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は
じ
め
に

考
古
資
料
か
ら
集
団
構
造
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
欧
米
に
見
ら
れ
る
新
考
古
学
や
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
な
ど
の
社
会
考
古
学
に

一
定
の
進
展
と
方
法
論
的
な
刺
激
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
遺
跡
聞
の
構
造
的
把
握
や
、
集
落
や
都
市
の
構
造
を
も
っ
て
社

よ
っ
て

会
構
造
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
技
術
的
な
進
展
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
墓
葬
も
こ
う
し
た
社
会
構
造
の
解
釈
の
た
め
、
投
下
さ
れ
た
労
働
力

を
基
本
に
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

近
年
、
中
国
新
石
器
時
代
の
墓
葬
か
ら
社
会
の
階
層
制
の
進
展
を
探
る
論
孜
が
日
本
の
研
究
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、

中
国
考
古
学
会
に
お
い
て
は
、
社
会
構
造
の
把
握
と
そ
れ
の
歴
史
的
な
評
価
は
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
ド

グ
マ
す
ぎ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
新
石
器
時
代
の
歴
史
的
な
社
会
観
は
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
の
歴
史
観
や
家
族
観
を
基
本
と
し
て

お
り
、
現
在
も
そ
の
息
を
脱
し
て
い
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
母
権
社
会
か
ら
父
権
社
会
へ
移
行
し
、
階
級
化
を
迎
え
る

段
階
と
し
て
、
新
石
器
時
代
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
権
社
会
か
ら
父
権
社
会
へ
の
歴
史
的
な
必
然
的
変
遷
に
つ
い
て
人
類
学

（

5｝
 

そ
の
も
の
か
ら
も
疑
い
が
抱
か
れ
て
い
る
今
日
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
歴
史
観
を
前
提
と
し
て
中
国
先
史
時
代
を
眺
め
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

。
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ろ
う
。
現
在
中
国
先
史
時
代
に
お
い
て
、
集
落
資
料
に
比
べ
圧
倒
的
に
多
数
の
墓
葬
資
料
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
墓

葬
か
ら
社
会
組
織
の
単
位
で
あ
る
人
間
集
団
の
構
造
を
如
何
に
把
握
で
き
る
か
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
区
系

類
型
理
論
に
見
ら
れ
る
文
化
的
な
地
域
単
位
を
把
握
す
る
研
究
方
向
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
集
団
構
造
か
ら
見
た
地
域
的
な
系
統
性
あ
る

い
は
系
統
的
発
展
方
向
に
注
目
し
て
み
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
ず
黄
河
中
流
域
の
事
例
を
も
っ
て
、
実
験
的
な
試

み
を
行
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

華
北
の
文
化
系
統

華
北
の
墓
葬
か
ら
見
た
集
団
構
造
を
論
ず
る
前
に
、
土
器
様
式
か
ら
見
た
地
域
的
な
文
化
系
統
と
、
編
年
的
な
平
行
関
係
を
整
理
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
地
域
的
な
枠
組
み
す
な
わ
ち
土
器
か
ら
認
め
ら
れ
る
集
団
領
域
を
ま
ず
提
示
し
、
土
器
様
式
の
変
化
に
見
ら
れ
る

文
化
的
な
系
統
性
を
整
理
す
る
必
要
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
文
化
的
な
系
統
性
に
お
け
る
社
会
的
な
構
造
把
握
と
、
社
会

構
造
に
お
け
る
系
統
関
係
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
地
域
系
統
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
系
統
上

で
社
会
進
化
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
社
会
進
化
が
二
克
的
に
起
こ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
応
じ
て
特
殊
性
を
持
つ
と
予
想
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
対
象
と
す
る
華
北
で
、
最
も
古
い
新
石
器
文
化
と
さ
れ
る
も
の
は
、
約
一
万
年
前
と
さ
れ
る
河
北
省
徐
水
南
庄
頭
遺
跡
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
遺
跡
は
河
川
成
の
堆
積
物
か
ら
な
り
、
安
定
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
不
確
か
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
今
後
注
目

す
べ
き
遺
跡
で
あ
る
が
、
資
料
の
増
加
を
待
っ
て
類
似
し
た
時
期
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
後
、
編
年
的
問
題
が
検
討
さ
れ
よ
う
。
従
っ

て
、
こ
の
南
庄
頭
遺
跡
を
除
く
と
、
黄
河
中
流
域
の
芸
李
樹
・
磁
山
文
化
、
陳
西
盆
地
を
中
心
と
す
る
滑
水
流
域
に
分
布
す
る
老
宮
台

文
化
が
最
も
古
い
も
の
と
な
ろ
う
。
黄
河
中
流
域
の
芸
李
両
・
磁
山
文
化
は
、
土
器
様
相
に
お
い
て
孟
の
有
無
な
ど
多
少
差
異
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
壷
、
三
足
鉢
、
瞳
と
い
っ
た
基
本
的
な
土
器
の
組
成
は
同
種
で
あ
り
、
同
一
の
範
曙
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し



か
し
、
河
南
省
中
部
に
分
布
す
る
芸
李
尚
文
化
と
河
南
省
北
部
か
ら
河
北
省
南
部
に
分
布
す
る
磁
山
文
化
は
、
そ
の
後
の
土
器
変
遷
に

お
い
て
異
な
る
こ
と
か
ら
、
地
域
単
位
と
し
て
は
区
別
し
て
考
え
て
お
い
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
滑
水
流
域
で
は
、
漢
水
上
流
域
の
李

家
村
文
化
を
含
め
、
大
地
湾
一
期
文
化
、
自
家
文
化
、
老
宮
台
文
化
な
ど
、
壷
、
三
足
鉢
（
鉢
）
、
三
足
櫨
（
繕
）
を
器
種
構
成
と
す
る

同
一
の
土
器
様
相
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
ら
の
土
器
文
化
に
関
す
る
命
名
は
上
記
し
た
よ
う
に
多
種
に
亘
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
仮
に
老

官
台
文
化
と
し
て
清
水
流
域
の
土
器
文
化
を
統
一
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
老
官
台
文
化
の
土
器
組
成
を
継
承
し
て
発
展
さ
せ
た
の
が
、
仰

詔
文
化
半
披
類
型
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
仰
詔
文
化
の
変
遷
や
仰
詔
文
化
内
部
で
の
地
域
単
位
に
つ
い
て
は
厳
文
明

の
論
孜
に
詳
し
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厳
文
明
の
編
年
観
を
基
に
論
を
進
め
て
い
く
。
な
お
、
半
城
類
型
は
現
在
で
は
さ
ら
に

半
坂
類
型
と
史
家
類
型
の
二
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
史
家
類
型
で
の
時
期
細
分
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
の
半
域
類
型

を
従
来
の
半
域
類
型
の
前
半
段
階
、
後
者
の
史
家
類
型
を
従
来
の
半
壊
類
型
の
後
半
段
階
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

表
1
の
編
年
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
黄
河
中
流
域
の
裳
李
閥
・
磁
山
文
化
と
滑
水
流
域
の
老
宮
台
文
化
は
大
枠
で
は
、
壷
、
三
足
鉢
、

植
と
い
っ
た
同
一
器
種
か
ら
な
る
土
器
様
相
を
呈
し
、
こ
れ
が
続
い
て
各
地
域
単
位
で
の
仰
詔
文
化
に
変
遷
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
仰

詔
文
化
の
特
徴
的
な
土
器
で
あ
る
尖
底
瓶
、
盆
、
食
、
彩
陶
な
ど
は
、
仰
詔
文
化
初
期
の
半
披
類
型
併
行
段
階
で
は
、
河
南
省
北
部
か

ら
河
北
省
南
部
の
後
岡
一
期
を
除
い
て
、
老
宮
台
・
裳
李
閥
文
化
の
分
布
地
域
に
認
め
ら
れ
る
。
い
わ
ぼ
ご
れ
ら
の
地
域
を
仰
詔
文
化

の
分
布
領
域
と
し
て
認
め
う
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
仰
詔
文
化
後
期
で
あ
る
秦
王
察
期
併
行
期
で
は
（
先
の
分
布
韻
域
に
お
い
て
彩
陶

土
器
を
持
つ
と
い
う
点
で
は
仰
詔
文
化
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
河
南
省
中
部
で
は
鼎
や
一
旦
な
ど
新
し
い
土
器
器
種
が

一
般
化
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
仰
詔
文
化
の
領
域
の
土
器
の
系
統
的
な
特
徴
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
に
は
、
黄
河
下
流
域
の
土
器
文
化
を
眺
め
る
と
と
に
あ
ろ
う
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
先
に
仰
詔
文
化

の
中
で
特
殊
化
さ
せ
た
後
岡
一
期
で
あ
る
。
後
岡
一
期
は
紅
頂
鉢
や
彩
陶
鉢
な
ど
に
仰
詔
文
化
の
特
徴
を
持
つ
も
の
の
、
尖
底
瓶
や
査

は
一
般
化
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
他
の
仰
詔
文
化
に
見
ら
れ
な
い
盆
形
鼎
が
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
の
特
徴
に
対
し
、
張
忠
培
や
喬
石
は
、

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）
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後
岡
一
期
の
分
布
領
域
に
黄
河
下
流
域
の
北
辛
文
化
が
分
布
し
て
お
り
、
そ
の
系
統
か
ら
鼎
を
持
つ
後
岡
一
期
が
生
ま
れ
た
と
し
て

（ロ）
い
る
。
紅
頂
鉢
や
彩
陶
鉢
な

E
の
彩
陶
土
器
移
』
特
殊
な
非
日
照
的
な
土
器
と
仮
定
す
れ
ば
、
鼎
な
ど
の
日
用
雑
器
は
黄
河
下
流
域
の
系
統

に
属
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
後
岡
一
期
を
単
純
に
仰
詔
文
化
と
呼
ぶ
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
達
す
る
。
さ
て
、
近
年
、
北
辛
文
化
に
先
行

（日｝

す
る
土
器
文
化
が
黄
河
下
流
域
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
後
李
文
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
壷
、
鉢
、
犠
釜
か
ら
な
る
。
器
種
構
成
は
裳
李

間
・
磁
山
文
化
に
一
見
す
る
と
類
似
す
る
も
の
の
、
大
半
を
占
め
る
器
種
は
繕
釜
で
あ
る
。
繕
釜
は
い
わ
ば
丸
底
の
曜
で
あ
り
、
蓑
李
閥
・

磁
山
文
化
の
平
底
の
躍
と
は
大
き
く
異
な
り
、
長
江
流
域
の
土
器
系
統
に
連
な
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
後
季
文
化
は
、
後
李
遺
跡

で
北
辛
文
化
晩
期
よ
り
古
い
文
化
で
あ
る
こ
と
が
層
位
的
に
確
か
め
ら
れ
て
い
る
し
、

mm
州
西
桑
園
遺
跡
で
は
北
辛
文
化
よ
り
下
層
に

後
李
文
化
が
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
後
李
文
化
は
黄
河
下
流
域
の
今
の
所
最
も
古
い
土
器
文
化
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
黄
河
中
流
域
と

の
関
係
は
明
確
で
は
な
い
が
、
土
器
の
器
種
構
成
か
ら
は
蓑
李
両
・
磁
山
文
化
に
類
似
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
併
行
す
る
時
期
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ご
う
し
て
み
る
と
、
黄
河
下
流
域
と
黄
河
中
流
域
・
滑
水
流
域
と
は
大
き
く
土
器
様
相
に
系
統
差
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
が

強
い
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
二
系
統
の
中
間
に
位
置
す
る
河
南
省
北
部
か
ら
河
北
省
南
部
は
、
磁
山
文
化
の
次
の
段
階
で
黄
河
下
流
域
の

北
辛
文
化
の
系
統
に
属
し
、
次
ぐ
後
岡
一
期
の
段
階
に
も
日
常
雑
器
に
お
い
て
は
黄
河
下
流
域
の
系
統
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
河
南
省
中
部
の
仰
詔
文
化
後
期
に
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
段
階
の
王
湾
二
期
は
、
河
南
省
西
部
か
ら
山
西
省
南
部
・

清
水
流
域
で
一
般
化
し
て
い
な
い
鼎
や
豆
が
一
般
化
し
て
お
り
、
彩
陶
を
除
く
日
用
雑
器
に
お
い
て
は
黄
河
下
流
域
の
系
統
の
影
響
が
濃

厚
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
地
域
単
位
で
の
土
器
変
遷
を
眺
め
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
仰
詔
文
化
と
し
て
一
ま
と
ま
り
に
把
握
さ
れ
て
い
た

も
の
の
実
体
が
か
な
り
遣
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
黄
河
下
流
域
か
ら
滑
水
流
域
ま
で
の
華
北

を
日
用
雑
器
に
よ
る
大
き
く
二
系
統
の
土
器
文
化
と
し
て
眺
め
た
場
合
、
表
ー
の
よ
う
な
系
統
関
係
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

う
し
た
土
器
文
化
の
変
遷
と
そ
れ
を
担
う
社
会
の
実
体
が
同
一
で
あ
る
か
に
興
味
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
土
器
文
化
系
統
は
考

古
学
的
文
化
把
握
に
よ
る
認
識
体
で
あ
り
、
ぞ
れ
を
構
成
す
る
社
会
組
織
が
文
化
的
な
動
き
と
同
様
に
変
容
し
て
い
く
か
に
興
味
が
も
た



れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
組
織
す
な
わ
ち
人
間
集
団
の
あ
り
方

を
墓
葬
を
中
心
に
把
握
し
、
考
古
学
的
文
化
系
統
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と

に
し
よ
う
。
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
黄
河
中
流
域
か
ら

滑
水
流
域
の
一
方
の
系
統
の
み
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
一
方

の
系
統
も
、
さ
ら
に
大
き
く
喜
一
回
え
ば
、
老
宮
台
↓
仰
詔
文
化
半
城
類
型
、

支
李
闘
・
磁
山
文
化
↓
仰
詔
文
化
王
湾
類
型
と
い
う
こ
つ
の
系
統
に
分
か

れ
る
。
黄
河
中
流
域
の
王
湾
二
期
は
、
黄
河
下
流
域
の
系
統
を
引
い
て
お
り
、

本
分
析
の
対
象
地
は
、
黄
河
下
流
域
と
黄
河
中
流
域
・
滑
水
流
域
と
い
っ
た

大
き
な
二
系
統
の
境
界
地
帯
を
も
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
上
記
し
た
系
統

性
と
社
会
組
織
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
各
地
域
単
位
あ
る
い
は
土
器
文
化
単
位
で
の
事

例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

嚢
李
闘
文
化
の
事
例

黄河中・下流域の新石録時代縦年表

黄河中流域
（南部）

半

台

台

期

表 1

清水流域

官

官

域

老

老

装
李
同
文
化
の
墓
群
は
、
河
南
省
新
鄭
付
近
の
装
李
闘
遺
跡
、
沙
窟
李
遺
跡
や
義
溝
遺
跡
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
よ
り
南
の
石
園
遺
跡
や

水
泉
遺
跡
で
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
南
に
位
置
す
る
頁
湖
遺
跡
は
や
や
地
域
的
特
徴
を
持
つ
も
の
の
、
裳
季
両
文
化
と
同
様
に
考
え
ら

れ
る
文
化
形
態
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
墓
群
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
六
つ
の
遺
跡
の
事
例
を
基
に
検
討
を
行
う
。
な
お
、
芸

李
閥
、
沙
寵
李
、
北
闘
に
つ
い
て
は
既
に
朱
延
平
の
論
孜
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
慕
群
に
見
ら
れ
る
副
葬
品
の
内
、
磨
盤
・
磨
棒
と
石
鐘
は

そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
出
土
し
て
お
り
、
両
者
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
出
土
す
る
こ
と
は
な
い
。
粉
食
具
で
あ
る
磨
盤
・
磨
棒
を
女
性
の
道
具
、

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
村
（
宮
本
）



華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
判
（
宮
本
）

耕
起
具
で
あ
る
石
鐘
を
男
性
の
道
具
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
前
者
を
副
葬
品
に
持
つ
墓
を
女
性
、
後
者
を
持
つ
墓
を
男
性
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
朱
延
平
は
、
こ
う
し
て
規
定
し
た
女
性
の
墓
の
方
が
、
男
性
の
墓
よ
り
、
副
葬
品
の
土
器
の
数
が
多
い
こ
と
を
根
拠

と
し
て
、
女
性
の
方
が
権
力
を
持
つ
、
母
権
社
会
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
問
題
と
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
的
歴
史
観
を
反

映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
結
論
が
正
し
い
の
か
、
こ
こ
で
は
再
度
検
討
し
て
み
た
い
。

（一）

装
李
閥
遺
跡
の
事
例

裳
李
闘
遺
跡
は
、
第
三
次
調
査
に
お
い
て
層
位
的
に
下
層
と
上
層
に
分
か
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

一
・
二
次
調
査
の
大
半
が
下
層

に
含
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
、
下
層
と
上
層
と
に
分
け
て
墓
群
を
示
す
な
ら
ば
、
図
l
の
様
に
な
る
。
朱
延
平
は
上
層
を
さ
ら
に
土
器
型
式

か
ら
二
群
に
分
け
よ
う
と
す
る
が
、
上
層
全
て
の
墓
を
二
群
に
分
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
上
層
と
し
て
一
括

す
る
。
さ
て
下
層
と
上
層
で
は
、
上
層
に
至
っ
て
墓
群
の
拡
大
ま
た
は
二
分
化
が
認
め
ら
れ
る
。
二
分
化
は
、
二
つ
の
墓
群
の
聞
に
緩
や

か
な
正
陵
の
峰
部
が
あ
る
た
め
で
、
地
理
的
な
分
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
大
き
く
昔
日
え
ば
集
団
の
発
展
に
伴
う
集
団
分
離
と
も
解

釈
す
る
ご
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
朱
延
平
は
上
下
層
の
墓
群
を
さ
ら
に
細
く
区
分
し
よ
う
と
す
る
が
、
私
意
的
で
あ
り
根
拠
が
見
い
出

せ
な
い
所
か
ら
、
こ
こ
で
は
細
分
し
な
い
。

さ
て
、
下
層
の
場
合
、
磨
棒
だ
け
を
持
つ
一
号
墓
は
別
と
し
て
、
磨
盤
・
磨
棒
を
持
つ
墓
と
石
鐘
を
持
つ
墓
は
明
確
に
分
離
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
性
差
に
基
づ
く
も
の
か
は
、
人
骨
の
形
質
人
類
学
的
分
析
結
果
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
性
差
に
関
す
る
潤
推
は
、
民
族
例

マ
ー
ド
ッ
ク
が
示
し
た
無
文
字
社
会
の
人
々
に
お
け
る
部
族
別
の
性
的
な
労
働
分
担
に
よ
れ
ば
、
穀
物
の
粉
食

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

は
九
二
・
二
%
の
比
率
で
女
性
の
労
働
と
な
っ
て
い
る
。
石
鐘
を
耕
起
具
と
し
て
耕
地
開
墾
用
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
男
性
の
労
働
分
担

は
マ
ー
ド
ッ
ク
の
民
族
例
に
よ
れ
ば
七
六
・
三
%
と
高
く
、
男
性
の
た
め
の
道
具
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
磨
盤
・
磨
棒
は

女
性
芸
、
石
盤
は
男
性
墓
と
想
像
で
き
よ
う
。
さ
て
男
性
の
墓
と
仮
定
し
た
石
鐘
を
持
つ
墓
に
は
、
こ
の
ほ
か
石
斧
や
石
鎌
を
持
つ
も
の

が
あ
り
、
副
葬
品
の
保
有
の
階
層
化
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
女
性
の
墓
と
規
定
し
た
磨
盤
・
磨
棒
を
持
つ
墓
が
、
土
器
以
外
で
こ
の
よ
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図1

う
な
副
葬
晶
保
有
の
階
層

化
が
認
め
ら
れ
な
い
の
と

異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場

合
、
マ
ー
ド
ッ
ク
の
民
族

例
に
よ
れ
ば
石
斧
は
伐
採

斧
で
あ
り
、
木
の
伐
採
は

九
二
・
二
%
、
木
材
加
工

は
九
五
・
O
%
の
比
率
で

男
性
の
労
働
分
担
と
な
っ

て
い
る
。
一
方
、
石
鎌
は

粟
な
ど
の
穀
物
の
収
穫
具

と
考
え
ら
れ
る
が
、
六

六
・
一
%
で
女
性
の
労
働

分
担
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
場
合
、
穀
物
の
収
穫
具

を
男
性
墓
が
持
つ
こ
と

を
、
収
種
が
そ
の
集
団
で

の
男
性
の
役
割
と
位
置
づ

け
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

一一



華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

四

収
穫
か
ら
象
徴
さ
れ
る
所
有
を
意
味
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
男
性
墓
に
穀
物
所
有
す
な
わ
ち
財
産
権
が
担
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の

で
あ
る
。
朱
延
平
が
問
題
と
し
た
こ
れ
ら
男
性
墓
と
女
性
墓
に
お
け
る
優
位
性
は
、
搬
出
す
る
土
器
の
量
で
あ
っ
た
。
確
か
に
女
性
墓
に

伴
う
土
器
の
量
が
、
男
性
墓
よ
り
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
短
絡
的
に
女
性
の
社
会
的
な
優
位
性
を
述
べ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
土
器
と
い
う
遺
物
の
製
作
に
お
け
る
性
的
な
作
業
分
担
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
先
の
マ
ー
ド
ッ
ク
の
資
料
に

よ
れ
ば
、
土
器
作
り
は
八
一
・
六
%
の
比
率
で
女
性
の
労
働
分
担
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
副
葬
土
器
の
量
を
労
働
分
担
を
反
映
す
る

も
の
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
数
値
と
し
て
女
性
墓
に
多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
男
性
墓
と
女
性
墓
に
お
い
て
最

も
大
き
な
差
は
、
こ
の
よ
う
に
副
葬
土
器
の
多
寡
に
お
い
て
は
優
位
性
を
示
す
女
性
墓
が
圧
倒
的
に
男
性
墓
よ
り
数
が
少
な
い
こ
と
で
あ

る
（
図
l
）
。
こ
こ
で
、
銅
器
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
墓
葬
の
男
女
関
係
を
示
し
た
シ
ェ
ナ
ン
の
論
孜
を
思
い
出
し
た
い
。
シ
エ

ナ
ン
は
男
性
墓
と
女
性
墓
に
お
け
る
副
葬
品
の
違
い
と
と
も
に
、
二
十
代
の
女
性
墓
に
お
け
る
装
飾
品
の
多
さ
を
結
婚
に
よ
っ
て
勝
ち
取

ら
れ
た
地
位
と
す
る
仮
説
を
た
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
結
婚
相
手
の
男
性
の
社
会
的
あ
る
い
は
財
産
的
な
地
位
が
関
係
し
て
い
る
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
蓑
李
闘
遺
跡
の
例
を
そ
の
ま
ま
遣
う
地
域
で
か
つ
異
な
っ
た
時
代
の
モ
デ
ル
に
当
て
は
め
る
わ
け
に
い
か
な
い

が
、
何
ら
か
の
勝
ち
取
っ
た
地
位
と
し
て
こ
れ
ら
の
副
葬
品
の
あ
り
方
を
眺
め
る
こ
と
は
、
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
、

男
女
に
み
ら
れ
た
性
差
に
よ
る
役
割
分
担
に
応
じ
て
副
葬
品
が
認
め
ら
れ
、
か
っ
そ
乙
に
多
寡
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
集
団
内
で

の
労
働
分
担
に
お
け
る
生
前
の
優
位
性
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
先
に
想
定
し
た
栽
培
食
物
の
管
理

と
し
て
は
男
性
が
優
位
に
立
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
規
定
さ
れ
た
母
権
社
会
を
裏
付
け
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。

ま
た
、
三
八
号
墓
か
ら
は
二
体
の
被
葬
者
に
そ
れ
ぞ
れ
磨
盤
・
磨
棒
と
石
鐘
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
石
鐘
に
伴
う
人
骨
は
華
奪
な
た
め
、

未
成
年
ら
し
い
可
能
性
が
報
告
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
張
忠
培
・
朱
延
平
は
、
こ
れ
を
母
と
そ
の
子
の
墓
と
捉
え
、
母
権
制
の
根
拠
と

（初）

し
て
い
る
。
し
か
し
裳
李
同
文
化
段
階
で
は
、
他
の
遺
跡
の
例
か
ら
も
子
供
の
埋
葬
は
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
仰
詔
文
化
を
含
め
て
母
子

合
葬
墓
の
子
供
に
こ
の
よ
う
な
厚
葬
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
三
八
号
墓
は
、
対
等
の
関
係
の
男
女
す
な
わ
ち
夫
婦
合
葬
墓
と
考



え
た
い
。
仮
に
夫
婦
合
葬
募
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
既
に
こ
の
段
階
で
は
対
備
婚
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
対
備
婚

社
会
に
お
い
て
、
男
性
墓
が
女
性
墓
よ
り
数
的
に
多
い
所
に
、
母
権
社
会
の
存
在
を
証
拠
立
て
る
も
の
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ

ご
に
見
ら
れ
た
女
性
幕
の
土
器
保
有
の
優
位
性
は
、
勝
ち
取
っ
た
地
位
と
み
る
な
ら
ば
、
男
性
墓
内
に
も
見
ら
れ
た
階
層
的
に
優
位
な
地

位
の
男
性
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
勝
ち
取
っ
た
可
能
性
、
す
な
わ
ち
集
団
内
で
の
優
位
な
位
置
に
存
在
す
る
男
女
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
も

想
像
で
き
る
。
一
方
で
は
、
男
性
、
女
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
差
内
で
の
優
位
性
を
示
し
た
の
が
、
男
性
の
場
合
石
鑑
、
石
斧
、
石
鎌
で
あ

り
、
女
性
で
は
磨
盤
・
磨
棒
、
土
器
の
多
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
そ
れ
は
生
前
の
個
人
に
お
け
る
社
会
内
で
の
優
位

性
が
示
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
想
定
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
決
し
て
母
権
社
会
の
存
在
を
肯
定
す
る
も
の
と

は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
財
産
権
が
男
性
に
あ
る
可
能
性
を
想
定
じ
た
が
、
父
権
社
会
、
母
権
社
会
の
一
つ
の
要
素
で
あ
る
父

方
居
住
、
妻
方
居
住
の
ど
ち
ら
か
に
つ
い
て
は
論
証
し
が
た
い
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
的
に
こ
の
社
会
段
階
を
規
定
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば

平
等
社
会
で
あ
る
自
官

M
g
g
a
g
a
a
u二
分
節
社
会
）
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

口
沙
宮
李
遺
跡
の
事
例

河
南
省
新
鄭
沙
嵩
李
遺
跡
も
蓑
李
碕
遺
跡
と
同
様
に
下
層
と
上
層
の
二
時
期
の
墓
群
に
分
か
れ
る
（
図
2
）
。
下
層
・
上
層
と
も
に
発

掘
区
が
限
ら
れ
て
い
る
が
、
両
層
と
も
に
少
な
く
と
も
二
つ
以
上
の
墓
群
が
存
在
す
る
乙
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
墓
群
が
集
団

の
単
位
を
示
す
可
能
性
は
高
い
。

さ
て
、
斐
李
両
遺
跡
と
同
様
、
磨
盤
・
磨
棒
と
石
鐘
を
副
葬
品
に
持
つ
墓
は
、
三
号
墓
を
除
い
て
明
確
に
分
か
れ
る
。
三
号
墓
の
場
合
、

磨
盤
・
磨
棒
と
石
鐘
の
位
置
が
完
全
に
分
離
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
襲
李
両
三
八
号
墓
の
例
と
同
じ
よ
う
に
、
男
女
合
葬
墓

と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
非
衣
李
闘
の
場
合
と
同
様
に
、
磨
盤
・
磨
榛
を
副
葬
品
に
持
つ
も
の
を
女
性
、

石
鐘
を
持
つ
も
の
を
男
性
と
考
え
る
と
、
沙
富
李
の
場
合
色
男
性
墓
が
完
全
に
多
く
、
上
層
は
そ
の
傾
向
が
一
層
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
男
性
墓
で
は
、
石
鐘
に
加
え
て
石
斧
や
石
鎌
な
ど
を
副
葬
す
る
場
合
が
あ
り
、
副
葬
品
に
見
ら
れ
る
格
差
は
裳
李
樹
と
同
様
に

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

一
一
五
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図2

一
方
、
男
性
墓
と
女
性
墓
に
分
け
た
場
合
に
副
葬
さ
れ
る
土
器
の
数
量
は
女
性
墓
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
、
裳

李
出
問
と
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
解
釈
は
、
裳
李
闘
の
事
例
と
同
様
と
い
え
よ
う
。

臼
北
関
遺
跡
の
事
例

河
南
省
密
県
義
溝
北
隣
の
事
例
も
、
墓
群
の
ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
、
人
間
集
団
の
単
位
が
認
め
ら
れ
る
（
図
3
）
。
こ
乙
で
も
そ
の

他
の
事
例
と
同
様
に
磨
盤
・
磨
棒
を
持
つ
墓
と
石
鐘
を
持
つ
墓
と
は
、
明
確
に
分
離
し
て
い
る
。
男
性
の
墓
と
し
た
石
鐘
を
持
つ
墓
に
は
、

存
在
し
て
い
る
。

沙寓李上層
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図3

こ
れ
も
同
様
に
石
斧
や
石
鎌
を
さ
ら
に
持
つ

よ
う
な
階
層
的
な
副
葬
品
の
組
み
合
わ
せ
が

認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
土
器
の
数
量
は
全

体
的
に
見
れ
ば
磨
盤
・
磨
棒
を
持
つ
女
性
墓

が
多
い
傾
向
に
あ
る
。
従
っ
て
北
闘
の
事
例

も
こ
れ
ま
で
の
傾
向
を
追
随
す
る
も
の
で
あ

る
。
特
殊
な
例
と
し
て
は
、
磨
盤
・
磨
棒
を

持
つ
女
性
墓
と
仮
定
し
た
六
一
号
墓
に
、
も

う
一
体
の
人
骨
が
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
が
男
女
合
葬
墓
で
あ
る
か
は
明
確

で
な
い
。
北
間
の
場
合
、
磨
盤
・
磨
棒
を
も

っ
墓
に
陶
勺
が
伴
う
場
合
が
多
く
、
六
一
号

墓
の
も
う
一
体
の
人
骨
近
く
に
陶
勺
が
置
か

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
六
一
号
墓
は
二
体
の

女
性
合
葬
墓
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

四
石
固
遺
跡
の
事
例

（お｝

河
南
省
長
葛
石
田
遺
跡
は
、
層
位
関
係
や

遺
構
の
切
り
合
い
関
係
に
よ
り
、
七
期
に
時

期
区
分
さ
れ
て
い
る
。

I
l
町
期
が
裳
李

七
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J¥ 

同
文
化
に
相
当
し
、

V
－
M
期
が
仰
詔
文
化
王
湾
一
期
に
併
行
す
る
段
階
、

mm期
・
四
期
が
仰
詔
文
化
王
湾
二
期
に
併
行
す
る
段
階
で
あ

る
。
な
お
、
孫
祖
初
の
編
年
に
よ
れ
ば
、
四
－

m期
は
仰
詔
文
化
秦
王
薬
類
型
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
蓑
李
縄
文

化
は
細
分
が
可
能
で
あ
り
、
－
－

E
期
は
蓑
李
同
文
化
早
期
段
階
、
皿
－

N
期
は
蓑
李
備
文
化
晩
期
段
階
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

分
析
す
る
墓
葬
は

V
期
で
は
僅
か
一
基
、
珊
期
で
は
墓
葬
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
時
期
を
対
象
に
、
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
は
、
出
土
人
骨
の
形
質
人
類
学
的
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
墓
群
で
は
男
女
の
性
別

が
比
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
民
族
例
か
ら
の
推
定
の
是
非
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

非
衣
李
両
文
化
に
相
当
す
る
石
田
I
I
N期
に
お
い
て
、
図
4
・
5
に
示
す
よ
う
に
、
形
質
人
類
学
的
比
定
に
よ
る
男
女
の
別
を
示
す
と
、

石
鐘
を
持
つ
墓
と
廃
盤
を
持
つ
墓
と
で
は
、
明
瞭
に
男
女
の
性
差
が
認
め
ら
れ
る
。
男
性
墓
と
同
定
さ
れ
た
石
田
I
期
の
五
六
・
六
三
号

墓、

E
期
の
四
六
・
五
四
号
墓
、
皿
期
の
二
三
号
墓
、
町
期
の
五
号
墓
で
は
、
石
鐘
が
副
葬
品
と
な
っ
て
い
る
。
女
性
墓
と
認
定
さ
れ
て

い
る
石
田

E
期
の
三
九
号
墓
、
皿
期
の
一
四
号
墓
、
町
期
の
八
六
号
墓
で
は
磨
盤
が
伴
う
。
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
、
民
族
例
に
み
ら
れ
る

男
女
の
労
働
に
お
け
る
役
割
分
担
か
ら
、
副
葬
品
の
別
を
男
女
差
と
推
定
し
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
石
田
の
事
例
は
と
の
こ
と
を
論
証
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
性
差
に
よ
る
労
働
の
役
割
分
担
が
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
副
葬
品
が
規
制
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
は
、
特
徴
的
な
副
葬
品
か
ら
、
男
女
を
同
定
し
て
き
た
が
、
こ
の
場
合
、
副
葬
品
を
持
た

な
い
墓
や
土
器
の
み
を
副
葬
す
る
墓
は
男
女
の
推
定
が
困
難
で
あ
っ
た
。
石
田
の
場
合
、
形
質
人
類
学
的
に
性
別
が
同
定
で
き
、
こ
の
結

果
か
ら
は
、
石
田

I
期
1
E期
ま
で
は
、
女
性
が
圧
倒
的
に
少
な
く
、
石
園
田
期
で
男
女
が
ほ
ぼ
同
数
に
な
る
（
表
2
づ
こ
の
こ
と
も

こ
れ
ま
で
の
類
推
に
お
け
る
女
性
墓
が
男
性
墓
よ
り
圧
倒
的
に
少
な
い
点
に
符
合
し
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
墓
と
男
性
墓
の
副
葬
さ
れ
た

土
器
の
数
量
は
、
石
間
の
場
合
、
表
2
の
よ
う
に
石
田
I
1皿
期
で
は
男
性
墓
の
方
が
豊
か
で
あ
り
、
石
園
町
期
に
な
っ
て
豊
か
な
女
性

墓
が
や
っ
と
で
出
現
し
て
い
る
。
石
田
H
期
以
降
の
男
性
墓
に
み
ら
れ
る
土
器
の
数
量
を
貧
富
の
差
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
は
激
し
く
、

石
田
町
期
以
降
の
豊
か
な
女
性
墓
の
出
現
も
、
資
婚
に
よ
る
女
性
の
享
受
の
可
能
性
も
考
慮
で
き
よ
う
。
な
お
朱
延
平
は
、
蓑
李
同
文
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。

れぽ化
は等段
分し階
析いの
さも石
れの固
たと墓
人み地
骨ての
のい男
一る女
部賓が冨数
に、カt

基こほ

づ
く
も
の
で
問
題
が
あ
る
。
む
し
ろ

そ
れ
ら
の
年
齢
が
一

O
i
一
四
才
と

判
定
さ
れ
た
一
体
を
除
い
て
、
す
べ

て
青
年
以
上
の
成
人
で
あ
る
と
こ
ろ

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
段
階
の
墓
は
成
人
に
限
ら
れ
た

選
択
的
な
－
－
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
認

識
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
石
固
は
発
掘
区
域
が

限
ら
れ
て
お
り
、
墓
域
す
べ
て
を
明

ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
報
告
さ
れ

た
も
の
を
見
る
限
り
、
石
田

I
期
か

ら
町
期
ま
で
墓
群
の
ま
と
ま
り
が
認

め
ら
れ
、
そ
れ
が
集
団
の
単
位
を
形

成
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
仰
詔
文
化
併
行
の
石
固
刊



水
泉
遺
跡
の
事
例

河
南
省
陳
県
水
泉
遺
跡
は
一
二

O
基
の
墓
葬
が
発
見
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
内
一
一

O
基
は
整
然
と
し
た
配
列
が
み
ら
れ
る
。
一
八

（お）

列
の
配
列
か
ら
な
る
墓
群
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
明
確
で
は

な
い
。
と
も
か
く
墓
葬
配
列
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
と
は
異
な
り
、

よ
り
集
団
的
規
制
の
強
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
す
べ

て
の
墓
葬
の
副
葬
品
の
内
容
の
提
示
や
人
骨
の
性
別
鑑
定
が
為
さ

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
墓
群
の
検
討
は
困
難
で
あ
る
。
大
枠
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
事
例
と
同
様
に
、
石
鐘
と
磨
盤
・
磨
棒
と
い
っ

た
副
葬
品
に
は
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
区
別
が
明
確
で
あ
る
。
た
だ
報
告
に
よ
れ
ば
、
六
六
号
墓
と
一

O
号
墓
で
は
そ
れ
ら
両
者
の
組

期
・

mm期
で
は
、
頭
位
方
向
が
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
い
て
ほ
ぼ

一
定
す
る
よ
う
な
、
墓
地
の
選
定
の
際
の
よ
り
強
い
集
団
的
規
制

が
働
い
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
大
河
村
四
期
の
墓
群
の
あ

り
方
と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
墓
葬
に
見
ら
れ
る
大
き
な
遣
い
は
、

こ
れ
ま
で
の
生
前
に
お
け
る
性
的
役
割
を
強
調
し
た
副
葬
品
構
成

は
認
め
ら
れ
ず
、
副
葬
品
を
持
た
な
い
墓
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
よ
り
大
き
な
社
会
的
あ
る
い
は
集
団
的
規
制
が
働

く
こ
と
に
よ
り
、
副
葬
品
の
埋
葬
が
限
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、

逆
に
副
葬
品
の
占
有
を
示
す
社
会
環
境
の
変
化
を
意
味
す
る
可
能

性
を
考
え
た
い
。

｛且
華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
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ら
れ
る
集
団
構
造
什
（
宮
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石固遺跡における性別・副葬土器量別墓葬数

道
I期 E期 置期 N期

男 女 不明 男 女 不明 男 女 不明 男 女 不明

。2 1 2 1 3 1 10 6 2 

1 6 3 2 3 1 3 1 2 3 

2 3 1 1 

3 1 2 1 1 

4 1 1 1 

5 1 

6 1 

総墓数 8 3 3 7 2 。7 5 4 13 11 5 

表2
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一
一一一

み
合
わ
せ
が
共
有
し
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
’
そ
れ
ら
が
合
葬
墓
か
単
人
墓
で
あ
る
か
は
、
資
料
の
提
示
が
な
い
た
め
判
断
し
か
ね
る
。

ま
た
、
二
九
号
墓
の
よ
う
に
石
鐘
を
も
っ
男
性
墓
で
土
器
総
数
二
二
個
（
乙
の
他
器
蓋
二
個
）
を
も
っ
富
裕
な
墓
も
認
め
ら
れ
る
。
僅
か

に
認
め
ら
れ
る
合
葬
墓
で
興
味
深
い
も
の
に
は
、
二
体
の
被
葬
者
が
重
な
っ
た
状
態
で
出
土
し
た
三
一
号
墓
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
体
の
関

係
性
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
性
別
な
ど
の
形
質
人
類
学
的
検
討
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。

的
買
湖
遺
跡
の
事
例

河
南
省
舞
陽
買
湖
遺
跡
は
、
土
器
の
構
成
は
裳
李
縄
文
化
の
要
素
を
基
本
的
に
持
ち
な
が
ら
も
、
か
な
り
地
域
的
に
変
容
し
た
文
化

内
容
を
有
し
て
お
り
、
生
業
も
長
江
流
域
の
も
の
に
近
い
可
能
性
が
あ
る
。
乙
こ
で
も
多
く
の
墓
葬
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
の
内

容
が
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
一
九
八
三
年
の
調
査
分
に
限
っ
て
検
討
す
る
。

本
遺
跡
で
も
早
期
墓
と
晩
期
墓
に
分
か
れ
、
早
期
墓
が
五
基
、
晩
期
墓
が
一
二
基
報
告
さ
れ
、
形
質
人
類
学
的
な
性
別
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
早
期
墓
で
性
別
が
明
ら
か
な
墓
葬
は
す
べ
て
男
性
墓
で
あ
り
、
男
性
墓
と
し
て
性
別
に
対
応
す
る
副
葬
品
と
し
て
は
、
亀
甲

や
獣
牙
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
装
李
尚
文
化
の
墓
葬
に
み
ら
れ
な
い
遺
物
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
副
葬
品
が
男
性
と
し
て

の
労
働
分
担
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
亀
甲
と
い
う
労
働
価
値
と
は
別
な
付
加
価
値
で
あ
る
威
信
財
的
な
要
素
を
示
す
遺

物
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
一
三
号
墓
で
は
三
体
の
合
葬
墓
が
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
二
体
が
男
性
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
血
縁
集

団
に
よ
る
合
葬
墓
の
可
能
性
が
高
い
。
後
期
墓
で
は
、
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
含
め
、
男
女
の
性
別
が
判
断
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
基
対
六
基
と
女
性
墓
が
多
い
。
女
性
墓
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
裳
李
同
文
化
で
特
徴
的
で
あ
っ
た
副
葬
品
で
あ
る
磨
盤
は
、
本
遺
跡
で

も
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
被
葬
者
が
女
性
で
あ
る
可
能
性
が
形
質
人
類
学
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
装
李
同
文
化
で
認
め
ら

れ
た
女
性
墓
の
方
が
副
葬
さ
れ
る
土
器
の
数
量
が
多
い
と
い
う
傾
向
は
こ
こ
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
相
対
的
に
副
葬
土
器
の
数
量
は
少
な
い
。

早
期
墓
と
晩
期
墓
を
一
律
に
比
べ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
が
、
男
女
差
と
し
て
一
律
に
比
べ
た
場
合
、
男
性
墓
の
方
が
副
葬
品
の
数
量

や
種
類
が
豊
富
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
裳
李
同
文
化
に
認
め
ら
れ
た
集
団
構
造
と
、
買
湖
の
集
団
構
造



の
差
異
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
男
性
墓
の
副
葬
品
の
豊
か
さ
と
亀
甲
の
よ
う
な
威
信
財
的
な
副
葬
品
は
、
男
女
の
社
会
組
織
上
の
優

位
性
の
区
分
が
よ
り
明
確
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

仰
詔
文
化
王
湾
類
型
の
事
例

斐
李
同
文
化
の
分
布
範
囲
で
あ
る
河
南
省
中
部
は
、
非
衣
李
同
文
化
の
後
に
は
仰
留
文
化
王
湾
類
型
が
存
在
す
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ

た
。
文
化
領
域
は
両
文
化
と
も
同
じ
で
あ
り
、
系
統
的
に
継
承
関
係
に
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
石
田
遺
跡
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
墓
葬
状

態
に
変
化
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
興
味
が
持
た
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

王
湾
類
型
の
ま
と
ま
っ
た
墓
葬
群
の
報
告
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
唯
一
報
告

さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
河
南
省
鄭
州
市
大
河
村
遺
跡
の
事
例
が
あ
る
。
大

河
村
遺
跡
は
仰
留
文
化
か
ら
龍
山
文
化
ま
で
長
期
間
に
亘
っ
て
存
続
す
る
遺

跡
で
あ
る
が
、
墓
群
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
大
河
村
四
期
で
あ
る
。
大
河

村
四
期
は
王
湾
類
型
二
期
に
相
当
し
、
仰
詔
文
化
秦
王
葉
期
に
併
行
す
る
。

大
河
村
四
期
の
墓
群
は
、
頭
位
方
向
が
異
な
る
若
干
の
例
を
除
い
て
、
頭
位

M，‘ 

II I 

は
南
西
を
向
く
よ
う
に
規
制
さ
れ
る
（
図
6
）
と
と
も
に
、
石
田
遺
跡
wn
・

mm期
と
同
じ
よ
う
に
副
葬
品
が
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
い
こ
と
に
特
徴
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
れ
は
一
定
の
頭
位
方
向
と
と
も
に
集
団
に
よ
る
墓
葬
へ
の
規
制
の

強
化
が
よ
り
働
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
規
制
の
中
に
も
、
女
性
墓
に
は
紡
錘
車
が
副
葬
さ
れ
る

事
例
が
認
め
ら
れ
、
女
性
の
性
的
労
働
分
担
の
墓
葬
へ
の
反
映
も
、
裳
李
同
文
化
ほ
ど
で
な
い
に
し
ろ
引
き
続
き
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

M~ 

一
一



華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

四

同
時
期
の
大
波
口
文
化
の
特
徴
を
為
す
背
壷
を
副
葬
品
に
も
つ
女
性
墓
で
あ
る
九
号
墓
は
、
上
記
し
た
大
河
村
四
期
の
墓
群
と
は
異
な
っ

た
別
の
地
点
に
立
地
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
大
波
口
文
化
の
影
響
を
受
け
る
段
階
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
当
然
人
聞
の
交
流
が
存
在
し

よ
う
。
大
波
口
文
化
の
女
性
が
外
婚
者
と
し
て
大
河
村
の
集
団
に
入
っ
た
場
合
、
死
後
は
外
婚
者
と
し
て
墓
地
が
区
別
さ
れ
て
い
た
と
考

険
西
盆
地
を
中
心
と
す
る
滑
水
流
域
に
お
い
て
、
蓑
李
闘
文
化
に
併
行
す
る
段
階
が
老
官
台
文
化
で
あ
る
。
老
宮
台
文
化
の
墓
葬
の

事
例
は
、
非
衣
李
同
文
化
ほ
ど
の
多
く
の
報
告
例
が
な
い
が
、
埋
葬
習
俗
の
遣
い
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
円
自
家
村
遺
跡
の
事
例

険
西
省
臨
一
県
自
家
村
遺
跡
で
は
、
非
衣
李
闘
文
化
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
少
数
の
人
間

集
団
を
表
す
よ
う
な
墓
群
単
位
が
認
め
ら
れ
る
（
図
7
）
。
性
別
の
判
定
が
為
さ
れ
て
い

な
い
た
め
明
確
で
は
な
い
が
、
最
も
副
葬
さ
れ
た
土
器
数
量
の
多
い
五
号
墓
に
は
、
石
鐘

が
さ
ら
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
。
石
鐘
は
先
の
性
別
の
労
働
分
担
で
言
え
ば
男
性
に
当
た
る

が
、
自
家
村
墓
地
に
お
け
る
他
の
副
葬
品
は
石
鎌
や
石
矛
な
ど
狩
猟
具
や
武
器
の
よ
う
な

男
性
の
労
働
分
担
に
あ
た
る
道
具
が
多
い
。
ま
た
副
葬
品
の
中
に
は
骨
器
や
獣
骨
の
下
顎

骨
あ
る
い
は
猪
の
牙
な
ど
が
み
ら
れ
、
裳
李
闘
文
化
の
副
葬
品
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

口
北
劉
遺
跡
の
事
例

陳
西
省
清
南
市
北
劉
遺
跡
）
の
墓
群
も
、
少
数
単
位
か
ら
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ

ま
で
の
事
例
と
同
様
で
あ
る
と
と
も
に
、
発
掘
さ
れ
た
地
点
で
は
一
一
一
つ
の
集
団
単
位
が
存

え
た
い
。

回
考
官
台
文
化
の
事
例

W
M
w
g旧

必
然

島

IM6 

8)M4 

グ」2

6タMl
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図7 臼家村墓地の分布



在
す
る
可
能
性
が
あ
る
（
図
8
）
。
さ
て
こ
こ
で
も
性
別
判
定
が
為
さ
れ
て
お
ら
ず
、
副
葬
品
の
構
成
に
お
け
る
特
徴
を
眺
め
る
こ
と
に

す
る
。
各
墓
群
単
位
で
は
、
副
葬
品
を
持
つ
も
の
と
持
た
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、
副
葬
土
器
を
持
つ
五
・
一
一
・
一
三
号
墓

に
は
骨
鐘
、
骨
矛
、
骨
鎖
、
貝
包
丁
な
ど
が
副
葬
さ
れ
、
自

家
村
遺
跡
の
副
葬
品
と
同
じ
様
相
を
示
し
て
い
る
。
性
別
労

働
分
担
で
言
え
ば
、
男
性
系
列
の
労
働
に
伴
う
道
具
が
副
葬

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
非
衣
李
闘
文
化
の
埋

M6 
(:? 

葬
習
俗
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
骨
製
髪
飾
り
の
み
を

有
す
る
墓
が
一
基
存
在
す
る
。

大
地
湾
遺
跡
の
事
例

甘
粛
省
秦
安
大
地
湾
遺
跡
で
も
老
官
台
文
化
の
墓
が
僅
か

に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
興
味
を
引
く
の
は
、
副
葬

土
器
と
と
も
に
豚
の
下
顎
骨
を
副
葬
し
て
い
る
一
五
号
墓
の

事
例
で
あ
る
。
自
家
村
遺
跡
で
も
獣
骨
の
下
顎
骨
を
副
葬
し

た
事
例
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
一
五
号
墓
は
一
五
l
一
八
才
の

臼

男
性
と
形
質
人
類
学
的
に
鑑
定
さ
れ
て
い
る
。
豚
の
下
顎
骨

mmWM附

北劉墓地の分布図8

の
埋
葬
は
、
時
期
的
に
新
し
く
な
る
大
波
口
文
化
で
は
顕
著

（お）

に
認
め
ら
れ
、
集
団
内
で
の
私
有
財
産
の
象
側
あ
る
い
は
原
始
的
宗
教
観
念
の
反
映
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
前
者
と
し
て
み
た
場
合
、
こ

の
男
性
墓
は
明
ら
か
に
所
有
概
念
を
表
し
て
い
よ
う
。
財
産
権
を
男
性
が
把
握
し
て
い
た
と
も
規
定
で
き
る
。
ま
た
、
自
家
村
や
北
劉
の

墓
葬
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
男
性
の
性
別
役
割
分
担
に
対
応
す
る
副
葬
品
が
埋
葬
さ
れ
る
事
例
か
ら
は
、
老
官
台
文
化
の
墓
葬
か
ら
み
た
諸

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）
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華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
同
（
宮
本
）
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例
と
し
て
は
、
男
性
が
社
会
構
成
上
重
視
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
襲
李
同
文
化
の
社
会
構
成
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

五
仰
韻
文
化
半
披
類
型
の
事
例

老
官
台
文
化
と
時
空
的
に
も
か
つ
系
統
的
に
つ
な
が
る
仰
留
文
化
半
域
類
型
の
墓
葬
構
造
の
事
例
を
検
討
し
た
い
。
半
披
類
型
の
墓
葬

の
事
例
は
豊
富
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
も
半
披
類
型
の
合
葬
墓
に
注
目
さ
れ
て

い
る
。
合
葬
墓
は
、
二
体
以
上
の
遺
体
が
一
つ
の
土
墳
に
埋
葬
さ
れ
る
場
合
を
指
す
が
、
半
域
類
型
の
合
葬
墓
は
二
体
以
上
か
ら
数
十
体

に
達
す
る
ま
で
一
つ
の
土
坑
に
埋
め
ら
れ
る
。
数
体
以
上
の
遺
体
か
ら
な
る
合
葬
墓
の
場
合
は
、
人
骨
は
集
骨
さ
れ
て
お
り
、
再
葬
さ
れ

｛施｝

て
い
る
。
乙
れ
は
清
代
の
文
献
に
み
ら
れ
る
少
数
民
族
の
民
族
例
の
よ
う
に
、
死
体
が
骨
化
し
て
後
あ
る
段
階
に
複
数
の
人
骨
を
集
め
て

一
ケ
所
に
埋
葬
す
る
事
例
が
あ
る
よ
う
に
、
再
葬
と
し
て
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
人
骨
の
構
成
は
あ
る
集
団
の
構
成
を

表
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
陳
西
省
筆
県
元
君
崩
遺
跡
の
分
析
で
は
、
集
骨
さ
れ
て
い
る
合
葬

墓
に
お
け
る
男
女
比
に
注
目
が
為
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
男
女
比
は
大
き
く
以
下
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。

A
－
－
男
性
が
女
性
よ
り
多
い
。

B

・
・
男
女
が
均
等
で
あ
る
。

c・
・
女
性
が
男
性
よ
り
多
い
。
以
上
の
男
女
比
か
ら
、
ま
ず
父
権
家
族
の
場
合
は
、
女
性
が
男
性
よ
り
多
く
な

る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
、

A
の
場
合
を
母
権
家
族
を
示
す
集
団
構
造
と
し
た
。
そ
し
て
父
権
家
族
を
表
す
と
規
定
し
た

B
・
C
の
場

合
、
墓
葬
の
体
位
や
副
葬
品
の
内
容
か
ら
決
し
て
父
権
の
突
出
し
た
現
象
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
も
母
権
社
会
の
集
団

構
成
を
表
す
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

A
の
場
合
の
男
性
が
女
性
よ
り
多
い
と
い
う
墓
葬
が
果
た
し
て
母
権
家
族
を
示
す
も
の
と
い

う
根
拠
は
全
く
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
同
様
に

B
・
C
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
単
な
る
男
女
比
で
父
権
社
会
、
母
権
社
会

を
規
定
す
る
と
と
は
不
可
能
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
群
で
出
土
し
て
い
る
具
体
的
な
事
例
を
検
討
す
べ
き
と
思
え

る
。
ま
ず
集
落
と
墓
群
と
の
対
応
が
ほ
ぼ
わ
か
っ
て
い
る
半
坂
類
型
の
萎
案
の
事
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

険
西
省
臨
撞
県
菱
霧
遺
跡
は
層
位
や
遺
構
出
土
の
遺
物
か
ら
五
期
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
言
う
半
披
類
型
に
相
当
す
る
の
は
、



萎
案
一
期
と
二
期
で
あ
る
。
菱
寒
一
期
で
は
、
先
に
述
べ
た
集
骨
か
ら
な
る
合
葬
墓
は
み
ら
れ
ず
、
単
人
墓
か
ら
な
る
が
、
一
次
葬
と
二

次
葬
に
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
初
葬
と
再
葬
に
分
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
小
児
用
の
蜜
棺
が
存
在
す
る
こ
と
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
前
段
階
の
老
官
台
文
化
あ
る
い
は
蓑
李
同
文
化
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
墓
葬
で
あ
り
、
集
団
に
お
い
て
小
児
や
子
供
も
厚

く
葬
ろ
う
と
す
る
観
念
が
芽
生
え
た
も
の
と
想
定
で
き
る
と
と
も
に
、
集
団
の
成
員
の
大
半
を
厚
く
葬
り
、
一
定
の
空
間
に
集
団
の
墓
群

を
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
は
集
団
の
規
制
は
よ
り
強
い
も
の
と
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
一
方
、
時
代
的
に
推

移
し
た
菱
案
二
期
の
段
階
に
は
、
多
数
の
集
骨
か
ら
な
る
合
葬
墓
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
二
次
葬
の
墓
葬
で
あ
る
が
、
こ
の
他
二

次
葬
に
は
養
家
一
期
と
同
様
に
単
人
墓
も
存
在
す
る
。
一
次
葬
は
ほ
と
ん
ど
が
単
人
墓
で
あ
る
が
、
こ
の
他
二
人
一
次
合
葬
墓
が
二
例
、

三
人
一
次
合
葬
墓
が
一
例
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
綾
数
一
次
合
葬
墓
は
す
べ
て
が
男
性
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
半
披
類
型
の
美
察

遺
跡
に
お
い
て
、
前
段
階
の
養
家
一
期
で
は
単
人
墓
の
土
嬢
墓
か
ら
な
り
、
後
段
階
の
養
家
二
期
で
は
単
人
墓
以
外
の
多
数
二
次
合
葬
墓

が
主
体
と
な
る
墓
葬
習
慣
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
に
対
し
て
厳
文
明
は
、
こ
の
二
つ
の
墓
葬
習
慣
を
時
代
的
な
変
化
と
は
捉

え
ず
、
地
域
的
な
系
統
差
と
捉
え
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
仰
詔
文
化
廟
底
溝
類
型
に
お
い
て
も
、
単
人
土
績
墓
を
主
体
と
す
る

埋
葬
習
俗
は
浬
水
と
清
水
中
流
域
の
浬
滑
地
区
に
主
と
し
て
分
布
し
、
多
数
二
次
合
葬
墓
を
主
体
と
す
る
埋
葬
習
俗
は
滑
水
下
流
域
の
険

東
地
区
に
分
布
す
る
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
萎
察
一
期
で
は
浬
滑
地
区
の
住
民
と
の
関
連
で
埋
葬
習
俗
が
規
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
品
委
案

二
期
で
は
東
側
の
険
東
地
区
の
住
民
が
萎
案
を
占
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
埋
葬
習
俗
が
変
化
し
た
と
想
定
し
て
い
る
。
い
わ
ば
居
住
集
団

の
変
更
に
よ
っ
て
埋
葬
習
俗
が
変
化
し
た
も
の
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
う
い
っ
た
初
め
か
ら
集
団
差
あ
る
い
は
民
族
差
と

い
う
も
の
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
ず
集
団
構
成
を
墓
葬
か
ら
把
握
す
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

美
寒
一
期
の
墓
葬
は
、
環
濠
集
落
の
周
囲
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
集
落
内
の
住
居
祉
の
配
置
か
ら
は
、
五
つ
の
住
居
群
が
並
立
し
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
住
居
群
の
単
位
が
家
族
集
団
単
位
あ
る
い
は
氏
族
単
位
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
五
つ
の
家
族

集
団
が
一
つ
の
集
落
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
集
団
単
位
に
対
応
す
る
よ
う
に
三
つ
の
墓
群
が
環
濠
を
挟
ん
で
集
落
の
外
側
に
位
置
し
て

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）
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北
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養家l期における性別・副葬土器量別墓葬数

い（ 男 女 不詳 合計
（%） （%） （%） （%） 

。 35(49) 16(30) 16(33) 67(39) 

13(18) 5( 9) 2( 4) 20(11) 

2 6(10) 9(16) 9(18) 24(14) 

3 5( 7) 6 (11) 6(12) 17(10) 

4 1 ( 1) 7(13) 8(16) 16( 9) 

5 4( 6) 5( 9) 6(12) 15( 9) 

6 4( 6) 4( 7) 8( 5) 

7 3( 4) 1 ( 2) 4( 2) 

9 1 ( 2) 1 ( 1) 

11 1( 2) 1 ( 1) 

15 1 ( 2) 1 ( 1) 

合計
71 54 174 

（墓葬数）

J¥ 

い
る
。
他
の
二
つ
の
居
住
集
団
に
対
応
す

る
墓
群
は
、
未
発
掘
地
に
存
在
す
る
と
す

る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な

い
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
ま
た
厳
文
明
の

よ
う
に
、
報
告
書
で
菱
察
二
期
の
墓
と
さ

れ
た
も
の
の
一
部
を
萎
察
一
期
と
考
え
、

萎
察
一
期
の
集
落
の
中
心
地
の
広
場
と
さ

地れ
がた
あと
っこ
た ろ
と に
しも
て
い美
モ喜案

頭期
位段
方階
向の
か墓

ら

E
区
の
場
合
二
群
に
分
か
れ
る
可
能
性

が
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
は

I
区
か
ら

皿
区
の
墓
群
を
、
や
は
り
三
つ
の
家
族
集

団
に
対
応
す
る
集
団
墓
と
し
て
一
応
捉
え
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
群
に
お
け
る
男
女
の
性
別
に
お
け
る
埋
葬
配
置
に
は
、

大
き
な
傾
向
性
は
見
い
だ
し
が
た
い
。
そ
こ
で
副
葬
土
器
の
量
を
男
女
別
に
眺
め
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
男
女
を
相
対
的
に
み
た
場
合
、

女
性
墓
の
方
が
副
葬
土
器
の
数
量
が
多
い
墓
が
多
く
、
絶
対
的
に
見
た
場
合
に
お
い
て
も
最
多
の
副
葬
土
器
を
持
つ
の
は
女
性
墓
で
あ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
裳
李
闘
文
化
の
場
合
と
同
様
に
、
仰
詔
文
化
半
披
類
型
に
お
い
て
も
女
性
墓
に
副
葬
土
器
が
多
い
傾
向
か
ら
、
母
権

社
会
説
の
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
埋
葬
者
の
年
齢
構
成
を
見
て
み
よ
う
（
表
4
）
。
男
性
は
中
年
に
埋
葬
者
の
ピ

l
ク
が

あ
り
、
先
史
時
代
の
平
均
寿
命
か
ら
考
え
れ
ば
、
普
通
の
死
亡
年
齢
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
女
性
は
青
年
や
中
年
が
死
亡
年
齢
と
し

表3て
多
い
傾
向
に
あ
る
。
女
性
の
場
合
は
出
産
に
よ
る
死
亡
を
考
え
る
と
、
女
性
墓
の
死
亡
年
齢
は
普
通
の
先
史
時
代
の
あ
り
方
を
示
し
て



い
よ
う
。
ま
た
形
質
人
類
学
の
男
性
判
定
に
お
い
て
、
約

一
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
誤
差
が
あ
る
と
す
る
ヴ
ァ
イ

（“｝
 

ス
の
説
を
用
い
る
な
ら
ば
、
表
4
に
示
し
た
男
女
判
定
は
、

男
女
が
ほ
ぼ
同
数
存
在
し
て
い
る
可
能
性
を
示
し
て
い
よ

ぅ
。
こ
う
し
た
場
合
、
小
児
や
子
供
用
の
聾
棺
を
加
え
て

墓
地
群
を
考
え
れ
ば
、
家
族
集
団
の
す
べ
て
の
構
成
員
が

一
定
の
墓
地
に
葬
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ

れ
は
老
官
台
文
化
や
裳
李
同
文
化
で
想
定
さ
れ
た
集
団

内
の
一
定
の
選
択
的
な
埋
葬
と
異
な
っ
た
あ
り
方
と
す
る

こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
社
会
進
化
と
し
て
捉
え
た
い
。
さ

て
こ
う
し
た
年
齢
構
成
の
基
に
、
被
葬
者
の
副
葬
品
の
多

寡
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
仮
に
全
体
の
墓
数
の
約

二
割
弱
を
占
め
る
副
葬
土
器
五
個
以
上
の
墓
を
裕
福
な
墓

（と
表規
4 定
、tし

て
相
対必

開会
副酔
葬構
土成

君主
多云
p 別
と に
見見
ら て
れみ
たた
女い

性
墓
に
お
い
て
裕
福
な
墓
は
青
年
か
ら
中
年
に
限
ら
れ
て

一
方
、
男
性
墓
の
場
合
は
、
こ
の
裕
福
な
墓
が
、

、‘・｝
O

L
－－ 

児
童
か
ら
老
年
ま
で
満
遍
な
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
ろ
う
。
仮
に
こ
の
場
合
土
器
を
多
く
持
つ
墓
を
裕
福

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

表4 菱察 l期における性別・年齢別墓葬数

（本副葬土器5個体以上の墓務数，常事石器・骨器・員製品副葬墓葬数）

［ミ！
嬰児 児童 青 年 壮 年 中 年 老年 成年 不詳

言十

3才以下 4-12才 13-24才 25-35才36-54才55才以上

男性 6 4 15 28 6 10 2 71 

*2 *2 ホ2 *1 *3 *1 

ホ ＊4 常事1 * *4 車 市4 場3

女性 1 22 8 14 1 7 54 

本3 *2 *5 *I 

**8 本 市2 **8 

不詳 3 16 1 2 27 49 

*2 *I *1 *4 

市＊2 * *5 ＊ホl **5 

一
一
一
九



華
北
新
石
器
待
代
の
墓
制
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れ
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団
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本
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二二
O

な
階
層
と
規
定
す
れ
ば
、
男
性
で
は
年
齢
的
に
実
力
の
あ
る
老
年
に
ピ
l
ク
が
あ
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
児
童
に
お
い
て
も
裕

福
な
墓
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
児
童
の
親
の
裕
福
さ
に
関
係
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
と
も
に
女
性
の
児
童
墓
に
裕
福
な
慕
が
な

い
こ
と
は
、
男
性
の
み
に
財
産
権
が
あ
っ
た
と
す
る
仮
定
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
青
年
か
ら
中
年
ま
で

の
裕
福
な
女
性
墓
は
、
裕
福
な
男
性
の
配
偶
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
の
意
味
で
、
石
器
・
骨
器
や

貝
製
品
な
ど
の
狩
猟
具
・
工
具
や
装
飾
品
な
ど
を
持
つ
墓
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
副
葬
品
を
持
つ
墓
は
男
性
で
は
児
童
l
老
年
、
女

性
で
は
青
年
i
中
年
に
限
ら
れ
て
い
る
（
表
4
）
。
こ
の
よ
う
な
副
葬
品
を
持
つ
墓
を
、
先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に
集
団
内
の
裕
福
な
墓
と

し
て
捉
え
れ
ば
、
男
性
で
は
壮
年
i
老
年
な
ど
集
団
内
で
力
を
持
つ
年
齢
構
成
で
裕
福
な
墓
が
存
在
し
て
い
る
。
一
方
児
童
幕
が
裕
福
な

副
葬
品
を
構
成
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
富
裕
層
の
男
性
の
慕
で
あ
る
と
規
定
で
き
る
と
と
も
に
、
男
性
に
の
み
財
産
権
が
あ
っ
た
あ
る
い

は
栢
続
権
が
あ
っ
た
こ
と
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
児
童
男
性
墓
の
二
七
号
墓
で
は
、
副
葬
土
器
以
外
に
骨
錬
や

骨
錐
な
ど
の
狩
猟
具
や
工
具
が
納
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
豚
の
下
顎
骨
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
老
宮
台
文
化
の
際
の
検
討
で
は
、

明
ら
か
に
財
産
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
て
見
た
場
合
、
先
の
副
葬
土
器
の
検
討
で
示
し
た
よ
う
に
、
富
裕
な
女
性
墓
は
富
裕
な
男

性
墓
の
配
偶
者
と
し
て
見
れ
ば
、
合
理
的
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
推
論
は
、
単
な
る
土
器
の
多
寡
と
性
別
の
対
応
で
は
な
く
、

集
団
構
成
内
で
の
副
葬
品
と
の
対
応
を
考
え
た
と
き
、
男
性
に
優
位
な
社
会
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
複
数
二
次
合
葬
墓
が
出
現
す
る
萎
寒
二
期
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
報
告
で
羨
察
二
期
と
さ
れ
た

墓
群
の
一
部
が
羨
案
一
期
に
入
る
と
す
る
厳
文
明
の
見
解
で
あ
る
。
厳
文
明
の
示
し
た
萎
察
一
期
墓
の
年
代
的
根
拠
は
、
副
葬
土
器
が
萎

察
一
期
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
搬
出
す
る
尖
底
瓶

I
式
は
、
養
察
一
期
と
同
じ
特
徴
を
有
し
て

お
り
、
か
っ
こ
れ
ら
の
墓
が
萎
察
二
期
の
墓
に
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
厳
文
明
の
指
摘
は
正
し
い
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
こ

の
美
案
一
期
の
集
落
の
中
心
に
あ
る
墓
地
を
、
厳
文
明
は
集
落
の
構
成
員
の
出
自
を
形
成
す
る
最
初
の
民
族
の
墓
地
と
い
う
見
方
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
説
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
中
央
墓
地
の
一
部
が
羨
案
一
期
に
属
す
可
能
性
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
墓
群
を
、
以



後
の
美
案
二
期
の
分
析
対
象
か
ら
は
は
ず
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
菱
寒
二
期
は
、
墓
葬
の
切
り
相
関
係
と
副
葬
土
器
の
型
式
か
ら
、
二
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
こ
こ
で
は
養
家

二
期
前
期
と
後
期
に
区
分
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。
萎
察
一
期
と
は
違
っ
て
、
こ
の
墓
群
に
対
応
す
る
美
察
二
期
の
集
落
の
情
況
は

判
明
し
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
墓
群
の
北
、
東
、
な
い
し
東
北
方
の
遺
跡
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
厳
文
明
は
、
萎
察
一
期
と
二
期
の
集
落
位
置
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
と
想
像
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
菱
察
一

期
の
よ
う
に
各
氏
族
単
位
あ
る
い
は
各
集
団
単
位
に
対
応
す
る
形
で
墓
地
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
菱
案
二
期
で
は
集
落
全
体

の
墓
地
が
一
つ
の
場
所
に
集
中
す
る
よ
う
な
、
集
団
規
制
の
強
化
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
美
寒
二
期
前
期
と
後
期
は
そ
の
聞

に
断
絶
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
時
期
差
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
羨
察
二
期
の
前
期
と
後
期
に
お
い
て
、
単
人
一
次
葬
墓
、
単

人
二
次
葬
墓
、
複
数
二
次
葬
墓
に
分
け
て
分
布
を
確
認
し
て
み
る
と
、
前
期
と
後
期
に
明
ら
か
に
墓
群
の
分
布
差
が
認
め
ら
れ
る
（
図
9
）。

前
期
の
場
合
は
、
単
人
一
次
葬
墓
、
単
人
二
次
葬
墓
、
複
数
二
次
葬
墓
合
わ
せ
て
み
て
も
、
東
西
方
向
に
延
び
る
墓
群
が
形
成
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
後
期
で
は
墓
葬
の
各
種
類
を
通
し
て
南
北
方
向
へ
墓
群
が
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
養
寒
二
期
に
見
ら
れ
た
単
人
一
次
葬
墓
、
単
人
二
次
葬
墓
、
複
数
二
次
葬
墓
の
区
分
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
萎

察
一
期
で
は
、
複
数
二
次
葬
墓
と
し
て
は
、
二
体
か
ら
な
る
二
次
葬
が
一
基
あ
る
も
の
の
、
厳
文
明
が
萎
察
一
期
と
指
摘
し
た
八
四
号
墓

を
除
け
ば
、
基
本
的
に
集
骨
な
ど
を
行
っ
た
多
数
の
遺
骨
か
ら
な
る
二
次
葬
合
葬
墓
は
な
い
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
羨
寒
一
期
で
は
複
数

二
次
葬
合
葬
墓
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
ま
た
、
菱
案
二
期
に
は
一
次
合
葬
墓
も
見
ら
れ
る
が
、
事
例
が
僅
か
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
で
は
分
類
の
対
象
と
は
し
な
い
。
さ
て
、
養
家
二
期
前
期
の
単
人
一
次
葬
墓
の
男
女
比
を
見
て
み
る
と
、
男
女
の
不
明
な

墓
葬
三
基
を
除
い
て
、
男
性
五
基
、
女
性
三
基
と
、
そ
の
数
量
は
拾
抗
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
数
の
男
女
が
菱
察
二
期
前
期
に
は
埋
葬
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
全
体
で
九
基
の
一
次
葬
墓
を
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
家
族
集
団
な
い
し
血
縁
集

団
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
こ
と
は
養
家
二
期
後
期
の
単
人
一
次
葬
墓
に
も
い
え
る
は
ず
で
あ
る
が
、
性
別
の
判
定
不
能
な
例

華
北
新
石
器
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代
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墓
制
上
に
み
ら
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る
集
団
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一
方
、
複
数
二
次
埋
葬
は
基
本
的
に
あ
る
関
連
性
の
あ
る
被
葬
者
が
ま
と
め
て

一
つ
の
土
壊
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
男
女
比
に
関
し
て
は
、
男
性
が
女
性
よ
り
数
の
多
い
合
葬
墓
が

圧
倒
的
に
多
い
傾
向
に
あ
る
。
男
女
判
定
の
一
割
は
誤
っ
て
男
性
と
判
断
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
割
合
を
勘
案
し
て
も
、

男
性
数
の
多
さ
に
は
変
わ
ら
な
い
。
仰
詔
文
化
の
他
の
遺
跡
の
合
葬
墓
も
総
じ
て
男
性
数
が
多
い
。
厳
文
明
は
、
男
女
比
の
不
一
致
を
、

合
葬
墓
が
婚
姻
に
よ
る
家
族
単
位
を
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
血
縁
家
族
や
民
族
の
男
女
比
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
こ
の
菱
察
二
期
の
合
葬
墓
も
基
本
的
に
あ
る
血
縁
家
族
集
団
の
単
位
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
強
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
同
じ

墓
域
に
、
一
時
埋
葬
さ
れ
る
墓
葬
と
、
一
人
で
あ
ろ
う
と
複
数
で
あ
ろ
う
と
二
次
埋
葬
さ
れ
る
墓
葬
が
同
時
併
存
す
る
意
味
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
厳
文
明
が
想
定
す
る
よ
う
に
異
な
っ
た
種
族
の
占
領
に
よ
っ
て
合
葬
墓
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
に
は
、
萎
案
一
期
以
来
の
単
人

一
次
葬
墓
が
美
案
二
期
に
も
併
存
す
る
こ
と
か
ら
、
納
得
し
が
た
い
。
ま
た
、
単
人
一
次
葬
墓
の
副
葬
品
が
貧
弱
に
な
る
と
号
一
口
う
こ
と
も

な
く
、
占
領
さ
れ
た
旧
来
の
種
族
の
墓
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
菱
案
二
期
前
期
か
ら
美
察
二
期
後
期
に
か
け
て
、
複
数
二

次
合
葬
墓
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、
同
じ
土
壌
に
三
層
に
百
一
っ
て
集
骨
が
な
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
、
二
次
会
葬
墓
が
次
第
に
派
手
に
な
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
次
第
に
二
次
合
葬
墓
が
当
時
の
人
々
の
主
流
の
習
俗
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
複
数

二
次
合
葬
墓
が
先
の
男
女
の
比
の
分
析
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
一
つ
の
家
族
集
団
と
規
定
し
て
想
定
す
る
な
ら
ば
、
集
骨
し
、
一

つ
の
土
嫌
に
埋
葬
す
る
こ
と
は
一
つ
の
集
団
の
規
制
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
血
縁
的
家
族
集
団
を
一
定

の
段
階
で
時
間
差
を
も
っ
て
再
葬
す
る
と
い
う
、
集
団
規
制
に
よ
る
埋
葬
習
俗
が
あ
っ
た
も
の
と
想
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場

合
、
単
人
一
時
埋
葬
の
墓
は
、
そ
う
い
っ
た
血
縁
集
団
の
系
譜
の
中
で
、
そ
の
最
後
に
位
置
す
る
人
々
の
墓
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
が
、
養
家
二
期
の
前
期
と
後
期
で
は
大
き
な
時
期
的
な
断
絶
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

型
式
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
自
身
あ
る
程
度
の
時
期
差
を
想
定
し
て
よ
い
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
墓
域
の
変
化
は
こ
う
し
た
血
縁
集
団
の

系
譜
の
時
期
的
な
変
更
に
よ
る
も
の
と
も
判
断
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
想
定
で
判
断
し
た
場
合
、
な
に
よ
り
も
美
察
一
期
か
ら
引
き
続
い
て

が
多
い
た
め
、
こ
の
場
合
は
検
討
の
対
象
と
は
し
難
い
。
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四

見
ら
れ
た
男
性
の
集
団
内
で
の
優
位
性
の
基
に
、
よ
り
血
縁
集
団
の
規
制
が
強
ま
っ
た
も
の
が
、
と
う
し
た
合
葬
墓
と
規
定
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
や
や
想
像
に
想
像
を
重
ね
、
論
拠
に
乏
し
い
が
、
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

地
域
的
な
文
化
的
系
統
性
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
、
黄
河
中
流
域
と
下
流
域
で
の
文
化
的
系
統
関
係
を
ま
ず
整
理
し
、
こ
れ
ま
で
の
黄
河

中
流
域
に
見
ら
れ
た
蓑
李
両
・
磁
山
文
化
↓
仰
詔
文
化
、
老
官
台
文
化
↓
仰
詔
文
化
、
黄
河
下
流
域
の
北
辛
文
化
↓
大
波
口
文
化
の
平

板
な
流
れ
を
、
よ
り
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
、
時
間
軸
上
の
複
雑
な
文
化
地
域
変
容
を
示
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
地
域
的
な
系
統
関
係
を
整

理
し
て
き
た
。
こ
の
上
に
た
っ
て
、
こ
う
し
た
文
化
的
地
域
系
統
を
担
っ
て
き
た
人
間
集
団
の
社
会
構
造
を
明
ら
か
に
す
べ
き
地
域
対
象

を
黄
河
中
流
域
か
ら
険
西
盆
地
に
限
っ
て
、
事
例
的
な
研
究
を
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
必
然
的
に
こ
れ
ま
で
中
国
考
古
学
会
で

自
明
の
こ
と
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
母
権
社
会
か
ら
父
権
社
会
へ
の
移
行
と
い
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
の
ド
グ
マ
を
ま
ず
排
除

し
、
客
観
的
に
集
団
組
織
を
ど
う
復
元
で
き
る
か
を
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

黄
河
中
流
域
で
は
、
蓑
李
閥
文
化
に
見
ら
れ
た
集
団
組
織
は
、
対
偶
婚
家
族
を
基
礎
と
し
た
社
会
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
の
う
え
で

男
性
と
女
性
の
性
的
社
会
的
分
業
を
、
集
団
と
し
て
は
掌
び
、
そ
の
性
的
分
業
に
合
わ
せ
て
集
団
内
で
の
生
前
の
個
人
の
社
会
的
評
価
が

墓
葬
の
副
葬
品
に
反
映
し
て
い
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
段
階
の
男
性
の
性
的
分
業
は
、
社
会
に
お
け
る
財
産
権
の
所
有
を
意
味

す
る
も
の
に
近
く
、
父
権
の
母
権
に
対
す
る
明
確
な
優
位
性
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
社
会
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
社
会
を
母
権
社
会
と
規
定
で
き
る
根
拠
は
な
く
、
双
系
社
会
な
い
し
、
父
権
社
会
の
萌
芽
段
階
と
想
定
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ま

た
集
団
の
規
制
も
、
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
規
定
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
れ
は
、
農
耕
社
会
に
お
け
る
女
性
の
性
的
分
業
に

対
す
る
集
団
に
お
け
る
社
会
的
評
価
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
え
る
。
そ
の
意
味
で
蓑
李
闘
文
化
は
、
生
業
に
お
け
る
農
耕
へ
の
比
重

が
高
い
も
の
と
想
像
で
き
る
。
こ
う
し
た
社
会
構
成
が
、
そ
の
後
の
仰
詔
文
化
王
湾
類
型
で
は
、
比
較
的
規
制
の
強
い
集
団
組
織
を
表
す



墓
制
に
変
移
す
る
と
と
も
に
、
基
本
的
に
副
葬
品
を
も
た
な
い
と
す
る
集
団
組
織
の
規
制
が
働
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
う

し
た
副
葬
品
規
制
こ
そ
が
、
よ
り
強
い
集
団
組
織
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
、
紡

錘
車
の
様
な
従
来
の
女
性
の
性
的
分
業
を
表
す
副
葬
品
が
納
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
副
葬
品
規
制
と
は
異
な
っ
た
枠
組
み
と
い
え
る
。

一
方
、
陳
西
盆
地
を
中
心
と
す
る
滑
水
流
域
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
蓑
李
同
文
化
段
階
で
あ
る
老
官
台
文
化
の
墓
地
例
は
、
ま
と
ま
っ

た
報
告
が
比
較
的
少
な
い
が
、
そ
の
中
で
検
討
す
る
な
ら
ば
、
副
葬
品
に
お
い
て
比
較
的
男
性
を
重
視
し
た
副
葬
品
構
成
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
内
容
も
、
狩
猟
具
な
ど
で
あ
り
、
裳
李
同
文
化
の
よ
う
な
農
耕
具
を
主
と
す
る
も
の
と
は
違
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
集
団

が
裳
李
同
文
化
ほ
ど
、
農
耕
に
生
業
を
依
存
し
て
い
な
い
可
能
性
な
い
し
、
男
性
が
農
耕
へ
の
従
事
が
乏
し
い
段
階
と
も
規
定
で
き
る
。

人
類
学
的
に
言
え
ば
、
狩
猟
採
集
社
会
に
お
い
て
は
父
権
社
会
が
卓
越
し
て
い
る
と
と
か
ら
す
れ
ば
、
老
官
台
文
化
の
生
業
が
依
然
と
し

て
狩
猟
採
集
へ
の
依
存
を
強
く
し
て
い
る
社
会
、
な
い
し
男
性
の
農
耕
へ
の
労
働
分
担
の
低
い
集
団
組
織
で
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
で
き

よ
う
。
一
方
で
は
男
性
が
豚
の
下
顎
骨
を
も
つ
な
ど
、
男
性
の
財
産
権
を
示
す
事
例
も
あ
り
、
男
性
の
集
団
内
で
の
所
有
権
が
確
立
し
て

い
た
可
能
性
が
存
在
す
る
。

老
官
台
文
化
を
系
譜
的
に
次
ぐ
仰
詔
文
化
半
域
類
型
は
、
集
落
構
造
か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
血
縁
集
団
に
基
づ
く
集
団
単
位
が
存

在
し
、
集
団
組
織
の
規
制
の
強
化
が
働
い
て
い
る
。
そ
の
集
団
組
織
を
強
化
す
る
推
進
役
に
は
、
父
権
の
強
化
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ

は
美
泰
一
期
の
分
析
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
一
定
幼
児
に
対
し
て
も
厚
い
埋
葬
行
う
こ
と
か
ら
見
て
も
、
集
団
組
織
内
の
一
定
の
富
裕
層

の
子
供
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
子
供
に
お
い
て
も
財
産
権
が
引
き
継
が
れ
る
と
言
う
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
所
有
関
係
の
継
続
性

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
と
そ
血
縁
関
係
を
基
と
す
る
集
団
組
織
の
系
統
的
な
連
続
性
、
あ
る
い
は
集
団
維
持
の
原
則
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
を
担
っ
た
の
は
、
既
に
論
証
し
た
財
産
権
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
父
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
女
性
の
富
裕
層

を
父
権
の
富
裕
層
の
配
偶
者
と
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
副
葬
土
器
の
厚
葬
に
み
ら
れ
る
女
性
墓
の
存

在
を
、
農
耕
社
会
の
進
展
に
伴
う
女
性
の
性
的
分
業
の
役
割
強
化
を
社
会
的
に
認
め
た
様
相
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
パ
門
（
宮
本
）

五
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二ニムハ

ろ
う
か
。
菱
察
一
期
の
分
析
で
は
父
権
の
進
展
を
強
調
し
た
が
、
同
じ
時
期
の
半
域
遺
跡
の
一
五
二
号
墓
で
は
女
性
幼
児
の
厚
葬
墓
が
存

在
し
、
ま
た
厳
君
廟
墓
地
の
合
葬
墓
に
お
い
て
も
四
O
五
・
四
二

0
・
四
二
九
号
墓
で
は
頭
に
骨
珠
を
戴
く
女
の
児
童
が
存
在
す
る
。
女

性
へ
の
財
産
の
継
承
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
前
段
階
の
老
官
台
文
化
よ
り
、
女
性
の
社
会
的
な
評
価
は
高

ま
っ
て
お
り
、
双
系
的
な
様
相
は
否
定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
集
団
組
織
の
継
続
的
な
運
営
を
意
図
し
よ
う
と
し
た
社
会
変
化
、
あ
る
い

は
集
団
組
織
の
強
化
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
集
団
組
織
の
強
化
は
、
養
寒
一
期
に
み
ら
れ
る
小
児
用
費
棺
の
出
現
、

さ
ら
に
小
児
用
聾
桔
墓
群
と
成
人
墓
の
配
置
区
分
か
ら
、
菱
審
二
期
の
小
児
用
費
棺
の
成
人
墓
地
内
へ
の
進
入
に
も
認
め
ら
れ
る
J

さ
ら

に
際
だ
っ
た
も
の
は
、
菱
察
二
期
か
ら
盛
ん
に
な
る
複
数
二
次
合
葬
墓
で
あ
る
。
こ
の
埋
葬
方
式
こ
そ
集
団
組
織
の
単
位
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
そ
の
集
団
関
係
の
規
制
の
強
化
が
認
め
ら
れ
る
。
陳
西
省
華
陰
県
横
陣
墓
地
の
分
析
を
行
っ
た
朱
延
平
は
、
ム
ロ
葬
墓
に
お
け
る
墓

境
内
の
人
骨
群
の
最
小
単
位
を
婚
姻
家
族
単
位
と
し
、
さ
ら
に
墓
墳
の
ま
と
ま
り
を
大
家
族
、
さ
ら
に
そ
の
墓
群
の
ま
と
ま
り
を
民
族
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
横
陣
の
氏
族
集
団
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
婚
姻
家
族
単
位
を
家
父
長
的
単
婚
家
族
と
朱

延
平
は
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
集
団
の
基
礎
単
位
を
婚
姻
家
族
集
団
と
み
な
す
か
、
血
縁
集
団
と
み
な
す
か
は
大
問
題
で
あ
る
。
最
終

（

日

）

｛

招

｝

的
に
は
人
類
学
的
な
判
断
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
倉
林
真
砂
斗
や
厳
文
明
も
想
像
す
る
よ
う
に
、
婚
姻
家
族
単
位
と
い
う
よ
り

は
兄
弟
姉
妹
の
よ
う
な
血
縁
集
団
単
位
を
基
に
す
る
可
能
性
が
高
い
。
先
に
黄
河
中
流
域
の
大
河
村
に
み
ら
れ
る
大
波
口
文
化
の
外
婚
集

団
を
共
同
墓
地
内
に
取
り
込
ま
な
い
社
会
的
規
制
は
、
婚
姻
家
族
単
位
で
の
集
団
化
が
か
な
り
遅
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
材

料
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
よ
り
強
調
す
べ
き
は
、
養
家
一
期
の
集
落
内
の
集
団
単
位
で
の
墓
群
の
分
化
状
態
か
ら
、
美
家
二
期
に
み
ら
れ
る
墓
群
の

（日）

一
地
域
へ
の
集
中
化
で
あ
る
。
乙
れ
は
菱
察
二
期
と
同
時
期
の
陳
西
省
宝
鶏
市
北
首
嶺
遺
跡
の
墓
地
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
普
遍

化
で
き
よ
う
。
北
首
嶺
の
場
合
、
環
状
集
落
は
仰
韻
文
化
廟
底
溝
類
型
・
秦
王
察
類
型
ま
で
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
墓
地
の
移
動
は

仰
韻
文
化
半
坂
類
型
後
半
段
階
（
史
家
類
型
）
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
集
団
聞
に
お
け
る
集
団
化
の
強
化
、
あ
る
い
は
社
会
規
制
の



＼、

強
化
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
集
団
は
先
の
推
定
通
り
、
お
そ
ら
く
は
血
縁
関
係
を
基
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
集
団
規
制
の
強
化

は
、
一
方
で
は
集
団
聞
の
格
差
を
生
む
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
し
た
集
団
の
社
会
的
な
成
長
は
、
あ
る
意
味
で
は
次
の
時
代
の
部
族
内
部

闘
争
へ
の
引
き
金
と
な
る
可
能
性
も
存
在
し
よ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
可
能
性
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
う
し
た
集
団
組
織
の
時
代
的

変
遷
を
陳
西
盆
地
・
黄
河
中
流
域
に
限
っ
て
予
知
す
る
に
止
め
た
い
。

本
稿
の
目
的
は
、
中
国
考
古
学
会
に
未
だ
存
在
す
る
先
に
ド
グ
マ
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
歴
史
事
象
を
解
釈
し
よ
う
す
る
風
潮

へ
の
、
反
旗
を
翻
し
た
試
論
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
新
石
器
社
会
に
お
け
る
墓
葬
か
ら
見
た
社
会
復
元
が
ひ
と
へ
に
階
級

闘
争
へ
の
道
を
示
す
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
権
力
形
成
へ
の
道
の
り
を
示
す
こ
と
に

一
方
に
は
社
会
規
定
の
根
底
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
1
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ

ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
間
題
を
墓
葬
論
に
持
ち
込
ん
だ
論
孜
は
、
欧
米
に
お
い
て
も
数
少
な
く
、
試
論
段

階
を
経
て
は
い
な
い
が
、
社
会
の
推
移
を
考
え
る
と
き
、
社
会
単
位
で
あ
る
集
団
の
復
元
は
必
須
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
男
女
の
社
会
構

成
こ
そ
、
そ
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
は
進
め
な
い
。
現
在
の
父
権
社
会
の
発
展
法
則
に
、
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
l
の
問
題
は
無
視

さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
考
古
学
も
取
り
組
む
姿
勢
が
必
要
と
考
え
る
。
ま
た
母
権
制
、
父
権
制
か
ら
短
絡
的
に
社
会
に
お
け
る
性
別
優
位

性
の
み
を
強
調
す
る
点
に
問
題
が
あ
ろ
う
。
あ
る
意
昧
で
は
母
一
権
制
、
－
父
権
制
と
い
う
概
念
を
は
ず
し
て
、
集
団
に
お
け
る
財
産
権
や
そ

の
継
承
問
題
、
そ
し
て
夫
方
居
住
婚
、
妻
方
居
住
婚
と
い
う
居
住
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
人
類
学
に

お
け
る
母
権
制
、
父
権
制
の
問
題
は
と
か
く
歴
史
性
の
問
題
に
立
ち
入
れ
な
い
欠
点
が
存
在
し
よ
う
。
考
古
学
は
こ
の
面
で
は
時
間
軸
を

有
し
て
い
る
点
、
か
っ
こ
れ
を
地
域
的
文
化
系
統
の
中
で
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
性
の
問
題
を
解
明
で
き
る
新
た
な
地
平
が
開
け
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

主
に
カ
点
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

一
三
七
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（2
）
渡
辺
芳
郎
「
墓
地
に
お
け
る
頭
位
方
向
と
階
層
性
｜
大
波
口
遺
跡
を
中
心
に
」
『
考
古
学
研
究
』
第
四
O
巻
第
四
号
一
九
九
四
年
な
ど
を
初
め
と

す
る
渡
辺
氏
の
一
連
の
大
波
口
文
化
、
山
東
龍
山
文
化
、
良
渚
文
化
の
墓
葬
の
論
孜
が
あ
る
。
ま
た
、
倉
林
居
間
砂
斗
「
集
団
墓
分
析
論
I

中
国
新

石
器
時
代
馬
家
窯
文
化
（
半
山
・
馬
廠
期
）
を
例
と
し
て
」
『
金
沢
大
学
文
学
部
論
集
史
学
科
篇
』
第
九
号
一
九
八
九
年
な
ど
の
倉
林
氏
の
一
連

の
馬
家
窯
文
化
、
斉
家
文
化
の
墓
葬
の
論
孜
が
み
ら
れ
る
。

（3
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源
』
一
八
九
一
年

（4
）
張
忠
培
・
朱
延
平
「
黄
河
流
域
史
前
葬
俗
与
社
会
制
度
（
上
）
」
「
黄
河
流
域
史
前
葬
俗
与
社
会
制
度
（
下
）
」
『
文
物
季
刊
』
一
九
九
四
年
第
一
期
・

第
二
期

（5
）
大
林
太
良
「
〈
母
権
時
代
〉
は
存
在
し
た
か
？
」
『
世
界
の
女
性
史
』
二
（
『
母
権
制
の
謎
』
）
一
九
七
五
年

（6
）
保
定
地
区
文
物
管
理
所
・
徐
水
県
文
物
管
理
所
・
北
京
大
学
考
古
系
・
河
北
大
学
歴
史
系
「
徐
水
県
南
庄
頭
遺
社
試
掘
筒
報
」
『
考
古
』
一
九
九
二

年
二
期
、
金
家
広
・
徐
浩
生
「
浅
議
徐
水
南
庄
頭
新
石
器
時
代
早
期
遺
存
」
『
考
古
』
一
九
九
二
年
第
二
期

（7
）
張
朋
川
・
周
広
済
「
試
談
大
地
湾
一
期
和
其
勉
類
型
文
化
的
関
係
」
『
文
物
』
一
九
八
一
年
第
四
期

（8
）
石
興
邦
「
前
仰
詔
文
化
的
発
現
及
其
意
義
」
『
中
国
考
古
学
研
究
一
一
』
一
九
八
六
年

（9
）
厳
文
明
「
黄
河
流
域
新
石
器
時
代
早
期
文
化
的
新
発
現
」
『
考
古
』
一
九
七
九
年
第
一
期

（
叩
）
厳
文
明
「
略
論
仰
詔
文
化
的
起
源
和
発
展
段
階
」
『
仰
認
文
化
研
究
』
一
九
八
九
年

（
日
）
王
小
慶
「
論
仰
詔
文
化
史
家
類
型
」
『
考
古
学
報
』
一
九
九
三
年
第
四
期

（
ロ
）
張
忠
培
・
喬
梁
「
後
岡
一
期
文
化
研
究
」
『
考
古
学
報
』
一
九
九
二
年
第
三
期

（
日
）
済
青
公
路
文
物
考
古
隊
「
山
東
臨
術
後
李
遺
祉
第
て
二
次
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
九
二
年
第
二
期
、
王
永
波
・
王
守
功
・
李
振
光
「
海
岱

地
区
史
前
考
古
的
新
課
題
｜
試
論
後
李
文
化
L

『
考
古
』
一
九
九
四
年
第
三
期

（M
）
朱
延
平
「
裳
李
同
文
化
墓
初
探
」
『
華
夏
考
古
』
一
九
八
七
年
第
二
期

（
日
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
河
南
一
隊
「
一
九
七
九
年
輩
李
同
遺
社
発
掘
報
告
」
『
考
古
学
報
』

一
九
八
四
年
第
一
期



（
間
山
）
開
封
地
区
文
管
会
・
新
鄭
県
文
管
会
「
河
南
新
郷
裳
李
伺
新
石
器
時
代
遣
社
」
『
考
古
』
一
九
七
八
年
第
二
期
、
開
封
地
区
文
物
管
理
委
員
会
・
新

鄭
県
文
物
管
理
委
員
会
・
鄭
州
大
学
歴
史
系
考
古
専
業
「
裳
李
尚
遣
社
一
九
七
八
年
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
七
九
年
第
一
二
期

（
口
）
朱
延
平
「
蓑
李
同
文
化
墓
地
再
探
」
「
考
古
』
一
九
八
八
年
二
期

（
叩
叩
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冨
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（
却
）
前
掲
注
4
文
献

（
幻
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
河
南
一
隊
「
河
南
新
鄭
沙
簡
李
新
石
器
時
代
遺
枇
」
『
考
古
』
一
九
八
三
年
一
二
期

（
辺
）
河
南
省
博
物
館
・
密
県
文
化
館
「
河
南
密
県
義
溝
北
両
新
石
器
時
代
遺
祉
」
『
考
古
学
集
刊
』
第
一
集
一
九
八
一
年

（
お
）
河
南
省
文
物
研
究
所
「
長
葛
石
回
遺
社
発
掘
報
告
」
『
華
夏
考
古
』
一
九
八
七
年
第
一
期

（M
）
孫
視
初
「
秦
王
家
文
化
研
究
」
『
華
夏
考
古
』
一
九
九
一
年
第
三
期

（
お
）
朱
延
平
「
関
於
蓑
李
尚
文
化
墓
務
的
幾
個
問
題
」
『
考
古
』
一
九
八
九
年
二
期

（
お
）
陳
徳
珍
・
呉
新
智
「
河
南
長
葛
石
回
早
期
新
石
器
時
代
人
骨
的
研
究
」
『
人
類
学
学
報
』
第
四
巻
第
三
期
一
九
八
五
年

（
幻
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
河
南
一
隊
「
河
南
省
副
知
県
水
泉
新
石
器
時
代
遣
社
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
九
二
年
第
一

O
期

（
お
）
郷
乃
武
「
絡
談
裳
李
尚
文
化
的
埋
葬
制
度
」
『
中
国
考
古
学
論
叢
』
一
九
九
三
年

（
却
）
河
南
省
文
物
研
究
所
「
舞
楊
頁
湖
遺
社
的
誠
掘
」
『
肇
夏
考
古
』
一
九
八
八
年
第
二
期
、
河
南
省
文
物
研
究
所
「
河
南
舞
陽
買
湖
新
石
器
時
代
遣
社
第

二
至
六
次
発
掘
筒
朗
報
『
文
物
』
一
九
八
九
年
第
一
期

（
ぬ
）
鄭
州
市
博
物
館
「
鯨
州
大
河
村
遺
祉
発
掘
報
告
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八
九
年
第
三
期

（
幻
〉
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
険
西
六
隊
「
険
西
臨
温
自
家
村
新
石
器
時
代
遺
社
試
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
八
四
年
第
一
一
期

（
犯
）
西
安
半
波
博
物
館
・
清
南
市
博
物
館
・
険
函
省
考
古
研
究
所
「
険
南
北
劉
遣
社
第
二
、
三
次
発
掘
術
報
」
『
史
前
研
究
』
一
九
八
六
年
第
一
・
一
一
期

（
お
）
甘
粛
省
博
物
館
・
泰
安
県
文
化
館
・
大
地
湾
発
掘
小
組
「
甘
粛
泰
安
大
地
湾
新
石
器
時
代
早
期
選
存
」
『
文
物
』
一
九
八
一
年
第
四
期

（

泌

）
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（
お
）
春
成
秀
爾
「
豚
の
下
顎
骨
懸
架
｜
弥
生
時
代
に
お
け
る
酔
邪
の
習
俗

l
」
『
医
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
五
O
集
一
九
九
三
年

（
お
）
『
貴
州
通
史
』
巻
七
・
苗
蛮
に
「
人
死
放
後
、
停
於
饗
芳
、
或
二
十
年
合
案
共
揮
一
期
、
百
数
十
棺
同
葬
L

と
あ
る
。

華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

九



華
北
新
石
器
時
代
の
墓
制
上
に
み
ら
れ
る
集
団
構
造
付
（
宮
本
）

四
0 

（
幻
）
北
京
大
学
歴
史
系
考
古
教
研
室
『
元
君
潮
仰
詔
墓
地
』
一
九
八
三
年

（
お
）
西
安
半
坂
博
物
館
・
険
西
省
考
古
研
究
所
・
臨
渥
県
博
物
館
『
美
察
｜
新
石
器
時
代
遺
社
発
掘
報
告
』

（
お
）
厳
文
明
「
半
披
類
型
的
埋
葬
制
度
和
社
会
制
度
」
『
仰
詔
文
化
研
究
』
一
九
八
九
年

（
紛
）
厳
文
明
「
美
家
早
期
的
村
落
布
局
」
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
一
年
第
一
期

（H
U
）
岡
村
秀
典
「
仰
韻
文
化
の
集
洛
構
造
」
『
史
淵
』
第
一
二
八
輯

（
位
）
厳
文
明
「
史
前
衆
落
考
古
的
重
要
成
果
l
〈
萎
案
〉
評
述
」
『
文
物
』
一
九
九
O
年
第
一
一
一
期

（
幻
）
前
掲
注
4
文
献
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o
z
p
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P
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（K
W
）
前
掲
注
必
文
献

（
必
）
前
掲
注
お
文
献

（U
）
大
林
太
良
「
縄
文
時
代
の
社
会
組
織
」
『
季
刊
人
類
学
』
第
二
巻
第
－
一
号
一
九
七
一
年

（
必
）
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
・
険
西
省
西
安
半
域
博
物
館
『
西
安
半
媛
』
一
九
六
三
年

（
鈎
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
険
西
工
作
隊
「
険
商
載
中
陰
横
陣
選
社
発
掘
報
告
」
『
考
古
学
集
刊
』
第
四
集
一
九
八
四
年

（
印
）
朱
延
平
「
横
陣
墓
地
初
識
」
『
青
果
集
吉
林
大
学
考
古
専
業
成
立
二
十
周
年
考
古
論
文
集
』
一
九
九
三
年

（
日
）
倉
林
興
砂
斗
「
二
次
合
葬
の
時
代
」
『
城
西
国
際
大
学
紀
要
』
第
二
巻
第
一
号
一
九
九
四
年

（
臼
）
前
掲
注
お
文
献

（
臼
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
宝
鶏
北
首
嶺
』
一
九
八
三
年

（
日
）
宮
本
一
夫
「
新
石
器
時
代
の
城
桂
遺
跡
と
中
国
の
都
市
国
家
」
『
日
本
中
国
考
古
学
会
』
第
三
号
一
九
九
三
年

（日）の
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（
弱
）
こ
の
方
面
の
先
駆
的
業
績
に
小
野
和
子
「
原
始
母
権
社
会
説
の
検
討
｜
仰
詔
文
化
の
墓
葬
と
住
居
祉
を
め
ぐ
っ
て
」
『
古
史
春
秋
』
第
一
号
一
九
八

四
年
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
九
八
八
年


