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あ
け
ま
し
て
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
恒
例
と
な
り
ま
し
た
市
立
博
物

館
の
館
長
講
座
も
お
陰
さ
ま
で
23
回
が

終
了
し
、
昨
年
度
か
ら
は
市
民
の
皆
様

の
ご
要
望
に
答
え
て
年
２
回
の
日
帰
り

バ
ス
ツ
ア
ー
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

大
変
好
評
で
２
回
と
も
老
若
男
女
で
満

席
の
盛
況
で
し
た
。
市
民
の
皆
様
の
知

的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
市
立

博
物
館
に
与
え
ら
れ
た
使
命
と
し
て
、

職
員
一
同
努
力
し
て
お
り
ま
す
の
で
ど

う
ぞ
気
軽
に
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
皆
様
に
お
願
い

が
あ
り
ま
す
。
民
俗
資
料
や
文
化
財
な

ど
の
処
分
の
際
に
は
ぜ
ひ
一
度
博
物
館

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
市
内
の
貴
重
な

文
化
財
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
学
芸

員
が
調
査
に
参
り
ま
す
。
民
具
や
文
化

財
は
一
度
破
壊
す
る
と
二
度
と
作
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
今
回
は
、
市
内
の
弥
生
時
代
遺

跡
に
つ
い
て
話
題
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
土
浦
市
史
に
は
茨
城
県
の
弥
生
時

代
遺
跡
は
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
対
し
て

極
め
て
少
な
く
、
不
明
な
点
が
多
い
と

あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
市
内
の
弥
生
時

代
の
遺
跡
は
、
わ
ず
か
に
永
国
地
区
、

烏
山
地
区
、
大
岩
田
地
区
の
３
地
区
を

紹
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
土
浦

市
は
そ
の
後
昭
和
55
年
度
か
ら
57
年
度

に
か
け
て
、
市
内
全
域
で
考
古
学
上
の

遺
跡
の
悉し

っ
か
い皆

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

私
は
そ
の
頃
茨
城
大
学
に
奉
職
し
て
お

り
、
教
育
委
員
会
の
要
請
で
学
生
の
協

力
を
得
て
徹
底
的
に
市
内
を
踏
査
し
て

３
０
５
遺
跡
を
登
録
し
ま
し
た
。
特
に

集
落
遺
跡
と
想
定
さ
れ
る
包
蔵
地
は
縄

文
時
代
遺
跡
１
６
７
、
弥
生
時
代
15
、

古
墳
時
代
１
８
８
な
ど
に
整
理
さ
れ
ま

し
た
。
合
計
が
合
わ
な
い
の
は
重
複
遺

跡
が
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
し

て
も
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
極
端
に
少
な

い
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
な
結
果
が
あ
ら
わ
れ

た
の
か
、
十
分
検
討
す
る
こ
と
が
重
要

な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
考
古

学
上
の
遺
跡
を
発
見
す
る
方
法
と
し

て
、
地
上
の
場
合
に
は
表
面
採
集
と
い

う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
地
図
を
持
参
し
て
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
し

て
歩
く
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
後
世

の
耕
作
な
ど
で
地
下
の
文
物
が
地
表
面

に
壊
さ
れ
て
露
出
し
て
来
ま
す
。
そ
れ

を
採
集
し
て
、
記
録
し
、
地
形
の
状
況

を
読
ん
で
遺
跡
と
し
て
登
録
す
る
方
法

が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
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原田遺跡ほか市内出土の弥生時代紡錘車

（写真提供：上高津貝塚ふるさと歴史の広場）

集
落
が
あ
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
ま

す
。
私
は
昭
和
58
年
に
旧
郷
土
資
料
館

の
倉
庫
の
中
で
こ
の
土
器
を
実
見
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
特
に
市
内
で
注
目
さ

れ
る
弥
生
時
代
の
遺
跡
は
、
今
泉
地
区

の
原
田
遺
跡
で
は
北
地
区
で
93
棟
、
西

地
区
で
12
棟
の
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
集
落
の
特
徴
は
、
各
住

居
内
か
ら
紡
績
用
の
紡
錘
車
が
前
者
で

は
36
棟
、
後
者
で
は
１
棟
か
ら
発
見
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
特
に
前
者
で
は

１
住
居
内
か
ら
最
大
５
個
も
出
て
お

り
、
約
半
数
の
17
棟
は
複
数
を
出
し
て

い
ま
す
。
私
は
以
前
本
紙
で
、
土
浦
の

古
代
布
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
が
、
律
令
時
代
の
特
産
品
で
あ

る
麻
布
は
、
そ
の
生
産
が
弥
生
時
代
後

期
か
ら
こ
の
地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。

　

土
浦
の
弥
生
時
代
は
研
究
が
大
変
遅

れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
悉
皆
調
査
を

し
た
時
点
で
は
、
原
田
地
区
は
荒
れ
地

で
遺
跡
と
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
土
浦
北
部
工
業

団
地
造
成
に
伴
っ
て
発
見
さ
れ
、
新
知

見
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
従
来

の
考
古
学
の
成
果
を
整
理
す
る
と
、
土

浦
の
弥
生
文
化
の
伝
播
に
は
大
き
く
三

系
統
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ

の
地
方
の
弥
生
土
器
の
形
態
に
よ
っ
て

整
理
出
来
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
土
浦
第

六
中
学
校
校
庭
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る

東
海
系
の
土
器
群
、
原
田
北
遺
跡
か
ら

発
見
さ
れ
た
北
関
東
系
と
東
北
系
土
器

群
で
す
。
こ
う
し
た
三
系
統
の
文
化
が

土
浦
で
融
合
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
紡
績
を
土
浦
に
伝
え
た
文
化

は
北
関
東
を
経
て
伝
わ
り
、
次
の
時
代

を
代
表
す
る
前
方
後
円
墳
は
東
海
系
す

な
わ
ち
上
総
・
下
総
を
経
て
伝
播
し
て

き
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
代
の
最
も
大
き
な
疑
問
は
水

稲
栽
培
の
問
題
で
す
。
土
浦
の
沖
積
地

の
ど
こ
か
で
弥
生
時
代
の
水
田
跡
を
発

見
す
る
こ
と
が
、
私
の
長
年
の
念
願
で

あ
り
ま
す
。
必
ず
存
在
す
る
は
ず
で
あ

り
、
若
い
研
究
者
の
奮
起
を
期
待
し
た

い
。
今
年
は
そ
ん
な
夢
を
見
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

場
合
に
は
地
下
深
く
埋
没
し
て
い
る
遺

跡
は
、
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

要
す
る
に
、
土
浦
で
は
縄
文
時
代
や
古

墳
時
代
お
よ
び
奈
良
時
代
以
降
の
集
落

が
丘
陵
上
に
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、

弥
生
時
代
は
そ
う
し
た
立
地
を
採
用
し

て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
極
端
に
人
口

が
減
少
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

こ
れ
ら
15
遺
跡
を
検
討
す
る
と
、
す

べ
て
が
集
落
遺
跡
で
す
。
特
徴
的
な
遺

跡
を
挙
げ
て
み
る
と
、
花
室
川
流
域
の

現
在
の
烏
山
地
区
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

は
宅
地
造
成
が
行
わ
れ
る
前
に
、
国
士

舘
大
学
考
古
学
研
究
室
と
茨
城
県
教
育

委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
、
縄
文
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け

て
３
０
０
棟
以
上
の
住
居
跡
が
発
見
さ

れ
、
弥
生
時
代
後
期
の
住
居
跡
４
棟
が

一
つ
の
単
位
と
し
て
調
査
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
永
国
地
区
と
土
浦
第
三
高

等
学
校
校
庭
に
弥
生
時
代
住
居
跡
が
存

在
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
詳
し

く
は
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
宍

塚
古
墳
群
を
昭
和
43
年
に
発
掘
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
第
１
号
墳
と
仮
称
し
た
前

方
後
円
墳
の
下
に
弥
生
時
代
集
落
跡
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
期
は
後
期

初
頭
で
、
そ
の
数
は
10
棟
に
お
よ
び
重

複
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
２
時

期
が
想
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
墳

丘
下
の
た
め
全
面
的
な
調
査
は
実
施
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
土
浦
第
六

中
学
校
の
造
成
の
際
に
も
、
弥
生
時
代

原田遺跡出土の他地域系統の弥生土器

（写真提供：上高津貝塚ふるさと歴史の広場）


