
代
ま
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
多
く
は
宗
教
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
に
貴
重
な
役
割

を
果
た
す
「
特
別
な
も
の
」
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
特
別
な
も
の
」
は
、
し
ば
し
ば
そ
れ
一
つ
だ
け
で
も
歴
史
を
動
か
す
よ
う
な
重
大

な
事
実
を
語
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
反
面
、
こ
れ
ら
の
研
究
だ
け
で
は
、
当
時
の
社
会

を
支
え
て
い
た
一
般
の
人
た
ち
の
存
在
が
置
き
去
り
に
さ
れ
が
ち
で
す
。

民
俗
資
料
、
埋
蔵
文
化
財
、
町
並
み
な
ど
の
文
化
財
は
、
こ
れ
一
つ
で
多
く
を
語
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
民
俗
資
料
や
町
並
み
は
、
そ
れ
自
体
が
ま
さ
し
く
当
時

の
生
活
を
物
語
っ
て
い
ま
す
し
、
埋
蔵
文
化
財
は
昔
の
人
た
ち
の
行
動
の
痕
跡
こ
ん
せ
き

そ
の
も

の
で
す
。
さ
ほ
ど
雄
弁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
資
料
が
積
み
重
な
れ
ば
重
な
る
ほ
ど
、

当
時
の
人
び
と
の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
『
い
に
し
え
の
島
根
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
も
、
近
年
の
埋
蔵
文
化
財
な
ど
の
調
査

の
進
展
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
で
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

埋
蔵
文
化
財
な
ど
が
背
負
う
宿
命

こ
う
し
た
「
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
文
化
財
」
は
、
近
年
、
そ
の
多
く
が
私
た
ち
の
ま

わ
り
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
生
活
様
式
の
大
き
な
変
化
は
、
伝
統
行
事
の
存

在
意
義
を
い
や
お
う
な
く
薄
く
し
、
日
常
道
具
が
ど
ん
ど
ん
電
化
さ
れ
、
便
利
に
な
る

に
つ
れ
て
、
旧
来
の
道
具
は
姿
を
消
し
て
い
き
ま
す
。
車
社
会
に
代
表
さ
れ
る
社
会
生

活
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
昔
か
ら
の
町
並
み
や
景
観
も
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て

そ
の
土
地
に
古
く
か
ら
眠
る
埋
蔵
文
化
財
も
、
道
路
の
整
備
や
住
宅
の
建
築
な
ど
、
現

代
の
生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
開
発
に
伴
っ
て
、
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
て
い

き
ま
す
。

し
か
し
、
急
激
に
社
会
が
変
化
し
は
じ
め
た
高
度
成
長
期
以
来
、
社
会
生
活
の
変
化

や
開
発
に
伴
っ
て
失
わ
れ
が
ち
な
文
化
財
を
残
そ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
く
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
と
く
に
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
は
、
大
規
模
な
開
発
に
先
立
っ
て
、
必
ず

調
査
が
行
わ
れ
、
記
録
と
し
て
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
先
人
が

歩
ん
で
き
た
歴
史
に
つ
い
て
、
膨
大
ぼ
う
だ
い

な
デ
ー
タ
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
と
く
に
重
要
な
も
の
は
、
開
発
計
画
を
変
更

し
て
、
後
世
こ
う
せ
い

に
残
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
巻
で
は
、
こ
の
埋
蔵
文
化
財
を
中
心

に
、
し
だ
い
に
姿
を
消
し
な
が
ら
も
私
た
ち
に
残
し
て
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
お
話

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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先
人
の
足
跡
を
刻
ん
だ
文
化
財

ひ
と
口
に
文
化
財
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
主
な
も
の
を
あ

げ
る
と
、
寺
社
や
城
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
建
造
物
」、「
彫
刻
」、「
絵
画
」、「
工
芸

品
」
な
ど
の
言
わ
ば
美
術
品
、
当
時
の
で
き
事
な
ど
を
文
字
で
書
き
記
し
た
「
古
文
書

こ
も
ん
じ
ょ

」

や
「
書
跡
し
ょ
せ
き

」、
人
び
と
の
暮
ら
し
の
中
に
残
る
「
民
俗
み
ん
ぞ
く

文
化
財
」、
歴
史
的
背
景
の
中
で

形
作
ら
れ
た
「
町
並
み
」
や
「
景
観
」、
そ
し
て
土
地
に
埋
も
れ
た
「
埋
蔵
ま
い
ぞ
う

文
化
財
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
文
化
財
は
、
各
分
野
の
専
門
家
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
多
く
の

貴
重
な
情
報
が
得
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
さ
ら
に
総
合
化
し
て
い
く
こ

と
に
よ
り
、
歴
史
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

「
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
文
化
財
」

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
文
化
財
に
は
、
文
化
財
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
、
そ
う

で
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
建
造
物
や
美
術
品
は
、
見
る
者
に
直
接
的
に
そ
の
す
ば
ら

し
さ
を
訴
え
か
け
て
き
ま
す
。
古
文
書
類
も
、
直
接
当
時
の
こ
と
を
書
き
記
し
た
も
の

で
、
歴
史
を
調
べ
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
通
常
、
文
化
財

と
言
え
ば
、
こ
れ
ら
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
、
わ
か

り
や
す
く
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
文
化
財
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

一
方
、
文
化
財
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
も
の
が
民
俗
文
化
財
や
、
町
並
み
・
景

観
、
埋
蔵
文
化
財
な
ど
で
す
。
た
と
え
ば
私
た
ち
の
祖
父
母
が
使
っ
て
い
た
よ
う
な
生

活
用
具
や
、
地
元
で
昔
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
行
事
は
民
俗
文
化
財
で
す
が
、
私
た
ち
は

通
常
、
そ
の
伝
統
や
歴
史
的
意
義
を
考
え
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
町
並
み
や
景
観
、
地
名

な
ど
も
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
に
と
っ
て
は
当
り
前
の
風
景
、
あ
る
い
は
生
活
そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
昔
の
歴
史
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
も
の
と
は
一
般
的
に
は
意
識

さ
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
埋
蔵
文
化
財
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
ふ
つ
う
は
土
地
に
埋
も

れ
て
い
て
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
発
掘
さ
れ
て
も
、
実
際
に
目
に
す
る
人
は
ほ

ん
の
少
数
で
す
。
専
門
家
か
よ
ほ
ど
興
味
の
あ
る
人
以
外
に
と
っ
て
は
、
何
の
変
哲
へ
ん
て
つ

も

な
い
山
や
田
畑
に
し
か
見
え
ま
せ
ん
。

人
び
と
の
息
吹
い
ぶ
き

を
伝
え
る
文
化
財
の
調
査

さ
て
建
造
物
や
美
術
品
・
古
文
書
な
ど
の
多
く
は
、
言
わ
ば
残
さ
れ
る
べ
く
し
て
現
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島
根
の
歴
史
を
物
語
る
文
化
財大田市大森銀山地区1995年に島根県で刊行された発掘調査報告書 奥飯石神職神楽

おくいいししんしょくかぐら

斐川町の民具

『出雲国風土記
いずものくにふどき

』（日御碕本・岸崎氏本）

木
造
四
天
王

し
て
ん
の
う

・
広
目
天

こ
う
も
く
て
ん

（
出
雲
市
大
寺
薬
師
）

板絵著色神像
いたえちゃくしょくしんぞう

（松江市八重垣神社）

神
魂
か
も
す

神
社
本
殿

生
活
の
中
に
残
る
行
事
や
習
俗
、
習
慣
、
使

わ
れ
て
き
た
道
具
（
民
具
）
や
生
業
の
あ
り
方

な
ど
に
も
、
す
べ
て
歴
史
的
な
背
景
が
あ
り
、

昔
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
今
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

い
ま
残
さ
れ
て
い
る
町
並
み
や
町
割
り
、
景

観
も
、
地
域
の
歴
史
や
伝
統
を
受
け
継
い
で
い

ま
す
。

埋
蔵
文
化
財
と
は
、「
土
地
に
埋
も
れ
た
文
化
財
」
の
こ
と
で
、
大
き
く
「
遺
構
」
と
「
遺
物
」、
そ
し
て
「
自
然
資

料
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
ぜ
埋
蔵
文
化
財
は
調
査
さ
れ
る
の
か

埋
蔵
文
化
財
は
、
地
域
の
歴
史
を
知
る
う

え
で
貴
重
な
資
料
で
す
。
し
か
し
土
地
に
埋

も
れ
て
い
る
た
め
に
、
発
掘
調
査
を
し
な
け

れ
ば
、
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
道
路
や
住
宅
建
設
な
ど
、
現
在
多
く
の

開
発
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
埋

蔵
文
化
財
が
埋
も
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
放
っ
て
お
く
と
、
こ
う
し
た

埋
蔵
文
化
財
は
、
私
た
ち
に
何
も
伝
え
な
い

ま
ま
開
発
と
同
時
に
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
埋
も
れ
た
資
料
を
記
録
と
し

て
残
す
た
め
、
開
発
に
先
立
っ
て
調
査
が
行

わ
れ
る
の
で
す
。

い
ま
地
域
の
歴
史
を
語
る
と
き
、
埋
蔵
文

化
財
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
一

つ
に
は
、
人
間
の
歴
史
の
中
で
、
文
字
資
料

が
な
く
考
古
資
料
し
か
残
ら
な
い
時
代
が
非

常
に
長
い
か
ら
で
す
。
奈
良
時
代
以
前
の
歴

史
は
、
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
に
そ
の
大
部
分

が
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
他
の
資
料
に
比
べ

て
は
る
か
に
豊
富
な
デ
ー
タ
が
あ
る
こ
と
で

す
。
多
大
な
デ
ー
タ
に
支
え
ら
れ
て
地
域
史

は
豊
か
に
復
元
さ
れ
、
ま
た
今
後
増
え
て
い

く
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
補
強
、
あ
る
い

は
修
正
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
調
査
さ
れ
た
遺

跡
の
多
く
は
開
発
に
伴
っ
て
姿
を
消
し
て
い

き
ま
す
が
、
そ
の
代
わ
り
多
く
の
も
の
を
私

た
ち
に
残
し
て
い
る
の
で
す
。

土地に刻まれた人間の活動の痕跡。たとえば古墳、竪穴
住居跡など。�

自然の物だが、人の活動を
経たもの。たとえば食べか
すの貝殻や獣骨など。�

人間の活動とは直接か
かわりはないが、当時の
様子を復元するのに使
われる資料。近年自然
化学的分析を行う例
が増え、歴史復元に重
要なデータを提供して
いる。発掘調査に伴っ
て得られることが多い。�

人によって形作られたり手
を加えられた物。たとえば
土器、石器など。�
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