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現
在
、
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の

広
場
で
は
、
夏
休
み
フ
ァ
ミ
リ
ー
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
テ
ー
マ
展「
出
土
品
の
素
材
―
何

か
ら
で
き
て
い
る
？
」を
開
催
し
て
い
ま

す
。
今
回
は
、
こ
こ
で
展
示
し
て
い
る
市

内
出
土
の
石
で
つ
く
ら
れ
た
中
世（
鎌
倉・

室
町
時
代
）の
硯す

ず
りを

紹
介
し
ま
す
。

そ
も
そ
も
硯
は
、
文ぶ

ん
ぼ
う
し
ほ
う

房
四
宝（
筆
・
墨
・

硯
・
紙
）の
一
つ
と
さ
れ
、
文ぶ

ん
じ
ん
ぼ
っ
か
く

人
墨
客
が
書

や
画
の
表
現
に
用
い
る
道
具
と
し
て
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
形
や
色
の
美
、
装
飾
な

ど
を
愛あ

い
が
ん玩

す
る
工
芸
品
で
も
あ
り
ま
し
た
。

中
国
に
お
い
て
は
、
魏ぎ

・
晋し

ん
・
南
北
朝

時
代
の
頃
の
硯
は
円
形
で
陶
製
の
も
の
が

主
流
を
占
め
、
隋ず

い
の
時
代
に
長
方
形
の
石

硯
が
現
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
唐
に

入
り
、
著
名
な
産
地
か
ら
次
々
と
石
が
採

掘
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
陶
製
か
ら
石
製
が

硯
の
主
流
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

日
本
の
硯
は
中
国
の
影
響
を
強
く
受
け

て
お
り
、
奈
良
・
平
安
時
代
は
須す

え

き
恵
器
製

が
中
心
で
、
平
安
時
代
半
ば
か
ら
後
半
に

石
製
へ
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
頃
、
菅
原
道
真
が
石
硯
の
漢
詩

を
詠
む
な
ど
、
石
硯
を
愛
す
る
思
想
も
中

国
に
な
ら
っ
て
浸
透
し
た
よ
う
で
す
。
ま

た
、形
も
円
形
か
ら
漢
字
の「
風
」の
字
形
、

楕
円
形
、
台
形
、
長
方
形
へ
の
変
化
が
あ

り
、
こ
れ
ら
は
中
国
で
石
硯
の
基
本
形
が

確
立
し
、「
唐か

ら
も
の物

」と
し
て
日
本
に
招
来
し

て
以
後
、
国
産
の
硯
が
中
国
産
の
硯
を
模

倣
し
た
経
過
を
反
映
し
た
も
の
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

日
本
の
古
代
遺
跡
で
硯
が
出
土
す
る
場

合
、
そ
の
大
部
分
は
公
的
な
施
設
で
あ
る

官か
ん
が衙

遺
跡
か
、
寺
院
な
ど
の
仏
教
関
連
の

施
設
が
中
心
で
す
。
一
般
的
な
集
落
か
ら

硯
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
い
傾
向
が
あ

り
、
貴
族
、
官
人
、
僧
侶
な
ど
社
会
的
に
上

位
の
人
々
が
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
、
日
本
の
中
世
遺
跡
で
石

硯
の
出
土
す
る
事
例
で
は
、
城
や
館
、
寺

院
の
ほ
か
、
都
市
遺
跡
、
城
下
町
や
港
町

の
性
格
を
も
つ
遺
跡
と
多
種
多
様
で
す
。

特
に
京
都
・
博
多
・
鎌
倉
な
ど
の
都
市
遺

跡
で
は
町
屋
か
ら
も
出
土
す
る
こ
と
か

ら
、
中
世
の
石
硯
は
仕
事
上
文
房
具
を
必

要
と
し
て
い
た
商
人
や
手
工
業
者
に
も
普

及
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

市
内
の
発
掘
調
査
で
中
世
の
石
硯
が
出

土
し
た
遺
跡
は
、
上
高
津
新
町
の
寄よ

り
い居

遺

跡
と
、
下
高
津
四
丁
目
の
下
高
津
小
学
校

遺
跡
の
２
つ
で
す
。
両
例
と
も
平
面
は
長

方
形
で
、
地
下
式
坑
と
い
う
15
世
紀
か
ら

16
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
地
下
室
の
跡
か
ら

出
土
し
ま
し
た
。
前
者
は
墨
を
た
め
る
海

の
部
分
は
円
形
で
石
材
は
粘ね

ん
ば
ん
が
ん

板
岩
製
で
す

が
、後
者
の
海
は
方
形
で
片へ

ん
ま
が
ん

麻
岩
製
で
す
。

特
に
後
者
は
ノ
ミ
の
削
り
痕
を
た
く
さ
ん

残
し
て
お
り
、
製
作
途
中
の
も
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
一
緒
に
出
土
し
た
土
器
や
陶

磁
器
か
ら
、
前
者
は
15
世
紀
、
後
者
は
16

世
紀
中
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

上
高
津
か
ら
下
高
津
に
か
け
て
は
、
中

世
は
鎌
倉
街
道
が
近
く
を
通
り
、
裕
福
な

人
「々
冨ふ

ゆ
う
じ
ん

有
人
」も
い
た
記
録
が
み
ら
れ
る

な
ど
、
交
通
の
要
衝
で
拠
点
と
な
る
集
落

が
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
両

遺
跡
か
ら
は
天て

ん
も
く目
茶
碗
な
ど
の
茶
道
具

や
、
中
国
産
の
高
級
な
陶
磁
器
も
出
土
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
硯
が
出
土
す
る
こ
と

も
う
な
ず
け
ま
す
。

今
回
紹
介
し
た
石
硯
は
、
８
月
29
日
㈰

ま
で
展
示
中
で
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場

（
☎
８
２
６
・
７
１
１
１
）

中
世
の

中
世
の
石石せ

き
け
ん

せ
き
け
ん硯硯
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右：上高津新町
　　寄居遺跡出土　15世紀
左：下高津四丁目
　　下高津小学校遺跡出土　
　　16世紀中頃


