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現
在
、
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の

広
場
で
は
、
企
画
展「
古
代
か
ら
中
世
へ
」

が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ
の

企
画
展
で
展
示
さ
れ
て
い
る
市
内
北
西

部
の
田
宮
地
内
で
発
見
さ
れ
た
中
世
の

埋ま
い
の
う
せ
ん

納
銭
を
紹
介
し
ま
す
。

左
の
資
料
は
、
昭
和
53（
１
９
７
８
）年

に
、
現
在
の
田
宮
字
榎
平
か
ら
出
土
し
ま

し
た
。
当
時
、
こ
の
地
は
畑
で
、「
辻
屋

敷
跡
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
発
見
さ

れ
た
多
量
の
銭
は
、
新
治
中
学
校
郷
土
研

究
ク
ラ
ブ（
当
時
）が
一
部
調
査
を
行
い
、

後
に
茨
城
県
立
歴
史
館
の
内
山
俊
身
さ
ん

が
現
地
の
聞
き
取
り
調
査
を
加
え
て
報
告

を
行
い
ま
し
た
。

内
山
さ
ん
の
研
究
に
よ
る
と
、
発
見
時

の
聞
き
取
り
調
査
で
銭
の
容
器
な
ど
は
発

見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
壺つ

ぼ
で
は
な

く
布
な
ど
の
腐
食
し
や
す
い
材
質
を
使
っ

て
埋
納
し
た
こ
と
、
ま
た
、
竪た

て
あ
な穴
状
の
穴

か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

祭さ
い

祀し

な
ど
に
と
も
な
い
埋
め
ら
れ
た
と
推

定
し
て
い
ま
す
。

出
土
銭
を
種
類
ご
と
に
細
か
く
分
類
し

た
結
果
、
最
も
古
い
銭
は
中
国
後
漢
時
代

の
五ご

銖し
ゅ

銭せ
ん

で
、
最
も
新
し
い
銭
は
中
国
北

宋
の
咸か

ん
じ
ゅ
ん
げ
ん
ぽ
う

淳
元
宝（
１
２
６
５
年
鋳
造
）で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
整
理
し
た
銭

の
総
数
は
５
１
８
３
枚
で
、
発
見
以
後
に

失
わ
れ
た
分
を
加
算
し
て
約
７
３
０
０
枚

が
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

田
宮
出
土
銭
の
よ
う
に
、
多
量
の
銭
が

地
中
に
埋
め
ら
れ
る
例
は
全
国
的
に
多
数

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
地
の
研
究
者
の

成
果
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
中
世
の
埋
納
銭

は
最
新
の
埋
納
銭
の
種
類
や
銭
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
っ
て
、
ど
の
時
代
に
埋
め
ら
れ

た
か
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
最
新
銭
が
咸
淳
元
宝
の
場
合
、
13
世

紀
第
４
四
半
期
か
ら
14
世
紀
第
１
四
半
期

ご
ろ
、
つ
ま
り
鎌
倉
時
代
の
後
半
か
ら
末

期
ご
ろ
の
埋
納
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

田田たた

宮宮み
や
み
や

の
出
土
銭
と
中
世
の

の
出
土
銭
と
中
世
の
方方ほ

う
け
い

ほ
う
け
い形形

館館や
か
た

や
か
た

田
宮
出
土
銭
の
埋
納
に
ど
の
よ
う
な

人
々
が
関
与
し
て
い
た
の
か
は
、
よ
く
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
時
代
が
下
る
と
、
南

隣
の
高
岡
に
臨
済
宗
寺
院
の
法
雲
寺
が
領

主
小
田
氏
の
援
助
に
よ
り
建
立
さ
れ
ま

す
。
法
雲
寺
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
室
町
時

代
の
半
ば
ご
ろ
に
、
高
岡
や
田
宮
か
ら
年

貢
が
銭
で
法
雲
寺
に
納
め
ら
れ
た
記
述
が

あ
り
、
か
な
り
一
般
に
も
銭
が
普
及
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
れ
よ
り

も
古
い
可
能
性
が
あ
る
こ
の
出
土
銭
を
理

解
す
る
た
め
に
役
立
つ
発
見
が
、
田
宮
地

内
の
発
掘
調
査
に
あ
り
ま
す
。

昭
和
62（
１
９
８
７
）年
度
、
国
道
１
２

５
号
バ
イ
パ
ス
建
設
工
事
に
と
も
な
い
、

田
宮
古
墳
群
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。
こ
の
と
き
、
幅
約
３
メ
ー
ト
ル
、
深

さ
80
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
断
面
逆
台

形
の
直
線
の
堀
が
、
20
メ
ー
ト
ル
以
上
の

長
さ
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
溝
は
中
央
部

を
掘
り
残
し
て
土
橋
と
し
、
こ
の
土
橋
周

囲
か
ら
14
世
紀
ご
ろ
の
丸
底
の
か
わ
ら
け

が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
ま
し
た
。

土
橋
の
周
囲
か
ら
丸
底
の
か
わ
ら
け
が

多
量
に
出
土
し
た
点
は
、
つ
く
ば
市
の
島し

ま

名な

前ま
え
の
ひ
が
し

野
東
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
鎌
倉
時
代

後
半
の
方
形
に
堀
を
巡
ら
せ
た
館
跡
と
非

常
に
よ
く
似
て
お
り
、
田
宮
古
墳
群
で
発

見
さ
れ
た
こ
の
溝
は
、
中
世
の
武
士
が
営

ん
だ
方
形
館
の
堀
の
一
部
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
田
宮
の
出
土
銭
と
こ
の
方
形
館
は
時

期
が
重
な
る
た
め
、
相
互
に
関
連
を
も
つ

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
中
世
の
方
形
館
は
、
水
戸

市
田
谷
町
の
白
石
遺
跡
で
も
発
見
さ
れ
、

白
石
遺
跡
の
近
く
か
ら
も
、
最
新
銭
と
し

て
田
宮
と
同
じ
咸
淳
元
宝
の
６
１
４
４
枚

の
埋
納
銭
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
鎌
倉
時
代
後
半
に
は
、
武

士
の
地
域
支
配
の
拠
点
と
な
る
方
形
館
と

銭
の
流
通
が
常
陸
国（
茨
城
県
）で
も
盛
ん

に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

企
画
展「
古
代
か
ら
中
世
へ
」は
、
12
月

６
日
㈰
ま
で
開
催
中
で
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。
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田宮出土銭

田宮古墳群の堀から出土した丸底かわらけ
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