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一
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岩
陰
遺
跡
と
出
土
品

一

上
黒
岩
岩
陰
遺
跡

四
国
に
お
け
る
洞
穴
遺
跡
は
、
四
国
四
県
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
発
見
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
縄
文
時
代
の
も
の
、
弥
生
時
代
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
も
ち
ろ
ん
洞
穴

遺
跡
は
、
そ
の
な
か
に
岩
陰
遺
跡
も
含
ま
れ
て
お
り
、
石
灰
岩
地
帯
で
あ
る
上
浮
穴

か
ら
、
高
知
県
北
部
に
か
け
て
多
い
。

昭
和
三
六
年
六
月
に
、
美
川
村
上
黒
岩
(
ヤ
ナ
セ
)
で
発
見
さ
れ
た
岩
陰
遺
跡
は
、

そ
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
縄
文
文
化
の
時
代
は
、
一
般
に
、
早
期
・
前

さ
約
一
〇
㍍
の
水
田
に
接
し
、
高
さ
三
五
㍍
の
白
い
石
灰
岩
が
、
び
ょ
う
ぶ
状
に
露

出
し
て
、
い
わ
ゆ
る
岩
陰
遺
跡
を
呈
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
当
上
黒
岩
の
竹
口
渉
が
、
新
し
く
水
田
を
開
い
た
際
、
土
器
や
人
骨
、

貝
殻
の
類
が
出
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
地
元
の
美
川
中
央
中
学
校
を
は
じ
め
、
関

係
機
関
に
報
告
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
一
〇
月
か
ら
翌
年
一
〇
月
に
わ
た
り
考

古
学
的
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
こ
の
遺
跡
が
、
愛
媛
県
に
在
住
し
た
縄
文
初
期
人
の

形
質
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
ま
た
日
本
文
化
の
系
統
発
生
的
研
究
上
に
も
、
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

1

出

土

品

発
掘
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
く
は
こ
の
附
近
に
多
く
の

動
物
が
生
息
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

上黒岩遺跡

期
・
中
期
・
後
期
・
晩
期
と
区
分
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
愛
媛
県
で
は

初
め
て
と
思
わ
れ
る
縄
文
早
期
の
遺

跡
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
郡
内
で
も
、

久
万
町
を
中
心
に
、
多
く
の
縄
文
、

弥
生
時
代
の
も
の
が
見
ら
れ
た
が
、

一
万
年
以
上
も
前
の
も
の
は
、
こ
れ

が
初
め
て
で
あ
る
。

松
山
と
高
知
を
結
ぶ
国
道
三
三
号

線
沿
い
に
流
れ
る
仁
淀
川
の
支
流
、

久
万
川
の
対
岸
に
あ
っ
て
、
地
形
的

に
は
、
久
万
川
の
河
床
面
か
ら
、
高

鳥獣魚貝類
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シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
、
タ
ヌ
キ
、
ク

マ
、
テ
ン
、
犬
、
ム
サ
サ
ビ
、
山

鳥
、
そ
し
て
淡
水
産
の
川
ニ
ナ
、
マ

ン
ジ
ミ
の
貝
殻
の
他
に
コ
イ
の
背

骨
、
カ
ニ
の
は
さ
み
な
ど
、
多
種
の

も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
海
産
の
ハ
マ
ダ
リ
、
カ
ガ
ミ
只
、

ミ
ル
ク
ィ
、
イ
ト
マ
キ
ボ
ラ
な
ど
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
研
究
に
待
つ
べ
き
も
の

が
多
い
。

発
掘
調
査
は
発
見
の
翌
三
七
年
に

三
七
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も
七
月
と
一
〇
月
の
二
回
、
二
次
、
三
次
の
調
査
が
行
わ
れ
、
第
一
次
の
時
に
発
見

さ
れ
た
人
骨
五
体
分
と
合
わ
せ
て
、
一
〇
数
体
以
上
に
も
の
ぼ
る
人
骨
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
成
人
の
男
女
、
幼
児
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
屈
葬
に
近
い
完
全
な
一
体

を
除
い
て
は
、
無
雑
作
に
埋
葬
さ
れ
て
お
り
、
死
体
置
場
の
よ
う
な
感
を
呈
し
て
い

る
。更

に
、
我
が
国
で
初
め
て
と
い
わ
れ
る
線
刻
神
像
石
が
、
こ
こ
か
ら
発
掘
さ
れ
て

い
る
。
手
の
ひ
ら
に
乗
る
く
ら
い
の
長
ま
る
い
緑
泥
片
岩
の
河
原
石
に
線
刻
し
て
人

物
を
表
し
て
い
る
ら
し
い
。
頭
髪
の
線
は
長
く
、
そ
の
下
に
上
向
き
の
放
物
線
状
の

線
が
両
側
の
頭
髪
を
取
り
囲
む
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
乳
房
を
示
す
線
と

考
え
ら
れ
る
。
下
半
に
は
帯
状
の
線
を
横
に
引
き
、
そ
の
下
に
不
規
則
な
縦
線
を
引

い
て
、
腰
み
の
を
表
現
し
た
か
に
思
わ
れ
る
。
発
見
さ
れ
た
七
個
の
う
ち
に
は
、
こ

の
腰
み
の
の
下
に
、
デ
ル
タ
地
帯
を

表
現
し
た
か
に
思
わ
れ
る
逆
三
角
形

の
線
刻
も
見
ら
れ
、
女
性
像
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。
何
を
目
的
と
し

て
作
ら
れ
た
か
は
、
さ
だ
か
で
な
い

が
、
縄
文
期
に
見
ら
れ
る
土
偶
と
同

じ
ょ
う
に
魔
よ
げ
か
、
あ
る
い
は
、

狩
猟
な
ど
の
お
ま
も
り
に
さ
れ
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
特
色
あ
る
線
刻
の
岩
偶
の
ほ

か
、
多
く
の
石
器
、
骨
角
器
と
混

じ
っ
て
、
時
代
の
古
き
を
示
す
土
器

土器の種を相

三
八

が
数
多
く
発
掘
さ
れ
、
旧
石
器
時
代

か
ら
新
石
器
時
代
へ
の
橋
わ
た
し
と

し
て
の
洞
穴
、
岩
陰
遺
跡
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
土
器
に
見
ら
れ
る
押
型
文
、

条
痕
文
、
無
文
、
縄
文
、
ま
た
そ
の

下
層
に
出
た
細
隆
起
線
文
土
器
や
尖

頭
石
器
類
を
見
る
と
き
、
こ
の
遺
跡

が
縄
文
早
期
以
前
の
も
の
と
し
て
、

上
浮
穴
の
ひ
い
て
は
我
が
国
未
開
社

会
研
究
の
曙
光
と
な
っ
て
、
今
後
さ

ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

え
ノ
。

2

縄
文
時
代
の
上
黒
岩
の
生
活

こ
の
遺
跡
は
原
始
人
の
か
な
り
長
期
に
わ
た
る
生
活
の
根
拠
地
と
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
出
土
品
の
多
様
性
か
ら
も
、
ま
た
そ
の
層
の
厚
さ
か
ら
も
、

更
に
、
石
器
の
大
部
分
が
矢
じ
り
や
石
や
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
狩
猟
生
活
が
主
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。

こ
の
付
近
で
は
、
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
を
主
と
し
て
、
共
同
で
狩
り
な
が
ら
も
、
家

犬
で
そ
れ
を
追
い
立
て
た
時
、
偶
然
に
と
び
出
し
た
サ
ル
、
穴
グ
マ
、
タ
ヌ
キ
、
ム

サ
サ
ビ
な
ど
の
小
動
物
を
食
べ
な
い
ま
で
も
手
当
た
り
次
第
に
捕
え
、
そ
の
皮
を
石

器
を
用
い
て
は
ぎ
取
り
、
敷
物
や
衣
類
と
し
て
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。
食
事
は
生
食

だ
け
と
は
限
ら
れ
て
い
な
い
。
焼
け
た
骨
も
あ
る
し
発
火
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
で



あ
ろ
う
石
も
残
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
っ
と
捕
り
や
す
い
も
の
と
し
て
、
現
在
で

も
生
息
し
て
い
る
コ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
川
ざ
か
な
や
カ
ニ
な
ど
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、

最
も
得
や
す
い
も
の
は
川
ニ
ナ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
殻
は
厚
い
層
の

中
か
ら
、
か
な
り
多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ジ
ミ
な
ど
と
と
も
に
食
べ
、

他
の
獲
物
の
少
な
い
時
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
久
万
川
の
清
流
の
ほ
と
り
で
、
案
外
、

豊
か
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
で
き
る
。

更
に
埋
葬
人
骨
が
つ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
貝
製
装
身
具
の
貝
殻
は
す
べ
て
海
産

の
も
の
で
あ
り
、
貝
殻
に
も
ハ
イ
ガ
イ
を
は
じ
め
、
海
産
の
貝
類
が
多
く
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
土
佐
湾
方
面
、
あ
る
い
は
豊
後
水
道
方
面
な
ど
と
、
つ
ね
に
交
渉
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
当
時
で
も
、
現
在
の
米
に
相
当
す
る
植
物
性
の
食
品
が
必
要
で
、
木
の
実
、

線刻神像石

草
の
根
、
例
え
ば
、
ク
リ
、
ト
チ
、
ク
ル
、
、
\

ア
ケ
ビ
、
ム
ク
な
ど
が
、
ク
ズ
の
根

や
山
芋
な
ど
と
と
も
に
、
常
食
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
ヒ
メ
ク
ル
ミ
の
堅

い
実
の
炭
水
化
物
が
一
〇
数
個
も
灰
の
中
か
ら
出
て
い
る
点
か
ら
も
容
易
に
窺
え
る
。

当
地
方
の
久
主
下
(
ク
ズ
ノ
サ
ガ
リ
)
と
い
う
地
名
は
ク
ズ
の
根
を
産
し
た
こ
と
と
関

係
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

二

久
万
町
内
の
出
土
品

上
浮
穴
郡
に
縄
文
式
土
器
が
初
め
て
発
見
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
九
年
ご
ろ
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
予
の
北
海
道
と
さ
え
よ
ば
れ
る
こ
の
久
万
山

に
、
遠
い
原
始
時
代
か
ら
人
類
が
住
み
つ
い
て
い
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
の
で
あ

る
。当

時
久
万
町
の
西
端
(
旧
父
二
峰
村
)
、
小
田
町
に
接
す
る
通
称
、
芋
坂
で
入
植
者

の
白
岡
貞
一
に
よ
り
、
土
器
の
破
片
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
愛
媛
大
学
の
西
田

栄
や
、
当
時
、
上
浮
穴
高
校
に
奉
職
中
の
松
本
重
太
郎
ら
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら

れ
、
県
下
で
も
上
浮
穴
郡
、
特
に
久
万
町
周
辺
に
そ
れ
が
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
こ

ろ
、
最
も
栄
え
た
地
域
と
さ
え
、
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

1

町
内
の
縄
文
土
器

ア

芋

坂

父
野
川
よ
り
山
道
を
約
一
五
〇
〇
㍍
登
る
。
こ
こ
は
比
較
的
広
々
と
し
た
草
原
で

あ
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
、
数
戸
の
人
々
に
よ
っ
て
、
開
拓
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
郡
内
で
初
め
て
土
器
が
発
掘
さ
れ
た
所
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
土
器
、

矢
じ
り
、
石
斧
な
ど
が
あ
る
。
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イ

笛

ケ

滝

久
万
小
学
校
の
西
三
〇
〇
㍍
、
国
道
三
三
号
線
の
久
万
バ
イ
パ
ス
に
接
し
た
景
勝

の
地
で
あ
る
。

町
内
で
最
も
多
く
の
出
土
品
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
昭
和
三
六
年
二
月
、
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
今
か
ら
約
三
〇
〇
〇
̃
二
五
〇
〇
年
前
の
、

い
わ
ゆ
る
縄
文
後
期
か
ら
晩
期
の
条
痕
文
や
無
文
の
土
器
が
主
で
あ
り
、
そ
れ
に
混

じ
っ
て
、
縄
文
早
期
の
押
型
文
、
後
期
の
す
り
消
し
文
、
更
に
は
約
一
五
〇
〇
年
前

の
も
の
と
思
わ
れ
る
つ
ぼ
型
の
土
器
の
破
片
な
ど
も
発
見
さ
れ
た
。
石
器
で
最
も
多

い
の
は
矢
じ
り
で
、
な
か
で
も
五
角
形
に
近
い
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
晩
期
の

笛ケ滝の出土器

特
色
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ウ

山

神

東
明
神
の
久
万
川
に
そ
そ
ぐ
谷
あ
い
を

入
り
、
明
神
小
学
校
の
裏
に
面
し
た
開
墾

地
で
あ
り
、
二
か
所
に
わ
た
っ
て
埋
蔵
さ

れ
て
い
る
。

笛
ケ
滝
よ
り
、
や
や
古
い
様
式
と
思
わ

れ
る
す
り
消
し
文
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

開
墾
当
時
に
は
、
か
な
り
り
っ
は
な
出
土

品
も
あ
っ
た
が
、
不
要
な
も
の
と
し
て
、

こ
わ
さ
れ
た
か
に
言
わ
れ
て
い
る
。

エ

橋
詰
付
近

父
二
峰
小
、
中
学
校
を
囲
む
こ
の
周
辺

に
は
縄
文
後
期
の
す
り
消
し
文
が
多
く
出
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土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
生
姜
駄
馬
と
早
瀬
に
は
笛
ケ
滝
と
同
じ
、
き
め
こ
ま
か

で
美
し
い
す
り
消
し
文
が
見
ら
れ
、
矢
じ
り
を
伴
っ
て
出
て
い
る
が
、
御
所
駄
馬
の

は
橋
状
の
柄
が
つ
い
て
い
て
、
芋
坂
の
薄
手
の
磨
製
石
斧
を
伴
っ
て
出
て
い
る
。

オ

そ

の

他

こ
れ
ら
の
埋
蔵
地
の
ほ
か
、
土
器
の
口
に
、
突
き
さ
し
手
法
を
施
し
た
槙
野
川
の

も
の
、
や
や
粗
末
で
は
あ
る
が
、
落
合
や
二
か
所
に
ま
た
が
る
菅
生
台
の
無
文
の
も

の
、
ま
た
馬
酔
木
谷
の
も
の
は
文
様
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
細
片
が
多
い
。
同
様
の

も
の
が
厚
手
の
磨
製
石
斧
を
伴
っ
て
西
峰
か
ら
も
出
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
千
本
駄
馬
、
由
良
野
、
三
坂
な
ど
に
は
弥
生
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ

る
文
様
の
土
器
が
見
ら
れ
る
が
、
特
に
三
坂
峠
の
も
の
は
、
三
坂
中
継
所
の
道
路
工

事
中
に
、
ほ
ぼ
完
全
に
近
い
つ
ぼ
一
個
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
町
内
の
ほ
と
ん
ど
全
域
に
わ
た
っ
て
、
原
始
文
化
の
跡
が
見
ら

れ
る
が
、
概
し
て
西
の
父
二
峰
地
区
に
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
東
の
川

瀬
地
区
、
特
に
直
瀬
で
も
石
斧
と
思
わ
れ
る
も
の
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ

て
い
る
。

2

久

万
文
化

久
万
を
中
心
に
栄
え
た
縄
文
後
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
は
、
ま
だ
米
作
り
は
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
道
後
平
野
へ
は
、
既
に
そ
の
こ
ろ
水
田
耕
作
を
伴

う
弥
生
文
化
(
約
二
三
〇
〇
̃
一
七
〇
〇
年
前
)
が
、
西
の
方
か
ら
伝
え
ら
れ
始
め
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
大
量
に
で
き
る
米
や
、
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
た
酒
が
弥
生
式

土
器
の
か
め
や
つ
ぼ
に
貯
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
三
坂
峠
あ
た
り
で

西
の
海
を
望
ん
だ
久
万
の
縄
文
人
は
、
下
界
に
あ
こ
が
れ
、
峰
つ
た
い
に
下
っ
て
き

て
は
、
道
後
平
野
の
人
々
と
毛
皮
、
果
実
、
骨
角
器
な
ど
の
山
の
幸
と
交
換
に
、
海

四
一
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の
幸
や
お
い
し
い
米
の
酒
を
、
つ
ぼ
ご
と
家
に
も
ち
帰
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
米
は
当
時
の
久
万
で
は
、
技
術
上
、
作
り
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
新
し

い
つ
ぼ
や
か
め
を
、
弥
生
様
式
を
見
習
っ
て
、
作
り
始
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
坂
峠
で
発
見
さ
れ
た
つ
ぼ
も
、
あ
る
い
は
途
中
で
、
置
き
忘
れ
た
か
、
捨
て
ら
れ

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
も
終
わ
り
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
道
後
平
野
と
の
行
き
来
に

ょ
り
、
縄
文
土
器
が
、
久
谷
村
の
中
野
山
や
高
浜
の
高
山
、
和
気
の
蓬
来
寺
山
な
ど

に
落
と
さ
れ
、
ま
た
瀬
戸
内
海
の
み
な
ら
ず
、
芋
坂
の
土
器
の
文
様
が
九
州
の
も
の

と
、
全
く
一
致
し
て
い
た
り
、
大
分
県
の
国
東
半
島
近
く
の
姫
島
に
産
す
る
黒
輝
石

の
矢
じ
り
と
同
じ
も
の
が
、
芋
坂
か
ら
発
掘
さ
れ
た
り
し
て
い
る
点
か
ら
、
か
な
り

広
範
囲
の
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
久
万
文
化
と
も
い
う
べ
き
、
縄
文
後
期
、
晩
期
の
こ
ろ
の
久
万
地

方
に
は
、
多
く
の
遺
跡
を
残
し
て
お
り
、
久
万
山
人
の
築
き
上
げ
た
、
こ
の
原
始
文

明
は
、
現
代
に
生
き
る
久
万
町
民
の
文
化
の
源
と
し
て
、
大
切
に
保
有
し
、
か
つ
研

究
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
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