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東
近
江
市
の
西
部
に
位
置
す
る
能
登
川
―

琵び

わ

こ

琶
湖
に
面
し
、愛え

知ち

川が
わ

と
繖き

ぬ
が
さ
や
ま山
に
囲
ま
れ
た
水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
す
。

こ
の
豊
か
な
自
然
の
な
か
で
、能
登
川
の
歴
史
と
文
化
は
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

本
書
は
能
登
川
の
歴
史
と
文
化
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

特
色
あ
る
項
目
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

琵
琶
湖（
う
み
）と
繖
山（
や
ま
）を
舞
台
に
し
た
能
登
川
の
歴
史
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

写真：愛知川堤防

プ
ロ
ロ
ー
グ



東近江市史「能登川の歴史」Notogawa history in digest form 45

繖
山
と
愛
知
川
の
賜
物「
能
登
川
」
6

縄
文
時
代
の
暮
ら
し
と
祭
り
10

米
づ
く
り
と
集
落
の
発
展
14

湖
底
に
眠
っ
て
い
た
遺
跡
14

集
落
の
発
展
17

古
墳
時
代
の
水
辺
の
暮
ら
し
20

古
墳
か
ら
寺
院
へ
24

神
崎
郡
条
里
30

中
世
に
お
け
る
繖
山
周
辺
地
域
34

荘
園
と
中
世
村
落
38

繖
山
と
武
将
た
ち
42　

繖
山
と
佐
々
木
六
角
氏
42

足
利
将
軍
家
と
繖
山
48

織
田
信
長
と
安
土
城
49

伊
庭
氏
と
伊
庭
荘
52

能
登
川
の
中
世
城
館
56

中
世
能
登
川
の
神
と
仏
60

江
戸
時
代
の
能
登
川
66

能
登
川
の
領
主
た
ち
67

領
主
と
村
民
70

琵
琶
湖
の
開
発
72

江
戸
時
代
の
琵
琶
湖
新
田
開
発
72

内
湖
の
干
拓
76

陸
上
交
通
と
湖
上
交
通
80

陸
の
道
81

湖
上
交
通
83

能
登
川
駅
86

能
登
川
の
近
江
商
人
92

内
湖
漁
業
96

神
社
と
祭
り
100

能
登
川
の
神
社
100

春
を
告
げ
る
祭
り
101

能
登
川
の
寺
院
と
民
俗
104

能
登
川
の
仏
教
美
術
110

戦
争
と
人
び
と
114

学
校
の
歴
史
120

水
辺
の
暮
ら
し
126

や
わ
ら
ぎ
の
ま
ち
づ
く
り
132

村
か
ら
町
、そ
し
て
東
近
江
市
へ
136

自
治
への
模
索
137

村
か
ら
町
へ
138

東
近
江
市
へ
140

能
登
川
を
と
り
ま
く
自
然
142

能
登
川
の
歴
史
略
年
表
144

目
次



Notogawa history in digest form7

繖山と愛知川の賜物「能登川」

東近江市史「能登川の歴史」 6

繖
山
と

愛
知
川
の
賜
物

「
能
登
川
」

愛え

知ち

川が
わ

河
口
に
位
置
し
、

東
近
江
市
内
で
唯
一
琵び

わ

こ

琶
湖
に
接
す
る
能
登
川
。

か
つ
て
、こ
こ
に
は
琵
琶
湖
最
大
の
内
湖

大だ
い
な
か中
の
湖こ

が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
能
登
川
の
地
形
は
、

繖き
ぬ
が
さ
や
ま山
と
愛
知
川
が
数
万
年
か
け
て
つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
す
。

愛
知
川
の
流
れ

鈴す
ず

鹿か

山
脈
の
谷
々
の
清
水
を
集
め
た
愛え

ち知

川が
わ

は
、
永
源
寺
地
区
永
源
寺
高
野
・
山
上
両

町
地
先
か
ら
湖
東
平
野
へ
と
流
れ
出
ま
す
。

そ
し
て
、
南
東
か
ら
北
西
に
傾
斜
し
た
地
形

の
ま
ま
流
れ
下
り
ま
す
。
や
が
て
行
く
手
を

箕み

作つ
く
り

山や
ま

・
繖き

ぬ
が
さ
や
ま山

に
阻は

ば

ま
れ
、
八
日
市
地
区
川

合
寺
町
付
近
で
北
進
し
、
能
登
川
地
区
種
町

付
近
で
再
び
北
西
へ
流
れ
を
変
え
琵び

わ

こ
琶
湖
へ

と
至
り
ま
す
。

種
町
付
近
で
の
流
路
変
更
は
十
六
世
紀
に

起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前

は
延
長
線
上
に
進
み
、
彦
根
市
の
荒
神
山
付

近
で
琵
琶
湖
へ
流
れ
込
ん
で
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
一
万
年
ぐ
ら
い
前
に
は
、
箕
作
山
の
南

方
を
近
江
八
幡
市
方
面
へ
流
れ
て
い
ま
し
た
。

上空からみた能登川地区

愛知川旧河道復原図

河
川
は
単
に
水
が
流
れ
る
だ
け
で
な
く
、

土
砂
を
運
搬
す
る
作
用
が
あ
り
、
そ
の
河
口

で
は
三
角
州
を
つ
く
っ
て
陸
地
を
形
成
し
ま

す
。
こ
の
た
め
十
六
世
紀
以
降
、
愛
知
川
河

口
に
三
角
州
が
誕
生
し
、
十
八
世
紀
以
降
に

は
栗く

り

見み

新し
ん
で
ん田

や
栗く

り

見み

出で

在ざ
い

家け

の
開
発
が
進
め

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
繖
山
に
よ
っ

て
愛
知
川
の
堆た

い
せ
き積

作
用
が
及
ば
な
か
っ
た

部
分
、
つ
ま
り
繖
山
の
西
部
は
陸
地
と
な
ら

ず
い
つ
ま
で
も
湖
の
ま
ま
で
し
た
。
し
か
し
、

十
六
世
紀
以
降
の
愛
知
川
河
口
の
土
砂
と
湖

岸
流
に
よ
っ
て
砂さ

す州
が
形
成
さ
れ
、
琵
琶
湖

と
切
り
離
さ
れ
て
内
湖
が
で
き
ま
し
た
。
こ

れ
が
大だ

い
な
か中

の
湖こ

で
す
。

旧郡界愛知

神崎

栗
見
出
在
家

栗
見
新
田

砂
州

愛知川
旧河口

現在の
愛知川河口

伊庭内湖

安土内湖
大中の湖

西の湖

琵
琶
湖

繖
山
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繖山と愛知川の賜物「能登川」

伏
流
水
と
小
河
川

地
表
水
は
箕
作
山
と
繖
山
に
行
く
手
を
阻

ま
れ
た
愛
知
川
で
し
た
が
、
地
下
で
は
山
間

部
か
ら
平
野
部
に
流
れ
出
て
き
た
部
分
か
ら
、

下
流
に
広
が
っ
た
扇せ

ん
じ
ょ
う
ち

状
地
の
下
へ
と
水
が
潜

り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
水
の
少
な
い
時
期
、

上
流
の
紅も

み
じ葉

橋ば
し

付
近
で
は
水
流
が
み
ら
れ
る

の
に
対
し
、
中
流
の
八や

千ち

代よ

橋ば
し

付
近
で
は
ほ

と
ん
ど
水
流
が
み
ら
れ
な
い
の
は
こ
の
た
め

で
す
。
地
下
で
は
自
然
傾
斜
の
と
お
り
流
下

す
る
の
で
す
。
伏ふ

く
り
ゅ
う
す
い

流
水
と
な
っ
た
こ
の
水
が
、

再
び
地
表
面
に
現
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

標
高
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
付
近
の
湧ゆ

う
す
い水

地
帯
で

す
。
こ
こ
を
水
源
と
す
る
小
河
川
が
、
湖
東

地
域
に
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

河
畔
林（
川
辺
林
）

繖
山
と
和
田
山
、
そ
の
周
り
に
広
が
る

平へ
い
た
ん坦

な
水
田
地
帯
、
さ
ら
に
、
か
つ
て
は
水

面
き
ら
め
く
大
中
の
湖
、
そ
し
て
も
う
一
つ
、

能
登
川
地
区
を
構
成
す
る
風
景
に
河か

畔は
ん

林り
ん

が

あ
り
ま
す
。
愛
知
川
の
堤
防
に
繁
茂
す
る
樹

林
帯
で
す
。

河
畔
林
に
は
、
水
田
地
帯
と
は
少
し
異
な

る
動
物
や
植
物
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
夏
の

夜
と
も
な
る
と
、
カ
ブ
ト
ム
シ
・
ク
ワ
ガ
タ

ム
シ
採
集
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。
ま
た
、
シ
ナ

ノ
キ
や
キ
ク
ザ
キ
イ
チ
ゲ
な
ど
の
山
地
性
の

植
物
が
自
生
し
て
い
る
の
は
、
愛
知
川
の
水

と
と
も
に
そ
の
種
子
が
流
れ
て
く
る
か
ら
で

す
。
か
つ
て
は
全
国
で
み
ら
れ
た
河
畔
林
で

す
が
、
各
種
の
開
発
で
そ
の
多
く
が
失
わ
れ

ま
し
た
。
い
ま
で
は
湖
東
平
野
を
流
れ
る
犬い

ぬ

上か
み

川が
わ

と
と
も
に
、
愛
知
川
の
河
畔
林
は
全
国

を
代
表
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

湖東地域河川の模式図

大同川

湧
水
地
帯
の
一
つ
五
個
荘
地
区
の
湧
水
を

源
と
す
る
瓜う

り
ゅ
う
が
わ

生
川
、
八
日
市
地
区
建
部
日
吉

町
の
吉
住
池
を
源
と
し
な
が
ら
五
個
荘
地
区

で
水
量
を
増
す
大
同
川
が
、
愛
知
川
と
と
も

に
能
登
川
地
区
の
平
野
部
を
築
き
、
現
在
も

用
水
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
も
つ
能
登
川
地
区
の

河
川
は
、
琵
琶
湖
も
水
位
を
下
げ
る
渇
水
期

で
す
ら
そ
の
水
量
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ら
の
水
の
恵
み
が
、
能
登
川
地
区

の
歴
史
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
要
素
で
す
。

「
能
登
川
の
歴
史
」本
編
に
は

第
一
巻　

第
一
章
第
一
節

　
　
　
　

第
一
章
第
二
節
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縄
文
時
代
の

暮
ら
し
と
祭
り

琵び

わ

こ

琶
湖
の
恵
み
を
は
じ
め
、森
の
幸
が
同
時
に
手
に
入
る
能
登
川
の
自
然
環
境
。

こ
の
よ
う
な
豊
か
な
環
境
が
、縄
文
時
代
の
人
び
と
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

正楽寺遺跡から
出土した土器・石器
煤などが付着した土器や
石皿・磨石が出土しました。

縄
文
時
代
の
食
生
活

縄
文
時
代
の
食
生
活
を
知
る
手
掛
か
り
の

一
つ
に
貝
塚
が
あ
り
ま
す
。
貝
塚
は
当
時
の

人
び
と
の
ゴ
ミ
捨
て
場
で
あ
り
、
そ
の
ゴ
ミ

を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
の
食
生
活

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
津

市
の
粟あ

わ

津づ

湖こ

底て
い

遺
跡
の
貝
塚
は
、
縄
文
人
が

春
か
ら
夏
は
魚
介
類
を
、
秋
か
ら
冬
に
か
け

て
は
、
木
の
実
を
主
に
食
し
て
い
た
状
況
を

示
し
て
い
ま
し
た
。

能
登
川
地
区
で
当
時
の
食
生
活
の
一
端
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
が
正し

ょ
う
ら
く
じ

楽
寺

遺
跡
で
す
。
こ
の
遺
跡
に
は
、
い
ま
か
ら
約

三
八
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
後
期
の
人
び
と

の
生
活
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
幅
三
〇
～
五
〇

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
二
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
川
跡

の
南
岸
付
近
か
ら
は
、
煤す

す

の
つ
い
た
多
量
の

土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
川
に

沿
う
よ
う
に
し
て
、
直
径
一
メ
ー
ト
ル
前
後

の
穴
が
一
〇
〇
ヵ
所
以
上
帯
状
に
掘
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
穴
か
ら
た
く
さ
ん
の
石
が
出
土

し
ま
し
た
。
な
か
に
は
木
の
実
を
擦
っ
た
り

つ
ぶ
し
た
り
す
る
石
皿
や
磨す

り

石い
し

も
み
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
こ
こ
で
は

縄
文
時
代
の
主
要
な
食
糧
源
で
あ
っ
た
木
の

実
を
貯
蔵
し
た
り
、
こ
れ
を
煮し

ゃ
ふ
つ沸

し
て
ア
ク

を
抜
い
て
食
糧
に
し
た
り
し
て
い
た
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。



縄文人の
装い

正楽寺遺跡の祭祀想像図

屈葬人骨

縄文時代のアクセサリー
首飾りに使った垂飾や、耳飾りなどがあります。

赤色顔料付着土器
内部に残る顔料はベンガラといい、
装身具をつくる際に使用されたと
考えられます。

結歯竪櫛
復元イメージ

環状木柱列
（東から）

土 面

（復元）

石棒出土状況
（能登川石田遺跡）
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縄文時代の暮らしと祭り

竪櫛

腕輪

指輪

腰飾り

足飾り

胸飾り

耳飾り

首飾り

縄
文
人
の
祈
り

正
楽
寺
遺
跡
か
ら
は
、
特
殊
な
用
途
に
使

わ
れ
た
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

土
で
つ
く
っ
た
お
面
（
土
面
）
で
す
。
顔
や

額
に
つ
け
て
、
お
祈
り
や
お
祭
り
に
使
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ
の
土
面
を
つ
け

て
い
た
人
で
は
?!　

こ
ん
な
人
も
み
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
身
長
一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
四
十
歳
代
、
大
柄
な
壮そ

う
ね
ん年

男
性
と
鑑
定
さ

れ
た
人
骨
が
、
土
器
な
ど
と
一
緒
に
川
跡
か

ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
縄
文
時
代
の
人
び
と

は
土
器
な
ど
を
廃
棄
す
る
と
き
、
そ
れ
が
再

生
す
る
こ
と
を
願
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

墓
域
で
は
な
く
、
川
の
中
に
葬
ら
れ
た
こ
の

人
物
は
、
村
の
守
護
神
と
な
る
こ
と
を
託
さ

れ
た
人
で
は
な
い
か
と
の
想
定
も
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
人
骨
出
土
地
点
か
ら
西
に

三
五
メ
ー
ト
ル
付
近
に
は
、
正
六
角
形
状
に

並
ん
だ
六
つ
の
穴
と
そ
の
中
央
に
火
を
焚た

い

た
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
祭
り
の
場
（
環か

ん

状じ
ょ
う
も
く木

柱ち
ゅ
う
れ
つ列

）
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
想
像
を
た
く
ま

し
く
す
れ
ば
、
人
骨
と
な
っ
た
男
性
が
土
面

を
身
に
つ
け
、
環
状
木
柱
列
で
祈
り
を
捧さ

さ

げ

る
と
い
う
シ
ー
ン
が
、
三
八
〇
〇
年
前
の
こ

の
地
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
正
楽
寺
遺
跡
か
ら
約
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
能
登
川
石
田
遺
跡
か
ら
は
、
女

性
を
表
現
し
た
土ど

偶ぐ
う

や
男
根
を
模
し
た
石せ

き

棒ぼ
う

が
発
見
さ
れ
、
子
孫
繁
栄
や
豊
穣
を
祈
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
人
の
装
い

全
国
か
ら
出
土
す
る
土
偶
や
遺
物
を
み
る

と
、
縄
文
人
は
か
な
り
オ
シ
ャ
レ
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
髪
に
は
竪た

て
ぐ
し櫛

、
耳
に

は
耳
飾
り
、
手
首
に
は
腕
輪
と
い
っ
た
ア
ク

セ
サ
リ
ー
を
身
に
つ
け
て
い
ま
し
た
。
魔ま

除よ

け
の
意
味
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
ア
ク
セ

サ
リ
ー
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
風
習
が
す
で

に
こ
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
正
楽

寺
遺
跡
か
ら
は
、
ネ
フ
ラ
イ
ト
（
軟な

ん
ぎ
ょ
く玉

）
と

い
う
石
で
で
き
た
首
飾
り
が
出
土
し
、
赤

色
顔
料
が
塗
ら
れ
た
耳
飾
り
も
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
な
か
に
は
、
赤
色
顔
料
と
し
て
は

貴
重
な
水
銀
朱
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
漆う

る
し

塗
り
の
竪
櫛
も
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。
漆
製
品
を
つ
く
る
に
は

多
く
の
時
間
が
必
要
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

縄
文
時
代
の
人
び
と
は
食
糧
確
保
に
追
わ
れ

る
汲き

ゅ
う
き
ゅ
う々

と
し
た
暮
ら
し
で
は
な
く
、
生
活
を

楽
し
む
ゆ
と
り
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
能
登
川
の
歴
史
」本
編
に
は

第
一
巻　

第
一
章
第
二
節

　
　
　
　

第
二
章
第
四
節

能登川石田遺跡出土土偶
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