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ゲ
ン
に
は
、そ
う
で
な
い
人
よ
り
も
重
い

同
位
体
が
多
く
含
ま
れ
る
。縄
文
人
骨
を

同
位
体
で
調
べ
る
と
、生
活
環
境
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
食
物
を
得
て
お
り
、食
習

慣
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る〔
米
田
２
０
０
５
〕。北
海
道
の

遺
跡
で
は
海
生
哺
乳
類（
オ
ッ
ト
セ
イ
や

イ
ル
カ
な
ど
）を
多
く
食
し
て
い
る
が
、太

平
洋
の
海
岸
部
で
は
サ
ケ
な
ど
の
海
生
魚

類
を
、内
陸
部
で
は
堅
果
類
や
ベ
リ
ー
類
、

米
な
ど
の※Ｃ
３
植
物
を
多
く
食
べ
て
い
た
。

弥
生
時
代
に
な
る
と
、水
田
稲
作
が
始

ま
っ
た
が
、縄
文
人
と
同
じ
く
遺
跡
の
立

地
に
よ
っ
て
食
物
は
変
化
に
富
ん
で
い

た
。沿
岸
の
弥
生
人
は
よ
り
多
く
の
海
産

物
を
食
べ
、山
間
部
に
住
ん
で
い
た
弥
生

人
は
陸
の
植
物
に
偏
っ
た
食
生
活
を
し
て

い
た
よ
う
だ
。つ
ま
り
、近
現
代
の「
農
民
」

と
は
異
な
り
、米
に
偏
っ
た
食
生
活
で
は

　

縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
に
食
べ
ら
れ
て

い
た
食
物
と
い
う
と
、シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な

ど
の
獣
骨
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
動
物
や
、

貝
塚
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
貝
類
を
多
く
摂

取
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る

が
、植
物
食
も
か
な
り
の
量
を
摂
取
し
て

い
た
こ
と
が
人
骨
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。

　

古
人
骨
に
は
、コ
ラ
ー
ゲ
ン
と
い
う
タ

ン
パ
ク
質
が
残
っ
て
い
る
。コ
ラ
ー
ゲ
ン

は
食
物
の
タ
ン
パ
ク
質
か
ら
合
成
さ
れ
る

た
め
、そ
の
化
学
成
分
を
調
べ
れ
ば
、そ
の

人
が
何
か
ら
タ
ン
パ
ク
質
を
得
て
い
た
か

を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。炭
素
と
窒

素
に
含
ま
れ
る
元
素
の
同
位
体
は
、食
物

の
種
類
に
よ
っ
て
割
合
が
異
な
る
。た
と

え
ば
海
産
物
に
は
重
い
同
位
体
が
多
い
た

め
、海
産
物
を
多
く
食
べ
た
人
の
コ
ラ
ー

弥生の青果

の
窪
み
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、弥
生

時
代
の
初
期
に
は
、イ
ネ
と
ア
ワ
、キ
ビ
が

利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
。青
谷
上
寺
地
遺
跡
や
妻
木
晩
田

遺
跡
で
も
弥
生
時
代
中
期
以
降
に
イ
ネ
と

キ
ビ
、ア
ワ
の
利
用
が
確
認
で
き
る
。

　

カ
ラ
ム
シ（
紵
）や
ア
サ（
麻
）は
、繊
維

を
利
用
す
る
植
物
で
あ
る
。し
か
し
、ア
サ

は
現
在
で
も
七
味
唐
辛
子
の
一
味
と
し
て

食
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、弥
生
時
代
で

も
利
用
さ
れ
て
い
た
。ア
サ
の
種
子（
核
）

は
、弥
生
時
代
の
土
器
圧
痕
と
し
て
見
つ

か
っ
て
い
る
ほ
か
、妻
木
晩
田
遺
跡
松
尾

頭
地
区
で
は
炭
化
し
た
ア
サ
？
の
種
子

（
核
）〔
パ
リ
ノ
２
０
０
８
〕が
、青
谷
上
寺
地

遺
跡
の
弥
生
時
代
中
期
の
層
か
ら
は
ア
サ

の
種
子
が
見
つ
か
っ
て
い
る〔
古
環
境
研
究

所
２
０
０
９
〕。ア
サ
は
食
用
の
ほ
か
油
も

取
れ
る
。

　

ム
ギ
類
の
利
用
は
、さ
ほ
ど
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。妻
木
晩
田
遺
跡
松
尾
頭

地
区
で
は
弥
生
時
代
中
期
〜
終
末
の
オ
オ

ム
ギ
？
の
種
子
が
炭
化
し
て
出
土
し
て
い

る〔
パ
リ
ノ
２
０
１
１
〕。コ
ム
ギ
の
確
実
な

例
は
、鳥
取
県
で
は
中
世
に
あ
る
。ソ
バ
は

鳥
取
県
で
は
出
土
し
て
お
ら
ず
、中
国
地

な
く
、数
多
く
の
食
材
の
ひ
と
つ
に
米
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
右
図
）。

　

中
で
も
青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
人
骨
の
同
位
体
は
Ｃ
３

植
物
・
草
食
動

物
と
海
生
魚
類
の
間
に
ほ
ぼ
位
置
し
て
い

る
。こ
れ
は
、陸
の
資
源
と
海
の
資
源
双
方

を
バ
ラ
ン
ス
良
く
摂
取
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

●﹁
種
禾
稲
紵
麻
﹂●

　

こ
れ
は
青
果
で
は
な
く
、穀
類
の
記
載

で
あ
る
。「
イ
ネ（
禾
稲
）、カ
ラ
ム
シ（
紵

麻
）を
種
え
る
」ま
た
は
、「
ア
ワ（
禾
）、イ

ネ（
稲
）、カ
ラ
ム
シ（
紵
）、ア
サ（
麻
）を
種

え
る
」と
読
む〔
森
２
０
０
９
〕。

　

イ
ネ
科
の
穀
類
が
日
本
列
島
に
導
入
さ

れ
た
の
は
縄
文
時
代
終
末
期
で
あ
る
。最

近
の
植
物
考
古
学
の
知
見
に
よ
れ
ば
、縄

文
時
代
終
末
期
か
ら
弥
生
時
代
初
期
に
イ

ネ
と
ア
ワ
・
キ
ビ
な
ど
の
雑
穀
の
栽
培
が

は
じ
ま
り
、次
第
に
イ
ネ
が
重
要
な
地
位

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

土
器
の
表
面
や
断
面
に
は
、土
器
を
焼

い
た
際
に
有
機
物
が
焼
け
て
空
洞
に
な
っ

た
窪
み（
圧
痕
）が
残
る
場
合
が
あ
る
。こ

菜
っ
葉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

低
湿
地
遺
跡
で
も
葉
物
は
残
り
に
く

く
、ど
の
よ
う
な
菜
っ
葉
を
食
べ
て
い
た

か
は
不
明
な
点
が
多
い
。そ
の
中
で
栽
培

植
物
の
エ
ゴ
マ
の
果
実
が
得
ら
れ
て
お

り
、葉
も
食
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
ど
の
仲
間
で
あ
る

ア
カ
ザ
属
の
種
子
は
、菜
っ
葉
も
食
材
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

方
で
は
古
代
以
降
に
出
土
例
が
あ
る
。

●﹁
冬
夏
食
生
菜
﹂●

　
『
魏
志
倭
人
伝
』に
は
、夏
も
冬
も
生
の

野
菜
を
食
べ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。青

谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
、低
地
に
集
落
域
や

生
産
域
が
あ
り
、地
下
水
位
が
高
い
た
め

に
バ
ク
テ
リ
ア
に
よ
る
分
解
か
ら
守
ら
れ

て
、生
の
植
物
が
残
存
し
て
い
る
。こ
こ
で

は
、弥
生
時
代
後
期
の
植
物
遺
体
か
ら
弥

生
時
代
に
食
べ
ら
れ
た
生
野
菜
を
推
定
し

て
み
る
。

ウ
リ
類
と
ナ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

食
べ
ら
れ
た
こ
と
が
確
実
な
の
は
、栽

培
植
物
の
マ
ク
ワ
ウ
リ
・
シ
ロ
ウ
リ
や

ヒ
ョ
ウ
タ
ン
、ト
ウ
ガ
ン
近
似
種
な
ど
の

ウ
リ
類
と
ナ
ス
で
あ
る
。

種
子（
核
）が
大
量
に
出
土
し
た〔
パ
レ
オ

２
０
１
２
〕。終
末
期
の
Ｓ
Ｄ
11
か
ら
は
イ

チ
ジ
ク
属
イ
タ
ビ
カ
ズ
ラ
が
出
土
し
て
お

り
、果
肉
が
食
べ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る

〔
佐
々
木
ほ
か
２
０
１
４
〕。

タ
ケ
ノ
コ
類
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

プ
ラ
ン
ト
・
オ
パ
ー
ル（
ガ
ラ
ス
質
の
珪

酸
体
）の
結
果
か
ら
、サ
サ
類
の
存
在
が
明

ら
か
に
な
っ
て
お
り
、サ
サ
類
の
タ
ケ
ノ

コ
も
食
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

●
縄
文
人
が
見
つ
け
た
植
物
食
●

　

低
湿
地
遺
跡
に
残
る
植
物
遺
体
の
解
析

か
ら
縄
文
人
は
自
然
に
生
育
す
る
森
林
資

源
を
得
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、有
用
な

植
物
を
管
理
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る〔
工
藤
・
歴
博
編
２
０
１
４
〕。

　

東
日
本
を
中
心
と
し
た
落
葉
広
葉
樹
林

の
地
域
の
縄
文
人
に
と
っ
て
重
要
な
植
物

は
ク
リ
で
、縄
文
時
代
前
期
頃
以
降
の
集

落
周
辺
で
は
ク
リ
林
が
管
理
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
花
粉
分
析
や
木
材
の
樹
種
同
定
の

結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。ク
リ

は
食
用
と
し
て
も
有
用
で
あ
っ
た
だ
け
で

な
く
、木
材
と
し
て
も
有
用
で
、縄
文
時
代

木
の
芽
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

タ
ラ
ノ
キ
や
サ
ン
シ
ョ
ウ
な
ど
は
木
の

芽
を
食
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

山　

菜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

ワ
ラ
ビ
の
葉
の
先
端
に
当
た
る
羽
片
が

出
土
し
て
い
る
た
め
、若
い
茎（
葉
柄
）の

ア
ク
抜
き
を
し
て
山
菜
と
し
て
食
し
た
可

能
性
が
あ
る
。

ベ
リ
ー
類
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

現
代
で
は
果
物
で
あ
る
マ
タ
タ
ビ
属
や

キ
イ
チ
ゴ
属
、ヤ
マ
ブ
ド
ウ
、ク
ワ
属
も
、

青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
多
く
出
土
し
て

い
る
。後
期
の
Ｓ
Ｄ
33
か
ら
は
ク
ワ
属
の

な
っ
て
き
た〔
佐
々
木
２
０
１
４
〕。

　

西
日
本
、特
に
常
緑
広
葉
樹
が
生
育
す

る
地
域
で
は
イ
チ
イ
ガ
シ
の
ド
ン
グ
リ
類

が
選
択
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
、弥
生
時
代
後

期
に
ク
リ
と
ト
チ
ノ
キ
な
ど
落
葉
広
葉
樹

が
多
く
確
認
さ
れ
て
お
り
、東
日
本
の
縄

文
時
代
と
共
通
点
が
多
い
。妻
木
晩
田
遺

跡
で
は
弥
生
時
代
当
時
の
種
実
遺
体
は
炭

化
し
て
い
な
い
と
残
ら
な
い
が
、ク
リ
と

オ
ニ
グ
ル
ミ
、コ
ナ
ラ
属
│
シ
イ
属
、ト
チ

ノ
キ
の
炭
化
種
子
が
得
ら
れ
て
い
る
。妻

木
晩
田
遺
跡
で
は
さ
ら
に
常
緑
樹
の
イ
チ

の
建
築
材
に
最
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

縄
文
時
代
後
期
頃
に
な
っ
て
、湿
地
林

が
増
え
る
と
、そ
の
縁
か
ら
台
地
斜
面
下

部
に
増
え
た
ト
チ
ノ
キ
の
実
を
利
用
す
る

た
め
、ア
ク
抜
き
が
必
要
な
実
を
大
量
に

処
理
す
る
大
規
模
な
ア
ク
抜
き
施
設
が
作

ら
れ
た
。オ
ニ
グ
ル
ミ
も
頻
繁
に
利
用
さ

れ
、石
器
で
割
っ
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、東
日
本
で
は
ド
ン
グ
リ
類
の
顕

著
な
利
用
は
見
え
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ら
堅
果
類
の
ほ
か
に
、ベ
リ
ー
類
、

ノ
ビ
ル
な
ど
の
ネ
ギ（
鱗
茎
）類
、ア
サ
や

ヒ
エ
、ヒ
ョ
ウ
タ
ン
、エ
ゴ
マ
な
ど
の
栽
培

植
物
の
利
用
も
縄
文
時
代
か
ら
確
認
さ
れ

て
お
り
、縄
文
人
は
有
用
な
植
物
を
複
合

的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

き
い
モ
モ
で
は
な
く
、古
代
モ
モ
と
称
さ

れ
る
比
較
的
小
型
の
モ
モ
で
あ
っ
た
。モ

モ
だ
け
で
な
く
、栽
培
種
で
あ
る
ス
モ
モ

や
青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
カ
キ
ノ
キ
属
も

得
ら
れ
、在
来
の
野
生
種
と
合
わ
せ
て
、果

実
も
か
な
り
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
妻
木
晩
田
遺
跡
で

は
、種
実
遺
体
か
ら
周
辺
で
稲
作
と
ア
ワ
・

キ
ビ
な
ど
の
畑
作
を
行
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
、イ
ネ
科
の
穀
類
だ
け
で
な
く
、マ

メ
類
、野
菜
類
、果
樹
、ベ
リ
ー
類
な
ど
、

多
様
な
食
材
を
利
用
し
て
い
た
。現
在
は

利
用
さ
れ
な
い
カ
ラ
ス
ザ
ン
シ
ョ
ウ
も
二

遺
跡
で
は
し
ば
し
ば
ま
と
ま
っ
て
見
い
だ

さ
れ
、食
用
の
ほ
か
、油
や
匂
い
を
利
用
し

た
臭
い
消
し
、防
虫
な
ど
の
た
め
に
用
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

鳥
取
県
の
二
遺
跡
に
み
る
利
用
植
物
の

セ
ッ
ト
は
、縄
文
時
代
の
植
物
利
用
に
さ

ら
に
重
層
化
す
る
形
で
落
葉
樹
林
と
常

緑
樹
林
双
方
の
有
用
植
物
を
利
用
し
、さ

ら
に
栽
培
植
物
を
加
え
て
形
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

イ
ガ
シ
や
シ
イ
属
の
可
能
性
が
あ
る
ド
ン

グ
リ
類
も
見
い
だ
さ
れ
て
お
り
、多
種
類

の
堅
果
類
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

●
新
た
に
見
え
て
き
た
マ
メ
の
利
用
●

　

ダ
イ
ズ
と
ア
ズ
キ
は
１
９
９
０
年
代
ま

で
弥
生
時
代
に
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て

い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
、土
器

圧
痕
や
炭
化
種
子
の
調
査
で
縄
文
時
代
草

創
期
ま
た
は
早
期
段
階
か
ら
野
生
種
の
利

用
が
始
ま
り
、約
５
０
０
０
年
前
の
縄
文

時
代
中
期
後
半
ご
ろ
に
中
部
高
地
を
中
心

と
し
た
地
域
で
大
型
化
し
、現
在
の
ダ
イ

ズ
や
ア
ズ
キ
と
変
わ
ら
な
い
大
き
さ
の
マ

メ
が
出
現
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た

〔
工
藤
・
歴
博
編
２
０
１
４
〕。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
妻
木
晩
田
遺
跡
で

は
明
確
な
ダ
イ
ズ
属
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
が
、ア
ズ
キ
亜
属
は
し
ば
し
ば
見
つ

か
っ
て
い
る
。妻
木
晩
田
遺
跡
の
資
料
は

住
居
内
で
炭
化
し
て
い
る
た
め〔
パ
リ
ノ
２
０

１
１
ほ
か
〕、ア
ズ
キ
を
調
理
し
、焦
げ
て
し

ま
っ
た
も
の
が
残
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

●
大
陸
伝
来
の
美
味
し
い
果
実
●

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
妻
木
晩
田
遺
跡

双
方
で
モ
モ
が
多
く
得
ら
れ
て
い
る
。弥

生
時
代
の
頃
の
モ
モ
は
現
代
の
よ
う
な
大

食
の
中
の﹁
植
物
食
﹂

﹃
魏
志
倭
人
伝
﹄に
み
る
植
物
食

佐
々
木 

由
香

と
っ
と
り
弥
生
の
王
国
調
査
整
備
活
用
委
員
会

調
査
研
究
部
会 

委
員

倭
人
の
食
卓

弥
生
の
青
果

大韓民国慶州市慶州市場
にて。ヒョウタンやマクワウ
リをはじめ、さまざまなウ
リが売られている

▲青谷上寺地遺跡と妻木晩田遺跡の出土遺物からみた
弥生時代の植物食（鱗茎は他の遺跡からの推定）

シソ科シソ属の栽培種で
ある。果実も食用になる
が、葉も現代でも食べられ
ている

◀ヒョウタンとモモ

▶エゴマ

専
門
は
植
物
考
古
学
。主
な
著
書
に『
こ
こ
ま
で

わ
か
っ
た
！
縄
文
人
の
植
物
利
用
』（
共
著 

2
0
1
4 

年 

新
泉
社
）な
ど
が
あ
る
。

か 

と
う

し
ゅ 

か 

と
う
ち
ょ 

ま

ち
ょ

あ
っ 

こ
ん

ま

う

さ
　
　

 

さ
　
　

 

き
　
　

 

　

 

ゆ
　
　

か

け
ん 

か

り ん  け い
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ゲ
ン
に
は
、そ
う
で
な
い
人
よ
り
も
重
い

同
位
体
が
多
く
含
ま
れ
る
。縄
文
人
骨
を

同
位
体
で
調
べ
る
と
、生
活
環
境
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
食
物
を
得
て
お
り
、食
習

慣
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る〔
米
田
２
０
０
５
〕。北
海
道
の

遺
跡
で
は
海
生
哺
乳
類（
オ
ッ
ト
セ
イ
や

イ
ル
カ
な
ど
）を
多
く
食
し
て
い
る
が
、太

平
洋
の
海
岸
部
で
は
サ
ケ
な
ど
の
海
生
魚

類
を
、内
陸
部
で
は
堅
果
類
や
ベ
リ
ー
類
、

米
な
ど
の※Ｃ
３
植
物
を
多
く
食
べ
て
い
た
。

弥
生
時
代
に
な
る
と
、水
田
稲
作
が
始

ま
っ
た
が
、縄
文
人
と
同
じ
く
遺
跡
の
立

地
に
よ
っ
て
食
物
は
変
化
に
富
ん
で
い

た
。沿
岸
の
弥
生
人
は
よ
り
多
く
の
海
産

物
を
食
べ
、山
間
部
に
住
ん
で
い
た
弥
生

人
は
陸
の
植
物
に
偏
っ
た
食
生
活
を
し
て

い
た
よ
う
だ
。つ
ま
り
、近
現
代
の「
農
民
」

と
は
異
な
り
、米
に
偏
っ
た
食
生
活
で
は

　

縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
に
食
べ
ら
れ
て

い
た
食
物
と
い
う
と
、シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な

ど
の
獣
骨
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
動
物
や
、

貝
塚
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
貝
類
を
多
く
摂

取
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る

が
、植
物
食
も
か
な
り
の
量
を
摂
取
し
て

い
た
こ
と
が
人
骨
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。

　

古
人
骨
に
は
、コ
ラ
ー
ゲ
ン
と
い
う
タ

ン
パ
ク
質
が
残
っ
て
い
る
。コ
ラ
ー
ゲ
ン

は
食
物
の
タ
ン
パ
ク
質
か
ら
合
成
さ
れ
る

た
め
、そ
の
化
学
成
分
を
調
べ
れ
ば
、そ
の

人
が
何
か
ら
タ
ン
パ
ク
質
を
得
て
い
た
か

を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。炭
素
と
窒

素
に
含
ま
れ
る
元
素
の
同
位
体
は
、食
物

の
種
類
に
よ
っ
て
割
合
が
異
な
る
。た
と

え
ば
海
産
物
に
は
重
い
同
位
体
が
多
い
た

め
、海
産
物
を
多
く
食
べ
た
人
の
コ
ラ
ー

の
窪
み
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、弥
生

時
代
の
初
期
に
は
、イ
ネ
と
ア
ワ
、キ
ビ
が

利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
。青
谷
上
寺
地
遺
跡
や
妻
木
晩
田

遺
跡
で
も
弥
生
時
代
中
期
以
降
に
イ
ネ
と

キ
ビ
、ア
ワ
の
利
用
が
確
認
で
き
る
。

　

カ
ラ
ム
シ（
紵
）や
ア
サ（
麻
）は
、繊
維

を
利
用
す
る
植
物
で
あ
る
。し
か
し
、ア
サ

は
現
在
で
も
七
味
唐
辛
子
の
一
味
と
し
て

食
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、弥
生
時
代
で

も
利
用
さ
れ
て
い
た
。ア
サ
の
種
子（
核
）

は
、弥
生
時
代
の
土
器
圧
痕
と
し
て
見
つ

か
っ
て
い
る
ほ
か
、妻
木
晩
田
遺
跡
松
尾

頭
地
区
で
は
炭
化
し
た
ア
サ
？
の
種
子

（
核
）〔
パ
リ
ノ
２
０
０
８
〕が
、青
谷
上
寺
地

遺
跡
の
弥
生
時
代
中
期
の
層
か
ら
は
ア
サ

の
種
子
が
見
つ
か
っ
て
い
る〔
古
環
境
研
究

所
２
０
０
９
〕。ア
サ
は
食
用
の
ほ
か
油
も

取
れ
る
。

　

ム
ギ
類
の
利
用
は
、さ
ほ
ど
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。妻
木
晩
田
遺
跡
松
尾
頭

地
区
で
は
弥
生
時
代
中
期
〜
終
末
の
オ
オ

ム
ギ
？
の
種
子
が
炭
化
し
て
出
土
し
て
い

る〔
パ
リ
ノ
２
０
１
１
〕。コ
ム
ギ
の
確
実
な

例
は
、鳥
取
県
で
は
中
世
に
あ
る
。ソ
バ
は

鳥
取
県
で
は
出
土
し
て
お
ら
ず
、中
国
地

な
く
、数
多
く
の
食
材
の
ひ
と
つ
に
米
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
右
図
）。

　

中
で
も
青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
人
骨
の
同
位
体
は
Ｃ
３

植
物
・
草
食
動

物
と
海
生
魚
類
の
間
に
ほ
ぼ
位
置
し
て
い

る
。こ
れ
は
、陸
の
資
源
と
海
の
資
源
双
方

を
バ
ラ
ン
ス
良
く
摂
取
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

●﹁
種
禾
稲
紵
麻
﹂●

　

こ
れ
は
青
果
で
は
な
く
、穀
類
の
記
載

で
あ
る
。「
イ
ネ（
禾
稲
）、カ
ラ
ム
シ（
紵

麻
）を
種
え
る
」ま
た
は
、「
ア
ワ（
禾
）、イ

ネ（
稲
）、カ
ラ
ム
シ（
紵
）、ア
サ（
麻
）を
種

え
る
」と
読
む〔
森
２
０
０
９
〕。

　

イ
ネ
科
の
穀
類
が
日
本
列
島
に
導
入
さ

れ
た
の
は
縄
文
時
代
終
末
期
で
あ
る
。最

近
の
植
物
考
古
学
の
知
見
に
よ
れ
ば
、縄

文
時
代
終
末
期
か
ら
弥
生
時
代
初
期
に
イ

ネ
と
ア
ワ
・
キ
ビ
な
ど
の
雑
穀
の
栽
培
が

は
じ
ま
り
、次
第
に
イ
ネ
が
重
要
な
地
位

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

土
器
の
表
面
や
断
面
に
は
、土
器
を
焼

い
た
際
に
有
機
物
が
焼
け
て
空
洞
に
な
っ

た
窪
み（
圧
痕
）が
残
る
場
合
が
あ
る
。こ

菜
っ
葉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

低
湿
地
遺
跡
で
も
葉
物
は
残
り
に
く

く
、ど
の
よ
う
な
菜
っ
葉
を
食
べ
て
い
た

か
は
不
明
な
点
が
多
い
。そ
の
中
で
栽
培

植
物
の
エ
ゴ
マ
の
果
実
が
得
ら
れ
て
お

り
、葉
も
食
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
ど
の
仲
間
で
あ
る

ア
カ
ザ
属
の
種
子
は
、菜
っ
葉
も
食
材
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

方
で
は
古
代
以
降
に
出
土
例
が
あ
る
。

●﹁
冬
夏
食
生
菜
﹂●

　
『
魏
志
倭
人
伝
』に
は
、夏
も
冬
も
生
の

野
菜
を
食
べ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。青

谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
、低
地
に
集
落
域
や

生
産
域
が
あ
り
、地
下
水
位
が
高
い
た
め

に
バ
ク
テ
リ
ア
に
よ
る
分
解
か
ら
守
ら
れ

て
、生
の
植
物
が
残
存
し
て
い
る
。こ
こ
で

は
、弥
生
時
代
後
期
の
植
物
遺
体
か
ら
弥

生
時
代
に
食
べ
ら
れ
た
生
野
菜
を
推
定
し

て
み
る
。

ウ
リ
類
と
ナ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

食
べ
ら
れ
た
こ
と
が
確
実
な
の
は
、栽

培
植
物
の
マ
ク
ワ
ウ
リ
・
シ
ロ
ウ
リ
や

ヒ
ョ
ウ
タ
ン
、ト
ウ
ガ
ン
近
似
種
な
ど
の

ウ
リ
類
と
ナ
ス
で
あ
る
。

種
子（
核
）が
大
量
に
出
土
し
た〔
パ
レ
オ

２
０
１
２
〕。終
末
期
の
Ｓ
Ｄ
11
か
ら
は
イ

チ
ジ
ク
属
イ
タ
ビ
カ
ズ
ラ
が
出
土
し
て
お

り
、果
肉
が
食
べ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る

〔
佐
々
木
ほ
か
２
０
１
４
〕。

タ
ケ
ノ
コ
類
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

プ
ラ
ン
ト
・
オ
パ
ー
ル（
ガ
ラ
ス
質
の
珪

酸
体
）の
結
果
か
ら
、サ
サ
類
の
存
在
が
明

ら
か
に
な
っ
て
お
り
、サ
サ
類
の
タ
ケ
ノ

コ
も
食
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

●
縄
文
人
が
見
つ
け
た
植
物
食
●

　

低
湿
地
遺
跡
に
残
る
植
物
遺
体
の
解
析

か
ら
縄
文
人
は
自
然
に
生
育
す
る
森
林
資

源
を
得
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、有
用
な

植
物
を
管
理
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る〔
工
藤
・
歴
博
編
２
０
１
４
〕。

　

東
日
本
を
中
心
と
し
た
落
葉
広
葉
樹
林

の
地
域
の
縄
文
人
に
と
っ
て
重
要
な
植
物

は
ク
リ
で
、縄
文
時
代
前
期
頃
以
降
の
集

落
周
辺
で
は
ク
リ
林
が
管
理
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
花
粉
分
析
や
木
材
の
樹
種
同
定
の

結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。ク
リ

は
食
用
と
し
て
も
有
用
で
あ
っ
た
だ
け
で

な
く
、木
材
と
し
て
も
有
用
で
、縄
文
時
代

木
の
芽
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

タ
ラ
ノ
キ
や
サ
ン
シ
ョ
ウ
な
ど
は
木
の

芽
を
食
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

山　

菜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

ワ
ラ
ビ
の
葉
の
先
端
に
当
た
る
羽
片
が

出
土
し
て
い
る
た
め
、若
い
茎（
葉
柄
）の

ア
ク
抜
き
を
し
て
山
菜
と
し
て
食
し
た
可

能
性
が
あ
る
。

ベ
リ
ー
類
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

現
代
で
は
果
物
で
あ
る
マ
タ
タ
ビ
属
や

キ
イ
チ
ゴ
属
、ヤ
マ
ブ
ド
ウ
、ク
ワ
属
も
、

青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
多
く
出
土
し
て

い
る
。後
期
の
Ｓ
Ｄ
33
か
ら
は
ク
ワ
属
の

な
っ
て
き
た〔
佐
々
木
２
０
１
４
〕。

　

西
日
本
、特
に
常
緑
広
葉
樹
が
生
育
す

る
地
域
で
は
イ
チ
イ
ガ
シ
の
ド
ン
グ
リ
類

が
選
択
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
、弥
生
時
代
後

期
に
ク
リ
と
ト
チ
ノ
キ
な
ど
落
葉
広
葉
樹

が
多
く
確
認
さ
れ
て
お
り
、東
日
本
の
縄

文
時
代
と
共
通
点
が
多
い
。妻
木
晩
田
遺

跡
で
は
弥
生
時
代
当
時
の
種
実
遺
体
は
炭

化
し
て
い
な
い
と
残
ら
な
い
が
、ク
リ
と

オ
ニ
グ
ル
ミ
、コ
ナ
ラ
属
│
シ
イ
属
、ト
チ

ノ
キ
の
炭
化
種
子
が
得
ら
れ
て
い
る
。妻

木
晩
田
遺
跡
で
は
さ
ら
に
常
緑
樹
の
イ
チ

の
建
築
材
に
最
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

縄
文
時
代
後
期
頃
に
な
っ
て
、湿
地
林

が
増
え
る
と
、そ
の
縁
か
ら
台
地
斜
面
下

部
に
増
え
た
ト
チ
ノ
キ
の
実
を
利
用
す
る

た
め
、ア
ク
抜
き
が
必
要
な
実
を
大
量
に

処
理
す
る
大
規
模
な
ア
ク
抜
き
施
設
が
作

ら
れ
た
。オ
ニ
グ
ル
ミ
も
頻
繁
に
利
用
さ

れ
、石
器
で
割
っ
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、東
日
本
で
は
ド
ン
グ
リ
類
の
顕

著
な
利
用
は
見
え
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ら
堅
果
類
の
ほ
か
に
、ベ
リ
ー
類
、

ノ
ビ
ル
な
ど
の
ネ
ギ（
鱗
茎
）類
、ア
サ
や

ヒ
エ
、ヒ
ョ
ウ
タ
ン
、エ
ゴ
マ
な
ど
の
栽
培

植
物
の
利
用
も
縄
文
時
代
か
ら
確
認
さ
れ

て
お
り
、縄
文
人
は
有
用
な
植
物
を
複
合

的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

き
い
モ
モ
で
は
な
く
、古
代
モ
モ
と
称
さ

れ
る
比
較
的
小
型
の
モ
モ
で
あ
っ
た
。モ

モ
だ
け
で
な
く
、栽
培
種
で
あ
る
ス
モ
モ

や
青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
カ
キ
ノ
キ
属
も

得
ら
れ
、在
来
の
野
生
種
と
合
わ
せ
て
、果

実
も
か
な
り
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
妻
木
晩
田
遺
跡
で

は
、種
実
遺
体
か
ら
周
辺
で
稲
作
と
ア
ワ
・

キ
ビ
な
ど
の
畑
作
を
行
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
、イ
ネ
科
の
穀
類
だ
け
で
な
く
、マ

メ
類
、野
菜
類
、果
樹
、ベ
リ
ー
類
な
ど
、

多
様
な
食
材
を
利
用
し
て
い
た
。現
在
は

利
用
さ
れ
な
い
カ
ラ
ス
ザ
ン
シ
ョ
ウ
も
二

遺
跡
で
は
し
ば
し
ば
ま
と
ま
っ
て
見
い
だ

さ
れ
、食
用
の
ほ
か
、油
や
匂
い
を
利
用
し

た
臭
い
消
し
、防
虫
な
ど
の
た
め
に
用
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

鳥
取
県
の
二
遺
跡
に
み
る
利
用
植
物
の

セ
ッ
ト
は
、縄
文
時
代
の
植
物
利
用
に
さ

ら
に
重
層
化
す
る
形
で
落
葉
樹
林
と
常

緑
樹
林
双
方
の
有
用
植
物
を
利
用
し
、さ

ら
に
栽
培
植
物
を
加
え
て
形
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

イ
ガ
シ
や
シ
イ
属
の
可
能
性
が
あ
る
ド
ン

グ
リ
類
も
見
い
だ
さ
れ
て
お
り
、多
種
類

の
堅
果
類
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

●
新
た
に
見
え
て
き
た
マ
メ
の
利
用
●

　

ダ
イ
ズ
と
ア
ズ
キ
は
１
９
９
０
年
代
ま

で
弥
生
時
代
に
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て

い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
、土
器

圧
痕
や
炭
化
種
子
の
調
査
で
縄
文
時
代
草

創
期
ま
た
は
早
期
段
階
か
ら
野
生
種
の
利

用
が
始
ま
り
、約
５
０
０
０
年
前
の
縄
文

時
代
中
期
後
半
ご
ろ
に
中
部
高
地
を
中
心

と
し
た
地
域
で
大
型
化
し
、現
在
の
ダ
イ

ズ
や
ア
ズ
キ
と
変
わ
ら
な
い
大
き
さ
の
マ

メ
が
出
現
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た

〔
工
藤
・
歴
博
編
２
０
１
４
〕。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
妻
木
晩
田
遺
跡
で

は
明
確
な
ダ
イ
ズ
属
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
が
、ア
ズ
キ
亜
属
は
し
ば
し
ば
見
つ

か
っ
て
い
る
。妻
木
晩
田
遺
跡
の
資
料
は

住
居
内
で
炭
化
し
て
い
る
た
め〔
パ
リ
ノ
２
０

１
１
ほ
か
〕、ア
ズ
キ
を
調
理
し
、焦
げ
て
し

ま
っ
た
も
の
が
残
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

●
大
陸
伝
来
の
美
味
し
い
果
実
●

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
妻
木
晩
田
遺
跡

双
方
で
モ
モ
が
多
く
得
ら
れ
て
い
る
。弥

生
時
代
の
頃
の
モ
モ
は
現
代
の
よ
う
な
大

縄
文
・
弥
生
の
植
物
食

倭
人
の
食
卓
を
彩
�
た
植
物

弥生の青果

弥生時代の鳥取県ではオニグ
ルミやトチノキなどの木の実
もよく食べられていた

◀トチノキとクルミの実

●
参
考
文
献

工
藤
雄
一
郎
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
２
０
１
４

『
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
！
縄
文
人
の
植
物
利
用
』新

泉
社

株
式
会
社
古
環
境
研
究
所
２
０
０
９「
平
成
19
年
度

第
九
次
調
査
に
か
か
る
自
然
科
学
分
析
等
の
結
果
│

種
実
同
定
」『
青
谷
上
寺
地
遺
跡
10
│
第
９
次
発
掘
調

査
報
告
書
│
』、鳥
取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

佐
々
木
由
香
２
０
１
４「
縄
文
人
の
植
物
利
用
│
新

し
い
研
究
法
か
ら
み
え
て
き
た
こ
と
│
」工
藤
雄
一

郎
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館（
編
）『
こ
こ
ま
で
わ
か
っ

た
！
縄
文
人
の
植
物
利
用
』新
泉
社

佐
々
木
由
香
・
バ
ン
ダ
リ
ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
・
黒
沼
保
子

２
０
１
４「
第
13
次
調
査
か
ら
出
土
し
た
大
型
植
物

遺
体
」『
青
谷
上
寺
地
遺
跡
13
│
第
13・
14
次
発
掘
調

査
報
告
書
│
』鳥
取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

パ
リ
ノ
・
サ
ー
ヴ
ェ
イ
株
式
会
社
２
０
０
８「
自
然
科

学
分
析
の
成
果
│
炭
化
種
実
同
定
│
第
19
次
発
掘
調

査
に
お
け
る
炭
化
種
実
同
定
」『
史
跡
妻
木
晩
田
遺
跡

松
尾
頭
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
│
第
16
・
19
次
発
掘

調
査
│
』鳥
取
県
教
育
委
員
会

パ
リ
ノ
・
サ
ー
ヴ
ェ
イ
株
式
会
社
２
０
１
１「
松
尾
頭

地
区
７
区
出
土
の
炭
化
種
実
同
定
」『
史
跡
妻
木
晩
田

遺
跡
松
尾
頭
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
│
第
20
・
21
・
23

次
調
査
│
』鳥
取
県
教
育
委
員
会

パ
レ
オ
・
ラ
ボ
２
０
１
２「
青
谷
上
寺
地
遺
跡
第
1
2

次
調
査
Ｓ
Ｄ
33
か
ら
出
土
し
た
大
型
植
物
遺
体
」『
青

谷
上
寺
地
遺
跡
12
│
第
11・
12
次
発
掘
調
査
報
告
書

│
』鳥
取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

森　
浩
一
２
０
０
９『
日
本
の
深
層
文
化
』ち
く
ま
新
書

米
田　
穰
２
０
０
５「
骨
の
元
素
分
析
」国
立
科
学
博

物
館
他
編『
縄
文
Ｖ
Ｓ
弥
生
』読
売
新
聞
東
京
本
社

※
植
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
る
炭
素
同
位
体
比
の

違
い
に
よ
り
、C
3
植
物
と
C
4
植
物
に
大
別
さ
れ
る
。

陸
上
の
植
物
の
約
90
%
は
C
3
植
物
。ア
ワ
や
キ
ビ
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
乾
燥
、高
温
の
地
域
で
栽
培
さ

れ
た
イ
ネ
科
植
物
は
C
4
植
物
に
分
類
さ
れ
る
。

青谷上寺地遺跡では、果
実を絞ったカス（種子）が
集中して出土するため、果
汁を用いてお酒にした可
能性も考えられる

◀ヤマグワ

◀青谷上寺地遺跡から出土した種実遺体〔佐々木ほか 2014〕

1. メロン仲間種子　2. エゴマ果実　3. ヒエ炭化有ふ果　4. アワ炭化種子　5. キビ族有ふ果 スケール 2-5:1mm,1:5mm

１ ２ 3a 3b 4a 4b 5a 5b
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へ
ん

り
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け
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よ
う 

へ
い


