。

こ

の

段

階

が

一

般

に

「

続

縄

文

時

代

(

文

化

ご

と

よ

ば

れ

る

も

の

で

あ

る

。

稲

作

農

耕

が

定

着

で

き

な

か

っ

た

こ

と

で

、

北

湛

道

が

弥

生

文

化

の

鴎

外

に

お

か

れ

た

こ

と

は

、

そ

の

後

の

北

海

道

の

臆

史

の

流

れ

を

大

幅

に

か

え

る

こ

と

に

な

る

。

本

州

を

席

捲

し

た

古

墳

文

化

と

そ

れ

に

引

き

続

く

律

令

政

府

の

権

力

の

な

か

に

は

最

後

ま

で

組

み

込

ま

れ

ず

、

独

自

の

歴

史

を

た

ど

る

こ

と

に

な

っ

た

。

中

世

に

な

り

、

大

挙

し

て

和

人

が

こ

の

地

に

移

住

し

て

き

た

時

に

、

彼

ら

が

出

会

っ

た

の

は

、

後

世

に

な

っ

て

ア

イ

ヌ

民

族

と

よ

ば

れ

た

人

々

で

あ

っ

た

。

こ

う

し

て

み

る

と

、

北

海

道

の

考

古

学

を

論

b
る

場

合

に

は

、

お

お

ま

か

に

い

っ

て

三

つ

世

最

後

の

氷

期

の

ピ

i
ク

か

ら

完

新

世

の

は

じ

ま

り

ま

で

。

こ

の

時

代

は

宗

谷

瀧

峡

が

陸

橋

化

し

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

る

時

期

で

あ

る

。

先

土

器

(

旧

石

器

)

時

代

の

文

化

が

こ

の

段

階

の

指

標

と

な

る

。

文

化

は

、

き

わ

め

て

大

陸

的

な

様

相

を

み

せ

る

時

代

で

あ

る

。

第

ニ

に

は

臼

本

列

島

の

古

代

文

化

の

北

辺

地

域

と

し

て

、

あ

る

い

は

北

か

ら

流

入

す

る

文

化

と

の

接

点

と

し

て

の

地

域

性

、

第

一

一

一

に

は

、

稲

作

農

耕

文

化

の

到

達

で

き

な

か

っ

た

地

域

と

し

て

の

特

殊

性

で

あ

る

。

こ

の

ア

プ

ロ

1
・

チ

に

た

っ

て

、

こ

れ

ら

の

問

題

が

端

的

に

あ

ら

わ

れ

る

い

く

つ

か

の

時

期

に

つ

い

て

概

観

し

て

み

よ

う

。

第

一

に

は

、更

新
一

部

先

土

器

(

旧

石

器

)

時

代

の

北

山

海

道

1

ナ
イ
フ
形
石
器
の
文
化

北海道における地域性

北
海
道
に
お
け
る
先
土
器
(
出
石
器
)
時
代
の
遺
跡
は
、
き
わ
め
て
断
片
的
な
資
料
を
除
台
、
ニ
万
年
前
こ
ろ

れ
ら
の
う
ち
初
期
の
も
の
で
性
格
が
あ
る
程
度
判
明
し
て
い
る
の
は
、
石
刃
技
法
を
も
た
な
、

さ
ん
か
〈
や
ま
〈5
)

で
あ
る
。
石
狩
管
内
千
競
市
三
角
山
遺
跡
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
町
年
代
で

代
で

N
H
8
0∞
・
り
と
い
う
値
を
も
っ
、
小
型
の
ナ
イ
フ
形
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。

し
ら
た
き

で
一
七

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
北
見
管
内
白
滝
藤
の
も
の
と
、

も
の
が
利
用
さ
れ
て
い
ポ

10

う

し

た

寵

数

の

遠

隔

地

か

ら



プ
の
季
節
移
動
の
証
拠
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
か
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
。

石
刃
技
法
を
も
た
な
い
ナ
イ
フ
形
石
器
を
出
土
す
る
遺
跡
は
、
十
勝
管
内
景
品
昔
、
間
帯
広
市
鷲
話
料
税

A
な
ど
か
ら
も
知
ら

そ
の
製
作
手
法
や
形
態
か
ら
み
て
、
本
州
、
と
く
に
裏
目
本
で
発
見
さ
れ
る
初
期

そ
の
文
化
閣
内
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
よ
い
。

れ
て
い
る
。
こ
の
種
小
型
ナ
イ
フ
形
石
器
の
一
群
は
、

の
ナ
イ
フ
形
石
器
と
共
通
す
る
性
格
を
も
ち
、
巨
視
的
に
み
れ
ば
、

2

前
期
白
滝
文
化

ナ
イ
フ
形
石
器
を
特
徴
と
す
る
石
器
文
化
の
次
に
は
、
美
麗
な
大
型
石
刃
の
文
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。
本
州
の
よ
う
に
、
石
刃
で
作
ら
れ

た
変
異
に
富
ん
だ
ナ
イ
フ
が
継
越
す
る
段
階
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
認
め
ら
れ
な
い
。
北
権
道
北
見
管
内
白
滝
第
二
一
一
地
点
出
土
の
遺
物

!
l
i若
刃
・
彫
刻
万
・
舟
底
形
石
器
、
厚
手
の
ス
ク
レ
イ
パ
ー
な
ど
を
主
体
と
し
、
両
面
加
工
の
石
槍
類
(
ポ
イ
ン
ト
)
が
な
い
か
、
あ
る

い
は
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
い
こ
と
を
特
徴
と
す
る
石
器
文
化
が
こ
れ
で
丸
山
目
。
こ
の
文
化
は
本
格
的
な
細
石
刃
文
化
に
先
行
す
る
も
の
で
、

前
期
白
滝
文
化
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
同
種
の
石
器
群
は
、
北
見
管
内
特
科
遺
跡
ほ
か
若
干
が
知
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
あ
ま
り
例
は
多
く

p
h
n
、
。

ふ
ん
し前

期
自
滝
文
化
と
問
一
の
文
化
は
、
本
州
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
本
州
に
は
各
種
の
ナ
イ
フ
形
若
器
の
文
化
が
継

起
し
て
い
る
が
、
同
一
の
組
成
を
も
っ
た
石
器
文
化
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
沿
海
州
南
部
の
シ
ホ
テ
ア
リ
ン
山
脈

東
麓
ウ
ス
チ
ノ
フ
カ
遺
跡
下
回
樹
か
ら
発
掘
さ
れ
た
石
器
文
化
は
、
あ
き
ら
か
に
前
期
白
滝
文
化
の
も
の
と
時
一
の
組
成
を
も
っ
て
い
る

o

A
・
H
-
オ
ク
ラ
ド
ニ
コ
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
年
代
は
、
一
万
五

0
0
0
年
か
ら
ニ
万
年
前
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
前

期
白
滝
文
化
の
段
階
に
は
、
前
の
小
型
剥
片
で
作
ら
れ
る
ナ
イ
フ
形
石
器
の
時
期
と
異
な
り
、
文
化
的
に
は
沿
、
嘩
州
に
つ
な
が
る
北
に
開

い
た
様
相
が
よ
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
現
象
は
、
宗
谷
樺
峡
が
依
然
と
し
て
陸
橋
の
ま
ま
で
あ
り
、
北
議
選
が
沿
権

州
か
ら
サ
ハ
リ
ン
を
含
む
大
陸
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

3

台
形
石
器
と
細
石
刃
の
出
現

前
期
白
滝
文
化
の
次
に
は
、
中
型
石
刃
と
荒
屋
型
彫
刻
万
、
そ
し
て
細
石
刃
を
伴
う
ト
ワ
ル
ベ
ツ

最
近
、

北
禅
道
南
西
部
で
、
こ
の
時
期
の
良
貯
な
遺
跡
が
一
一
ヵ
所
、

ゆ
さ
と

島
管
内
知
内
町
湯
の
盟

4
遺
跡
で
は
、

そ
の
二

J
、
渡

本
州
の
先
土
器
文
化

北
海
道
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
手
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

ト
ワ
ル
ベ
ツ
文
化
の
石
器
群
に
伴
っ
て
台
形
石
器
が
出
土
し
た
。

ニ
点
検
出
さ
れ
て
い
滋
(
図

1
〉
。

」
れ
は
、

ご
」
で
は
黒
曜
石
水
和

か
ら
持
ち
こ
ま
れ
た
の
で
な
い
か
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
小
型
の
台
形
石
器
で
、

層
に
よ
る
年
代
測
定
値
で
い
え
ば
お
∞

O
O
H広
。
。
∞b
・
が

十11'

と細石刃核

1984 年，図 3 より改変.

従
来
、
台
形
石
器
は
、

西
日
本
そ
れ
も
九
州

得
ら
れ
た
。

ま
た
、

石
器
の
形
態
か
ら
も
た
れ
て
い
た
予

想
に
反
し
て
、

こ
の
台
形
石
器
の
素
材
の
黒
模
石
は
、
本

州
東
北
部
産
の
も
の
で
な
く
、

川
産
の
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

て
分
布
し
、
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の
で
あ
る
。
湯
の
里
4
遺
跡
の
場
合
に
は
、
問
題
の
台
形
石
器
は
北
議
選
の
ト
ワ
ル
ベ
ツ
文
化
の
石
器
組
成
の
な
か
に
伴
出
す
る
と
い
う

形
を
と
っ
た
。
こ
の
石
器
が
発
見
さ
れ
た
と
き
、
大
部
分
の
考
古
学
者
は
、
そ
の
形
態
や
製
作
手
法
か
ら
み
て
、
こ
れ
が
本
州
か
ら
も
ち

こ
ま
れ
た
も
の
と
信b
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
素
材
の
原
産
地
が
北
海
道
と
判
明
し
て
み
る
と
、
こ
の
意
見
と
は
異
な
っ
た
解
釈

が
必
要
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
素
材
の
供
給
地
か
ら
み
て
湯
の
里
4
遺
跡
の
台
形
石
器
は
、
北
海
道
の
な
か
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が

大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
北
海
道
の
ど
こ
か
に
台
形
石
器
を
基
本
的
石
器
紐
成
の
な
か
に
も
つ
人
間
集
聞
が
存
夜
し
て
い
て
、

そ
れ
が
北
海
道
在
来
の
集
団
と
交
流
関
係
が
あ
っ
た
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
台
形
芯
器
を
も
っ
本
州
の
集
団
か
ら
、
き
わ
め
て
少
数
の

移
住
者
が
北
海
道
に
や
っ
て
き
て
土
着
集
団
の
な
か
に
提
住
し
、
地
元
の
素
材
で
石
器
を
製
作
し
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
だ
、

資
料
が
不
足
で
あ
る
が
、
湯
の
患
4
遺
跡
の
場
合
は
、
台
形
石
器
の
伴
出
状
況
か
ら
み
て
後
者
の
例
だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。

ト
ワ
ル
ベ
ツ
文
化
の
出
自
系
統
に
閲
し
て
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
サ
ハ
リ
ン
の
ソ
コ
ル
遺
跡
出
土
の
も
の
の
一
部

(U)

が、これに関係する可能性があることは控目してよい。しかもソコル遺跡で発見された石器のうち黒曜石でつくられ

たものは、母材の原産地が北禅道の白滝村であることが判明している。興味をひくのは、この種の石器文化が、本州

では発見されていないということである。さきにも述べたが、この時期の本州には、台形石器や小型ナイフの文化が

継起していたとみられている。湯の皇

4
遺跡の伴出でたしかめられたような締石刃と台形若器の伴出関係が確実だと

すれば、日本列島のなかにおける結石珂使用の低統は北樺道から始まることになる。これは、北海道がユーラシア北

部における細石刃文化の発生と展開に密接に結びついていたからであろう。つまり、トランスパイカル地域で出現し

たといわれる細石刃文化の展開の過程で、臼本列島の中では北海道の地にもっとも早くその影響があらわれたからで

はないだろうか。

4

細
石
刃
文
化
と
そ
の
ひ
ろ
が
り

一
万
三0
0
0年
前
後
の
古
さ
に
な
る
と
、
後
期
白
滝
文
化
の
脳
部
細
石
刃
文
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
石
器
文
化
の
領
域
は
、
か
な

り
の
広
さ
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
北
見
管
内
、
十
勝
管
内
に
数
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
問
一
の
組
成

か
〈
に
や
ま
〈
刊
以
〉
あ
ら
や
「
悶

を
も
つ
も
の
が
、
山
形
県
大
石
田
町
角
ニ
山
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
し
、
新
潟
県
荒
屋
遺
跡
の
細
石
刃
文
化
も
こ
の
仲
間
に
ち
か
い
。

こ
の
時
期
の
石
器
製
作
跡
や
キ
ャ
ン
プ
な
ど
の
あ
り
方
の
典
型
的
な
資
料
と
し
て
、
前
に
も
の
べ
た
札
滑
細
石
刃
文
化
の
例
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
細
石
刃
文
化
で
は
、
細
石
刃
核
を
作
り
だ
す
素
材
と
し
て
大
型
の
両
面
石
器
を
用
意
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
製

作
し
た
と
み
ら
れ
る
大
量
の
未
製
品
・
破
損
品
と
と
も
に
、
膨
大
な
盤
の
石
片
の
出
土
す
る
地
点
が
北
議
道
内
の
黒
曜
石
原
産
地
付
近
か

と
詰
ま

ら
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
北
見
管
内
白
滝
村
の
選
問
日
地
点
と
し
て
名
高
い
大
型
両
磁
石
器
を
出
土
し
た
遺
跡
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
大
量
の
石
片
と
と
も
に
大
型
両
苗
石
器
や
そ
の
米
製
品
、
細
石
刃
な
ど
が
多
数
検
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ほ
ぼ
こ
れ
と

詞
時
期
の
キ
ャ
ン
プ
・
サ
イ
ト
で
あ
る
北
見
管
内
西
興
部
町
札
滑
遺
跡
か
ら
は
ニ0
0
0
本
ち
か
い
締
右
刃
と
一
ニ
姻
の
細
石
刃
核
が
発
掘

さ
れ
た
が
、
細
石
刃
核
の
母
材
に
な
る
大
型
両
面
石
器
を
製
作
す
る
た
め
の
大
型
の
素
材
や
、
そ
の
製
作
過
程
で
で
き
る
石
片
が
発
見
さ

れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
素
材
原
産
地
で
生
産
さ
れ
た
結
石
刃
核
の
米
製
品
が
搬
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
若
干
時
期
は
古
く
な
る
が
、

サ
ハ
リ
ン
の
ソ
コ
ル
遺
跡
で
も
、
明
ら
か
に
白
滝
原
産
の
黒
曜
石
を
使
っ
た
細
石
刃
核
や
削
片
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も

北
樺
道
内
に
み
ら
れ
る
素
材
の
供
給
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
こ
と
は
、
ま
え
に
も
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、

札
滑
細
若
刃
文
化
と
問
様
の
石
器
組
成
を
し
め
す
山
形
県
角
一
一
山
遺
跡
か
ら
は
、
北
海
道
原
産
の
素
材
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。

山
両
遺
跡
と
も
素
材
の
産
地
で
あ
る
由
滝
村
か
ら
の
距
離
は
大
差
が
な
い
の
に
、
何
故
こ
う
し
た
違
い
が
み
ら
れ
る
の
だ

の
依
説
は
、
角
ニ
山
の
入
荷
集
団
は
北
海
道
の
集
鴎
と
所
属
す
る
部
族
が
異
な
っ
て
い
て
、
接
触
の
度
合
が
う
す
い
と

の
関
連
を
議
視
す
る
立
場
が
あ
る
。
第
四
紀
地
質
学
の
資
料
か
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;三

史
的
背
景
か
ら
、
海
を
こ
え
て
文
化
や
ヒ
ト
の
断
続
的
な
交
流
は
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
海
峡
は
北
海
道
か
ら
本
州
へ
の
物
流
を
阻
害

す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
機
能
す
る
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
土
器
時
代
の
ト
ワ
ル
ペ
ツ
・
札
滑
細
石
刃
文
化
の
領
域
は
、
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
拡
大
・
縮
小
を
み
せ
な
が
ら
、
お
お
ま
か
に
は
、

東
北
日
本
か
ら
サ
ハ
リ
ン
を
ふ
く
み
、
さ
ら
に
極
東

J
叫
海
州
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
た
と
し
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
、
極
東
地
域
東
部

ι

の
類
似
が
問
題
と
さ
れ
る
他
の
細
石
刃
文
化
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
地
史
的
背
景
が
文
化
領
域
の
広
が
り
の
う
え
に
重
要
な
意
味
-
そ
も
つ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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縄

文

時

代

の

開

始

1

縄
文
時
代
早
期
の
二
つ
の
流
れ

本
州
各
地
で
先
土
器
文
化
に
か
わ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
縄
文
文
化
草
創
期
の
確
実
な
資
料
は
、

北
海
道
で
は
米
発
見
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
を
ふ
く
ん
だ
資
料
も
あ
り
、
今
後
の
検
討
が
ま
た
れ
る
。

北
海
道
で
発
見
さ
れ
て
い
る
現
在
も
っ
と
も
古
い
と
み
ら
れ
る
土
器
群
と
し
て
、

と
す
る
段
踏
の
も
の
が
あ
る
。

貝
殻
文
・
条
痕
文
・
沈
操
文
な
ど
を
特
徴
的
な
文
様

そ
の
文
様
や
器
形
か
ら
担
分
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
型
式
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
〈
組
。

こ
れ
ら
は
、

そ
の
分
布
は
、

主
に
海
岸
地
域
に
集
中
の
傾
向
を
み
せ
、内
臨
部
に
は
す
く
な
い
。
こ
の
土
器
群
は
、

文
様
上
の
基
本
的
類
似
性
は
と
も
か
く
、
器
形
で

は
尖
肢
を
主
流
と
す
る
北
語
道
南
西
部
グ
ル
ー
プ
の
も
の
と
平
底
の
北
搭
道
東
部
・
北
部
グ
ル
ー
プ
の
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。

南
西
部
の
尖
底
よ
持
群
で
も
っ
と
も
初
期
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
渡
島
管
内
配
際
遺
跡
の
も
の
を
代
表
と
す
る
ノ
ダ

ッ
プI
式
土
器
で
あ
る
。
貝
殻
文
・
沈
線
文
・
連
続
爪
形
文
・
縄
文
を
文
様
構
成
要
素
と
し
て
も
っ
。
こ
の
型
式
が
東
北
地
方
の
川
町
盟
結

E
g
a
z
g

ん
?
と
す
公

2
3

山
Z
2
2
2
5
2
5
2
Z
4
4

ミ
5
2

2子

先

3
5主

;
4

妥

注

予三

容

ネ
ミえ

2
1

3
ょを
た

お

努

智
之

私

i

s

文

芸

E
式
土
器
に
ち
か
い
も
の
で
あ
る
こ
と

ト
ラ
ン
シ
ミ
ナ
イ
フ
、
打
製
石
斧
・
す
り
石
な
ど
で
構
成
さ
れ
、

さ
b
と
し
て
知
ら
れ
る
ナ
イ
フ
が
な
い
。

-
に
の
時
期
よ
り
新
し
い
貝
殻
文
尖
底
土
器
群
を
出
土
す
る
遺
跡
と
し
て
は
、
渡
島
管
内
特
伊
遺
跡

A
お
よ

札
引
。
放
射
性
炭
素
に
よ
る
年
代
測
定
で
は
、

A
噌
白
山
の
も
の
が

B
地
点
の
も
の
よ
り
若
干
古
(
叫

o
A
B
両
地
点
と
も
、

石
器
組
成
の
上

で
は
基
本
的
に
は
か
わ
ら
な
い
。

つ
ま
み
の
あ
る
ナ
イ
フ
、

ス
ク
レ
イ
パ

l

、

探
り
切
り
手
法
に
よ
る
磨
製
石
斧
、

両
面
加
工
の
ナ
イ
フ

はま

注た
目は

す石

ぺ槍
きL
c
で石
あ鍛
ろ.

う~キ

小
擦
の
両
端
を
打
ち
欠
い
た
右
銭
な
ど
、

」
れ
以
降
の
縄
文
文
化
の
石
器
組
成
の
接
部
分
が
出
揃
う
こ
と

北
議
選
東
部
お
よ
び
北
部
を
分
布
域
と
す
る
貝
殻
文
・
条
痕
文
・
沈
線
文
な
ど
を
特
徴
的
な
文
様
と
す
る
早
期
の
土
器
群
は
、
平
底
の

甥
を
も
つ
も
の
が
主
流
で
あ
る
。
臼
高
管
内
需
〉
十
勝
正
義
)
議
)
釧
路
管
内
オ
タ
ノ
、
九
州
、
託
銀
品
〉
能
汚
ア
ン
ネ

ル
な
ど
の
諸
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
型
式
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
年
代
序
列
に
つ
い
て
は
、

明
確
な
層
位
関
係
が
お

さ
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

確
定
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

北海道における地域性

伴
出
す
る
石
器
の
形
態
や
組
成
は
、

あ
き
ら
か
に
南
西
部
の
員
殻
文
・
条
痕
文
を
も
っ
尖
底
土
器
群
の
も
の
と
性
格
を
異
に
す
る
ら
し

ぃ
。
ご
く
少
量
で
あ
る
が
、
彫
器
が
あ
り
、

<
mU}

フ
〉
の
な
い
こ
と
が
設
問
さ
れ
る
。
集
落
は
比
較
的
点
在
し
て
い
て
、

南
西
部
の
ノ
ダ
ッ
プ
式
を
の
ぞ
く
縄
文
時
代
の
全
時
期
に
み
ら
れ
る
〈
つ
ま
み
の
あ
る
ナ
イ

長
期
に
わ
た
る
居
住
を
物
語
る
遺
跡
は
ご
く
す
く
な
い
。

こ
の
点
、

南
西
部
の
貝
殻
文
ソ
条
痕
文
を
も
っ
尖
底
土
器
群
を
伴
う
集
落
の
ほ
う
が
定
住
性
が
強
く
、

格
」
が
強
い
と
い
う
。

平
底
土
器
群
の
集
落
は
、

よ

り

「
漂
浪
的
性

北
、
権
道
東
部
に
お
い
て
沈
線
文
・
条
痕
文
な
ど
を
も
っ
平
底
土
器
群
の
な
か
で
も
っ
と
も
古
く
考
え
ら
れ
て
い
弘
略
式
土
器
に
つ
い

10

299

て

は

、

伴

出

す

る

石

器

組

成

の

う

え

か

ら

設

問

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

開

題

が

あ

る

。

以

前

か

ら

、こ

の

土

器

型

式

に

は

細

石

刃



(
引
品
)

が
伴
出
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。

し
か
じ
、

そ
の
後
の
熱
心
な
調
査
を
続
け
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
細
石
刃
の
伴
出
に
つ
い
て
は
、

ト
ワ
ル
ベ
ツ
も
し
く
は
峠
下
文
化
に
分
類
さ
れ
る
先
土
器
時
代
の

研
究
グ
ル
ー
プ
が
、

て
い
た
。
暁
遺
跡
で
土
器
に
伴
出
し
た
細
石
刃
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

明
沼
博
志
を
中
心
と
す
る

焼
式
土
器
の
タ
イ
プ
・
サ
イ
ト
で
あ
る
十
勝
管
内
暁
遺
跡
で
は
、

否
定
的
な
資
料
が
増
加
し

も
の
の
混
入
で
あ
っ
た
可
能
性
が
た
か
ま
っ
て
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
開
グ
ル
ー
プ
ぷ
沖
心
と
な
っ
て
す
す
め
た
暁
式
土
器
を
だ
す
十

勝
管
内
け
ハ
戸
山
内

C
遺
跡
の
竪
穴
住
居
の
発
掘
は
、
意
外
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
日
。
こ
こ
で
は
、

続
式
土
器
に
慰
問
擢
石
の
礁
を

素
材
と
し
た
石
核
か
ら
や
や
粗
雑
な
石
刃
手
法
で
剥
離
さ
れ
た
石
刃
が
伴
出
し
た
の
で
あ
る
。
石
器
組
成
の
う
え
で
は
石
刃
が
主
体
を
占

北
語
道
東
部
で
土
器
に
確
実
に
伴
出
す
る
石
刃
と
し

め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
石
刃
以
外
に
も
ス
ク
レ
イ
パ
ー
や
石
鍛
が
認
め
ら
れ
る
。

て
著
名
な
の
は
、
磁
別
府
航
文
化
の
遺
物
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
八
千
代C遺
跡
で
は
粗
雑
な
石
刃
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
謙
一
の

石
刃
鱗
文
化
の
象
徴
で
あ
る
石
刃
畿
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
通
常
、
石
刃
鍛
と
と
も
に
発
見
さ
れ
る
絡
縄
体
庄
痕
文
を
も
っ
滞
幌
式

土
器
も
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
題
に
関
連
す
る
資
料
が
、
前
述
し
た
駒
場
遺
跡
に
お
い
て
も
見
出
せ
る
。
駒
場
遺
跡
の
竪
穴
住
居
出
向

1
5と
甲
山i斗
か
ら
は
、

暁
式
土
器
類
似
の
土
器
を
伴
っ
て
宕
刃
が
検
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
、
暁
遺
跡
と
同
様
に
お
刃
鎮
の
伴
出
が
み
ら
れ
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
北
海
道
の
東
部
に
は
、
後
述
す
る
石
刃
鍛
文
化
以
外
に
も
、
石
器
組
成
の
う
え
で
縄
文
文
化
的
色
彩
の
う
す
い
暁
式
土
器

の
仲
間
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
た
か
ま
っ
て
き
た

o
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
遺
物
を
出
土
し
た
八
千
代

C
遺
跡
の
放
射
性
炭
素
に
よ

る
年
代
測
定
値
は
、
∞

E
O
H
Z
4
0

∞
-
H
M
・
お
よ
び
コ
芯
怜
担
。
∞

-
P、
黒
曜
石
水
和
層
測
定
に
よ
る
年
代
値
は
、
ゆ
品
。
。

ω
・
り
で
あ
る
。

北
海
道
の
縄
文
時
代
早
期
の
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
ひ
と
つ
の
見
通
し
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
州
東
北
部
に
つ
な
が
る
い
わ
ゆ
る

縄
文
文
化
の
性
格
を
示
す
も
の
と
、
北
準
道
東
部
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
縄
文
文
化
的
性
格
の
う
す
い
も
の
と
い
う
こ
つ
の
系
列
が
存
在
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
縄
文
文
化
の
北
の
境
界
を
も
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
項
で
は
、
同
じ
早
期
の

時
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
も
っ
と
明
確
に
縄
文
文
化
と
性
格
の
こ
と
な
る
石
刃
鍛
文
化
を
み
て
み
よ
う
。

5cm。

関 2 湧別町市川 II 遺跡出土の石刃銭

北海道湧別町『湧 51 1]市JII 江遺跡J1 1985 年，より改変.

2

石
刃
鍛
文
化
と
そ
の
性
格

北
海
道
で
は
、
縄
文
文
化
早
期
中
葉
の
土
器
群
に
時
間
的
に
強
行
し
て
い

そ
れ
と
は
全
く
異
質
と
い
っ
て
よ
い
文
化
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い

な
が
ら
、

る
。
北
海
道
北
部
・
東
部
か
ら
中
央
部
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
た
石
珂
録
文

化
が
こ
れ
で
あ
る
。

そ
の
石
器
製
作
の
基
本
的
要
素
の
な
か
に
縄
文
文
化
一

般
に
は
み
ら
れ
な
い
お
刃
技
法
が
あ
り
、
美
麗
な
石
刃
を
素
材
と
す
る
縦
長

の
石
鍛
〈
石
刃
鍛
)
が
も
っ
と
も
特
徴
的
な
遺
物
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
〈
図2
)。

石
刃
か
ら
作
出
さ
れ
る
の
は
、
石
鑑
だ
け
で
は
な
い
。
他
の
石
器
類
も
石
刃

を
素
材
に
し
た
も
の
が
多
い
。
彫
刻
刀
、
エ
ン
ド
ス
ク
レ
イ
パ

i
、
ナ
イ
フ

石
刃
銑
文
化
は
、

な
ど
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
石
刃
鍛
文
化
の
石
器
を
な
ら
べ
て
み
る
と
、

縄
文
時
代
の
も
の
と
は
石
器
製
作
技
術
や
若
器
の
形
態
が
大
き
く
異
な
り
、

先
土
器
時
代
の
も
の
と
間
違
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

異
質
的
に
み
え
る
石
器
と
同
時
に
、
先
土
器
時
代
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、

縄
文
時
代
に
も
普
通
に
み
ら
れ
る
遺
物
、
擦
切
り
手
法
で
作
ら
れ
た
磨
製
石

斧
・
打
製
石
斧
・
石
鍛
・
矢
柄
研
磨
器
、

d
小
曲
怖
を
利
用
し
た
石
錘
・
石
思


m
石
な
ど
の
石
器
類
が
伴
い
、
さ
ら
に
量
的
に
は
多
く
な
い
が
土

こ
の
特
殊
な
石
器
群
は
、
山
一
九
四
三
年
-
に
斎
藤
米
太
郎
に
よ
っ

300
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{

お

)

て

学

会

に

報

告

さ

れ

た

。

そ

の

後

、

こ

の

石

器

群

に

控

目

し

た

名

取

武

光

は

斎

藤

の

発

見

し

た

浦

幌

村

総

説

伊

討

を

再

度

調

査

し

、

か

ら

は

北

ア

ジ

ア

的

な

細

石

刃

が

櫛

目

文

土

器

の

系

統

を

ひ

く

土

器

と

伴

出

し

て

出

土

し

た

と

報

告

し

て

い

{

列

。

当

時

、

筆

者

も

真

正

の

V
」
V
」

石

刃

技

術

を

も

っ

石

刃

鍛

文

化

ぺ

鵠

文

文

化

と

同

一

グ

ル

ー

プ

視

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

考

え

、

に

広

が

る

周

辺

文

化

と

し

て

扱

っ

た

。

こ

の

種

の

文

化

を

縄

文

文

化

の

北

端

以

上

の

よ

う

な

石

刃

鍛

文

化

の

位

置

づ

け

を

ふ

ま

え

、

進

展

の

な

か

で

、
」

の

文

化

の

性

格

や

編

年

を

め

ぐ

っ

て

多

く

の

議

論

が

も

た

れ

て

い

る

。

そ

の

後

の

北

海

道

に

お

け

る

先

土

器

文

化

や

縄

文

文

化

初

期

に

関

す

る

研

究

の

石

刃

鍛

文

化

と

土

器

の

関

係

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

議

論

を

複

雑

化

さ

せ

た

原

因

の

一

つ

は

、

石

刃

鍛

文

化

の

遺

跡

の

な

か

に

は

、

そ

こ

が

一

時

的

な

キ

ャ

ン

プ

で

あ

っ

た

り

、

墓

地

の

可

能

性

の

あ

る

も

の

な

ど

が

あ

っ

て

、

土

器

が

伴

出

し

な

い

遺

跡

も

少

な

く

な

い

。

ま

た

、

伴

出

が

確

認

さ

れ

て

い

る

遺

跡

で

も

、

土

器

の

震

は

少

な

い

場

合

が

多

い

。

こ

う

し

た

現

象

が

石

器

形

態

の

特

殊

性

と

あ

い

ま

っ

て

石

刃

錐

文

化

の

編

年

位

置

を

縄

文

時

代

草

創

期

に

属

す

る

も

の

と

錯

覚

さ

せ

て

い

る

。

石

刃

鍛

文

化

の

土

器

は

、

縄

文

時

代

早

期

中

葉

以

降

に

位

置

す

る

の

も

の

で

あ

る

こ

と

は

確

か

で

あ

る

。

し

か

し

黒

曜

石

水

和

層

で

示

さ

れ

て

い

る

年

代

は

、

通

常

七

0

0

0
年

前

か

ら

七

五

O

O年

前

の

数

値

に

集

中

し

て

お

り

、

10

け

る

縄

文

文

化

閣

の

北

端

が

確

実

に

北

海

道

内

に

あ

り

、

こ

れ

を

通

じ

て

、

東

日

本

の

縄

文

文

化

と

極

東

の

初

期

新

石

器

時

代

文

化

と

の

303

鉢

形

あ

る

い

は

コ

ッ

プ

形

で

、

ロ

隷

は

突

起

が

な

く

一

千

繰

が

普

通

で

あ

る

。

大

型

の

土

器

は

み

ら

れ

な

い

。

文

様

は

条

痕

・

擦

痕

、

無

文

の

も

の

が

多

い

が

、

口

一

縁

ち

か

く

に

細

い

縄

を

軸

に

ま

き

つ

け

た

施

文

具

を

器

商

に

軽

く

押

し

つ

け

た

絡

縄

こ

の

種

の

も

の

で

あ

る

。

か

つ

て

、

名

取

に

よ

っ

て

十

勝

管

内

前

伊

市

中

庄

痕

文

が

よ

く

み

ら

れ

る

。

発

見

さ

れ

る

土

器

の

ほ

と

ん

ど

は

、

ふ

れ

・
ν台

遺

跡

か

ら

石

刃

鍛

と

伴

っ

て

発

掘

さ

れ

、

浦

幌

式

土

器

と

命

名

さ

れ

た

の

も

こ

の

仲

間

で

あ

る

。

し

た

り

、

$

4

F

L

H

V

』

、

I
3
p
v

ヘ
ラ
の
先
で
刺
突
文
を
施

異
な
っ
た
時
期
あ
る
い
は
系
統
を
し
め
す
指
標
に
な
り
う
る
か
ど
う
か
、
決
定
す
る
資
料
に
乏
し
い
。

型
押
文
や
円
形
の
ス
タ
ン
プ
状
の
文
様
安
も
つ
も
の
が
、
僅
か
に
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

」
う
し
た
文
様
の
ち
が
う
土
器
が
、

問
題
は
、

石
刃
錬
に
伴
う
こ
れ
ら
の
土
器
の
系
統
と
縞
年
位
卑
賎
で
あ
る
。

ま
だ
研
究
者
に
よ
っ
て
細
部
に
若
干
の
ち
が
い
は
あ
る
が
、

そ
の
年
代
観
と
文
化
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
見
解
と
お
お
ま
か
の
と
こ
ろ
で
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
、

そ
の
系
統
に
つ
い
て

は
自
然
生
態
系
が
北
、
梅
道
に
共
通
性
の
多
い
中
ソ
菌
墳
の
ア
ム
ー
ル
河
中
流
域
に
注
目
、

こ
の
地
域
で
発
見
さ
れ
る
石
刃
錯
の
代
表
例
と

し
て
ノ
ヴ
ォ
ペ
ト
ロ
フ
カ
遺
跡
の
も
の
を
と
り
あ
げ
、
北
海
道
の
も
の
と
石
器
組
成
上
で
は
同
一
、

に
強
い
類
似
が
み
ら
れ
る
、
と
は
っ
き
り
指
摘
す
る
見
解
も

ι
成
。

土
器
に
つ
い
て
は
モ
チ
ー
フ
の
構
成

石
刃
錯
そ
の
も
の
の
分
布
は
き
わ
め
て
広
い
。
若
干
の
形
態
差
と
共
伴
す
る
遺
物
の
違
い
は
あ
る
が
、

モ
ン
ゴ
ル
・
中
国
北
部
を
含
む

ア
ジ
ア
大
陸
一
帯
、

西
シ
ベ
リ
ア
、

ウ
ズ
ベ
ッ
ク
、

ト
ル
ク
メ
ン
な
ど
に
か
け
て
の
広
大
な
地
域
に
分
布
し
て
い
る
。しか
し
中
国
東
北

タ部
コ以
エ{南
1I~の
、朝

鮮

そ
れ
に
北
樺
道
を
の
ぞ
く
日
本
の
各
地
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
北
海
道
に
隣
接
す
る
地
域
で
は
、

-
nい
り
守
コ
〈
叩
品

中
国
黒
竜
江
省
新
聞
流
、
一
間
出
の
ア
ム
ー
ル
河
中
流
域
の
ノ
ヴ
ォ
ペ
ト
ロ
フ
坊
な
ど
の
諸
遺
跡
か
ら
良
好
な
資
料
が
発
見

サ
ハ
リ
ン
の

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
布
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、

〈
却
)

る
。

北
海
道
の
石
刃
鍛
が
北
東
ア
ジ
ア
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

」
れ
ら
の
資
料
は
、
北
海
道
に
み
ら
れ
る
石
刃
鍛
を
も
っ
文
化
が
、あ
き
ら
か
に
北
方
ル
l
ト
で
極
東
の
新
石
器
時
代
の
文
化
に
密

接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。

く
り
返
す
よ
う
だ
が
、

石
刃
銑
文
化
の
基
本
的
な
石
器
組
成
や
石
器
の
製
造
技
術
は
、

ど
の
縄
文
文
化
早
期
の
も
の
と
も
異
な
る
。
両
者
の
文
化
遺
物
に
み
ら
れ
る
性
格
の
差
は
、
単
な
る
文
化
変
容
と
し
て
解
釈
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、

北
海
道
の
石
刃
鍛
文
化
は
、
極
東
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
の
穣
の
文
化
が
、
縄
文
文
化
の
人
々
に
影
響
を
あ
た

え
た
結
果
生
ま
れ
た
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
は
国
難
で
あ
ろ
う
。
間
関
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
縄
文
の
世
界
に
と
っ
て
は
、

は
異
質
の
存
在
で
あ
っ
た
。

北海道における地域性

石
刃
銑
文
化

つ
ま
り
、

石
刃
銑
を
出
土
す
る
遺
跡
は
、
北
方
か
ら
北
海
道
の
東
北
部
に
南
下
し
て
き
た
人
間
集
団
が
残
し

た
痕
跡
な
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
小
集
団
の
北
権
道
へ
の
移
動
を
ひ
き
お
こ
し
た
原
因
や
生
業
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
資
料
が
あ
ま
り
に
も
貧
弱
で
、
議
論
で
き

る
段
踏
に
な
い
。
だ
が
、

断
片
的
な
証
拠
で
あ
る
に
し
ろ
北
海
道
に
お
け
る
石
刃
鍛
文
化
の
存
在
は
、
縄
文
時
代
早
期
の
あ
る
時
期
に
お

簡
の
直
接
の
関
連
を
考
え
る
手
が
か
り
を
あ
た
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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北
海
道
に
お
け
る
初

期
農
耕
の
痕
跡

304

1

縄
文
文
化
最
盛
期
の
原
初
的
農
耕

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
東
と
西
の
境
界
を
こ
え
て
、

は
じ
め
て
斉
一
性
に
と
ん
だ
土
器

縄
文
早
期
末
か
ら
前
期
に
か
け
て
は
、
い
ま

群
が
北
海
道
全
島
に
広
が
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
釧
路
市
の
東
針
路
貝
塚
出
土
の
遺
物
を
指
標
と
す
る
、
結
縄
体
庄
痕
文
や
組
紐
圧
痕

北
講
道
南
西
部
の
縄
文
時
代
早
期
の

文
を
特
徴
的
文
様
と
し
て
も
つ
東
釧
路
町
日
式
土
器
群
が
こ
れ
で
あ
る
。
伴
出
す
る
石
器
の
組
成
は
、

そ
の
後
の
縄
文
文
化
各
時
期
に
み
ら
れ
る
石
器
組
成
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
を
示
す
〈
図

3
1

し
か
し
な
が
ら
、

貝
殻
文
尖
底
土
器
群
の
も
の
と
ほ
ぼ
等
し
く
、

本
州
東
北

こ
の
時
期
の
集
落
に
つ
い
て
も
、
中
規
模
の
も
の
は
南
西
部
に
多
く
、
北
語
道
東
部
に
は
小
規
模
の
も
の
が
多
い
。

そ
う
な
が
く
は
続
か
な
い
。
縄
文
前
期
中
葉
か
ら
中
期
に
か
け
て
、

だ
が
、
遺
物
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
斉
一
性
は
、

こ
の
時
期
の
前
半
、

東
部
地
区
に
は
繊
維
を
胎
土
に
混
入
す

地
方
北
部
と
同
様
の
円
筒
式
土
器
群
が
北
海
道
南
西
部
に
広
が
っ
て
く
る
。

ま
た
、
若
干
地
域
と
時
代
を
異
に
し
て
胎
土
に
織

る
縄
文
・
撚
糸
文
・
押
型
文
な
ど
の
文
様
を
も
っ
尖
底
あ
る
い
は
円
底
の
土
器
群
が
、

や
が
て
筒
形
の
器
形
と
縄
文
、刺
突
文
な
ど
を
も
っ
北
筒
式
土
器
(
北
海

畿
を
含
ま
な
い
平
底
・
筒
形
の
押
型
文
土
器
群
が
ひ
ろ
が
り
、

集
審
は
南
西
部
の
円
筒
式
土
器
を
も
つ
も
の
と
東
部
の
北
筒
式
土
器
を
も
つ
も
の
に
は

大
型
の
も
の
が
多
い
。

道
式
円
筒
土
器
の
略
)
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
。

所
属
・
系
統
の
明

し
か
し
遺
物
の
出
土
量
は
、
南
西
部
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
石
器
は
、

い
ず
れ
も
縄
文
各
期
に
一
般
的
な
組
成
を
み
せ
る
が
、

両
地
域
と
も

ら
か
で
な
い
平
底
・
筒
形
の
押
型
文
土
器
の
グ
ル
ー
プ
を
の
ぞ
き
、

た
だ
し
、

」
の
種
の
石
器
は
、
量
的
に
は
北
海
道
南
西
部
の
円
筒
土
器
の
文

化
闘
に
多
い
。

に
北
福
道
式
石
冠
(
石
杵
)
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。

そ
の
傾
向
は
石
皿
に
つ
い
て
は
、

輪
山
内
偽V
H

QV
,くこ〉

<:>
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石
血
は
、

解
さ
れ
て
お
り
、

…一一…

;
ー
(

す
り
石
〈
グ
ラ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
)
と
セ
ッ
ト
で
、

現
在
の
す
り
鉢
や
石
臼
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
道
具
と
し
て
現

306

る

石

皿

と

石

誼

の

増

加

現

象

に

つ

い

て

は

、

」

の

時

代

が

、

本

州

中

広

〈

部

か

ら

東

北

に

か

け

て

の

縄

文

時

代

遺

跡

に

か

な

り

一

般

的

に

認

め

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

。

北

海

道

に

お

け

現

在

よ

り

も

暖

か

で

ナ

い

わ

ゆ

る

花

粉

帯

で

い

う

R

H
の

麗

準

に

あ

た

り

、

本

州

側

の

研

究

者

が

主

張

し

て

い

る

あ

る

竪

果

類

・

根

栽

類

の

加

工

に

使

用

さ

れ

た

可

能

性

を

指

摘

す

る

研

究

者

が

多

い

。

ラ

属

の

樹

種

が

増

加

す

る

こ

と

が

判

明

し

て

い

る

の

で

、

そ

う

だ

と

す

れ

ば

、

「

縄

文

文

化

の

生

活

の

基

本

的

項

目

」

で

」

の

種

の

石

器

が

生

態

的

に

本

州

北

部

に

ち

か

い

北

樺

道

南

西

部

に

多

い

の

は

、

当

時

の

植

生

か

ら

い

っ

て

当

然

か

も

し

れ

な

.

い

。

だ

が

、

縄

文

時

代

前

期

か

ら

中

期

に

み

ら

れ

る

北

梅

道

内

の

文

化

様

相

の

ち

が

い

を

理

解

す

る

方

法

と

し

て

、

注

目

さ

れ

る

べ

き

別

の

渡

島

半

島

の

縄

文

時

代

の

調

査

の

際

に

実

施

さ

れ

た

、

浮

遊

選

別

法

に

よ

る

植

物

穏

子

の

採

集

調

査

か

第

一

に

は

、

渡

島

管

内

ハ

マ

ナ

ス

伊

遺

跡

に

お

い

て

、

縄

文

時

代

前

期

末

の

竪

穴

住

居

の

床

面

か

ら

炭

化

し

た

ソ

パ

種

子

が

検

出

さ

れ

た

こ

と

で

あ

ι
噌

こ

の

結

果

は

当

初

疑

問

視

さ

れ

て

い

た

が

、

出

土

麗

準

が

確

実

な

よ

り

午

、

そ

の

後

青

森

県

の

断

他

都

戚

の

ボ

ー

リ

ン

グ

に

よ

っ

て

得

ら

れ

た

町

年

代

で

g

o

o

∞
-

Pゾi
ン

か

ら

ソ

パ

花

粉

が

検

出

さ

れ

た

こ

凶

い

な

ど

で

、

そ

れ

は

、

ア

プ

ロ

ー

チ

も

あ

る

。

ま

ず

、

ら

も

た

ら

さ

れ

た

。

能

性

が

た

か

ま

っ

た

。

実

・

夜

の

可

さ

ら

に

興

味

を

ひ

く

の

は

、

同

じ

住

居

の

床

か

ら

、

集

中

し

て

大

童

の

イ

ヌ

ピ

エ

(

切

岳

山

口

2

-

L

g

a

g

m

同

毘

ま

た

は

司

自

門

店

日

R

E

s

m州

向

日

)

ら

し

き

炭

化

種

子

が

発

見

さ

れ

た

こ

と

だ

。

し

か

も

、

こ

れ

ら

の

種

子

は

、

炭

化

に

よ

る

膨

張

を

計

算

に

い

れ

で

も

、

現

生

の

も

の

に

比

較

し

て

粒

径

が

ニ

O
パ

ー

セ

ン

ト

ほ

ど

大

き

い

。

こ

の

現

象

は

、

あ

き

ら

か

に

こ

の

植

物

が

馴

化

さ

れ

た

も

の

か

、

あ

る

い

は

そ

の

過

程

で

あ

る

こ

と

を

物

語

っ

て

い

(

制

。

こ

の

炭

化

種

子

に

つ

い

て

い

え

ば

、

報

告

者

は

イ

ヌ

ピ

ヱ

と

記

載

し

て

い

る

が

、

筆

者

は

、

そ

れ

が

イ

ヌ

ピ

エ

で

あ

る

の

か

、

あ

る

い

は

ヒ

エ

と

し

て

は

同

定

不

可

能

な

の

か

ど

う

か

に

つ

い

て

は

、

に

わ

か

に

は

決

定

し

が

た

い

よ

う

に

思

う

。

し

か

し

、

積

子

の

粒

径

の

増

大

現

象

や

ソ

パ

の

存

在

は

、

き

わ

め

て

示

唆

的

で

あ

る

と

い

わ

ね

ば

な

る

ま

い

。

ま

た

、

い

ま

の

と

こ

ろ

、

こ

の

麓

の

植

物

遺

存

体

が

北

語

道

東

部

の

遺

跡

か

ら

検

出

さ

れ

た

と

い

う

報

告

が

な

い

こ

と

に

も

注

意

し

て

よ

い

。

つ

ま

り

、

寸

!

!

!

I

l

l

i

-

-

i

j

j

5

1

j

j

i

30cm
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北
海
道
南
西
部
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
、
ソ
パ
や
イ
ヌ
ピ
エ
な
ど
の
訓
化
に
よ
る
利
用
(
原
初
農
耕
)
が
、
あ
る
程
度
の
ウ
ェ
イ
ト
を
も

っ
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
に
い
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
情
勢
に
な
っ
た
わ
け
だ
。
石
皿
や
磨
石
の
増
加
現
象
も
、
こ
れ
ら
の
原
初
的
農
耕

活
動
と
関
連
さ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
北
語
道
の
縄
文
時
代
後
期
後
半
か
ら
晩
期
初
頭
の
時
期
に
、
規
模
が
最
大
で
外
径
七
五
メ
ー
ト
ル
、
内
径
で
四
五
メ
ー
ト
ル
、

高
さ
一
一
一
メ
i
ト
ル
に
も
お
よ
ぶ
ド
ー
ナ
ツ
状
の
土
堤
を
め
ぐ
ら
し
た
周
堤
墓
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
分
布
は
道
央
の
石
狩
苫
小

牧
低
地
帯
に
中
心
が
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
東
部
に
は
か
ぎ
ら
れ
た
地
域
に
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
(
図

4
)。
木
村
尚
俊
の
指

摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
大
型
遺
構
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
定
住
と
食
糧
資
源
の
安
定
供
給
を
背
費
と
す
る
人

口
集
中
が
あ
る
と
す
礼
的
、
そ
の
分
布
の
中
心
が
清
測
な
サ
ケ
・
マ
ス
河
川
を
も
ち
、
広
範
な
蔚
状
地
あ
る
い
は
低
位
段
丘
の
ひ
ろ
が
っ

て
い
る
地
帯
に
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
北
梅
道
に
み
ら
れ
る
広
大
な
沖
積
平
野
の
ほ
と
ん
ど
は
か
つ

て
は
湿
原
地
帯
で
あ
っ
て
、
前
述
の
条
件
を
具
え
た
地
域
は
ご
く
か
ぎ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
現
在
み
ら
れ
る
大
水
田
地
帯
は
、
こ

う
し
た
湿
原
を
客
土
し
て
、
明
治
時
代
か
ら
作
り
あ
げ
ら
れ
た
、
世
界
に
も
例
の
な
い
湿
原
利
用
の
成
功
例
で
あ
る
こ
と
を
想
超
し
て
ほ

し
い
。
つ
ま
り
、
過
去
に
お
い
て
、
畑
作
地
帯
と
し
て
も
最
高
の
条
件
を
も
ち
、
な
お
か
つ
定
期
的
に
湖
上
す
る
大
量
の
サ
ケ
・
マ
ス
の

科
用
で
き
る
地
帯
に
大
型
の
周
堤
墓
の
分
布
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

福
井
県
尉
澱
員
塚
の
縄
文
文
化
前
期
の
層
準
か
ら
も
各
種
の
栽
培
植
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
列
島
の
縄
文
文
化
の
大
部

分
の
時
期
と
地
方
で
原
初
的
な
農
耕
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
が
容
認
さ
れ
、
い
ま
ま
で
述
べ
て

き
た
北
海
道
南
西
部
に
お
け
る
原
初
的
な
農
耕
存
在
(
原
始
的
な
農
耕
で
は
な
い
)
の
仮
説
が
正
し
い
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
北
樺
道
東
部

は
、
石
槍
や
石
製
モ
リ
先
な
ど
狩
猟
・
漁
掛
具
な
ど
の
出
土
比
率
の
高
さ
や
、
花
粉
や
植
物
遺
存
体
の
様
相
か
ら
お
し
て
、
そ
の
圏
外
に

あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
説
明
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

2

稲
作
文
化
の
圏
外

北海道における地域性

本
州
東
北
地
方
の
縄
文
時
代
晩
期
の
亀
ヶ
照
文
化
は
、
西
日
本
の
前
期
弥
生
文
化
の
成
立
か
ら
、
お
そ
ら
く
て
ニ
、
土
器
製
式
の
ず

れ
で
急
激
な
展
開
を
み
せ
、
稲
作
農
耕
を
受
容
し
、
初
期
農
耕
社
会
と
し
て
変
革
し
た
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
東
北
地
方
の
弥
生
文
化
は
、

そ
の
多
く
の
要
素
を
亀
ヶ
向
文
化
か
ら
踏
襲
し
、
き
わ
め
て
強
い
地
域
色
を
も
ち
な
が
ら
塞
亡
問
。

一
方
、
土
器
型
式
の
上
か
ら
い
っ
て
北
海
道
の
縄
文
文
化
晩
期
は
、
南
西
部
の
地
域
で
は
亀
ヶ
限
式
土
器
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
亀
ヶ
悶

文
化
留
に
烏
し
、
そ
れ
よ
り
離
れ
る
に
し
た
が
っ
て
亀
ヶ
開
文
化
の
影
響
が
う
す
れ
在
地
的
要
素
が
強
く

L
M
と
い
う
の
が
、
ご
く
一
般

的
な
見
解
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
渡
島
半
島
と
東
北
地
均
北
部
に
限
っ
て
い
え
ば
、
土
器
の
変
遷
や
石
器
組
成
な
ど
か
ら
み
て
も
、
あ
き

ら
か
に
両
地
域
は
一
衣
帯
水
の
文
化
障
を
形
成
し
て
い
れ
が
。
で
は
、
同
じ
文
化
国
内
に
包
括
さ
れ
て
い
た
東
北
地
方
北
部
が
初
期
農
耕
社

会
化
し
た
際
に
、
北
権
道
の
縄
文
文
化
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
最
初
に
明
確
な
形
で
と
り
あ

げ
た
の
は
、
山
内
清
男
が
一
九
三
九
年
に
発
表
し
た
見
解
で
あ
る
。
山
内
は
こ
の
時
代
を
「
基
本
的
に
は
稲
作
農
耕
を
も

代
と
ほ
ぼ
同
町
生
活
を
続
け
て
い
た
縄
紋
式
以
後
の
縄
紋
の
多
い
土
器
製
式
」
の
存
続
す
る
段
階
と
し
て
と
ら
え
、
続
編

概
念
を
与
え
が
。
以
来
、
こ
の
名
称
は
、
お
お
ま
か
に
本
州
の
弥
生
時
代
に
あ
た
る
北
海
道
の
時
代
を
あ
ら
わ
す
概
念
と

変
形
あ
る
い
は
拡
張
を
う
け
な
が
ら
現
在
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
最
近
に
い
た
っ
て
、
こ
の
段
階
に

文
時
代
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
ず
、
た
だ
以
前
と
異
な
り
少
量
の
金
属
製
品
を
入
手
使
用
す
る
こ
と
だ
け
が

縄
文
文
化
と
し
て
縄
文
文
化
か
ら
分
離
独
立
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
縄
文
文
化
末
期
の
一
段
階
と
し

ま
れ
て
き
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
続
縄
文
文
化
は
、

そ
の
母
体
と
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

10

圏

に

わ

け

ら

れ

る

。

縄

文

時

代

の

晩

期

に

東

北

地

方

の

亀

ヶ

摘

文

化

の

領

域
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れ
れ
日
同
日
日
日
刊
行
引
は
け
い
刊
は
討
対
凶
は
け
い
ば
群
が
み
ら
お
と
い
っ
た
様
相
を
み
せ
る
。

式
土
器
が
こ
れ
で
あ
る
。
う
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
後
北

C
1
式
l
C
2

き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
の
後
北
式
土
器
の
仲
間
が
津
軽
海
峡
を
こ
え
、

本
州
東
北
部
に
ま
で
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
。
北
権
道
系
の
後
北
式
土
器
の
本
州
に
お
け
る
あ
り
か

た
は
、
在
地
の
土
器
群
に
客
体
と
し
て
伴
出
す
る
場
合
と
、

キ
ャ
ン
プ
的
遺
跡
と
し
て
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
の
ケ
!
ス
ペ
し
て
は
、
新
潟
県
椛
蹴
遺
跡
が
あ
ず
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
弥
生

時
代
最
末
期
あ
る
い
は
古
式
土
師
器
に
後
北

C
1式
土
器
が
伴
出
い
だ
開
様
に
岩
手
県
盛
岡
市
が
寧
巴
跡
の
場
合
は
、
後
北

C
2

独
自
の
小

日
い
は
い
い
日
時
計
町
内
円
切
ぷ
て
い
た
。
後
者
の
ケ
!
ス
と
し
て
は
、
宮
城
県
北
部
で
興
野
義
一
が
発
見
し
た
後
北

D

茸
-
-
G
ス
ク
レ
イ
パ
ー
を
多
出
す
る
小
規
模
な
遺
跡
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
弘
知
。
新
潟
操
・
岩
手

県
な
ど
の
出
土
例
は
、
後
北

C
1
式
お
よ
ぴC
2
式
土
器
が
、弥

生
時
代
末
あ
る
い
は
古
式
土
師
器
の
時
期
に
存
在
す
る
こ
と
を
物
語
つ

て
お
り
、

こ
の
時
期
の
年
代
観
を
決
め
る
う
え
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。

両
様
に
北
海
道
側
に
お
い
て
も
、本

州
側
の
弥
生
時
代
末
の
土
器
、
が
、
函
館
市
郊
外
の
七
飯
町
野
師
匙
艇
を
は
じ
め
と
し
て
南
西
部
の

諸
遺
跡
か
ら
断
片
的
に
発
見
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
最
近
で
は
、

生
誌
が
2個
、
後
北

C
1ま
た
は
C
2
2
器
に
伴
っ
て
検
出
叫
す
げ
は
守
口
九
時
問
料
開
円
十
け
れ
齢

や
赤
穴
遺
跡
な
ど
に
み
ら
れ
る
撚
糸
文
や
交
互
刺
突
文
を
も
っ
弥
生
土
器
の
仲
間
で
い
っ
た
。

1
1

生
土
器
は
、

し
た
が
っ
て
、

客
体
的
存
在
と
し
て
の
弥

北
海
道
の
後
北
式
土
器
が
南
下
し
た
の
と
は
逆
に
、

本
州
側
か
ら
北
に
そ
の
分
布
域
を
拡
大
し
て
い
た
。

そ
の
理
由
は
何
で

あ
る
に
せ
よ
、

西
暦
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
、
稲
作
農
耕
圏
の
境
界
を
こ
え
て
両
地
域
の
交
流
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
推
定
さ
せ
る
。
後
北C
2
式
土
器
に
関
連
し
て
、も
う
ひ
と
つ
住
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

リ
ン
南
部
か
ら
北
海
道
北
部
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
た
斜
安
土
器
群
で
あ
る

o
こ
の
土
器
昔
、
第
ニ

k
h
h
u
u
r
M
u
r

れ
た

サ
ハ

サ
ハ
リ
ン
南
部
の
鈴
谷
貝
塚
の
調
査
で
、
伊
東
信
雄
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
も
の
だ
。
同
種
の
土
器
群
を
主
と
し
て
出
土
す
る
遺
跡
は
、

泉
靖
一
ら
が
宗
谷
管
内
寸
ン
コ
ロ
マ
ナ
イ
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
も
確
認
し
て
い
る
。

土
器
は
単
純
な
深
鉢
で
円
底
ま
た
は
尖
底
、撚
糸
原

体
を
お
し
つ
け
て
、

直
線
や
披
状
あ
る
い
は
馬
蹄
形
の
文
様
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、

踊
部
に
は
し
ば
し
ば
縄
文
の

施
文
が
み
ら
れ
る
。
分
布
の
主
体
は
サ
ハ
リ
ン
南
部
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、」
の
種
の
土
器
群
も
北
語
道
北
部
か
ら
道
央
部
に
か
け

て
、
し
ば
し
ば
客
体
と
し
て
分
布
し
、
後
北
C
式
土
器
と
乎
行
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
鈴
谷
式
土
器
群
は
、

お
そ
ら

く
後
述
す
る
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
母
体
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
文
化
の
所
属
に
つ
い
て
は
、

続
縄
文
文
化
の
最
北
の

グ
ル
ー
プ
に
属
さ
せ
よ
う
と
い
う
見
解
、
続
縄
文
段
階
の
周
辺
文
化
あ
る
い
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
初
期
の
も
の
に
含
ま
せ
る
見
解
な
ど

が
あ
り
、

意
見
の
一
致
を
み
て
い
な
い
。

五

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
擦
文
文
化
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に
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を

も

っ

竪

穴

住

居

で

、

長

径

が

一

o

l
一

五

メ

ー

ト

ル

、

床

面

積

は

七

O

l
一
O

O
平

方

312

メ

ー

ト

ル

も

あ

る

。

中

央

に

方

形

石

組

炉

が

そ

れ

を

囲

ん

で

コ

の

字

形

に

粘

土

き

ら

れ

、

の

床

が

つ

く

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

床

と

住

居

の

壁

ま

で

の

間

に

は

、

木

製

の

ベ

ン

チ

が

作

り

つ

け

に

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

住

居

の

閣

内ψ
」

、

1
1
あ
た
か
も
祭
壇
の
よ
う
な
形
に
ヒ
グ

マ
を
主
と
し
た
キ
ツ
ネ
や
ト
ド
・
ア
ザ
ラ
シ

な
ど
の
頭
骨
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
プ

こ
の
時
期
の
文
化
要
素

タ
飼
育
を
は
じ
め
、

を
み
る
と
、

か
な
り
の
も
の
は
サ
ハ
リ
ン
経

砲
で
沿
結
州
・
黒
竜
江
流
域
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
、
税
制
附
対
島
系
統
の
文
化
に
由
来
す
る

-
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

研
究
者
の
一
致
し
た

見
解
と
な
っ
て
い
る
。
菊
、
池
俊
彦
は
こ
う
し

し
た
が
っ
て
、

た
物
質
文
化
の
周
辺
諸
地
域
と
の
比
較
検
討

と
中
国
側
の
古
記
録
と
を
詳
細
に
対
比
し
、

才
ホ
i
ツ
ク
文
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
古

大
丈
り
に
、

こ
の
民
族
は
、
七
世
紀
に
は
「
流
鬼
」
と
よ
ば
れ
、

「
吉
悪
在
す
な
わ
ち
ギ
リ
ヤ
i
ク
族
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
確
か
だ
と
い
~
問
。

い
ま
ま
で
に
北
海
道
で
発
掘
さ

と
い
う
表
現
が
あ
て
は
ま
る
ほ
ど
特
徴
的
で
、

世
紀
こ
ろ
に
は
、

れ
て
い
る
こ
の
時
期
の
入
管
資
料
に
よ
れ
ば
、

質
を
刀t

す
の

でそ
あ{れ

る~は

さ
ら
に
そ
の
末
寵
が

ほ
う
か
ら
も
十
分
に
同
意
で
き
る
だ

ろ
う
。

し
た
が
っ
て
菊
池
の
文
献
資
料
お
よ
び
考
古
資
料
の
比
較
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
前
述
の
結
論
は
、
形
質
人
類
学
の

こ
う
し
た
侵
入
者
の
残
し
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
、
在
地
の
文
化
と
の
関
連
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
前
期
の

ま
た
わ
っ
か

オ
ホ
ー
ツ
ク
式
土
器
を
出
土
し
た
宗
谷
管
内
利
尻
島
亦
稚
貝
塚
で
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
と
お
も
わ
れ
る
土
師
器
が
伴
出
し

r
E
、
ふ
た
い

b

r
い
る
0
1
日
網
走
管
内
ニ
ツ
岩
で
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
式
土
器
中
期
と
い
わ
れ
る
ソ
l
メ
ン
文
土
器
の
仲
間
に
、
北
警
護
大
学
サ
ー
ク
ル
針

館
遺
跡
の
資
料
を
指
標
と
す
る
八
世
紀
末
あ
る
い
は
九
世
紀
前
半
の
土
師
器
が
伴
出

L
d
o

段
階
か
ら
後
述
す
る
擦
文
時
代
の
中
期
ま
で
、

在
地
の
続
縄
文
時
代
末
葉
の

こ
の
文
化
が
時
期
的
に
平
行
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、

擦
文

時
代
後
期
前
半
に
な
る
と
、

北海道における地域性

そ
の
終
末
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
圧
倒
的
多
数
に
増
加
し
た
こ
の
地
域
の
擦
文
文
化
人
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
、

あ
る
い

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
は
姿
を
消
す
。

大
弁
晴
男
の
い
う
よ
う
に
北
擁
護
間
部
か
ら
中
央
部
に
か
け
て
の
地
域
に
本
州
勢
力
の
込
問
、

は
山
浦
請
の
指
摘
す
る
よ
う
に
擦
文
文
化
人
の
海
岸
部
へ
の
進
出
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
緊
張
関
係
の
発
生
と
、
擦
文
文
化
人
に
よ
る

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
生
業
技
術
体
系
の
導
入
に
よ
っ
て
優
位
に
た
っ
た
擦
文
文
化
生
活
関
の
払
却
に
よ
る
な
ど
聞
く
べ
き
見
解
が
多
い
。

蝦
夷
土
師
期
と
擦
文
期
(
エ
ミ
シ
・

2

八
世
紀
の
中
葉
に
な
る
と
、
当
時
の
本
州
東
北
地
方
北
部
に
み
ら
れ
た
土
師
叩
穏
や
}
特
徴
と
す
る
物
質
文
化
が
、

10

様

相

で

北

海

道

南

面

部

か

ら

石

狩

・

苫

小

牧

低

地

帯

地

域

に

出

現

す

る

。

こ

の

時

期

を

墳

に

し

て

北

禅

道

に

お

い

て

は

、

縄

文

時

、



5cm

品

開

粉v

s
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関

糊

百

点

鱗
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謹吾去三記事

高言語軍事

毒聾望室主主
@
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図 5 オホーツク文化の遺物(縮尺不問)

1.石銭 2. 脅製ナイフの柄 3. 鯨骨器 4.骨製銭 5. 骨製クマ像 6. 石鍾 7， 8. オホーツク式

土器 9. 泉緩石製先端をもっ骨製鐙 10. 鉄製ワラピ手刀.

1， 6， 7， 8. 根室管内松法川北斧遺跡出土(Ii'!;l日町文化財報告.!I 1984年，より改変) 2， 3. 北見管

内トコロチャシ 2号盟主穴出土(東京大学『オホーツク沿岸・知床半島の遺跡』下巻， 1964年，よ

り改変) 4， 5. 北見管内トコロチャシ 1 号室主穴出こと(同前) 9， 10. 網走管内モヨロ貝塚出土(米

村喜男衛『モヨロ貝塚資料祭.!I 1950年，より改変)

き
ら
れ
、

を
も
っ
竪
穴
住
居
で
、
長
径
が
一

O
l

一
五

メ
ー
ト
ル
、
床
面
積
は
七

O
l

一
O
O

平
方

312

メ

ー

ト

ル

も

あ

る

。

中

央

に

方

形

石

組

炉

が

そ

れ

を

臨

ん

で

コ

の

字

形

に

粘

土

の

床

が

つ

く

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

床

と

住

居

の

壁

ま

で

の

関

に

は

、

木

製

の

ベ

ン

チ

が

作

り

つ

け

に

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

住

居

の

偶

に

、

あ

た

か

も

祭

壇

の

よ

う

な

形

に

ヒ

グ

マ

を

主

と

し

た

キ

ツ

ネ

や

ト

ド

・

ア

ザ

ラ

シ

な

ど

の

頭

骨

が

積

み

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

プ

タ

飼

育

を

は

じ

め

、

こ

の

時

期

の

文

化

要

素

か

な

り

の

も

の

は

サ

ハ

リ

ン

経

を

み

る

と

、

由

で

沿

海

州

・

黒

竜

江

流

域

か

ら

も

た

ら

さ

ま

っ
A

Uつ

じ

よ

し

ん

れ

た

、

韓

鞠

女

真

系

統

の

文

化

に

由

来

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

は

、

研

究

者

の

一

致

し

た

見

解

と

な

っ

て

い

る

。

菊

池

俊

彦

は

こ

う

し

た

物

質

文

化

の

周

辺

諸

地

域

と

の

比

較

検

討

と

中

国

側

の

古

記

録

と

を

詳

細

に

対

比

し

、

オ

ホ

ー

ツ

ク

文

化

を

も

た

ら

し

た

の

は

、

古

ギ

リ

ヤl
ク

族

で

あ

っ

た

と

推

定

し

て

い

る

。

さ

ら

に

、

こ

の

民

族

は

、

七

世

紀

に

は

「

流

鬼

」

と

よ

ば

れ

、

さ

ら

に

そ

の

末

葡

が

一

一

ユ

〈

目

出

}

世

紀

こ

ろ

に

は

、

「

吉

皇

迷

」

す

な

わ

ち

ギ

リ

ヤ

i
ク

族

に

擬

せ

ら

れ

る

こ

と

が

、

ほ

ぼ

確

か

だ

と

い

う

。

い

ま

ま

で

に

北

海

道

で

発

掘

さ

れ

て

い

る

こ

の

時

期

の

人

骨

資

料

に

よ

れ

ば

、

オ

ホ

ー

ツ

ク

文

化

の

人

間

は

、

縄

文

人

や

ア

イ

ヌ

人

と

も

明

ら

か

に

異

な

っ

た

形

質

を

も

っ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

人

種

が

異

な

っ

て

い

る

、

と

い

う

表

現

が

あ

て

は

ま

る

ほ

ど

特

徴

的

で

、

あ

き

ら

か

に

北

方

モ

ン

ゴ

ロ

イ

ド

の

形

(

白

山

〉

賀

を

示

す

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

菊

池

の

文

献

資

料

お

よ

び

考

古

資

料

の

比

較

検

討

か

ら

得

ら

れ

た

前

述

の

結

論

は

、

形

質

人

類

学

の

ほ

う

か

ら

も

十

分

に

伺

意

で

き

る

だ

ろ

う

。

こ

う

し

た

侵

入

者

の

残

し

た

オ

ホ

ー

ツ

ク

文

化

と

、

在

地

の

文

化

と

の

関

連

は

ど

の

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

、

前

期

の

ま

たb
っ

か

オ

ホ

ー

ツ

ク

式

土

器

を

出

土

し

た

宗

谷

管

内

利

尻

島

亦

稚

貝

塚

で

は

、

七

世

紀

末

か

ら

八

世

紀

初

頭

と

お

も

わ

れ

る

土

師

器

が

伴

出

し

〈

町

出

)

ふ

た

い

b

か

ハ

て

い

る

。

ま

た

網

走

管

内

ニ

ツ

岩

で

は

オ

ホ

ー

ツ

ク

式

土

器

中

期

と

い

わ

れ

る

ソ

i
メ

ン

文

土

器

の

仲

間

に

、

北

海

道

大

学

サ

ー

ク

ル

ム

置

か

ん

〈

m

m

)

館

遺

跡

の

資

料

を

指

標

と

す

る

八

世

紀

末

あ

る

い

は

九

世

紀

前

半

の

土

師

器

が

伴

出

い

問

。

し

た

が

っ

て

、

在

地

の

続

縄

文

時

代

末

葉

の

段

階

か

ら

後

述

す

る

擦

文

時

代

の

中

期

ま

で

、

こ

の

文

化

が

時

間

的

に

平

行

し

て

存

在

し

て

い

た

こ

と

は

確

か

で

あ

る

。

そ

し

て

、

擦

文

時

代

後

期

前

半

に

な

る

と

、

圧

倒

的

多

数

に

増

加

し

た

こ

の

地

域

の

擦

文

文

化

人

の

な

か

に

吸

収

さ

れ

、

オ

ホ

ー

ツ

ク

文

化

は

姿

を

捕

す

。

そ

の

終

末

の

様

棺

に

つ

い

て

は

、

大

井

晴

男

の

い

う

よ

う

に

北

権

道

南

部

か

ら

中

央

部

に

か

け

て

の

地

域

に

本

州

勢

力

の

勤

時

、

あ

る

い

は

山

浦

清

の

指

摘

す

る

よ

う

に

擦

文

文

化

人

の

搭

岸

部

へ

の

進

出

に

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

た

緊

張

関

係

の

発

生

と

、

擦

文

文

化

人

に

よ

る

オ

ホ

ー

ツ

ク

文

化

の

生

業

技

術

体

系

の

導

入

に

よ

っ

て

優

位

に

た

っ

た

擦

文

文

化

生

活

閣

の

札

却

に

よ

る

な

ど

聞

く

べ

き

見

解

が

多

い

。

北海道における地域住

2

蝦
夷
土
師
期
と
擦
文
明
'
(
エ
ミ
シ
ィ
エ
ゾ
文
化
)

10

八

世

紀

の

中

葉

に

な

る

と

、

当

時

の

本

州

東

北

地

方

北

部

に

み

ら

れ

た

土

師

器

を

特

徴

と

す

る

物

質

文

化

が

、

ほ

と

ん

ど

そ

の

ま

ま

の

様

相

で

北

海

道

南

西

部

か

ら

石

狩

・

苫

小

牧

低

地

帯

地

域

に

出

現

す

る

。

こ

の

時

期

を

墳

に

し

て

北

海

道

に

お

い

て

は

、

縄

文

時

代

以

来

313



続
い
て
い
た
生
活
低
統
の
な
か
か
ら
か
な
り
の
も
の
が
消
失
し
、
新
し
い
伝
統
の
め
ば
え
が
は
じ
ま
る
。
た
と
え
ば
定
形
化
し
た
石
器
の

伴
出
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
金
属
製
品
の
流
通
量
が
以
前
に
比
べ
て
急
増
し
、
鍛
と
か
ス
ク
レ
イ
パ
ー
な
ど
限
ら
れ
た

314

石

器

以

外

の

利

器

や

工

具

が

、

金

属

製

品

に

お

き

か

え

ら

れ

た

か

ら

だ

。

住

居

の

ス

タ

イ

ル

に

み

ら

れ

る

変

化

も

そ

の

ひ

と

つ

で

あ

る

。

そ

れ

ま

で

の

中

央

に

炉

を

有

す

る

竪

穴

住

居

は

ほ

と

ん

ど

婆

r
消

し

、

か

わ

り

に

竪

穴

住

居

の

壁

に

寵

宏

と

り

つ

け

、

煙

道

を

外

に

ひ

き

だ

す

タ

イ

プ

の

住

居

様

式

が

一

殻

化

す

る

。

い

う

ま

で

も

な

く

、

こ

の

住

居

樟

式

は

、

本

州

の

土

師

器

住

民

の

住

居

そ

の

も

の

の

コ

ピ

!

と

い

っ

て

よ

い

。

こ

の

段

階

の

文

化

は

、

前

期

・

中

期

・

後

期

に

一

一

一

分

す

る

の

が

分

り

や

す

い

。

お

お

ま

か

に

み

て

前

期

は

I

l

E
の

三

段

階

に

分

類

嬬

年

さ

れ

る

。

-

期

は

、

土

師

器

の

杯

、

窪

、

輩

、

浅

鉢

、

高

部

な

ど

の

、

い

わ

ゆ

る

土

師

器

が

そ

の

土

器

構

成

の

中

心

と

な

る

。

I

l

E
閉

の

段

階

に

は

、

通

常

、

須

恵

器

が

伴

出

せ

ず

、

直

期

に

な

る

と

須

恵

器

の

伴

出

が

一

般

化

し

て

く

る

。

ま

た

、

I

l

E
期

の

も

の

に

は

1

形

制

突

文

、

沈

一

線

文

な

ど

の

い

わ

ゆ

る

北

海

道

在

来

の

続

縄

文

文

化

の

伝

統

を

ひ

く

抑

対

式

土

器

の

伴

出

す

る

場

合

が

多

い

。

そ

の

量

的

あ

る

い

は

北

大

式

土

器

の

細

分

型

式

に

つ

い

て

は

、

地

域

に

よ

っ

て

違

い

が

あ

る

よ

う

に

見

受

け

ら

れ

る

。

北

権

道

南

西

部

か

ら

石

狩

・

苫

小

牧

低

地

帯

に

お

い

て

は

、

土

師

器

が

主

体

と

な

る

が

、

そ

の

他

の

地

域

で

は

、

関

係

が

逆

転

す

る

場

合

も

あ

る

ら

し

{

ザ

つ

ま

り

北

権

道

土

着

の

土

器

伝

統

の

な

か

に

、

本

州

の

も

の

が

「

か

な

り

の

勢

い

」

で

、

は

い

り

こ

ん

で

き

た

か

の

よ

う

に

み

ら

れ

る

の

で

あ

る

し

.

こ

の

状

況

は

、

前

に

述

べ

た

西

暦

四

!

五

世

紀

の

続

縄

文

時

代

後

半

の

遺

物

が

、

本

州

北

部

に

モ

ザ

イ

ク

状

に

は

い

り

こ

ん

で

い

た

の

に

、

や

や

似

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

し

か

し

、

西

暦

八

世

紀

の

こ

の

段

階

に

お

い

て

は

、

両

地

域

の

関

係

が

全

く

逆

転

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

文

化

の

流

れ

は

、

南

か

ら

北

へ

と

動

き

は

b
め

た

の

で

あ

る

。

中

期

に

な

る

と

、

ロ

ク

ロ

整

形

の

土

師

器

が

認

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

と

く

に

坪

の

製

作

に

そ

の

傾

向

が

顕

著

で

、

ご

く

少

数

で

は

あ

る

が

饗

の

整

形

に

も

用

い

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

本

州

北

部

と

の

結

び

つ

き

の

強

い

前

期

と

中

期

の

段

階

を

「

蝦

夷

土

師

期

」

と

し

て

よ

ん

で

お

く

。

奇

妙

な

こ

と

に

、

こ

の

中

期

末

を

墳

に

し

て

、

そ

れ

以

後

の

北

、

権

道

の

土

器

製

作

技

術

か

ら

ロ

ク

ロ

の

使

用

が

全

く

欠

落

し

て

し

ま

う

。
」

う

し

た

変

化

が

顕

著

に

な

る

の

は

、

北

海

道

の

な

か

で

普

遍

的

な

土

器

製

九

世

紀

末

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

以

後

、

作

が

停

止

さ

れ

る

ま

で

の

期

を

、

擦

文

時

代

後

期

あ

る

い

は

、

こ

れ

ま

で

擦

文

式

土

器

と

し

て

と

り

あ

げ

ら

擦

文

期

と

よ

ん

で

お

こ

う

。

れ

て

い

た

大

部

分

の

土

器

群

は

、

」

の

範

轄

に

開

局

す

る

も

の

と

し

て

よ

い

。

土

器

型

式

の

変

化

で

最

低

I

l

E期

に

区

分

」

の

時

期

も

、

で

き

る

が

、

詳

細

に

つ

い

て

は

、
煩

雑

に

す

寄

る

の

で

、
こ

こ

で

は

ふ

れ

な

い

。

擦

文

期

の

最

末

期

に

は

、

内

耳

土

鍋

の

伴

出

す

る

ケ

l

ス

が

ま

ま

あ

る

ら

し

い

が

、

か

む

え

な

い

で

あ

る

。

後

志

管

内

神

恵

内

潟

穴

の

例

で

は

、

中

世

粗

陶

や

輸

入

陶

磁

器

の

伴

出

し

た

例

は

皆

無

教

示

に

よ

る

)

。

中

世

粗

陶

を

含

む

文

化

層

と

層

位

関

係

を

も

っ

て

発

見

さ

れ

た

と

い

う

(

お

附

喜

一

一

一

男

の

お

お

か

た

の

研

究

者

の

認

め

る

よ

う

に

、

擦

文

期

は

平

安

時

代

末

i
鎌

倉

時

代

初

頭

に

は

終

り

を

遂

げ

し

た

が

っ

て

、

る

も

の

と

み

ら

れ

る

。

3

土
師
器
化
の
原
国

と
こ
ろ
で
、

続
縄
文
時
代
後
半
に
み
ら
れ
た
文
化
の
南
下
と
、

擦
文
時
代
前
期
か
ら
は
じ
ま
る
本
州
東
北
部
の
文
化
の
怠
敢
な
北
進
と

い
う
、

あ
る
意
味
で
は
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
も
い
え
る
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
る
と
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

北海道における地減性

中
国
や
日
本
の
古
代
国
家
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
集
団
の
経
済
的
な
要
求
と
い
う
鹿
史

に
普
通
的
な
要
因
が
大
き
い
と
す
る
見
解
が
あ
持
。

の
問
題
を
説
明
す
る
仮
説
・
と
し
て
、

し
か
し
、
最
近
の
資
料
を
み
る
か
ぎ
り
、
.
そ
の
要
因
は
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
可
能

四
i
五
世
紀
に
み
ら
れ
た
南
下
現
象
は
、
人
間
の
経
済
的
要
求
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

〈
白
田
〉

る
の
に
当
時
北
半
球
に
み
ら
れ
た
気
候
の
寒
冷
化
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〈
図

6
)。

そ
の
行
動
を
加
速
す

性
が
で
て
き
た
。

つ
ま
り
、

西
暦
八
世
紀
頃
か
ら
の
北
進
現
象
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
。

ま
、
ず
、

七
世
紀
填
よ
り
は
じ
ま
っ
た
気
候
の
暖
化
に
と
も

一
方
、

東
北
北
部
の
人
間
集
団
と
縄
文
時
代
か
ら
密
接
だ
っ
た
北
講
道
南
西
部
か
ら
中
央
部
に
か
け
て
の
人
間
集
団
の
な
か
に
、

ず
で

な
っ
て
、

315

10

し

か

し

、

そ

れ

に

本

州

北

部

で

は

じ

ま

っ

て

い

た

新

し

い

生

活

技

術

1

1

2
つ

ま

り

稲

作

を

除

く

農

耕

i
ー

が

導

入

さ

れ

は

じ

め

て

い

た

。
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図
6
は

日

本

と

中

閣

の

・

古

気

候

変

化

を

曲

線

で

示

し

て

あ

る

。

中

国

の

資

料

は

古

記

録

ほ

か

を

も

と

に

し

て

竺

可

禎

が

作

成

し

た

も

の

。

日

本

の

資

料

は

尾

瀬

ヶ

原

の

中

央

部

か

ら

採

取

さ

れ

た

泥

炭

の

柱

状

サ

ン

プ

ル

中

に

認

め

ら

れ

る

樹

木

花

粉

の

出

現

比

を

百

分

率

・

で

扱

い

、

そ

の

中

に

指

準

と

な

る

ハ

イ

マ

ツ

の

花

粉

出

割

引

率

を

気

候

変

化

の

イ

ン

デ

ィ

ケ

ー

タ

ー

と

し

て

い

る

。

中

央

執

の

示

す

八

パ

ー

セ

ン

ト

の

数

値

は

、

ほ

ぽ

現

在

と

考

え

ら

れ

る

地

層

中

の

ハ

イ

マ

ツ

出

演

率

で

あ

る

。

以

外

に

、

両

地

域

の

変

化

曲

昔

、

取

扱

い

の

資

料

が

異

な

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

ほ

ぽ

同

一

の

混

蓄

の

濯

が

認

め

ら

れ

る

。

竺

可

禎

「

中

間

五

千

年

来

の

気

候

変

化

の

初

歩

的

研

究

」

〈

ヲ

考

古

学

報

』

一

九

七

二

年

第

一

期

〉

図

3
阪

口

盛

「

日

本

の

先

史

・

歴

史

時

代

の

気

候

」

〈

句

自

然

』

一

九

八

四

年

五

月

号

)

第

4
図

、

よ

り

。

こ

う

し

た

北

進

現

象

あ

る

い

は

本

州

化

が

急

激

に

発

生

し

た

裏

に

は

、

本

州

東

北

部

に

住

む

同

族

と

の

紐

帯

を

強

化

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

重

要

な

政

治

経

済

的

理

由

が

発

生

し

て

い

た

可

能

性

が

あ

る

。

石

狩

管

内

札

幌

市

サ

ク

こ

の

間

題

を

と

く

鍵

の

ひ

と

つ

が

、

西

暦

九

世

紀

代

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

擦

文

時

代

中

期

の

代

表

的

な

遺

跡

、

シ

ュ

コ

ト

ニ

山

川

遺

跡

の

調

査

結

果

か

ら

う

か

が

え

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

サ

ク

シ

ュ

コ

ト

ニ

川

遺

跡

は

、

北

権

道

大

学

埋

蔵

文

化

財

調

査

蜜

の

手

で

発

掘

さ

れ

た

の

だ

が

、

そ

の

際

、
当

時

の

住

居

の

床

面

と

集

落

の

生

活

面

の

土

壌

が

一

0
ト

ン

ほ

ど

採

集

さ

れ

、

な

か

に

含

ま

こ

こ

か

ら

炭

化

し

た

一

O
万

粒

を

こ

す

ム

ギ

に

ア

ワ

・

ヒ

エ

・

リ

ョ

ク

ト

ウ

・

ア

ズ

キ

・

ウ

リ

・

コ

メ

と

多

数

の

畑

作

雑

草

が

検

出

さ

九

時

。

従

来

、

こ

の

時

期

を

含

む

い

わ

ゆ

る

探

文

時

代

に

は

、

家

庭

菜

菌

ほ

ど

の

れ

る

炭

化

物

が

徹

底

的

に

拾

い

だ

さ

れ

た

。

そ

の

結

果

、

小

規

模

か

っ

補

助

的

な

農

耕

し

か

な

い

と

い

わ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

こ

の

調

査

を

き

っ

か

け

に

し

て

、

そ

の

後

、
北

権

道

南

西

部

の

遺

跡

か

ら

は

同

種

の

栽

培

植

物

種

子

の

発

見

が

あ

い

つ

い

で

お

り

、

北

海

道

の

擦

文

時

代

人

の

生

活

の

な

か

に

お

け

る

農

耕

の

ウ

ェ

イ

ト

が

、

想

像

以

上

に

た

か

い

こ

と

が

判

明

し

て

き

た

。

サ

ク

シ

ュ

コ

ト

一

一

遺

跡

の

調

査

結

果

を

は

じ

め

と

し

て

、

正

式

の

方

法

で

詳

細

な

発

掘

が

北

海

道

南

西

部

か

ら

中

央

部

に

か

け

て

の

地

域

に

お

い

て

は

、

農

耕

の

ウ

ェ

イ

ト

に

北海道における地域性

実

施

さ

れ

た

遺

跡

の

最

近

の

資

料

に

よ

る

か

ぎ

り

、
ム

ギ

と

ア

ワ

・

ヒ

エ

を

主

体

と

す

る

原

初

的

な

農

耕

集

関

す

る

考

え

方

の

訂

正

が

必

要

に

な

っ

て

き

て

い

る

。

つ

ま

り

、

こ

の

地

帯

は

、

落

地

帯

で

あ

っ

た

。

10

こ

れ

ら

栽

培

植

物

の

も

ち

こ

ま

れ

た

ル

i
ト

に

つ

い

て

は

、

本

州

ル

i
ト

が

、

主

で

あ

る

と

推

定

さ

れ

る

も

の

の

、

大

陸

側

か

ら

の

直

接

的

な

日

本

語

ル

l
ト

な

ど

に

つ

い

て

も

検

討

が

必

要

で

あ

る

。

見

方

念

か

え

れ

ば

、

縄

文

時

代

以

来

、

し

ば

し

ば

本

州

東

北

部

と

向

b
文

化

圏

の

な

か

に

含

ま

れ

た

こ

と

の

あ

る

地

域

に

、

農

耕

の

広

ま

っ

た

こ

と

は

興

味

深

い

。

だ

が

そ

の

一

方

で

は

、

北

海

道

東

部

、

と

く

に

釧

路

、

根

室

、

北

見

の

各

支

庁

で

の

調

査

を

み

る

と

、

遺

跡

か

ら

少

量

の

栽

培

種

の

穂

子

の

発

見

は

あ

っ

て

も

、

農

耕

の

存

在

を

う

ら

づ

316
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け
る
よ
う
な
資
料
が
で
て
こ
な
い

o
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
擦
文
時
代
の
農
耕
は
、
当
初
か
ら
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
痕
跡
程
度

に
し
か
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仮
説
は
、
現
在
の
地
理
環
境
か
ら
み
て
も
妥
当
な
と
こ
ろ
と
し
て
、
う
な
ず
け
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
臼
本
列
島
の
な
か
で
北
海
道
東
部
は
、
当
時
か
ら
特
別
扱
い
す
る
必
要
が
あ
る
ほ
ど
農
業

318

た

の

で

あ

る

。
4

エ
ミ
シ
・
エ
ゾ
の
文
化

も
う
ひ
と
つ
、
重
要
な
発
見
が
サ
ク
シ
ュ
コ
ト
ニ
川
遺
跡
で
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

る
坪
に
「
夷
」
と
判
読
さ
れ
る
穫
期
文
字
が
あ
っ
た
こ
と
で
み
認
。
こ

<mw
>

も
、
ほ
と
ん
ど
問
題
が
な
い
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、

(
ω
)

の
文
字
が
検
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
の

南
西
部
と
中
央
部
に
お
け
る
農
耕
の

東
北
部
北
半
と
北
海
道
南
西
部
か

歯 7 形質人類学からみた臼本列島内人間集団の相関関係

n重の頭骨計調j健から計算したQ~相関係数行列に基づき，数量化議論第 4祭によって各集団

の位置を 2次元約に表現したもの.アイヌは縄文人から続縄文人をへて方下の方向へ小進化し，

和人は弥生人(関東・西北九州裂)をへて左下の方向へ小進化したと怠われるが，和人はシベリ

ア・北言葉台諸人種に近い土井ヶ浜・三主主人などの影響を受けて弥生時代以後，アイヌとは小進

化の方向を異にしたと考えられる.現代のシベリア諸民族は，おそらくシベリア新石器時代人

から左上方に向かつて小進化したと恩われる.埴原和郎 f日本人頭骨形態の地域性J( 日本人類

学会鱈『人類学ーその多様な発展』臼経サイエンス社， 1984 年)， 85Ji!，図 11 および同図説明

を引用.
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北
海
道
の
地
域
性
に
つ
い
て

北
海
道
は
、
先
史
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
時
期
を
つ
う
じ
て
、
日
本
列
島
文
化
の
北
端
に
位
置
し
て
い

よ
っ
て
、
北
議
道
が
ア
ジ
ア
大
陸
の
一
部
で
あ
っ
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

こ
そ
あ
れ
こ
の
地
は
い
つ
も
北
方
か
ら
の
文
化
流
入
の
窓
口
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
。

化
の
流
入
、
あ
る
い
は
七
世
紀
墳
か
ら
み
ら
れ
る
土
議
の
人
間
集
団
と
は
異
な
っ

ツ
ク
文
化
な
ど
の
時
期
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
北
樺
道
内
に
文
化
の
接
点
が

で
も
、
疑
い
な
く
北
海
道
東
部
地
区
が
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
で
の
北
方
か
ら

は
日
本
列
島
文
化
の
北
端
ま
た
は
稲
作
農
耕
を
中
心
と
す
る
臼
本
文
化
に
は

ら
、
本
州
の
文
化
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
の
強
さ
は
、

つ
特
殊
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
集
約
で
き
る
と
み
な
し
て
よ
い

い
る
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

〈1
)

伊
藤
浩
司
「
北
海
道
植
生
概
説
」

(
2〉
伊
東
凶
作
間
態
「
樺
太
の
土
器
文
化
」

〈3
)

山
口
敏
ほ
か
「
パ
ネ
ル
デ
イ
ス
カ

五
年
)
四
七
l
九
O
頁
。

(
4
)
札
幌
市
教
育
委
員
会
、

よ
る
。

一
九
八
五
年

(
5
)

<6)

士
口
崎
田
曲
一
ほ
か
『
.
祝
梅
一
一
一
角
山
地
点
』
千
歳
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
四
年
、
一
|
一
一
一
七
頁
。

奥
水
遼
司
「
石
狩
低
地
帯
に
出
土
す
Jる
問
中
…
穏
石
片
の
原
産
地
」
(
吋
地
球
科
学
館
町
一
一
一
五
号
、
地
学
団
体
研
究
会
、

一
九
八
一
年
〉
一
一
六
七i

二
七

北海道における地域性

頁
。

(
7
)
宮
崎
昌
一
「
白
滝
遺
跡
と
北
海
道
の
然
土
器
文
化
」
(
吋
民
族
学
研
究
』
二
六
巻
一
号
、
一
九
六
一
年
)
一
三

l
l二
三
頁
。

(
8
)
畑
宏
明
「
湯
の
塁

4
遺
跡
の
台
形
石
器
」
(
『
考
古
学
ジ
ア
l
ナ
ル
』
二
三
一
一
一
号
、
一
九
八
四
年
)
一
五
i

一
九
頁
。

(
9
)
北
海
道
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
湯
の
問
一
一
遺
跡
群
い
北
海
道
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
五
年
、
一
四
九
一
員
。

(
叩
)
大
野
怒
司
・
高
橋
忠
彦
「
秋
田
県
河
辺
町
七
曲
台
遺
跡
出
土
の
石
器
に
つ
い
て
に
日
本
考
古
学
協
会
第
五
一
因
総
会
研
究
発
表
婆
旨
、

O
年
)
一
二
頁
。

(
江
)
木
村
英
明
「
石
器
の
か
た
ち
と
は
た
ら
き
細
石
器
(
北
海
道
)
」
(
吋
季
刊
考
古
学
』
四
号
、
一
九
八
一
一
一
年
)
七

O
i
七
一
一
一
長
。

〈
辺
〉
上
野
秀
一
・
加
藤
稔
「
東
北
地
方
の
細
石
刃
技
術
と
そ
の
北
海
道
と
の
関
連
に
つ
い
て
」
(
『
北
海
道
考
古
学
』
九
号
、
一
九
七
三
年
〉
一
一
五
l
四

九
一
員
。

(
国
)
芹
沢
長
介
「
新
潟
県
荒
度
遺
跡
に
お
け
る
細
石
刃
文
化
と
荒
田
民
型
彫
刻
万
に
つ
い
て
〈
予
報
と
(
吋
第
四
紀
研
究
』
一
巻
五
号
、
一
九
五
九
年
)
一

七
四
l

一
八
一
賞
。

(
M
M
)大
嶋
和
雄
「
北
海
道
周
辺
の
海
紋
が
形
成
し
た
時

e期
」
〈
『
北
海
道
考
古
学
』
一
四
時
科
、
一
九
七
八
年
)
一
一

l

一
一
一
一
頁
。

(
店
〉
木
村
英
明
「
石
器
の
か
た
ち
と
は
た
ら
き
細
石
器
(
北
海
道
)
」
〈
前
掲
)
七

o
i
七
二
頁
。

(
日
)
吉
崎
回
日
一
「
縄
文
文
化
の
発
渓
と
地
域
性l
北
海
道
」
(
『
日
本
の
考
古
学
』E
、
河
出
金
官
房
新
社
、
一
九
六
五
年
)
一
一
一
一
一

I
l一
一
一
六
頁
。
沢
四
郎

「
北
海
道
東
北
部
」
〈
『
縄
文
土
器
大
成
h
l
、
講
談
役
、
一
九
八
一
一
年
)
一
一
一
五

i

一
二
七
一
良
。
宮
塚
義
人
「
縄
文
文
化
割
前
明
鶏
の
北
海
道
」
(
吋
北
海
道

の
研
究
考
古
緩

h
1
、
山
中
間
文
堂
、
一
九
八
四
年
)
一
O
九
l

一
一
一
四
賞
。

〈
口
〉
松
下
一
白
一
縞
『
酒
段
|
函
館
市
学
紅
葉
山
西
股
遺
跡
発
擬
調
査
報
告
書
』
北
海
道
第
四
紀
研
究
会
、
一
九
七
四
年
、
一
八
|
一
一
一
五
頁
。

(
路
)
沢
医
郎
「
北
海
道
東
北
部
」
〈
前
掲
)
一
一
一
五

i

一
二
七
頁
。
林
議
作
「
北
海
道
南
部
、
東
北
地
方
」
〈
『
終
文
土
器
大
成
』

1
、
講
談
社
、
一
九
八

一
一
年
)
一
二
九
|
一
一
一
一

O
頁
。
宮
崎
弘
義
人
「
縄
文
文
化
製
明
期
の
北
海
道
」
(
前
掲
〉
一

O
九
l

一
一
一
四
頁
。

〈
閉
店
〉
函
舘
市
教
育
委
員
会
縞
吋
一
凶
錯
空
港
第
四
地
点
・
中
野
遺
跡

l
函
館
空
港
拡
張
ヱ
事
に
伴
な
う
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
函
館
市
教
育
委
員
会
、

一
九
七
七
年
、
一

l

一
二
八
七
一
員
。

一
九
八

10



(
却
〉
浜
田
知
子
「
函
舘
空
港
第
四
地
遺
跡
と
刊
年
代
測
定
に
つ
い
て
」
〈
吋
函
館
空
港
第
四
地
点
・
中
野
遺
跡
!
図
銭
安
港
拡
張
工
事
に
伴
な
う
遺
跡

発
掘
調
査
報
告
書
』
函
館
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
七
年
)
一
二
六
八
!
一
二
七
一
一
員
。

(
幻
)
横
山
英
介
ほ
か
『
函
館
空
港
・
中
野
遺
跡
』
み
や
ま
警
官
即
、
一
九
七
九
年
、
一
七
八
賞
。

(
詑
)
静
内
町
教
育
委
員
会
『
鈎
場

7
遺
跡
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
』
静
内
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
、

〈
却
)
泉
靖
一
「
シ
タ
コ
ロ
ベ
で
土
器
を
発
見
し
た
話
」
(
『
釧
路
博
物
館
新
聞
』
九
一
一
一
号
、
一
九
五
九
年
)
。

〈
担
)
大
相
場
利
夫
・
初
端
剛
警
一
『
大
樹
遺
跡
』
広
尾
町
教
育
委
員
会
、
一
九
六
五
年
、
二
ハ
|
六
七
頁
。

〈
部
)
沢
四
郎
「
北
海
道
東
北
部
」
(
前
掲
)
一
一
一
五
|
一
二
七
頁
。

(
部
)
間
前
。

〈
幻
)
同
前
。

〈
却
)
悶
前
。

(
却
)
士
口
崎
畠
一
「
縄
文
文
化
の
発
展
と
地
域
性

i
北
海
道
」
(
前
掲
)
一
一
一
六
頁
。

一
一
一
関
口
氏
。
宮
塚
義
人
「
縄
文
文
化
製
明
郊
の
北
海
道
」
(
前
掲
)
一
一

(
却
)
藤
本
強
『
北
辺
の
遺
跡
』
(
前
掲
)
三
四
頁
。

(
幻
)
明
石
博
志
「
暁
遺
跡
」
(
『
郷
土
十
時
毘
五
号
、

(
位
)
明
石
博
志
・
木
村
方
一
議
『
八

(
お
〉
斎
藤
米
太
郎
「
櫛
回
文
尖
底
土

〈
悦
〉
名
取
武
光
「
北
海
道
浦
幌
村
吉

(
部
)
吉
崎
昌
一
「
日
本
に
お
け
る
プ

(
部
)
加
藤
菅
平
「
隣
接
地
に

〈
幻
)
目U・
の
・
凶
田
口
問
勾

r
m田
口
目
内
回
目
白

キ
!
、

B

・
A
-

ゴ
ル
ベ
フ

(
甜
)
揚
虎
ほ
か

(
却
)
〉
・
コ
・

一
l

一
五
八
頁
。

九
七
九
年
、
科
学
出
版
社
、
北
京
〉
凶
九
八

l

五
一
八
頁
。

。
、
向
匂
一
足

h
N
G
b
L
q
、
h
H
(
A・H
-

デ
レ
ヴ
ィ
ヤ
ン
コ
吋
ア
ム
ー
ル
湾
中
読
の
ノ
ヴ
ォ

北海道における地域性

ペ
ト
ロ
フ
ス
ク
文
化

b
u
目
、
日
Z
2
2
r
n
叶
悶O
江
田
山
元
田
口
同
聞
記
官
民

O
由
自O
吋
h
g
m何
回
目
目

P
Z
0
8
2
由
民
唱n
F
H
S
0・

(
必
)
名
取
武
光
「
北
海
道
議
幌
村
吉
野
台
遺
跡
」
(
前
掲
)
一
一
一

O
頁
。
吉
崎
自
国
一
「
臼
本
に
お
け
る
プ
レ

l
ド
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リi
k
前
掲
)
一
五i

一

七
頁
。
芹
沢
長
介
・
宮
崎
霞
一
「
ア
イ
ヌ
以
前
の
北
海
道
」
(
吋
科
学
読
売
い
一
一
巻
五
号
、
一
九
五
九
年
)
一
三

l
一
一
一
七
賞
。
駒
井
和
愛
縞
『
オ
ホ
ー

ツ
ク
沿
岸
・
知
床
の
遺
跡
』
上
巻
、
東
京
大
学
文
学
部
、
一
九
六
三
年
、
一
八
一
一
一
|
一
九
四
頁
。

(
必
〉
た
と
え
ば
、
柑
脚
本
強
『
北
辺
の
遺
跡
』
〈
前
掲
)
四
回
一
良
。

〈
州
出
)
9
4
4

『
-
P
2
F
H
ι
\
3
F
E
E
D
E
s
-
ご
V
由
伊
自
民
同
市
目
白
山
口
即
応
開

M
o
g
g
J
k
r
認
可
O
切
口
日
o
m山
口
開
山
田
宮
5
2
0
・
詰"
d
ロ
Z
H
a

回
目3
『
O
同
ロ
向
山
口
町
阿
山
岡
開
ロ

w
H由
∞
∞w唱
-
A
H
H
・

〈
川
知
〉
辻
誠
一
郎
ほ
か
「
北
八
甲
田
山
に
お
け
る
更
新
世
末
期
以
降
の
火
山
灰
田
沼
序
と
植
生
変
化
」
〈
吋
第
四
紀
研
究
』
二
回
巻
四
号
、
一
九
八
一
一
一
年
)
三

O

一
l

一
一
ご
三
一
員
。

(
必
)
の
開
門
司
巧-
Q
問
看
守
吋P
3

・
口
山F・
s
-
ω
H
i
E
-

(
必
)
木
村
尚
俊
「
周
堤
纂
」
(
吋
北
海
道
の
研
究

1
』
考
古
溺
1
、
清
文
堂
、
一
九
八
四
年
)
一
一
六
六
真
。

〈
必
)
須
藤
隆
「
亀
ヶ
絢
文
化
の
終
末
と
農
耕
文
化
の
開
始
」
(
『
縄
文
か
ら
弥
生
へ
』
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
、
一
九
八
四
年
)
一

O
六
賞
。

〈
幻
)
林
謙
作
「
北
海
道
南
西
部
、
東
北
地
方
」
(
前
掲
〉
一
一
一
一
七
頁
。

(
必
)
野
村
山
甲
南
「
北
海
道
の
亀
ヶ
岡
文
化
」
(
吋
北
海
道
の
研
究

1
』
考
古
綴
1
、
清
文
堂
、
一
九
八
四
年
)
一
一
二
五
頁
。

(
川
知
)
山
内
諸
問
問
『
日
本
遼
台
之
文
化
』
先
史
考
古
学
会
、
一
九
一
一
一
九
年
、
補
注
。

(
印
〉
棺
脚
本
強
吋
北
辺
の
遺
跡
』
〈
前
掲
)
七
一
一
丁
目
八
二
頁
。
沢
四
郎
「
北
海
道
東
北
部
」
〈
前
掲
)
一
二
ハ
頁
。

(
町
山
)
新
潟
県
教
育
委
員
会
『
国
道
一
一
六
号
線
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
盗
殺
血
問
委

l
内
越
遺
跡
』
(
「
新
潟
県
壊
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
」
第
三
三
、

九
八
三
年
〉
二
ハ
l

一
七
真
。
一

(
臼
)
興
野
義
一
・
遠
藤
智
一
「
宮
城
県
玉
造
郡
岩
出
山
町
の
考
古
学
遺
跡
」
(
『
岩
出
山
町
史
』
別
刷
、
岩
出
山
町

e、

(
臼
)
北
海
道
大
学
教
養
部
人
類
学
研
究
室
『
聖
山
』
(
「
北
海
道
大
学
教
養
部
人
類
学
研
究
室
報
告
」
ぬ

1
、

(
出
)
大
弁
階
男
議
吋
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
諸
問
題
』
学
生
社
、
一
九
八
二
年
、
一
!
こ
二

(
出
)
菊
池
俊
彦
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
起
源
と
周
辺
諸
文
化
と
の
関
連
」
〈
吋
北
海
道

頁
。
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(
却
)
浜
田
知
子
「
凶
館
空
港
第
四
地
遺
跡
と
刊
年
代
測
定
に
つ
い
て
」
(
『
函
館
空
港
第
四
地
点
・
中
野
遺
跡

l
函
館
空
港
拡
張
ヱ
事
に
伴
な
う
滋
跡

発
掘
調
査
報
告
審
』
函
館
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
七
年
)
一
二
六
八

l

一
二
七
一
一
真
。

(
忽
)
横
山
英
介
ほ
か
『
函
館
空
港
・
中
野
遺
跡
』
み
や
ま
議
房
、
一
九
七
九
年
、
一
七
八
頁
。

(
担
)
静
内
町
教
育
委
員
会
『
駒
場

7
遺
跡
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
』
静
内
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
、
一

i

一
五
八
頁
。

〈
却
)
泉
靖
一
「
シ
タ
コ
ロ
ベ
で
土
器
を
発
見
し
た
話
」
(
『
釧
路
博
物
館
新
聞
』
九
一
一
一
号
、
一
九
五
九
年
〉
。

〈
斜
)
大
場
利
夫
・
棚
瀬
義
一
吋
大
樹
遺
跡
恥
広
尾
町
教
育
委
員
会
、
一
九
六
五
年
、
一
六
|
六
七
真
。

〈
部
)
沢
四
郎
「
北
海
道
東
北
部
」
〈
前
掲
)
一
二
五
i

一
二
七
頁
。

(
部
)
間
前
。

〈
幻
)
同
前
。

〈
却
)
開
門
前
。

(
加
〉
宮
崎
昌
一
「
縄
文
文
化
の
発
展
と
地
域
性

i
北
海
道
」
(
前
掲
)
一
一
一
六
頁
。
藤
本
強
『
北
辺
の
遺
跡
同
教
育
社
陵
史
新
設
問
、
一
九
七
九
年
、
三
一
一
一
!

一
一
一
四
真
。
宮
塚
義
人
「
縄
文
文
化
祭
明
期
の
北
海
道
」
(
前
掲
)
一
一
四
l

一
一
五
頁
。

(
部
)
藤
本
強
『
北
辺
の
遺
跡
』
〈
前
掲
)
三
聞
東
。

〈
釘
)
明
石
博
志
「
暁
遺
跡
」
(
『
郷
土
十
勝
恥
五
号
、
帯
広
市
教
育
委
員
会
・
十
勝
郷
土
研
究
会
、
一
九
六
五
年
二
一

l
四
回
賞
。

〈m
M
)
明
石
博
士
山
・
木
村
方
一
一
溺
『
八
千
代C
遺
跡
発
掘
報
告
書
』
帯
広
市
教
育
委
員
会
・
十
勝
郷
土
研
究
会
、
一
九
七
七
年
、
一

l
四
四
頁
。

(
お
)
斎
藤
米
太
郎
「
櫛
回
文
尖
底
土
器
を
随
伴
す
る
細
石
器
遺
跡
」
〈
『
考
古
学
雑
誌
』
一
一
一
三
巻
七
号
、
一
九
四
三
年
)
二
九

l
六
O
頁
。

(
出
〉
名
取
武
光
「
北
海
道
浦
幌
村
・
菅
野
ム
ロ
遺
跡
」
(
『
日
本
考
古
学
年
報
』
一
一
一
、
一
九
五
五
年
)
一
一
一

O
頁
。

(
部
)
吉
崎
昌
一
「
日
本
に
お
け
る
プ
レ

l
ド
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ

i
」
(
『
罰
郊
文
化
』
一
四
号
、
一
九
五
六
年
二
五
|
一
七
頁
。

(
部
〉
加
藤
菅
平
「
隣
接
地
に
お
け
る
新
石
器
時
代
の
土
器
」
〈
『
縄
文
土
器
大
成
』
1
、
講
談
社
、
一
九
八
二
年
)
一
一
一
一
八
頁
。

〈
幻
)
勺
・
の-
E
g
h
v
g
n
M
S
F
∞
・
〉
・2
a
q
g
L

守
S
E

向
E
n
s
s
S
E
E
h
b
h
g

向
i
C
2
h
h
hさ
と
さ
き
言

(
p
・
c
-

ワ
シ
リ
エ
フ
ス

キ
l
、
B

・
A
-

ゴ
ル
ベ
フ
『
サ
ハ
リ
ン
の
古
代
住
民

l

ス
ス
イ
ス
ク
遺
跡
恥
)
切
〉
民
間
泊
四
甲
山
口
出
店
喜
一
円
内

P
E
O
回
o
g
出
回
目u
n
H
P
H
U

斗
白
・
の
叶
，

P
N
口
・

(
部
)
楊
虎
ほ
か
(
黒
竜
江
省
文
物
エ
作
隊
〉
「
笹
山
県
新
聞
涜
滋
社
」
〈
『
考
古
学
朝
廷
凶
号
、
一
九
七
九
年
、
科
学
出
版
社
、
北
京
)
四
九
八
i
五
一
八
真
。

(
泊
)
〉
・
コ-
h
m吉
田
出
国
民
タ
ミ
ロ
白
口
河
内
潟
、

s
s
b
hご
C
ミ
ミ
円
官
、
ぬ
の
、
芯
志
向
。
K
A
L
e
、
、h
N
(
A・H
-

デ
レ
ヴ
ィ
ヤ
ン
コ
吋
ア
ム
ー
ル
河
中
山
況
の
ノ
ヴ
ォ

北海道における地域性

ペ
ト
ロ
フ
ス
ク
文
化
』
)
切
目
、
日

ω
h白
叶g
r
n目
。
江
田
町
民
間
の
民
間
関
甘
口
氏
。
一
同
町

O
叶
h
g
自
民
♂
氏
。
回o
n
m回
国M
U口
氏w
H出
叶0
・

(
ω
)
名
取
武
光
「
北
海
道
浦
幌
村
吉
野
台
遺
跡
」
〈
前
掲
)
一
一
一

O
頁
。
宮
崎
昌
一
「
日
本
に
お
け
る
プ
レi
ド
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リi
k
前
掲
)
一
五i

一

七
賞
。
芹
沢
長
介
・
吉
崎
昌
一
「
ア
イ
ヌ
以
前
の
北
海
道
」
〈
『
科
学
読
売
』
一
一
巻
五
号
、
一
九
五
九
年
百
二
|
一
一
一
七
賞
。
駒
弁
和
愛
縞
『
オ
ホ
ー

ツ
ク
沿
斧
・
知
床
の
遺
跡
』
上
巻
、
東
京
大
学
文
学
部
、
一
九
六
一
一
一
年
、
一
八
一
一
一
ー
一
九
四
一
員
。

(
必
)
た
と
え
ば
、
藤
本
強
吋
北
辺
の
遺
跡
』
(
昔
前
掲
〉
四
四
一
長
。

(
何
回
〉
の
出
品
声
。
門
担
当
同

O
H
P
J白r
a
z
o
r
0
5
3ご
z
p
g
m
E
Y

ロ
E
E
M
0
2
ロ
J
k
r
5
V
H
O

切
口
目
。
関
山
口
即
日
出
吉
岡
田
元

0
・a
b
a

話
同
・

m
x
u
『
O
同
伊
向
山
口
}
同
日
岡
田
口

"
H
U∞
∞w
M
U
・
A
H・

〈
川
知
)
辻
誠
一
郎
ほ
か
「
北
八
甲
白
山
に
お
け
る
更
新
設
末
期
以
降
の
火
山
灰
局
序
と
植
生
変
化
」
〈
『
第
四
紀
研
究
』
一
一
回
巻
四
号
、
一
九
八
三
年
)
三

O

一
i

一
一
二
三
一
良
。

(
制
〉
p
q
d

〈
・9
2
F
E

・
3
・
口
町
F
・
s

・
2
1
印
品
・

(
必
)
木
村
尚
俊
「
周
堤
墓
」
(
『
北
海
道
の
研
究l
h
考
古
縞
1
、
清
文
堂
、
一
九
八
四
年
)
二
六
六
頁
。

(
日
明
)
須
藤
脱
出
「
亀
ヶ
同
文
化
の
終
末
と
農
耕
文
化
の
開
始
」
〈
『
縄
文
か
ら
弥
生
へ
恥
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
、
一
九
八
四
年
)
一

O
六
頁
。

(
幻
)
林
謙
作
「
北
海
道
南
西
部
、
東
北
地
方
」
(
前
掲
〉
一
三
七
真
。

(
必
)
野
村
山
祭
「
北
海
道
の
曲
目
ヶ
間
文
化
」
(
吋
北
海
道
の
研
究

1
h
考
古
綴
1
、
議
文
堂
、
一
九
八
四
年
)
一
一
二
五
真
。

(
必
)
山
内
済
問
問
『
日
本
遂
古
之
文
化
恥
先
史
考
古
学
会
、
一
九
一
一
一
九
年
、
補
注
。

(
印
〉
世
間
本
強
吋
北
辺
の
遺
跡
恥
〈
前
掲
)
七
一
一
一
|
八
二
一
員
。
沢
四
郎
「
北
海
道
東
北
部
」
〈
前
掲
)
一
二
ハ
頁
。

(
日
)
新
潟
県
教
育
委
員
会
吋
一
国
道
一
一
六
号
線
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
番

i
内
越
遺
跡
』
(
「
新
潟
県
樫
蔵
文
化
財
諮
査
報
告
番
」
第
一
一
一
一
一
一
、

九
八
三
年
)
二
ハ

l

一
七
頁
。

(
臼
〉
奥
野
義
一
・
遠
藤
智
一
「
宮
城
県
玉
造
郡
岩
出
山
町
の
考
古
学
遺
跡
」
(
『
岩
出
山
町
史
』
別
刷
、
岩
出
山
町
、
一
九
七

O
年
)
一
|
閲O
頁
。

(
臼
)
北
海
道
大
学
教
養
部
人
類
学
研
究
室
『
裂
山
』
(
「
北
海
道
大
学
教
養
部
人
類
学
研
究
宏
一
報
告
」
ぬ

1
、
一
九
七
九
年
)
一
五
九
支
。

(
臼
)
大
弁
晴
男
縞
吋
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
諮
問
題
』
学
生
社
、
一
九
八
二
年
、
一
l
ニ
二
六
賞
。

〈
出
)
菊
池
俊
彦
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
起
源
と
腐
辺
諸
文
化
と
の
関
連
」
〈
『
北
海
道
の
研
究
2
』
考
古
綴
2
、
清
文
堂
、

真
。

10

一

九

八

四

年

)

一

ニ

九

i

五

九
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(
国
)
山
口
敏
ほ
か
「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
海
獣
狩
猟
民
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
源
流
」
〈
前
期
拘
)
六
一1・1
六
八
真
。

(
貯
)
利
尻
町
教
育
委
員
会
縞
『
亦
稔
貝
塚
』
一
九
七
八
年
、
一
O
O
i

一
O

一
一
良
、
一
九
図
の
八
。

〈
問
)
宮
崎
自
国
一
・
問
団
淳
子
縞
『
北
大
機
内
の
遺
跡
1
』
北
海
道
大
学
、
一
九
八
一
年
、
一
二

l
七
九
賞
。

(
印
〉
北
海
道
開
拓
記
念
館
『
.
ニ
ツ
岩
』
(
「
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究
報
告
」
七
号
、
一
九
八
二
年
〉
一
九
頁
。

〈
印
〉
大
井
晴
男
縞
吋
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
諮
問
題
』
(
前
箔
)
一
八
一
一
一
!
一
八
四
賞
。

(
飢
)
山
浦
清
「
オ
ホi
ツ
ク
文
化
の
終
え
ん
と
擦
文
文
化
」
〈
『
東
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
号
、
一
九
八
三
年
二
五
七

i

一
七
九
頁
。

(
臼
)
横
山
英
介
「
北
海
道
に
お
け
る
ロ
ク
ロ
以
前
の
土
師
器
」
〈
『
考
古
学
綾
誌
』
七

O
巻
一
号
、
一
九
八
四
年
)
五
二l
七
五
頁
。

(
臼
)
菊
池
徹
夫
「
綴
夷
の
考
古
学
」
(
吋
歴
史
公
論
』
一
O
九
号
、
一
九
八
四
年
)
一O
三
l

一
一
二
真
。

(
刷
出
)
ω

は
竺
可
禎
「
中
国
近
五
千
年
来
気
候
変
遷
的
初
歩
研
究
」
〈
『
考
古
学
報
』
一
九
七
二
年
第
一
期
〉
図
一
一
一
を
改
変
使
用
。

先
史
・
陵
史
時
代
の
気
候
」
〈
『
自
然
』
一
九
八
四
年
五
月
号
)
二
一
一
員
の
図
を
改
変
使
用
。

(
出
〉
吉
崎
国
一
・
問
問
淳
子
繍
『
北
大
構
内
の
遺
跡
3
』
北
海
道
大
学
、
一
九
八
四
年
、
ニ
一

(
伺
)
佼
伯
有
諸
問
J北
大
時
報
』
三
四
七
号
、
一
九
八
三
年
、
表
紙
解
説
。

(
同
町
〉
上
山
春
平
ほ
か
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
古
代
北
方
文
化
の
形
成
」

(
開
)
秋
回
市
教
育
委
員
会
『
秋
白
隠
空
港

(
印
)
菊
池
徹
夫
『
北
方
考
古
学
の
研
究
』

(
叩
)
埴
原
和
郎
「
日
本
人
頭
骨
形
態

ー
八
七
頁
。
山
口
敏
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