
38

道
具
が
語
る
古
代
の
交
流

人
が
動
け
ば
も
の
も
動
く

道
具
を
調
べ
れ
ば

人
の
交
流
が
わ
か
る

私
た
ち
が
い
ま
使
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
道
具
は
、
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
て
き
て

い
ま
す
が
、
古
代
の
人
た
ち
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
全
部
自
給
自
足
で
、
細
々
と
道

具
を
使
っ
て
い
る
…
…
と
思
っ
た
ら
大
間

違
い
。
昔
の
人
た
ち
が
い
か
に
旺
盛
お
う
せ
い

な
行

動
力
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
を
調
達
し
て

い
た
か
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
例
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。

１
・
石
を
求
め
て

ま
ず
一
つ
め
は
、
道
具
の
材
料
を
求
め

て
、
古
代
の
人
び
と
が
動
い
た
例
で
す
。
旧

石
器
時
代
か
ら
縄
文

じ
ょ
う
も
ん
時
代
に
か
け
て
は
、

道
具
の
材
料
と
し
て
重
要
な
の
は
石
で
し

た
。
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
石
で
も
石
器
が
作

れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
石
を
打
ち

割
る
に
は
、
な
る
べ
く
均
質
き
ん
し
つ

で
ガ
ラ
ス
に

近
い
石
が
適
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
言

う
と
、
ガ
ラ
ス
に
近
い
黒
曜
石

こ
く
よ
う
せ
き

や
き
め
の

細
か
い
安
山
岩

あ
ん
ざ
ん
が
ん

で
す
。

こ
う
し
た
石
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら

持
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
島
根
県
の
場

合
、
黒
曜
石
は
海
を
越
え
た
隠
岐
お

き

か
ら
持

っ
て
く
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
石

見
で
は
、
遠
く
九
州
で
採
れ
た
黒
曜
石
も

使
っ
て
い
ま
す
。
安
山
岩
は
、
四
国
の
香

川
県
や
広
島
県
の
冠
か
ん
む
り山
産
の
も
の
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。

２
・
土
器
の
移
動

縄
文
時
代
以
来
、
島
根
県
以
外
で
作
ら

れ
た
土
器
が
、
し
ば
し
ば
県
内
に
は
い
っ

て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
弥
生
や
よ
い

時
代
後

半
（
今
か
ら
二
〇
〇
〇
年
前
）
で
は
、
九

州
北
部
の
壷つ
ぼ

、
吉
備
き

び

地
方
（
岡
山
県
）
の

墓
に
供
え
る
土
器
、
北
陸
地
方
の
土
器
、

近
畿
地
方
の
土
器
、
東
海
地
方
の
土
器
な

ど
が
は
い
っ
て
き
て
い
ま
す
。「
倭
国
大
乱

わ
こ
く
た
い
ら
ん

」

と
言
わ
れ
る
激
動
の
時
代
に
、
島
根
に
暮

ら
す
人
び
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
と
交

流
し
て
い
た
姿
が
う
か
が
え
ま
す
。

車
も
飛
行
機
も
な
か
っ
た
時
代
、
大
昔

の
人
は
石
や
土
器
を
求
め
て
、
遠
く
ま
で

行
っ
た
り
、
交
易
で
手
に
入
れ
た
り
し
て

い
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
例
に
限
ら
ず
、
私

た
ち
の
祖
先
は
つ
ね
に
他
地
域
と
交
流
を

し
な
が
ら
生
き
て
き
ま
し
た
。
古
代
の
人

び
と
が
、
ど
の
よ
う
な
地
域
と
交
流
を
し

て
暮
ら
し
て
い
た
の
か
は
、
道
具
の
特
徴

か
ら
も
わ
か
る
の
で
す
。

隠岐産黒曜石の分布範囲と
島根に入ってくる石の産地

弥生時代後期の土器からみた交流

土器や石器がどこから運ばれてきたのか、どうしたらわかるので

しょうか。実は土器は産地により異なる特徴を持っています。考古

学者はその特徴を読みとって、土器の生産地を判別するのです。

近年は、こうした「人の目」に「科学の目」が加えられるように

なりました。とくに多く用いられるのは、蛍光
けいこう

Ｘ線分析という方法

です。粘土や石を構成している元素
げんそ

の割合の違いによって、土器や

石器の材料の産地を知ることができるのです。

あ
と
が
き

現
代
の
暮
ら
し
再
発
見

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
巻
で
は
県
内

で
行
わ
れ
た
発
掘
の
成
果
に
基
づ
き
、
古
代
の
暮

ら
し
を
「
生
業
な
り
わ
い

」「
住
居
す
ま
い

」「
道
具
」
と
い
う
三
つ
の

視
点
か
ら
復
元
し
て
き
ま
し
た
。

「
生
業
を
探
る
」
で
は
、
米
作
り
以
前
（
縄
文
時

代
以
前
）
と
以
後
（
弥
生
時
代
以
降
）
に
分
け
、

暮
ら
し
ぶ
り
の
変
化
を
探
り
ま
し
た
。
日
本
人
の

主
食
と
な
っ
た
米
作
り
の
開
始
は
、
単
に
食
べ
物

を
調
達
す
る
方
法
が
狩
猟
採
集
か
ら
稲
作
に
変
わ

っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
大

き
な
変
換
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
巻
で
も
解
説

し
た
よ
う
に
、
日
本
人
の
勤
勉
性
や
土
地
に
対
す

る
愛
着
は
、
弥
生
時
代
に
芽
生
え
た
も
の
だ
っ
た

の
で
す
。
日
本
人
の
性
質
や
文
化
が
、
い
か
に
米

作
り
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
を
感
じ
ま
す
。

「
住
居
を
探
る
」
で
は
、
日
本
人
の
住
居
の
原

点
と
も
言
え
る
「
竪
穴
住
居
」
と
「
掘
立
柱
建
物
」

を
中
心
に
扱
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
古
代
の
住
居
を

目
に
し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
が
ま
ず
感
じ

る
素
朴
そ
ぼ
く

な
疑
問
は
、「
こ
ん
な
建
物
で
冬
の
寒
さ
が

し
の
げ
た
の
か
」「
照
明
の
な
い
時
代
、
夜
は
ど
う

し
て
過
ご
し
て
い
た
の
か
」
と
い
っ
た
も
の
で
し
ょ

う
。
本
巻
で
は
、
と
く
に
こ
れ
ら
の
疑
問
に
お
答
え

す
る
よ
う
に
し
た
つ
も
り
で
す
。

真
夜
中
で
も
照
明
が
あ
か
あ
か
と
灯と
も

る
現
代
で

は
、「
真
の
闇
夜
や
み
よ

」
と
い
う
の
は
な
か
な
か
実
感
し

に
く
い
世
界
で
す
が
、
子
供
の
こ
ろ
、
停
電
の
た

め
、
ろ
う
そ
く
の
も
と
で
ご
飯
を
食
べ
た
り
、
お
風

呂
に
は
い
っ
た
経
験
の
あ
る
人
は
、
想
像
し
や
す

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
書
で
も
紹
介
し
た
よ
う

に
、
各
地
の
資
料
館
・
公
園
・
学
校
な
ど
に
は
、

復
元
し
た
古
代
住
居
が
建
っ
て
い
る
所
も
多
数
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
場
所
で
古
代
人
の
生
活
に
思

い
を
馳は

せ
る
の
は
、
現
代
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
な

お
す
絶
好
の
機
会
と
な
る
は
ず
で
す
。

「
道
具
を
探
る
」
で
は
、
道
具
の
変
遷
へ
ん
せ
ん

と
土
器

の
変
化
を
た
ど
り
ま
し
た
。
取
材
中
、
太
古
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
を
見
て
き

ま
し
た
が
、
と
く
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
西
川
津

遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
、
弥
生
時
代
の
さ
じ
で
し

た
。私

た
ち
が
、
ふ
だ
ん
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
ス

プ
ー
ン
で
す
が
、
こ
の
形
は
食
事
に
便
利
な
よ
う

に
、
弥
生
人
が
自
ら
加
工
し
た
も
の
な
の
で
す
。
現

代
人
に
と
っ
て
何
の
変
哲

へ
ん
て
つ

も
な
く
思
え
る
素
朴
な

道
具
も
、
永
い
年
月
を
か
け
て
古
代
人
た
ち
が
創

意
工
夫
を
凝こ

ら
し
た
す
え
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
遺

物
で
し
た
。

私
た
ち
の
祖
先
は
、
本
県
の
豊
か
な
自
然
を
舞

台
に
生
活
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
自
然
と
の
厳
し

い
闘
い
は
当
然
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
宍
道
し
ん
じ

湖こ

や
中
海
な
か
う
み

、
肥
沃
ひ
よ
く

な
斐
川
平
野
や
木
々
が
生
い
茂

る
中
国
山
地
な
ど
、
島
根
県
の
自
然
を
生
か
し
た
、

地
方
色
あ
ふ
れ
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
祖
先
の
生
活
を
支
え
、
現
在
の
私
た
ち

の
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ
れ
ら
の
自
然
は
、

過
去
・
現
在
の
み
な
ら
ず
、
未
来
の
島
根
県
に
と

っ
て
も
貴
重
な
財
産
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
巻
で
は
、
暮
ら
し
を

構
成
す
る
三
要
素
で
あ
る
「
衣
・
食
・
住
」
の
う

ち
、
初
め
に
も
お
断
り
し
た
よ
う
に
「
衣
」
の
部
分

を
扱
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
県
内
で
見
つ
か
っ

た
「
衣
」
に
関
す
る
古
代
の
資
料
が
、
埴
輪

は
に
わ

な
ど

の
間
接
的
な
資
料
を
の
ぞ
い
て
少
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
今
後
さ
ら
に
科
学
技
術
を
生
か
し
た
調

査
・
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、「
衣
」
に
関
す
る
資
料

も
増
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
に

は
、「
衣
」
は
も
ち
ろ
ん
、
今
回
扱
っ
た
「
食
」
や

「
住
」
も
、
さ
ら
に
充
実
し
た
内
容
で
ご
紹
介
で
き

る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
の
あ
い
だ
、
本
巻
が
島
根

の
古
代
の
暮
ら
し
の
理
解
に
す
こ
し
で
も
役
立
ち
、

現
在
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
直
す
契
機
け
い
き

と
な
る
こ
と

を
念
じ
て
、
本
巻
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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