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は
じ
め
に

本
書
の
元
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
二
一
年
度
に
六
回
に
分
け
て
開
催
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト『
海
外
か

ら
見
た
日
本
考
古
学
の
魅
力
』で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
考
古
学
を
研
究
し
て
い
る
海
外
在
住
あ
る
い
は
外
国
籍
の
日
本
在
住

の
研
究
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
日
本
考
古
学
の
魅
力
を
、
日
本
国
内
の
聴
衆
に
向
け
て
日
本
語
で
語
る
、
と
い
う
催
し

物
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
熱
い
思
い
を
つ
な
ぐ
と
い
う
意
味
を
込
め
て
、
リ
レ
ー
方
式
で
研
究
者
た
ち
が
バ
ト
ン
を
つ
な
ぎ
、

合
計
一
二
名
の
方
々
か
ら
お
話
し
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
、「
国
際
遺
跡
研
究
室
」に
勤
務
す
る
私
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
企
画
を
立
て
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
、
私

た
ち
の
活
動
内
容
と
合
わ
せ
て
、
ま
ず
は
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
国
際
遺
跡
研
究
室
は
、
奈
文
研
や
そ
の
他
の
関

連
機
関
が
行
う
国
際
的
な
調
査
研
究
に
関
し
て
の
実
施
・
調
整
・
協
力
・
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
責
務
と
し
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
群
西
ト
ッ
プ
遺
跡
の
調
査
修
復
事
業
や
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
や
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
の
文
化
財
関
連
機
関
な
ど
と
の
学
術
交
流
を
現
在
盛
ん
に
進
め
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
も
こ
れ
ま
で
多
く
の
海

外
機
関
と
の
共
同
事
業
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
地
球
上
の
様
々
な
国
や
地
域
に
出
か
け
て
い
き
、
多
種
多
様
な
文
化
遺
産

を
実
見
す
る
こ
と
や
、
そ
こ
で
活
躍
す
る
専
門
家
た
ち
の
話
を
聞
い
た
り
意
見
を
交
わ
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
楽
し
く
も
重

要
な
職
務
で
あ
り
、
私
た
ち
の
仕
事
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
海
外
の
専
門
家
を
日
本
に
お
招
き
す
る

機
会
を
通
じ
て
、
普
段
見
慣
れ
た
つ
も
り
で
い
た
日
本
の
文
化
財
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
を
得
る
こ
と
も
、
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
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二
〇
二
〇
年
の
冬
、
そ
ん
な
私
た
ち
の
活
動
に
と
っ
て
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界

的
な
流
行
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
全
地
球
的
に
、
多
く
の
人
々
の
生
活
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思

い
ま
す
が
、「
国
際
」を
冠
す
る
私
た
ち
の
研
究
室
に
も
、
大
き
な
変
化
が
訪
れ
ま
し
た
。
全
く
海
外
に
渡
航
せ
ず
に
各
種

の「
国
際
」交
流
事
業
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
の
で
す
。
感
染
拡
大
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い

ま
ま
時
間
ば
か
り
が
過
ぎ
て
ゆ
き
、
私
た
ち
自
身
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
間
日
本
国
内
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
仕
事
を
始
め

て
か
ら
初
め
て
の
経
験
で
し
た
。

し
か
し
、
で
き
な
い
こ
と
を
夢
見
て
悲
嘆
に
く
れ
て
ば
か
り
い
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
与
え
ら
れ
た
環
境
の
中
で
最

善
を
つ
く
し
、
目
的
に
向
け
て
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
責
務
で
す
。
国
内
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
状
況
を
逆
手
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
国
内
に
積
極
的
に
目
を
向
け
て
、
日
本
の
文
化
財
や
考
古
学
の
魅
力
を
改
め
て
見
つ
め

直
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
う
し
た
思
惑
で
改
め
て
海
外
に
目
を
や
る
と
、
日
本
を
訪
問
し
た
く
て
ウ
ズ
ウ
ズ
し
て
い
る
、

日
本
の
考
古
学
を
愛
す
る
世
界
各
地
の
研
究
者
た
ち
の
存
在
が
、
否
が
応
に
も
目
に
入
っ
て
き
ま
す
。
彼
ら
・
彼
女
ら
か
ら

は
、
日
本
で
の
経
験
を
懐
か
し
み
、
一
刻
も
早
い
再
訪
を
望
む
声
を
数
多
く
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
日
本
で
見
た
い

物
、
聞
き
た
い
話
、
行
き
た
い
場
所
、
会
い
た
い
人
々
が
い
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
に
多
様
な
視
点
か
ら
、
日
本

の
考
古
学
の
魅
力
を
発
掘
・
発
見
し
、
そ
れ
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
な
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
日
本
人
が
日
本
考
古
学
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
い
く
う
え
で
、
彼
ら
・
彼
女
ら
こ
そ
は
、
最
も

教
え
を
乞
う
べ
き
存
在
と
言
え
ま
す
。
日
本
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
こ
と
で
得
ら
れ
た
私
た
ち
の
気
づ
き
と
、
海
外
に
い
る
彼

ら
・
彼
女
ら
の
声
か
ら
誕
生
し
た
の
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト『
海
外
か
ら
見
た
日
本
考
古
学
の
魅
力
』で
し
た
。

実
は
、
こ
の
企
画
は
、
最
初
か
ら
リ
レ
ー
形
式
に
す
る
つ
も
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
計
画
の
段
階
で
、「
日
本
語
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で
」「
日
本
の
聴
衆
に
向
け
て
」お
話
し
い
た
だ
け
る
方
々
に
、
企
画
の
相
談
を
し
始
め
た
と
こ
ろ
、
瞬
く
間
に
賛
同
者
が
集

ま
り
、
気
が
付
く
と
通
年
の
シ
リ
ー
ズ
を
開
催
で
き
る
運
び
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
、
舞
台
裏
で
起
き
て
い
た
こ
と
で

す
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
し
た
の
で
、
自
然
と
お
声
が
け
し
た
の
は
、
こ
の
企
画
の
発
案
者
で
あ
る
庄
田
と
そ
れ
ま
で
に
何

ら
か
の
関
わ
り
の
あ
っ
た
方
々
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
個
人
的
な
付
き
合
い
の
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
述
べ
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
縁
に
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
ま
た
、
リ
レ
ー
の
順
番
を

決
め
る
に
あ
た
り
、
海
外
に
お
け
る
日
本
考
古
学
の
研
究
を
長
年
牽
引
し
て
来
ら
れ
た
ジ
ー
ナ
・
バ
ー
ン
ズ
さ
ん
を
大
ト
リ

と
す
る
こ
と
は
心
に
決
め
て
い
ま
し
た
。
ご
本
人
に
も
、
紅
白
歌
合
戦
を
引
き
合
い
に
出
し
て
ご
了
承
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、

心
温
ま
る
思
い
出
で
す
。
そ
の
他
、
リ
レ
ー
走
者
の
方
々
の
ご
都
合
も
あ
っ
た
も
の
の
、
世
代
や
所
属
、
テ
ー
マ
な
ど
を
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
各
回
の
特
色
を
う
ま
く
出
せ
た
例
も
あ
り
ま
し
た
。

リ
レ
ー
ト
ー
ク
は
す
べ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
ツ
ー
ルZoom

を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
行
い
ま
し
た
が
、
よ
り
多

く
の
参
加
希
望
者
に
対
応
す
る
た
め
、
第
二
回
目
以
降
はYouTube

で
の
配
信
も
行
い
ま
し
た
。
全
六
回
の
合
計
で
、
延
べ

八
〇
〇
名
以
上
の
方
々
が
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
本
企
画
を
通
じ
て
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
、
い
ろ
い

ろ
な
思
い
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
た
な
発
見
を
し
て
い
た
だ
け
て
い
た
ら
、
こ
れ
に
勝
る
喜
び
は
あ
り
ま

せ
ん
。
本
企
画
が
、
海
外
渡
航
の
難
し
い
状
況
下
で
、
日
本
の
文
化
財
を
め
ぐ
る
海
外
と
の
交
流
を
深
め
る
場
に
少
し
で
も

な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
当
に
嬉
し
い
こ
と
で
す
。

そ
し
て
本
書
を
手
に
と
っ
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
は
、
講
演
を
も
と
に
再
構
成
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
的
な
文
章
を
じ
っ
く

り
と
読
ん
で
い
た
だ
き
、
普
段
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
見
た
日
本
考
古
学
の
魅
力
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
講
演
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
演
者
の
方
々
、
そ
し
て
大
勢
の
参
加
者
の
皆
様
、
出
版
に
あ
た
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っ
て
多
く
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
ク
バ
プ
ロ
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ワ
ン
ダ
ー
で
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
な
日
本
考
古
学
の
世
界
へ
、
よ
う
こ
そ
！

編
者
一
同

《
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
詳
細
》

第
1
回　
二
〇
二
一
年
五
月
一
七
日

　
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
（
英
国 

セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所 

所
長
）

　
　
『
奈
良
か
ら
ノ
リ
ッ
ジ
へ
：
日
本
考
古
学
へ
の
英
国
的
ま
な
ざ
し
』

　
マ
ー
ク
・
ハ
ド
ソ
ン（
ド
イ
ツ 

マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
人
類
史
科
学
研
究
所 

研
究
員
）

　
　
『
宮
古
島
長
墓
遺
跡
の
調
査
か
ら
み
た
日
本
考
古
学
』

第
2
回　
二
〇
二
一
年
七
月
三
〇
日

　
羽
生
淳
子（
米
国 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校 

教
授
）

　
　
『
学
際
的
研
究
か
ら
み
た
景
観
利
用
の
歴
史
的
連
続
性
と
そ
の
変
化
』
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マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・
バ
ー
ジ（
米
国
コ
ロ
ラ
ド
大
学
ボ
ル
ダ
ー
校 

助
教
授
）

　
　
『
考
古
学
的
文
学
研
究
の
た
め
に
』

第
3
回　
二
〇
二
一
年
九
月
一
七
日

　
イ
ロ
ー
ナ
・
バ
ウ
シ
ュ
（
オ
ラ
ン
ダ 

ラ
イ
デ
ン
大
学 

講
師
）

　
　
『
縄
文
社
会
、
宗
教
と
交
換
』

　
ア
マ
ン
ダ
・
ゴ
メ
ス（
北
海
道
大
学 

博
士
課
程
）

　
　
『
モ
ノ
か
ら
人
へ
：
考
古
学
と
地
域
社
会
の
関
係
性
』

第
4
回　
二
〇
二
一
年
一
一
月
一
日

　
温
品
デ
ィ
ア
ナ（
ポ
ル
ト
ガ
ル 

リ
ス
ボ
ン
大
学 
博
士
課
程
）

　
　
『
縄
文
貝
塚
の
魅
力
：
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
視
点
』

　
ブ
リ
ッ
タ
・
シ
ュ
タ
イ
ン（
ド
イ
ツ 

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
大
学
ハ
レ
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
校 

講
師
）

　
　
『
日
本
考
古
学
の
魅
力
：
ド
イ
ツ
の
考
古
学
者
の
経
験
と
印
象
』

第
5
回　
二
〇
二
二
年
一
月
一
四
日

　
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
イ
ア
ン（
岡
山
大
学
大
学
院 

特
任
助
教
）

　
　
『
鉄
器
研
究
か
ら
見
た
日
本
考
古
学
』
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ス
コ
ッ
ト
・
ラ
イ
オ
ン
ズ（
米
国 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校 

博
士
課
程
）

　
　
『
分
析
が
明
か
す
昔
の
鍛
冶
』

第
6
回　
二
〇
二
二
年
三
月
九
日

　
エ
ン
リ
コ
・
ク
レ
ー
マ（
英
国 

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学 

上
級
講
師
）

　
　
『
時
間
と
集
落
と
人
口
の
考
古
学
』

　
ジ
ー
ナ
・
バ
ー
ン
ズ（
英
国 
ダ
ー
ラ
ム
大
学 

名
誉
教
授
）

　
　
『
埴
輪
・
勾
玉
・
冠
・
直
弧
文
の
魅
力
』
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1
講

奈
良
か
ら
ノ
リ
ッ
ジへ（
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
経
由
）

︱
日
本
考
古
学
へ
の
英
国
的
ま
な
ざ
し 

サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー　
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所 

所
長

サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー　

Sim
on K

aner　

一
九
六
二
年 

イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ

一
九
八
四
年 

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学　
卒
業

一
九
八
八
年 

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
修
士
課
程　
修
了

二
〇
一
八
年
よ
り   

セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所　
所
長

専
門
は
先
史
時
代
の
考
古
学



著
者
紹
介

日
本
に
も
お
知
り
合
い
の
と
て
も
多
い
有
名
人
の
サ
イ
モ
ン
さ
ん
。
私
自
身
も
イ
ギ
リ
ス
で
、
日

本
で
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
外
国
で
幾
度
と
な
く
お
会
い
し
、
そ
の
度
に
英
国
紳
士
ら
し
い
ユ
ー

モ
ア
と
優
し
い
お
人
柄
に
接
し
て
き
ま
し
た
。
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
の
所
長
と
し
て
、

日
本
の
文
化
・
芸
術
を
と
り
ま
く
多
種
多
様
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
星
の
数
ほ
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
同
時
に
こ
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ご
本
人
が
専
門
と
さ
れ
て
い
る
の
は
縄
文
時
代
の
考
古
学
。
大

英
博
物
館
や
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
な
ど
世
界
的
に
著
名
な
場
に
お
い
て
、
土
偶
や
火
焔
型
土
器
の
魅
力

を
海
外
に
発
信
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。「
海
外
か
ら
見
た
日
本
の
考
古
学
の
魅
力
」の
ト
ッ
プ
バ
ッ

タ
ー
と
し
て
、
サ
イ
モ
ン
さ
ん
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
お
願
い

し
た
と
こ
ろ
、
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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は
じ
め
に 

奈
良
文
化
財
研
究
所
の
皆
様
、
特
に
庄
田
先
生
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
企
画
の
最
初
の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
お
招
き
い
た
だ

き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
日
本
の
考
古
学
に
深
い
考
察
を
さ
れ
、
私
よ
り
も
輝
か
し
い

経
歴
を
お
持
ち
の
方
々
を
含
む
一
二
名
が
話
を
す
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
最
初
に
、
イ
ギ
リ
ス
考
古
学
の
立
場
か
ら
、

日
本
考
古
学
に
つ
い
て
の
個
人
的
な
思
い
出
と
印
象
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
題
に
移
る
前
に
、
現
在
、
世
界
中
で
起
こ
っ
て
い
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
大
変
な
思
い
を
さ
れ

て
い
る
皆
様
に
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
こ
一
八
か
月
間
ひ
ど
い
状
態
で
す
。
尋
常
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
三
万
人
以
上
が
亡
く
な
っ
て
い
ま

す
。
幸
運
な
こ
と
に
、
現
在
ま
で
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
成
人
の
三
分
の
二
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
す
ま
せ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も

早
く
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
惨
事
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
れ
ま
で
三
回
、
全
国
規
模
で
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
、
そ
の

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
は
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
博
物
館
や
美
術
館
は
本
日
五
月
一
七
日
か
ら
、
二
〇
二
〇

年
一
二
月
以
来
初
め
て
開
館
し
ま
す
し
、
私
の
大
学
で
は
学
生
と
の
対
面
授
業
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
考
古
学
は
文
化
遺
産
を
扱
う
分
野
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
分
野
は
コ
ロ
ナ
の
影
響

を
非
常
に
強
く
受
け
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ア
ー
キ
オ
ロ
ジ
ス
ト
、
つ
ま
り
現
場
で
作
業
す
る
考
古
学
者
は「
エ
ッ
セ

ン
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」と
み
な
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
発
掘
調
査
を
続
け
て
き
た
の
で
す
が
、



016

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
に
よ
り
臨
時
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
二
○
二
○
年
三
月
か
ら
一
○
％
縮
小
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
る
長
期
的
な
影
響
は

ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
考
古
学
分
野
で
影
響
を
受
け
た
方
の
こ
と
を
考
え
る
と
胸
が
痛
み
ま
す
。

本
題
に
入
り
ま
す
。
本
日
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
日
本
考
古
学
へ
の
興
味
が
ど
の
よ
う
に
広
が
り
、
研
究
が
ど
う
進
ん
で

き
た
か
と
い
う
話
か
ら
始
め
ま
す
。
次
に
、
日
本
考
古
学
の
魅
力
、
私
は
こ
れ
を
ワ
ン
ダ
ー（W

onder

）と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま

す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
、
続
い
て
、
私
の
個
人
的
な
経
験
を
振
り
返
っ
た
あ
と
、
世
界
中
に
日
本
考
古
学
の
魅
力
を
知

っ
て
も
ら
う
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
、
最
後
に
、
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
に
お
け
る
考
古
学
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
ま
す
。

今
回
お
話
し
す
る
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
に
日
本
考
古
学
が
与
え
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ト
ッ
プ
テ
ン

を
考
え
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
第
一
に
、
縄
文
時
代
の
考
古
学
、
第
二
に
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
考
古

学
の
つ
な
が
り
の
歴
史
、
第
三
に
、
考
古
学
と
芸
術
を
通
じ
て
素
晴
ら
し
い
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト（
公
共
参

加
）が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
第
四
に
、『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
』と
い
う
毎
年
行
わ
れ
る
巡
回
展
と

災
害
考
古
学
と
の
関
係
、
第
五
に
、
教
育
と
考
古
学
の
関
係
で
す
。
日
本
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
異
な
り
、
考
古
学
の
発
掘
調
査

は
教
育
委
員
会
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
考
古
学
と
教
育
分
野
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

第
六
に
、
日
本
の
発
掘
調
査
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
第
七
に
遺
跡
保
存
の
方
法
で
す
。
日
本
は
、
現
地
で
遺
構
・
遺
物

を
保
存
す
る
た
め
の
歴
史
公
園
を
設
置
す
る
な
ど
、
独
創
的
な
方
法
を
創
出
し
て
い
ま
す
。
第
八
に
、
専
門
性
の
高
さ
と
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
幅
広
さ
に
よ
る
日
本
考
古
学
情
報
の
入
手
し
や
す
さ
で
す
。
第
九
に
、
日
本
の
考
古
学
者
で
す
。
そ
し
て
最

後
は
、「
ニ
ュ
ー
・
ノ
ー
マ
ル
」、
つ
ま
り
コ
ロ
ナ
後
へ
の
展
望
で
す
。
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一
．
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
日
本
考
古
学
研
究
の
歴
史

ノ
リ
ッ
ジ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
に
位
置
す
る
中
世
の
建
造
物
が
多
く
残
る
小
さ

な
都
市
で
す（
図
1
）。
一
二
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
大
聖
堂
の
南
側
五
○
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
と
こ
ろ
に
、
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
が
二
五
年
ほ
ど
前
に
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
建
物
は
、
戦
前
、
日
本
藝
術
研
究
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
ノ
リ
ッ
ジ
と
ロ
ン
ド
ン
で
、
明
治
維
新
の
年
、
一
八
六
八
年
に
第
三
回
国
際
先

史
学
会（International C

ongress of Prehistoric Archaeology

）が
開
催
さ
れ
、
非

常
に
高
名
な
大
英
博
物
館
の
学
芸
員
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・

ウ
ォ
ー
ル
ト
ン
・
フ
ラ
ン
ク
ス（Augustus W

ollaston 
Franks

）が
、
日
本
の
石
器
に
つ
い
て
発
表
し
て
い
ま

す1
注

。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
日
本
考
古
学
の
最
初

の
紹
介
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

ノ
リ
ッ
ジ
の
郊
外
に
一
九
六
○
年
代
に
設
立
さ
れ

た
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
大
学
の
美
術
館
で
あ
る
セ

図 1 上：イギリス・ノリッジの所在地、左下：上空から見た大聖堂とセインズ
ベリー日本藝術研究所、右下：研究所の建物

ノリッジ

ロンドン

注
1 

W
ollaston, A.F. 1869
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図 2　セインズベリー日本藝術研究所コレクションを使ったイギリスでの特別展
左：ケンブリッジ大学での特別展『火焔土器（Flaming Pottery: Art and 
Landscape in Jomon Japan）』2010年。
中：大英博物館での展示『The Power of Dogu: Ceramic Figures from Ancient 
Japan』2009年。
右：セインズベリー・ビジュアルアートセンターでの展示『Unearthed』2010年。

イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（Sainsbury 

C
entre for V

isual Arts

）は
亀
ヶ
岡
式
の
遮
光
器
土
偶
を
含

む
、
日
本
国
外
で
は
世
界
最
大
級
の
縄
文
時
代
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
の
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
い
く
つ
か
を
使
っ
て
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す（
図
2
）。

ま
た
、
二
○
○
一
年
に
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
、
國
學
院
大

學
の
小
林
達
雄
先
生
な
ど
と
の
共
同
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て

『
火
焔
土
器（Flam

ing Pottery: Art and Landscape in Jom
on 

Japan

）』が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

二
○
○
九
年
に
は
大
英
博
物
館
で
土
偶
展『Th

e Pow
er of 

D
ogu

：C
eram

ic Figures from
 Ancient Japan
』が
開
催
さ
れ
、

二
○
一
○
年
に
は
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
セ

ン
タ
ー
の
企
画
展『U

nearthed

』で
、
縄
文
土
偶
だ
け
で
は
な

く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
新
石
器
時
代
の
土
偶
を
集
め
て
一
緒
に
展
示
し

ま
し
た
。
比
較
考
古
学
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
考
古
学
は
と
て

も
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
二
○
一
三
年
に
は
大
英
博
物
館
で
火
焔
型
土
器
の

企
画
展『Flam

e and W
ater Pots

：Prehitsoric C
eram

ic Art 
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from
 Japan

』が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
お
よ
び
長
岡
市
立
科
学
博
物
館
と
共
同
開
催
し
た
も

の
で
、
開
会
式
に
は
小
林
達
雄
先
生
と
長
岡
市
長（
当
時
）の
森
民
夫
氏
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
展
覧
会
と
同
時
に
学

術
会
議
も
開
催
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
界
に
日
本
考
古
学
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
二
○
一
八
年
に
は『
縄
文
―
日
本
に
お
け
る
美
の
誕
生（JO

M
O

N

：N
AISSAN

C
E D

E L’ ART
 D

AN
S LE 

JAPO
N

 PR
EH

ISTO
R

IQ
U

E

）』が
パ
リ
の
文
化
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
好
評
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
考
古

学
者
が
集
ま
り
、
最
新
の
情
報
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
前
年
、
東
京
国
立
博
物
館
で
初
め
て
の
大
規
模
な
展
覧

会『
縄
文
―
一
万
年
の
美
の
鼓
動
』が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
展
覧
会
は
二
○
〜
二
五
年
ほ
ど
前
か
ら
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学

に
は
一
○
○
年
以
上
前
か
ら
交
流
が
あ
り
ま
す
。
東
京
大
学
人
類
学
講
座
の
創
設
者
で
あ
る
坪
井
正
五
郎
先
生
は
、
一
八
八
八
年

か
ら
一
八
九
一
年
の
二
年
半
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
、
社
会
人
類
学
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
テ
イ
ラ
ー
（Edw

ard Burnett 
Tylor

）教
授（
ロ
ン
ド
ン
大
学
、
後
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
）に
師
事
し
、
イ
ギ
リ
ス
考
古
学
を
日
本
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
坪
井
先
生
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
に
ま
つ
わ
る
面
白
い
逸
話
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
坪
井
先
生

が『
東
京
人
類
學
會
雜
誌
』（
人
類
学
雑
誌
の
前
身
）連
載
の「
ロ
ン
ド
ン
通
信
」に
、
大
英
博
物
館
で
シ
ベ
リ
ア
民
族
資
料
の

中
か
ら
遮
光
器
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
基
に
日
本
で「
遮
光
器
土
偶
」と
名
づ
け
た
こ
と
を
、
書
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、

一
八
九
五
年
に
佐
藤
傅
藏
が
同
誌
に
書
い
た
ダ
ン
ヴ
ァ
ー
ス
の
論
考
の
抄
訳
で
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
を
日
本
で
初
め
て
紹
介
し
ま

し
た（
図
3 2
注

）。

注
2 

ダ
ン
ヴ
ァ
ー
ス 

一
八
九
五
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現
在
、
私
は
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ヘ
リ
テ
ー
ジ（English 

H
eritage

）と
の
共
同
研
究
で
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
と
日
本

の
環
状
列
石
の
比
較
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究

に
は
非
常
に
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ

ス
人
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ー
ラ
ン
ド（W

illiam
 G

ow
land

）

は
、
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
一
六
年
ほ
ど
日
本
の
大
阪
造

幣
局
に
勤
め
、
そ
の
間
に
日
本
の
古
墳
を
四
○
○
か
所
ほ

ど
踏
査
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
一
九
○
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
戻
り
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
に

つ
い
て
も
研
究
し
て
報
告
書
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の

報
告
書3
注

で
は
、
日
本
の
絵
を
使
っ
て
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
の
解

釈
を
記
述
し
て
い
ま
す（
図
4
）。
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い

資
料
で
、
も
う
少
し
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
私
の
比
較
研
究
の
成
果
に
関
し
て
、
二
○

二
一
年
九
月
か
ら
二
○
二
二
年
八
月
ま
で
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン

ジ
の
現
地
で
特
別
展
覧
会『
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
と
日
本
』を

開
催
し
ま
す
の
で
、
可
能
で
し
た
ら
是
非
い
ら
し
て
く
だ

さ
い
。

図 3　佐藤傅藏によるストーンヘンジの紹介
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私
は
縄
文
時
代
の
環
状
列
石
の
調
査
に
も
取
り
組
み
、
比

較
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
数
週
間
前
に
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

縄
文
時
代
の
環
状
列
石
に
つ
い
て
発
表
し
ま
し
た
が
、
参
加

者
は
日
本
列
島
に
た
く
さ
ん
の
環
状
列
石
が
あ
る
こ
と
に
大

変
驚
い
て
い
ま
し
た
。

こ
の
環
状
列
石
に
関
す
る
研
究
も
、
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
○
八
年
の
ニ
ー
ル
・
ゴ
ー
ド
ン
・
マ

ン
ロ
ー
（N

eil G
ordon M

unro
）が
著
し
た『
先
史
時
代
の
日

本（Prehistoric Japan

）』で
は4
注

、
北
海
道
小
樽
市
の
忍
路
環
状

列
石
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
双
方

に
環
状
列
石
に
関
す
る
長
い
研
究
の
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

も
う
一
人
紹
介
し
た
い
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
神
父
ゲ
ル
ハ
ル

ド
・
グ
ル
ー
ト（G

erhard G
root

）で
す
。
一
九
六
○
年
代
か

ら
新
潟
に
住
み
、
火
焔
型
土
器
が
最
初
に
見
つ
か
っ
た
場
所

も
訪
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九
五
○
年
代
初
頭
こ
ろ
に
は
、

図 4　ウィリアム・ゴーランドによるストーンヘンジの考察

注
3 

G
ow

land, W
illiam

 1902. “ R
ecent excavation at Stonehenge” . 

Archaeologia 58: 113- 24

注
4 

M
unro 1908
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ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
博
士
論
文『
縄
文
文
化
の
起
源（Proto Zyom

on

：Th
e O

rigin of the Zyom
on C

ulture

）』を
書

い
て
い
ま
す5
注

。
こ
れ
は
多
分
、
イ
ギ
リ
ス
初
の
縄
文
時
代
に
関
し
て
の
博
士
論
文
で
す
。

私
は
学
生
時
代
に
こ
の
本
を
図
書
館
で
見
つ
け
、
こ
の
本
で
少
し
ず
つ
縄
文
時
代
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
そ
れ
で
縄
文

時
代
に
興
味
を
持
ち
、
一
九
九
九
年
に
國
學
院
大
學
の
谷た

に
口ぐ

ち
康や

す
浩ひ

ろ
先
生
が
青
森
県
大お

お
だ
い
や
ま
も
と

平
山
元
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
、
非
常
に

古
い
土
器
の
破
片
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
を
読
み
ま
し
た6
注

。
縄
文
土
器
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
中
の
狩
猟
採
集
民
の
土
器
に

つ
い
て
、
ヨ
ー
ク
大
学
の
ク
レ
イ
グ
さ
ん
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
面
白
く
楽
し
い
テ
ー
マ
で
す
。
こ
う
し
た
土
器

に
つ
い
て
、
私
は
二
○
一
三
年
に『N

ature

』に
紹
介
し
て
い
ま
す7
注

。

二
．
日
本
考
古
学
と
の
か
か
わ
り

（
一
）日
本
考
古
学
の
魅
力
と
の
出
会
い

こ
こ
で
少
し
、
日
本
考
古
学
と
の
個
人
的
な
か
か
わ
り
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

私
が
最
初
に
日
本
考
古
学
に
触
れ
た
の
は
、
ジ
ー
ナ
・
リ
ー
・
バ
ー
ン
ズ（G

ina Lee Barnes

）教
授
と
の
出
会
い
が
き

っ
か
け
で
す
。
一
九
八
○
年
代
初
め
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
学
生
だ
っ
た
と
き
、
ジ
ー
ナ
先
生
の「
東
ア
ジ
ア
考
古
学
」

と
い
う
授
業
を
と
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
樋ひ

口ぐ
ち
隆た

か
や
す康
先
生
と
メ
ル
ビ
ン
・
エ
イ
ケ
ン
ズ
先
生（M

elvin Aikens

）が『
日
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本
の
先
史
時
代（Prehistory of Japan

）』を
出
版
さ
れ
た
こ
ろ
で
す8
注

。
こ
れ
を
教
科
書
に
し
て
、
素
晴
ら
し
い
遺
跡
に
つ
い

て
た
く
さ
ん
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
ジ
ー
ナ
先
生
は
几
帳
面
な
書
誌
学
者
で
も
あ
り
膨
大
な
参
考
文
献
リ
ス
ト
を
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
日

本
考
古
学
の
本
だ
け
で
も
多
す
ぎ
て
読
む
時
間
が
な
い
の
に
、
中
国
、
韓
国
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
考
古
学
ま
で
勉
強

し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
考
え
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

一
九
八
四
年
、
ジ
ー
ナ
先
生
は
奈
良
盆
地
の
古
代
の
田
ん
ぼ
跡
を
調
査
す
る
た
め
、
私
と
何
人
か
の
学
生
を
連
れ
て
い
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
の
役
目
は
、
奈
良
盆
地
の
各
所
で
と
て
も
重
た
い
オ
ラ
ン
ダ
製
の
ボ
ー
リ
ン
グ
機
を
使
っ
て
掘
り

出
し
た
土
壌
サ
ン
プ
ル
の
リ
ン
酸
塩
分
析
を
す
る
こ
と
で
し
た
。
マ
ニ
ラ
経
由
で
の
日
本
へ
の
飛
行
機
の
旅
は
、
と
て
も
エ

キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
だ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は
、
科
学
分
析
に
必
要
な
白
い
粉
が
入
っ
た
袋
を
見
な
が
ら
、
税
関

で
呼
び
止
め
ら
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
心
配
し
て
い
た
の
で
す
が
、
幸
い
に
も
、
そ
の
と
き
の
た
め
に
用
意
し
て
い
た
書
類

を
見
せ
ず
に
す
み
ま
し
た
。
こ
の
と
き
が
私
の
初
め
て
の
長
距
離
フ
ラ
イ
ト
で
し
た
。
記
憶
が
正
し
け
れ
ば
、
六
回
離
着
陸

を
繰
り
返
し
た
は
ず
で
す
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
カ
ラ
チ
空
港
で
、
朝
、
カ
レ
ー
風
味
の
オ
ム
レ
ツ
を
食
べ
な
が
ら
、
東
京
は
な

ん
て
遠
い
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
一
九
八
四
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
四
週
間
が
、
日
本
考
古
学
と
の
運
命

を
決
定
づ
け
る
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

注
5 
G

root 1954

注
6 

青
森
県
立
郷
土
館 

一
九
七
九

注
7 

K
aner 2013

注
8 

Aikens and H
iguchi 1982
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初
日
に
、
新
幹
線
で
静
岡
へ
向
か
い
、
弥
生
時
代
の
登
呂
遺
跡
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
復
元
さ
れ
た
水
田
や
藁
葺
屋

根
の
竪
穴
住
居
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
あ
る
意
味
で
、
現
代
日
本
考
古
学
の
誕
生
の
地
で
す
。
そ
の
後
、
岡
山
大
学
の

近こ
ん
ど
う藤

義よ
し
ろ
う郎

教
授
が
吉
備
に
あ
る
古
墳
で
の
発
掘
調
査
に
招
待
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
近
藤
先
生
と
お
弟
子
さ
ん
た
ち
に
囲

ま
れ
、
古
墳
を
詳
し
く
発
掘
調
査
す
る
こ
と
で
、
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
人
だ
け
で
な
く
、
古
墳
の
造
営
に
携
わ
っ
た

人
々
の
生
活
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ふ
た
た
び
奈
良
県
の
天
理
に
戻
り
、
二
週
間
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
置お

き
田た

雅ま
さ
あ
き昭

教
授
を
紹
介
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
置
田
先
生
は
と
て
も
大
切
な
指
導
者
、
友
人
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
滞
在
中
に
こ
れ
ま
で
読
ん

で
い
た
本
の
執
筆
者
に
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
考
古
学
の
先
駆
者
で
あ
る
大
阪
の
国
立
民
族
学
博
物
館

の
小こ

山や
ま

修し
ゅ
う
ぞ
う三

先
生
、
小こ

谷た
に

凱よ
し
の
ぶ宣

先
生
、
縄
文
土
器
の
総
括
的
な
本
を
何
冊
も
出
版
さ
れ
て
い
る
国
際
基
督
教
大
学
の
エ
ド

ワ
ー
ド
・
キ
ダ
ー
（Edw

ard K
idder

）先
生
で
す
。

そ
し
て
、
奈
良
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
間
に
奈
良
文
化
財
研
究
所
を
訪
問
し
、
佐さ

原は
ら

真ま
こ
と

先
生
や
田た

中な
か

琢み
が
く

先
生

に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
後
に
、
奈
文
研
は
研
究
生
時
代
の
私
の
第
二
の
家
と
な
り
ま
し
た
。
奈
文
研
の
考
古

学
者
の
方
々
は
、
日
本
語
も
ろ
く
に
で
き
な
い
無
知
な
学
生
で
あ
っ
た
私
に
、
日
本
考
古
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
辛
抱
強

く
教
え
て
く
だ
さ
り
、
感
謝
の
気
持
ち
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
松ま

つ
井い

章あ
き
ら先

生
か
ら
は
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
先
生

が
日
本
の
考
古
学
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
熱
意
を
込
め
て
紹
介
し
た
こ
と
に
、
非
常
に
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
日
本
全
国
か
ら
の
発
掘
調
査
報
告
書
が
詰
ま
っ
た
書
庫
は
、
私
に
と
っ
て
宝
の
山
で
し

た
。私

に
日
本
考
古
学
の
驚
き
、
ワ
ン
ダ
ー
を
垣
間
見
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
こ
う
い
っ
た
日
本
で
の
経
験
で
あ
り
、
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学
生
時
代
に
ジ
ー
ナ
先
生
が
講
義
で
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
日
本
考
古
学
の
資
料
、
石
器
、
土
器
、
鏡
、
銅
鐸
、
埴
輪
、
古
墳
、

住
居
跡
、
発
掘
な
ど
の
ス
ラ
イ
ド
で
し
た
。
初
め
て
本
物
を
目
に
し
た
と
き
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
は
い
つ
も
イ

ギ
リ
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
を
専
攻
し
て
い
る
学
生
た
ち
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た
。
勉
強
し
て
い
る
資
料

が
す
ぐ
に
手
に
入
る
か
ら
で
す
。

日
本
か
ら
帰
国
し
た
と
き
、
頭
の
中
は
日
本
考
古
学
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
幸
運
な
こ
と
に
、
同
じ

年
の
後
半
に
日
本
へ
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
文
部
省
の
助
成
を
受
け
て
、
兵
庫
県
の
丹
波
篠
山
と
三
田
市
の
高
校
で
英

会
話
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
で
の
面
接
の
と
き
、
面
接
官
が
、
私
の
日
本
行
き
の
動
機
が
考
古
学
で

あ
る
と
知
る
と
、「
英
会
話
の
仕
事
に
集
中
す
る
た
め
に
、
気
が
散
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
考
古
学
的
に
何
も
な
い
場
所
へ

派
遣
す
る
」と
言
っ
た
こ
と
は
忘
れ
も
し
ま
せ
ん
。
面
接
官
は
、
こ
の
地
域
に
旧
石
器
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
の

興
味
深
い
遺
跡
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
篠
山
鳳
鳴
高
校
と
有
馬
高
校
の
先
生
方
は
辛
抱
強
く
対
応
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
週
末
に
な
る
と
大
阪
や

神
戸
に
繰
り
出
し
て
丸
善
や
紀
伊
國
屋
書
店
へ
行
き
、
買
い
求
め
た
考
古
学
に
関
す
る
書
物
に
書
い
て
あ
る
難
し
い
漢
字
の

読
み
方
に
つ
い
て
、
職
員
室
で
質
問
攻
め
に
し
ま
し
た
。
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
こ
う
や
っ
て
縄
文
時
代
に
関
す
る
文

献
を
読
む
た
め
の
日
本
語
を
学
ん
だ
の
で
す
。
ま
た
、
職
員
室
で
私
の
席
の
隣
の
国
語
の
先
生
に
、
能
に
つ
い
て
教
え
て
も

ら
い
、
篠
山
の
寺
院
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
能
を
見
に
行
く
こ
と
を
薦
め
ら
れ
ま
し
た
。
彼
は
、
外
国
人
が
こ
ん
な
小
さ
い
町

に
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
が
理
解
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
つ
い
て
知
る
べ
き
こ
と
は
奈
良
と
京
都
に
あ

る
は
ず
だ
と
。
の
ち
に
、
彼
の
ア
ド
バ
イ
ス
ど
お
り
、
文
部
省
の
研
究
員
と
し
て
京
都
大
学
で
一
年
間
、
小お

野の

山や
ま

節せ
つ

教
授
と

山や
ま
な
か中
一い

ち
ろ
う郎
教
授
の
も
と
で
勉
強
し
ま
し
た
。



026

（
二
）日
本
で
考
古
学
を
研
究
す
る
こ
と
の
驚
き

初
め
て
日
本
か
ら
帰
国
し
た
後
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
グ
レ
ア
ム
・
ク
ラ
ー
ク
名
誉
教
授（G

raham
e C

lark

）に
お
会

い
し
ま
し
た
。
ク
ラ
ー
ク
先
生
は
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
以
下
の
三
つ
の
研
究
が
有
名
で
す
。
世
界

の
先
史
時
代
の
研
究
と
、
経
済
・
環
境
考
古
学
の
研
究
、
そ
し
て
ス
タ
ー
・
カ
ー（Star C

arr

）遺
跡
の
発
掘
を
含
む
中
石
器

時
代
の
研
究
で
す
。
そ
し
て
、
先
生
は
、
考
古
学
の
道
へ
進
み
た
い
の
な
ら
、
日
本
に
お
い
て
興
味
深
い
事
象
、
つ
ま
り
土

器
を
使
う
狩
猟
採
集
民
が
い
た
縄
文
時
代
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
よ
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
す
で
に
日
本
で
縄
文
土
器

に
出
会
っ
て
お
り
、
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
博
士
課
程
で
は
縄
文
土
器
と
集
落
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
縄
文
考
古
学
は
、
今
で
も
私
の
主
要
な
研
究
課
題
で
す
。
そ
し
て
、
一
九
九
五
年
に
縄
文
時
代
の
研
究
者
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
石
器
時
代
の
研
究
者
を
集
め
て
、
初
め
て
大
規
模
な
学
会『
ス
タ
ー
・
カ
ー
遺
跡
か
ら
縄
文
ま
で（From

 
the Jom

on to Star C
arr

）』を
開
催
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
し
た
。
さ
ら
に
、
二
○
一
五
年
に
セ
ル
ビ
ア
の
ベ
オ
グ

ラ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
た
欧
州
中
石
器
時
代
学
会
で
も
、
ふ
た
た
び
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
み
、
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
川
沿
い
に
あ
る

レ
ペ
ン
ス
キ
・
ビ
ー
ル（Лепенски

 Вир

）遺
跡
を
訪
れ
ま
し
た
。

学
生
時
代
は
、
も
っ
ぱ
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
東
洋
学
部
の
図
書
室
で
過
ご
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
東
ア
ジ
ア

と
イ
ン
ド
の
考
古
学
に
関
す
る
本
が
あ
る
特
別
閲
覧
室
が
あ
っ
た
の
で
す
。
い
つ
も
ガ
ラ
ガ
ラ
で
し
た
し
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

大
学
の
図
書
館
で
一
番
座
り
心
地
の
よ
い
椅
子
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
発
見
し
た
の
が
、
前
述
の
グ
ル
ー
ト
が
著
し
た
博

士
論
文
で
す
。
グ
ル
ー
ト
は
一
九
三
○
年
代
に
新
潟
に
住
み
、
姥う

ば
や
ま山

貝
塚
の
発
掘
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の

と
き
に
発
掘
し
た
遺
物
は
現
在
、
南
山
大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
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グ
ル
ー
ト
に
関
す
る
研
究
も
も
う
少
し
続
け
た
い
の
で
す
が
、
こ
こ
一
○
年
間
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ー
ラ
ン
ド
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
前
述
の
よ
う
に
、
ゴ
ー
ラ
ン
ド
は
一
六
年
間
、
日
本
に
住
み
、
四
○
○
も
の
古
墳
を

調
査
し
て
お
り
、
柴
山
古
墳
で
発
掘
し
た
資
料
を
含
む
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
ア
ー
カ
イ
ブ
は
大
英
博
物
館
に
売
却
さ
れ
、
現
在

も
大
英
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
ゴ
ー
ラ
ン
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
と
大
英
博
物
館
、
そ
し
て
一い

ち
の
せ瀬

和か
ず

夫お

先
生
と
菱ひ

し
田だ

哲て
つ

郎お

先
生
率
い
る
日
本
の
研
究
者
チ
ー
ム
が
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、
日
本

考
古
学
の
歴
史
、
特
に
古
墳
時
代
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
ゴ
ー
ラ
ン
ド
は
、
二
〇
世
紀
の
最
も
重
要
な
発
掘
調
査
の
一
つ
で
あ
る
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
の
共
通
点
を
、
日
本
の
皆
さ
ん
と
探
求
で
き
る
こ
と
は
感
慨
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
私
は
博
士
課
程
在
学
中
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
州
議
会
の
考
古
学
室
で
働
き
始
め
、
最
終
的
に
は
州
内
で
土
地
開
発

者
の
資
金
で
行
わ
れ
る
考
古
学
調
査
を
監
督
す
る
立
場
に
就
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
建
設
計
画
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る

考
古
学
的
作
業
の
質
を
確
認
す
る
こ
と
が
仕
事
に
な
っ
た
の
で
す
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
州
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
最
も
開
発

が
盛
ん
な
地
域
で
、
年
間
一
○
○
件
以
上
も
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
多
く
が
私
が
管
轄
す
る
地
域
に
あ
り

ま
し
た
。
私
が
ま
だ
京
都
大
学
に
い
た
こ
ろ
、
ロ
ン
ド
ン
で
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
ゆ
か
り
の
グ
ロ
ー
ブ
シ
ア
タ
ー
が
発
見
さ
れ
、

修
復
さ
れ
た
こ
と
で
一
般
市
民
の
関
心
が
高
ま
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
考
古
学
に
関
す
る
新
し
い
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
一
つ
が
、
土
地
開
発
者
が
発
掘
調
査
費
用
を
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
日
本
で
は
お
な
じ
み

の
も
の
で
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル（
持
続
可
能
）な
開
発
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
考
古
資
料
を
、
壊
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れ
や
す
い
、
限
り
あ
る
資
源
と
み
な
し
て
い
ま
す
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
州
議
会
考
古
学
室
で
の
仕
事
は
本
当
に
楽
し
い
も
の
で
し
た
。
こ
の
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な
土
地
や
現
場
を
訪

れ
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
古
学
の
研
究
者
と
仕
事
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
に
お
け
る
調
査
目
的
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
こ
の
仕
事
を
通
し
て
、
日
本
考
古
学
の
本
当
の
意
味
で
の「
驚
き（
ワ
ン
ダ
ー
）」が
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
地
方
自
治
体
の
考
古
学
セ
ン
タ
ー
と
そ
の
発
掘
部
門
と
保
管
、
そ
し
て
奈
文
研
の
提

供
す
る
全
国
的
資
源
と
研
修
施
設
の
素
晴
ら
し
さ
で
す
。
こ
の
役
職
に
つ
い
て
い
る
間
、
日
本
か
ら
多
く
の
考
古
学
者
が
訪
れ

た
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
の
遺
跡
や
発
掘
現
場
へ
案
内
し
ま
し
た
。
坪つ

ぼ
井い

清き
よ
た
り足

先
生
を
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
と
エ
イ
ヴ
ベ
リ
ー

（Avebury

）に
案
内
し
た
際
、
日
本
の
制
度
や
奈
文
研
の
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
、
日
本
で
は
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
へ
の
関
心
が
高
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
あ
る
日
、
松

井
章
先
生
か
ら
、
田
中
琢
先
生
ご
一
行
を
イ
ギ
リ
ス
の
世
界
遺
産
に
案
内
し
て
ほ
し
い
と
い
う
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
産
業

革
命
の
生
ま
れ
た
ア
イ
ア
ン
ブ
リ
ッ
ジ
渓
谷
や
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
一
部
で
あ
っ
た
ブ
リ
タ
ニ
ア
と
野
蛮
な
北
部
を
隔
て
る
ハ

ド
リ
ア
ヌ
ス
の
長
城
、
そ
し
て
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
と
エ
イ
ヴ
ベ
リ
ー
を
ご
案
内
し
ま
し
た
。
当
時
、
田
中
先
生
は
島
根
県
の

石
見
銀
山
の
世
界
遺
産
登
録
を
推
進
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
以
来
、
考
古
学
が
申
請
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
り
、
私
も
幸
運
に
も
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
登
録
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
年
、
登
録
五
周

年
を
迎
え
る
予
定
で
す
。

こ
の
よ
う
な
長
期
に
わ
た
る
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
日
本
考
古
学
の
も
う
一
つ
の「
驚
き（
ワ
ン
ダ
ー
）」

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
の
考
古
学
者
の
忍
耐
力
、
回
復
力
、
そ
し
て
決
意
で
す
。
国
際
的
に
名
を
は
せ
る
こ
と
で
、

国
内
に
お
け
る
価
値
が
よ
り
い
っ
そ
う
上
が
る
こ
と
を
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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（
三
）日
本
の
考
古
学
の「
驚
き
、
不
思
議（
ワ
ン
ダ
ー
）」を
展
示
す
る

現
在
の
私
は
、
日
本
の
考
古
資
料
を
イ
ギ
リ
ス
で
展
示
紹
介
す
る
と
い
う
幸
運
な
立
場
に
お
り
ま
す
。
最
初
の
展
覧
会

は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
フ
ィ
ッ
ツ
ウ
ィ
リ
ア
ム
博
物
館
に
お
け
る『
火
焔
土
器
、
古
代
日
本
の
景
観
と
土
器（Flam

ing Pots: 
landscape and pottery in ancient Japan

）』で
、
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
二
○
○
一
年
九
月
一
一
日
で
し
た
。
同
時
期
に
大

英
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
神
道
美
術
に
関
す
る
展
覧
会
は
、
古
代
の
も
の
に
関
す
る
展
示
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
で
の
同
時
多
発
テ
ロ
の
影
響
で
飛
行
機
が
飛
ば
ず
、
来
館
者
は
ご
く
わ
ず
か
で
し

た
。
し
か
し
、
私
た
ち
と
國
學
院
大
學
と
の
共
同
企
画
の
展
覧
会
は
、
多
く
の
入
場
者
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
同
時
期
に
、
青

森
の
大
平
山
元
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
世
界
最
古
の
土
器
の
重
要
性
を
探
る
学
術
会
議
も
開
催
し
ま
し
た
。
最
古
の
土
器
は
、
私

に
と
っ
て
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
り
、
谷
口
康
浩
先
生
や
佐さ

藤と
う

雅ま
さ
い
ち一
先
生
と
福
井
洞
窟
の
再
発
掘
現
場
を
訪
問
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
を
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ク
大
学
の
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ク
レ
イ
グ（O

liver E. C
raig

）先

生
率
い
る
チ
ー
ム
と
、
縄
文
時
代
の
食
物
の
残
留
物
分
析
を
行
っ
た
こ
と
は
、
国
際
協
力
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
大
き
な
収

穫
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
展
覧
会
は
、
よ
り
幅
広
い
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
日
本
考
古
学
を
紹
介
し
、
大
切
な
遺
産
を
後
世
に
残
す
と

い
う
意
味
で
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
二
○
二
○
年
に
奈
文
研
と
共
同
で『An Illustrated C

om
panion to Japanese 

Archaeology

』第
二
版
を
出
版
し
ま
し
た
が
、
こ
の
本
は
二
○
○
四
年
に
私
の
友
人
で
あ
る
ウ
ェ
ル
ナ
ー
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ハ

ウ
ス（W

erner Steinhaus

）先
生
と
、
奈
文
研
、
文
化
庁
と
と
も
に
開
催
し
た
日
本
考
古
学
に
関
す
る
最
大
の
展
覧
会
を
基

に
し
た
も
の
で
す
。
当
時
、
私
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
日
本
考
古
学
を
教
え
て
お
り
、
学
生
全
員
を
連
れ
て
ベ
ル
リ
ン
ま
で
展
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覧
会
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
一
六
○
○
点
以
上
の
展
示
品
が
あ
り
、
古
代
日
本
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
る
こ
と
が
で
き
た
、
こ
れ

ま
で
に
な
い
機
会
で
し
た
。
こ
う
い
っ
た
経
験
に
よ
り
、
人
々
の
つ
な
が
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
科
学
や
解
釈
が
い

か
に
大
切
で
あ
る
か
を
学
び
ま
し
た
。
与
え
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ
な
い
こ
と
も
大
切
で
す
。

私
た
ち
は
今
、
縄
文
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
の
展
覧
会
を
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
で
開
催
す
る
こ
と
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
す
べ
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
日
本
の
考
古
学
や
考
古
学
者
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
や
考
古
学
者
と
を
結
び
付
け
る

ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。
同
時
に
、
よ
り
多
く
の
人
に
資
料
を
見
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

三
．
イ
ギ
リ
ス
の
視
点
か
ら
み
る
縄
文
の
魅
力

こ
の
講
演
を
準
備
す
る
に
あ
た
り
、
日
本
考
古
学
で
最
も
印
象
深
い
こ
と
は
何
だ
っ
た
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。
た
く
さ

ん
あ
り
す
ぎ
ま
す
が
、
日
本
考
古
学
の
魅
力
の
ト
ッ
プ
テ
ン
を
次
に
掲
げ
て
お
き
ま
す
。

・
縄
文
時
代
の
期
間
の
長
さ

・
戦
争
が
な
い
社
会

・
最
初
の
土
器

・
最
古
の
集
落

・
農
業
以
前
の
植
物
管
理
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・
先
史
時
代
の
数
学

・
高
度
な
造
形

・
平
等
社
会

・
現
代
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン（
美
術
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
）

・
文
化
財
と
し
て（
世
界
遺
産
）

（
一
）ユ
ネ
ス
コ
を
通
し
て
日
本
考
古
学
の「
ワ
ン
ダ
ー
」を
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
テ
ー
ジ
へ

今
年
二
○
二
一
年
七
月
、
日
本
の
縄
文
時
代
は
世
界
の
注
目
を
集
め
ま
し
た
。「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」が
ユ

ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
へ
登
録
決
定
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
も
う
一
○
年
ほ
ど
前
に
、
小
林
達
雄
先
生
と
三さ

ん
な
い
ま
る
や
ま

内
丸
山
遺
跡
の
岡お

か
田だ

康や
す
ひ
ろ博

さ
ん
と
一
緒
に
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
を
訪
問
し
ま
し
た
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
は
規
模
が
大
き
く
、
見
る
も
の
に
驚
き

を
与
え
ま
す
し
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
る
と
非
常
に
魅
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
縄
文
時
代
の
定
住
性
に
つ
い
て
特
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
新
石
器
時
代
の
集
落
遺
跡
は
非
常
に
少
な

く
、
学
生
時
代
に
日
本
の
縄
文
集
落
遺
跡
に
つ
い
て
京
都
大
学
の
小
野
山
節
先
生
や
山
中
一
郎
先
生
、
矢や

の野
健け

ん
い
ち一

先
生（
現
立
命

館
大
学
）、
冨と

み
井い

眞ま
こ
と
先
生（
現
大
正
大
学
）に
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
戻
り
、
小
林
達

雄
先
生
の『
縄
文
人
の
世
界
』を
読
ん
で
、
縄
文
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
概
念
に
関
心
を
持
ち
、
図
5
の
絵
を
つ
く
り
ま
し
た9
注

。

注
9 

K
obayashi 2004
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そ
し
て
一
○
年
ほ
ど
前
か
ら
、
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
と
長
岡
市
立
科
学
博
物
館
と
共
同
で
、
信
濃
川
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

進
め
て
い
ま
す
。
ア
プ
リ
を
使
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
上
で
三
次
元
に
復
元
さ
れ
た
縄
文
時
代
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
世
界
中
の

人
々
が
体
感
し
た
り
、
遺
物
の
3
D
デ
ー
タ
を
見
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
図
6
）。
今
後
さ
ら
に
デ
ー
タ
や
写
真
を

追
加
し
て
い
く
と
面
白
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

図 5　縄文ランドスケープ

図 6　上：信濃川プロジェクト、下：操作画面
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（
二
）素
晴
ら
し
い
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

「
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
的
つ
な
が
り
」に
つ
い
て
は
冒
頭
で
少
し
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン

ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト（
公
共
参
加
）に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

坂さ
か

井い

秀ひ
で

弥や

先
生（
奈
良
大
学
）が
文
化
庁
に
在
籍
中
イ
ギ
リ
ス
を
訪
れ
、
考
古
学
研
究
所
の
私
有
化
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
、

イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
者
と
会
っ
て
出
し
た
結
論
の
一
つ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
者
は
個
人
の
興
味
で
研
究
対
象
を
選
べ
る

の
に
対
し
て
、
日
本
の
考
古
学
者
は
過
去
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
個
人
的

な
経
験
か
ら
も
、
確
か
に
日
本
の
考
古
学
者
に
も
自
分
の
研
究
対
象
が
あ
り
ま
す
が
、
考
古
学
者
と
し
て
の
責
任
の
重
要
性

が
、
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
増
し
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
伝
統
は
、
発
掘
調
査
の
最
中
と
終
わ
り
に
開
か
れ
る
現

地
説
明
会
に
表
れ
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
も
の
を
、
一
般
市
民
と
専
門
家
両
方
に
説
明
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
イ

ギ
リ
ス
で
も
少
し
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
ほ
ど
き
め
細
か
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
で
は
発
掘
調
査
に
多
く
の

人
々
を
駆
り
出
す
制
度
が
整
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
上
手
く
い
っ
た
場
合
、
地
域
に
プ
ラ
ス
の
面
で
作
用
し
ま
す
。
い
わ
ゆ

る「
開
発
利
益
」で
す
。

さ
ら
に
、
日
本
で
は
、
考
古
学
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
が
高
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
文
化
財
発

掘
出
土
情
報
』と
い
う
考
古
学
に
関
す
る
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
を
集
め
た
専
門
誌
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
月
刊
誌
が

あ
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
私
も
、
松
井
章
先
生
の
ご
紹
介
が
き
っ
か
け
で
、
二
○
年
ほ
ど
前
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
考

古
学
に
つ
い
て
寄
稿
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
雑
誌
は
イ
ギ
リ
ス
に
は
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ

ス
の
メ
デ
ィ
ア
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
と
関
心
を
よ
せ
て
く
れ
ま
す
が
。
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（
三
）発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
展

私
は
、
毎
年
日
本
に
来
る
た
び
に『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
』展
に
行

く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
発
掘
調
査
の
結
果
を
、
み
ん
な
が
見
ら

れ
る
機
会
が
あ
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
以
前
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
州
議
会
考
古

学
室
に
勤
め
て
い
た
と
き
、
年
間
一
○
○
件
ほ
ど
行
っ
て
い
た
発
掘
調
査

の
成
果
を
集
め
る
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
発
掘
調
査
成
果
を
国
内

の
あ
ち
こ
ち
で
展
示
す
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
す
。
地
域
の
博
物
館
が
、

そ
の
地
方
で
発
見
さ
れ
た
遺
物
を
展
示
で
き
る
か
ら
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
人

の
同
僚
に
こ
の
展
覧
会
に
つ
い
て
話
し
、
こ
う
い
う
展
覧
会
を
是
非
開
催

し
て
欲
し
い
と
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
二
○
二
一
年
二
月
、
東
日
本
大
震
災
一
○
周
年
で
、
震
災
後
、

考
古
学
と
文
化
財
に
ど
ん
な
役
割
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
ま
し
た
。
そ

の
年
のAntiquity

誌
の
巻
頭
に「
福
島
県
浦
尻
貝
塚
災
害
後　
ア
ー
ト

と
考
古
学
」が
掲
載
さ
れ
ま
し
た（
図
7 10
注

）。
私
が
特
に
興
味
が
あ
る
の
は
、

災
害
後
、
考
古
学
と
文
化
財
が
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
考
古
学
と
ア
ー
ト（Art and Archaeology

）と
い
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
、
も
と
も
と
は
赤あ

か
さ
か坂
憲の

り
雄お

さ
ん（
福
島
県
立
美
術
館
館
長
）が

図 7　安芸早穂子「Tree on the shell mound」
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イ
ギ
リ
ス
に
き
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
縄
文
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
安あ

き芸
早さ

ほ

こ
穂
子
さ
ん
が
福
島
県
南
相
馬

市
の
浦
尻
貝
塚
で
面
白
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
お
り
、
二
○
二
一
年
六
月
五
日
に
は
浦
尻
貝
塚
で
オ
ン
ラ
イ
ン
の
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

（
四
）考
古
学
と
教
育

日
本
の
高
校
の
歴
史
教
科
書
の
内
容
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
先
史
時
代
と
考

古
学
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
い
つ
も
感
心
し
て
い
ま
す
。
私
が
受
け
た
学
校
教
育
で
は
、
歴
史
は
ロ
ー
マ

時
代
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
先
史
時
代
、
考
古
学
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私
は
高
校
生
時
代
か
ら
考
古
ク

ラ
ブ
を
作
っ
た
り
し
て
ア
マ
チ
ュ
ア
考
古
学
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
学
校
に
考
古
学
が
大
好
き
な
ラ
テ
ン
語
の

先
生
が
い
て
、
ラ
テ
ン
語
の
難
し
い
文
法
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
な
い
よ
う
、
先
生
に
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ン
に
あ
る
ロ
ー
マ
帝

国
の
お
城
の
発
掘
の
経
験
に
つ
い
て
質
問
し
た
も
の
で
し
た
。

日
本
考
古
学
協
会
総
会
に
参
加
し
た
と
き
、
現
役
の
高
校
生
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー
発
表
が
あ
り
、
非
常
に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
考
古
学
は
、
高
校
生
だ
け
で
な
く
老
人
に
と
っ
て
も
魅
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
グ
ラ
イ
ム
ズ
・
グ
レ
イ
ヴ
ス（G

rim
es G

raves

）に
あ
る
先
史
時
代
の
フ
リ
ン
ト
の
採
掘

跡
と
、
長
野
県
長な

が
和わ

町ま
ち

の
黒
曜
石
の
採
掘
跡
を
結
ぶ
、
世
界
初
の「
姉
妹
遺
跡
」に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
長
和
町
の
黒
曜
石

注
10 

W
itcher 2021
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親
善
大
使
の
子
ど
も
た
ち
と
セ
ト
フ

ォ
ー
ド（Th

etford

）
の
テ
ィ
ー
ン
エ

イ
ジ
・
歴
史
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
お

互
い
に
訪
問
し
あ
う
機
会
を
作
り
ま

し
た
。
考
古
学
へ
の
関
心
は
若
い
世

代
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス

と
日
本
の
双
方
で
、
考
古
学
ツ
ア
ー

を
開
催
し
て
い
ま
す（
図
8
）。
こ
う

し
た
交
流
事
業
の
一
環
で
、
長
和
町

役
場
の
玄
関
に
長
和
町
の
黒
曜
石
と

グ
ラ
イ
ム
ズ
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
フ
リ
ン

ト
を
使
っ
た
ア
ー
ト
が
展
示
さ
れ
ま

し
た（
図
9
）。
二
○
二
一
年
七
月
か

ら
展
示
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ

の
せ
い
で
私
は
見
に
行
け
ま
せ
ん
が
、

皆
さ
ん
は
是
非
行
っ
て
み
て
く
だ
さ

い
。

図 8　イギリスと日本の考古学を通じた交流
左：イギリスから考古学ツアーで新潟県馬高遺跡へ 
右：長野県長和町での考古学ツアー

図 9 長和町の黒曜石とグライムズ・グレイヴスのフリン
トを使ったアート展示。長和町役場、2021年より
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（
五
）発
掘
の
ス
ケ
ー
ル

私
は
常
に
、
日
本
で
の
考
古
学
発
掘
に
お
け
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
感
心
し
て
い
ま
す
。
最
近
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な

発
掘
は
数
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
現
場
で
は
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
ー
で
土
を
運
ぶ
こ
と
は
し

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
現
場
は
わ
り
と
静
か
で
す
。
日
本
の
発
掘
の
究
極
の
目
的
は
、
発
掘
後
、
全
体
写
真
を
上
か
ら
撮
る

こ
と
だ
と
、
よ
く
日
本
の
学
生
に
話
し
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
発
掘
が
進
む
に
つ
れ
て
遺
跡
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
で
撮
っ
て
い
る
よ
う
な
遺
跡
全
体
の
航
空
写
真
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
適
正
な
サ
ン
プ
ル
」と
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
議
論
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
発
掘
す
る
こ
と
に
よ
り
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
を
す
べ

て
記
録
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
く
て
も
、
記
録
を
残
す
こ
と
を
理
想
と
す
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

（
六
）現
地
で
保
存
す
る
た
め
の
独
創
的
な
解
決
策

次
に
、
遺
跡
の
保
存
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
違
い
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

一
九
九
○
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
使
っ
た
ロ
ー
ズ
・
シ
ア
タ
ー
の
発
掘
を
契
機
に
、
遺
跡
保
存
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
、
対
応
す
る
考
古
学
的
な
組
織
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
発
掘
も
開
発
の
一
部
と
し
て

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
開
発
者
が
発
掘
調
査
費
用
を
負
担
す
る
方
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
で
は
、
遺
跡
を
保
存
す
る
た
め
の
独
創
的
な
方
法
が
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
北
海
道
の
森
町
に
あ
る
鷲
ノ

木
遺
跡
の
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル（
図
10
）の
真
下
を
高
速
道
路
の
地
下
道
が
通
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
北
海
道
・
北
東
北
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の
縄
文
遺
跡
群
の
リ
ス
ト
か
ら
外
れ
た
こ
と
は
少
し
残
念
で
し
た
。
ご
存

じ
の
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
会
で
の
熱
い
ト
ピ
ッ
ク
は
、
世
界
遺
産

ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
の
下
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
構
想
は
、

一
八
世
紀
か
ら
あ
り
ま
す
。

日
本
の
考
古
学
者
が
、
国
の
重
要
な
遺
跡
を
、
本
来
の
場
所
で
保
存
す
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
政
府

が
援
助
し
て
い
る
の
も
す
ご
い
こ
と
で
す
。
三
内
丸
山
や
伊い

せ勢
堂ど

う
だ
い岱

な
ど
の

よ
う
に
、
開
発
途
中
か
ら
で
も
保
存
の
援
助
を
し
て
、
土
地
を
買
い
上
げ
た

こ
と
は
、
も
っ
と
世
界
に
知
れ
わ
た
り
、
参
考
に
さ
れ
て
欲
し
い
も
の
で
す
。

日
本
の
遺
跡
保
護
は
、
平へ

い

城じ
ょ
う

宮き
ゅ
う
跡せ

き
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
か
ら
、
よ
り

小
さ
な
地
域
の
遺
跡
な
ど
に
対
し
て
も
、
と
て
も
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
い
つ
も
そ
れ
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
最
近
ニ
ュ
ー
ス

に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
高た

か
な
わ輪

築ち
く
て
い堤

の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。

（
七
）専
門
性
の
高
さ
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
幅
広
さ

日
本
ほ
ど
、
考
古
学
関
連
の
研
究
会
が
あ
る
国
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
仲
間
の
先
生
方
が
私
を
さ
ま
ざ
ま
な
会
合
に
連
れ

て
い
っ
て
く
れ
、
た
く
さ
ん
の
研
究
者
に
引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
こ
と
に
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
学
会
や
会
合
に 図 10　北海道森町鷲ノ木遺跡と下をくぐる高速道路
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参
加
す
る
人
の
多
さ
に
い
つ
も
感
心
し
ま
す
。
そ
し
て
、
専
門
性
の
高
さ
で
す
。
こ
れ
は
、
非
常
に
詳
細
な
卒
業
論
文
を
、

細
か
い
考
古
学
記
録
に
絞
っ
て
書
く
と
い
う
訓
練
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
過
程
で
、
発
掘
調
査
報

告
書
な
ど
の「
灰
色
文
献
」が
定
期
的
に
見
直
さ
れ
、
消
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
八
）考
古
学
情
報
の
入
手
し
や
す
さ

日
本
考
古
学
協
会
の「
図
書
交
換
会
」で
は
、
驚
く
べ
き
経
験
を
し
ま
し
た
。
私
が
真
剣
に
日
本
考
古
学
を
研
究
し
始
め

た
こ
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
参
考
に
す
る
資
料
や
文
献
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
仲
間
も
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
資
料
が

な
い
と
い
う
の
は
け
っ
し
て
正
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
図
書
館
が
こ
の
分
野
の
資
料
を
増
や
そ
う
と

し
て
い
た
の
は
幸
運
で
し
た
。
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
で
は
、
こ
こ
二
○
年
で
か
な
り
大
き
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
日
本
考
古
学
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
発
掘
調
査
報
告
書
も
含
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番

の
蔵
書
数
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
ま
だ
で
す
。
日
本
か
ら
帰
る
た
び
に
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
い
っ
ぱ
い
の
本
を
抱

え
て
く
る
の
で
、
妻
に
笑
わ
れ
て
い
ま
す
。
寄
贈
の
計
画
の
あ
っ
た
日
本
考
古
学
協
会
の
図
書
を
、
イ
ギ
リ
ス
に
持
っ
て
こ

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。
実
現
し
て
い
れ
ば
、
日
本
国
外
の
考
古
学
者
に
と
っ
て
非
常
に
役
立
っ
た

は
ず
で
す
。
し
か
し
、
日
本
考
古
学
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
は
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
今
で
は
素
晴
ら
し
い
デ
ジ
タ
ル
情
報

源
、
た
と
え
ば
、
奈
文
研
に
よ
る
全
国
遺
跡
報
告
総
覧11
注

な
ど
も
あ
り
ま
す
し
、
私
た
ち
も
含
め
、
す
で
に
こ
の
資
料
を
活
用

注
11 
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し
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
早
く
全
国
の
報
告
書
が
カ
バ
ー
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
と
海
外
の
研
究
者
の
間
で
の
国
際
的
交
流
は
ど
ん
ど
ん
盛
ん
に
し
て
い
く
べ
き
で
す
。
私
は
日
本
の
考
古
学
者
と
共

同
で
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
、
国
際
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
機
会
を
作
っ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
日
本
考
古
学
を
研
究
す
る

非
常
に
恵
ま
れ
た
立
場
に
い
る
者
と
し
て
、
も
っ
と
野
外
研
修
を
し
た
り
、
お
互
い
の
発
掘
作
業
や
博
物
館
に
か
か
わ
っ
た

り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
東
京
大
学
と
共
同
で
、
夏
期
研
修
と
冬
期
研
修
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
私

が
率
い
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
で
の
研
修
ツ
ア
ー
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
レ
ベ
ル

に
関
係
な
く
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

（
九
）日
本
の
考
古
学
者

最
後
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
日
本
の
考
古
学
者
た
ち
の
オ
ー
プ
ン
な
気
前
の
よ
さ
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
本
当
の
と
こ
ろ
、

日
本
の
考
古
学
者
自
身
に
も
、
彼
ら
の
研
究
対
象
と
同
じ
く
ら
い
興
味
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
考
古
学
者
た
ち
は
日
本
の
素

晴
ら
し
い
側
面
を
体
現
す
る
、
素
晴
ら
し
い
集
団
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
を
通
し
て
、
私
が
日
本
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
は
幸
運
で
し
た
。
彼
ら
の
情
熱
、
熱
意
、
そ
し
て
専
門
性
に
は
、
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
個
人
的

に
多
く
の
方
と
知
り
合
い
に
な
れ
て
本
当
に
光
栄
で
す
。
外
国
人
の
私
に
一
生
懸
命
、
自
分
た
ち
が
得
た
デ
ー
タ
や
ア
イ
デ

ア
を
シ
ェ
ア
し
て
く
だ
さ
る
心
の
広
さ
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
私
の
手
掛
け
て
い
る
い
く
つ
も
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、

日
本
の
考
古
学
を
海
外
の
幅
広
い
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
広
め
る
こ
と
で
恩
返
し
で
き
れ
ば
と
望
ん
で
い
ま
す
。
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（
一
〇
）ニ
ュ
ー
・
ノ
ー
マ
ル
、つ
ま
り
コ
ロ
ナ
後
へ
の
展
望

ま
ず
、
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
を
フ
ル
に
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

新
し
い
ト
ー
ク
シ
リ
ー
ズ
も
そ
の
一
環
で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
イ
ヤ
ー
の
今
年
、
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
で

は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
縄
文
祭
り
」と「
縄
文
リ
レ
ー
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。
S
N
S
を
通
し
て
英
語
話
者
に
縄
文
考
古
学
を

少
し
ず
つ
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
八
年
前
に
学
術
雑
誌『Th

e Japanese Jornal of Archaeology

12
注

』を
創
刊
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
日
本
考
古
学
に
関
す
る
英
文
誌
で
、
日
本
の
考
古
学
者
で
日
本
の
外
に
向
け
て
発
信
し
た
い
方
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
持
続
可
能
性
）に
つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
気
候
変
動
は
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
よ
り
大
き
な
影
響
を
私
た
ち
の
社
会
に
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
す
。
我
々
は
、
考
古
学
者
と

し
て
、
き
た
る
べ
き
衝
撃
を
ど
の
よ
う
に
や
わ
ら
げ
る
か
、
と
い
う
議
論
を
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
貢
献
で
き
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
日
本
の
考
古
学
の
力
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
興
味
を
利
用
し
て
、
国
連
の
提
唱
す
る「
持
続
可
能
な
開
発
目

標（SD
G

s

）」に
貢
献
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
年
齢
に
よ
る
差
別
の
撤
廃
が
含
ま
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
考
古
学
者
と
し
て
の
主
張
は
、
そ
れ
が
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
解
釈
さ
れ
た
地
域
と
い
う
概
念
で
あ
ろ

う
と
、
太
古
の
D
N
A
の
解
釈
に
関
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
公
共
の
議
論
を
形
づ
く
る
き
っ
か
け
に
な
る
大
き
な
力
を
持

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

注
12 
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最
後
に
、
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
と
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
、
新
し
い
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は「N

ara to N
orw

ich: Art and Belief at the Ends of the 
Silk Roads

」と
い
っ
て
、
仏
教
の
始
ま
り
と
キ
リ
ス
ト
教
の
始
ま
り
と
を
比
較
研
究
す
る
も
の
で
す
。
二
○
二
四
年
に
セ
イ

ン
ズ
ベ
リ
ー
・
セ
ン
タ
ー
で
企
画
展
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Q
＆
A

　

Q 

長
和
町
と
姉
妹
遺
跡
に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
長
和
町
と
セ
ト
フ
ォ
ー
ド
と
の
間
で
子
ど
も
た
ち
の
交

流
を
続
け
て
こ
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
非
常
に
印
象
的
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
下
で

現
在
は
ど
ん
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

A 

長
和
町
で
は
新
石
器
時
代（
日
本
で
は
縄
文
時
代
）の
料
理
を
作
っ
て
み
る
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
で
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
も
実
施
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
去
年
の
夏
、
グ
ラ
イ

ム
ズ
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
近
隣
の
学
生
た
ち
と
長
和
町
を
訪
れ
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
の
影
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響
で
中
止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
の
夏
に
長
和
町
の
学
生
が
グ
ラ
イ
ム
ズ
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
を
訪

問
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
三
〜
四
回
こ
う
し
た
交
流
事
業
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
ど

う
す
る
か
今
話
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
博
物
館
は
今
日
か
ら
再
開
す
る
の
で
こ
れ
か
ら
で
す
。

他
の
交
流
事
業
と
し
て
は
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
や
大
規
模
な
環
状
列
石
の
あ
る
エ
イ
ヴ
ベ
リ
ー
と
日
本
の
縄
文
時

代
の
環
状
列
石
の
類
似
性
と
い
う
こ
と
で
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

Q 

ケ
イ
ナ
ー
先
生
や
バ
ー
ン
ズ
先
生
、
そ
の
他
の
先
生
方
の
ご
尽
力
で
、
日
本
の
考
古
学
と
英
・
欧
・
米
の
考
古
学

と
の
太
い
パ
イ
プ
が
築
か
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
こ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

A 

い
ろ
い
ろ
な
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
二
〇
二
二
年
に
チ
ェ
コ
の
プ
ラ
ハ
で
開
催
さ
れ
る
世

界
考
古
学
会
議
な
ど
の
場
で
、
日
本
考
古
学
を
紹
介
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
は
デ
ジ
タ
ル
の

世
界
に
な
り
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
S
N
S
で
の
情
報
発
信
も

で
き
ま
す
。
ま
た
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
研
究
者
は
非
常
に
忙
し
く
な
り
、
自
分
の
専
門
以
外
の
論
文
や
本
を

読
め
る
時
間
は
ご
く
短
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
短
く
て
大
事
な
こ
と
を
サ
ク
ッ
と
読
め
る
よ
う
に
紹
介
し

て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
縄
文
祭
り
と
か
、
縄
文
リ
レ
ー

な
ど
を
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
で
い
ま
企
画
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
日
本
以
外
で
日
本
考
古
学
に

か
か
わ
る
人
た
ち
や
学
生
た
ち
と
と
も
に
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
Q 

高
輪
築
堤
の
話
が
で
ま
し
た
が
、
今
、
全
面
保
存
を
求
め
て
地
域
住
民
と
保
存
運
動
を
始
め
ま
し
た
。
築
堤
の
技

術
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
技
術
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
は
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。



044

　

A 

イ
ギ
リ
ス
で
特
に
産
業
考
古
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
考
古
学
者
た
ち
に
高
輪
築
堤
の
話
を
し
ま
し
た
。
可
能
な

限
り
の
保
存
が
実
現
す
る
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。
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第
2
講

宮
古
島
長
墓
遺
跡
の
調
査
か
ら
見
た

も
う
一
つ
の
日
本
考
古
学 マ

ー
ク
・
ハ
ド
ソ
ン　
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
地
球
人
類
学
研
究
所 

研
究
員

マ
ー
ク
・
ハ
ド
ソ
ン　

M
ark H

udson　

一
九
六
三
年 

イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ

一
九
八
六
年 

ロ
ン
ド
ン
大
学　
卒
業

一
九
八
八
年 

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
修
士
課
程　
修
了

一
九
九
六
年 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
博
士
課
程　
修
了

二
〇
二
四
年
現
在　
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
地
球
人
類
学
研
究
所　
研
究
員

専
門
は
新
石
器
〜
青
銅
器
時
代
の
考
古
学



著
者
紹
介

私
の
出
身
研
究
室
の
先
輩
に
も
あ
た
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
着
こ
な
し
が
素
敵
な
マ
ー
ク
さ

ん
。
海
外
に
お
け
る
日
本
考
古
学
研
究
の
最
前
線
を
常
に
走
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
、
国
内
か

ら
ド
イ
ツ
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
人
類
史
科
学
研
究
所（
二
〇
二
二
年
か
ら「
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン

ク
地
球
人
類
学
研
究
所
」に
名
称
変
更
）に
移
籍
さ
れ
て
か
ら
は
、
次
々
と
海
外
の
ビ
ッ
グ
ジ
ャ
ー

ナ
ル
に
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
に
関
す
る
ご
研
究
成
果
が
有
名
な
方
と
い
う
こ
と

で
、
同
世
代
で
縄
文
時
代
の
考
古
学
を
専
門
に
さ
れ
て
い
る
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
さ
ん
と
ぜ
ひ
同

時
に
出
演
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
私
の
勝
手
な
希
望
で
、
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
記
念
す
べ
き
第
一

回
目
は
こ
の
お
二
人
の
夢
の
共
演
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
講
演
で
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
成
果
の

一
部
は
、
そ
の
直
後
に
国
際
学
術
誌N

ature

に
掲
載
さ
れ
、
学
術
界
の
み
な
ら
ず
広
く
一
般
か
ら
も

注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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サ
イ
モ
ン
さ
ん
か
ら
非
常
に
広
い
話
題
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
狭
い
話
を
し
ま
す
。
最
近
は
コ
ロ
ナ
禍

で
現
場
に
行
け
な
い
の
で
、
発
掘
に
行
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
、
こ
れ
ま
で
に
私
が
行
っ
た
発
掘
の
思
い
出
話
も
含
め
て

お
話
し
し
ま
す
。宮

古
島
南
嶺
の
長な

が
ば
か墓

遺
跡

沖
縄
県
宮
古
島
の
北
部
、
島
尻
集
落
の
近
く
に
あ
る
遺
跡（
以
下
、
長
墓
遺
跡
）は
、
海
抜
二
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
石
灰

岩
堤
の
丘
陵
上
に
立
地
す
る
、
海
蝕
を
受
け
て
で
き
た
岩
陰
お
よ
び
貝
塚
遺
跡
で
す（
図
1
）。
岩
陰
の
成
立
年
代
は
不
明

で
す
が
、
遺
跡
の
形
成
以
前
の
地
形
は
旧
サ
ン
ゴ
礁
と
思
わ
れ
ま
す
。
遺
跡
中
央
の
位
置
は
、
北
緯
二
四
度
五
一
分
、
東
経

一
二
五
度
一
七
分
で
す
。
長
墓
遺
跡
が
立
地
す
る
石
灰
岩
堤
上
は
現
在
林
に
覆
わ
れ
、
北
方
五
○
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ

ろ
に
は
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
あ
り
ま
す
。
遺
跡
か
ら
東
を
望
む
と
、
大お

お
が
み
じ
ま

神
島
と
い
う
小
さ
な
島
が
見
え
ま
す
。
余
談
で
す
が
、

パ
リ
大
学
の
ト
マ
・
ペ
ラ
ー
さ
ん
が
大
神
島
の
方
言
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
博
士
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

長
墓
遺
跡
は
先さ

き
し
ま島
諸
島
の
風
葬
墓
と
し
て
昔
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
人
類
学
調
査
が
数
回
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
見
つ
け
た
文
献
に
よ
る
と
、
一
九
六
二
年
に
金
子
エ
リ
カ
、
国こ

く
分ぶ

直な
お

一い
ち

、
韓
国
の
金キ

ム

元ウ
ォ
ル

龍リ
ョ
ンら

が
琉
球
の
支
石
墓
に
つ

い
て
研
究
し
、
宮
古
島
で
は
狩
俣
の
近
く
の
洞
窟
遺
跡
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
長
墓
遺
跡
を
指
す
の
か
ど

う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
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一
九
七
一
年
に
は
、
京
都
大
学

の
池
田
次
郎
が
、
長
墓
遺
跡
で
頭

蓋
骨
の
計
測
と
前
頭
洞
の
調
査
を

行
い
ま
し
た
。
こ
の
調
査
に
、
当

時
大
学
院
生
だ
っ
た
西に

し

田だ

正ま
さ

規き

、

多た

賀が

谷や

昭あ
き
らが

参
加
し
て
い
ま
す
。

一
九
九
○
年
代
に
入
る
と
、
東
北

大
学
の
百ど

ど々

幸ゆ
き

雄お

や
琉
球
大
学
の

土ど

肥い

直な
お

美み

が
頭
蓋
骨
の
計
測
・
非

計
測
デ
ー
タ
を
取
り
、
四
肢
骨
の

計
測
も
行
っ
て
い
ま
す1
注

。
こ
れ
ら

の
調
査
は
、
人
類
学
的
に
興
味
深

い
成
果
を
い
く
つ
か
も
た
ら
し
ま

し
た
が
、
墓
地
に
つ
い
て
の
基
本

的
な
調
査
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
年
代
・
埋
葬
法
な

ど
の
不
明
な
点
が
多
く
残
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

図 1 上：沖縄県宮古島・南嶺の長墓遺跡所在地 
下：発掘調査風景

南嶺の長墓遺跡
Pai-mmi-nu-Nagabaka

島尻集落

沖縄県
宮古島市

伊良部島

下地島

来間島

宮古島

池間島
大神島

宮古空港

下地島空港
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長
墓
遺
跡
の
規
模

そ
こ
で
私
は
、
二
○
○
五
年
か
ら
筑
波
大
学
先
史
学
・
考
古
学
コ
ー
ス
の「
先
史

学
実
習
」と
し
て
、
ま
ず
風
葬
墓
の
考
古
学
・
人
類
学
的
な
総
合
調
査
を
始
め
ま
し

た
。
そ
の
時
に
貝
塚
遺
跡
を
発
見
し
、
翌
年
か
ら
発
掘
調
査
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の

後
、
西
九
州
大
学
に
移
り
、
二
○
一
三
年
ま
で
毎
年
発
掘
調
査
を
続
け
ま
し
た
。
ち

な
み
に
、
先
史
学
実
習
と
し
て
最
初
に
行
っ
た
の
は
測
量
調
査
で
す
。
学
生
は
測
量
が

初
め
て
の
経
験
で
、
岩
陰
内
部
に
は
図
2
の
よ
う
な
場
所
も
あ
る
の
で
、
測
量
す
る
だ

け
で
苦
労
し
ま
し
た
。

長
墓
風
葬
墓
の
内

部
は
、
人
頭
大
の
石

灰
岩
の
石
垣
で
北
区
・

中
央
区
・
南
区
に
三

区
分
さ
れ
て
い
ま
す

（
図
3
）。
北
区
は
全
長

図 2　長墓遺跡の測量調査

図 3　長墓遺跡測量図

長墓遺跡　現況略図

1トレンチ

2トレンチ

侵
入
道

壁

0 5m

1/50

石留

注
1 

D
odo et al. 1998
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約
一
五
メ
ー
ト
ル
、
中
央
区
は
約
二
メ
ー
ト
ル
四
方
の
区
画
、
南
区
は
若
干
北
東
側
に
曲
が
る
形
状
を
持
ち
全
長
約
三
○
メ

ー
ト
ル
で
す
。
北
区
・
中
央
区
ま
で
は
石
垣
は
一
列
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
南
区
で
は
列
を
な
し
て
お
ら
ず
乱
積
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。
南
区
の
石
垣
の
幅
は
五
・二
○
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
二・
六
六
メ
ー
ト
ル
で
す
。
中
央
区
で
は
、
西
側
の

岩
陰
奥
壁
を
除
い
た
三
方
向
が
石
垣
で
コ
の
字
状
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
東
側
は
や
や
高
く
一
メ
ー
ト
ル
余
り
、
南
北
は
や
や

低
く
七
○
〜
八
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
さ
ま
で
人
頭
大
の
石
灰
岩
が
積
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
中
央
区
の
岩
陰
は
、
天

井
部
ま
で
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
余
り
あ
り
ま
す
。

長
墓
遺
跡
の
遺
物
と
成
立
年
代

こ
の
風
葬
墓
内
の
遺
物
は
少
な
く
、
正
確
な
年
代
を
決
め
る
の
は
困
難
で
し
た
が
、
一
番
古
い
も
の
は
一
七
世
紀
の
終

わ
り
の
も
の
で
、
メ
イ
ン
は
た
ぶ
ん
一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
出
土
し
た
遺
物
と
し
て
は
、
褐
釉
陶
器
壺
、

染
付
碗
お
よ
び
キ
セ
ル
雁
首
が
数
点
あ
り
ま
す2
注

。
木
片
は
合
計
一
八
五
点
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
池
田
次
郎
の
報
告
で「
残

存
す
る
船
形
木
棺
の
断
片3
注

」と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
二
○
○
三
年
の
調
査
で
は
、
船
形
木
棺
の
部
品
と
思
わ
れ
る
も
の

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
多
く
の
木
製
品
の
破
片
は
、
も
と
の
形
状
が
不
明
で
す
が
、
板
が
数
枚
確
認
で
き
た
こ
と
か

ら
、
機
能
と
し
て
は
木
棺
が
一
番
有
力
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
板
に
は
丸
い
穴
が
開
け
ら
れ
て
お
り
、
中

に
木
の
目
釘
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
鉄
の
釘
は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
同
様
な
板
は
、
久
米
島
の
ヤ
ッ
チ
の
ガ
マ
風
葬
墓
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遺
跡4
注

か
ら
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

長
墓
風
葬
墓
の
年
代
は
、
お
お
ま
か
に
近
世
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
い
つ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
か
を
決
め
る
こ
と
は
困

難
で
す
。
埋
葬
さ
れ
て
い
る
人
骨
に
は
、
歯
医
者
に
よ
る
治
療
の
痕
跡
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
調
べ
て
い
く
と
、
宮
古
島
に
最

初
の
歯
科
医
院
が
で
き
た
の
は
一
九
二
五
年
で
す
か
ら
、
大
正
期
が
風
葬
墓
の
最
下
限
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

唯
一
の
二
〇
世
紀
の
遺
物
と
し
て
、
南
区
の
前
の
斜
面
か
ら
表
採
さ
れ
た
大
正
期
の
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
瓶
が
あ
り
ま
す
。

二
○
○
五
〜
二
○
○
六
年
に
、
土
肥
直
美
先
生
の
科
学
研
究
費
補
助
金
を
得
て
行
っ
た
最
初
の
長
墓
の
人
骨
調
査
は
、
薩

摩
藩
支
配
期
の
厳
し
い
支
配
下
で
琉
球
住
民
の
健
康
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
を
調
べ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

調
査
で
は
、
長
墓
遺
跡（
八
八
体
）、
久
米
島
の
ヤ
ッ
チ
の
ガ
マ（
八
九
体
）、
宜
野
座
の
漢
那（
九
四
体
）の
三
つ
の
遺
跡
出

土
人
骨
に
つ
い
て
、
虫
歯
の
有
無
や
エ
ナ
メ
ル
質
減
形
成
、
眼
窩
篩（
ク
リ
ブ
ラ
・
オ
ル
ビ
タ
リ
ア
）、
歯
石
、
歯
の
磨
り
減

り
な
ど
か
ら
健
康
状
態
を
比
較
し
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
の
す
べ
て
は
ま
だ
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
結
果
と
し
て
は
、

長
墓
の
人
た
ち
が
一
番
健
康
的
で
し
た（
図
4
）。
そ
の
解
釈
と
し
て
は
、
一
六
○
九
年
以
降
の
薩
摩
藩
に
よ
る
侵
略
下
に

お
い
て
も
、
首
里
か
ら
地
理
的
に
一
番
遠
い
こ
と
か
ら
比
較
的
自
由
が
き
い
て
い
た
た
め
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
長
墓

遺
跡
の
場
合
、
男
性
と
女
性
の
結
果
が
少
し
異
な
る
と
い
う
点
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
ら
風
葬
墓
の
一
部
の
人
骨
か
ら
フ
ラ
ン
ベ
ジ
ア（yaw

s
）の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た5
注

。
こ
れ
は
当
時
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

注
2 

長
墓
遺
跡
調
査
団
編 

二
〇
一
三

注
3 

池
田 

一
九
七
四
：
一
五
〇

注
4 

沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
一

注
5 

H
ernandez &

 H
udson 2015
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大
学
の
院
生
だ
っ
た
マ
ル
シ
オ
・

ヘ
ル
ナ
ン
デ
ス
と
一
緒
に
発
表
し

ま
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ベ
ジ
ア
は
も

と
も
と
熱
帯
の
病
気
で
す
。
こ
れ

ま
で
沖
縄
や
日
本
で
は
文
献
な
ど

で
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
最
近
の
D
N
A

研
究
で
、
一
五
世
紀
の
北
欧
で
フ

ラ
ン
ベ
ジ
ア
が
報
告
さ
れ6
注

、
今
後
、

長
墓
遺
跡
の
人
骨
も
D
N
A
分

析
で
フ
ラ
ン
ベ
ジ
ア
が
確
認
で
き

る
と
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

貝
塚
遺
構

二
○
○
五
年
の
測
量
調
査
中
、
風
葬
墓
北
部
の
前
斜
面
か
ら
貝
殻
が
数
点
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
た
セ
ン
ニ
ン
ガ

図 4　出土人骨による健康調査
上：長墓遺跡（88体）、中：久米島のヤッチの
ガマ（89体）、下：宜野座の漢那（94体）
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イ
は
、
現
在
で
は
沖
縄
や
台
湾
で
絶
滅
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
何
か
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
二
○
○
六
年
か

ら
試
掘
を
行
い
、
貝
塚
遺
構
を
発
見
し
ま
し
た
。
主
な
ト
レ
ン
チ
は
二
つ
で
す
。
先
ほ
ど
サ
イ
モ
ン
さ
ん
の
発
表
で
日
本
の
考
古

学
は
発
掘
面
積
が
広
い
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
ご
覧

の
通
り
私
た
ち
は
狭
い
面
積
し
か
発
掘
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
非
常

に
面
白
い
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

図
5
は
、
岩
陰
遺
跡
の

外
側
斜
面
の
ト
レ
ン
チ
2

と
、
岩
陰
の
な
か
の
風
葬
墓

の
位
置
関
係
を
示
し
た
も
の

で
す
。
最
後
の
二
○
一
三
年

に
は
、
風
葬
墓
北
部
の
人
骨

を
い
っ
た
ん
横
に
ま
と
め
て

か
ら
、
そ
の
下
を
発
掘
調
査

し
ま
し
た
。
図
6
は
ト
レ
ン

チ
1
の
断
面
図
で
す
。
上
か

ら
下
ま
で
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

図 6　長墓遺跡トレンチ 1断面図

図 5　長墓遺跡の岩陰遺跡・風葬墓の位置関係
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発
掘
し
、
七
層
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ト
レ
ン
チ
1
は
、
お
そ
ら
く
先

史
人
の
居
住
域
で
あ
り
、
食
べ
物
な

ど
の
ゴ
ミ
を
捨
て
た
た
め
、
約
二
メ

ー
ト
ル
の
厚
い
貝
塚
が
形
成
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ト
レ
ン
チ
2
を
完
掘
し
た
と
こ
ろ

粘
土
層
が
出
現
し
ま
し
た
が
、
一
メ

ー
ト
ル
以
上
深
掘
り
し
て
も
何
も
出

土
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
こ
が
文
化

層
の
終
わ
り
と
判
断
し
ま
し
た
。
出

土
遺
物（
図
7
）と
し
て
は
貝
斧
七

点
、
貝
玉
、
石
器
、
サ
メ
歯
製
品

二
九
点
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
土
器

は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
石
器
と

し
て
は
石
皿
一
点
と
、
石
鎌
・
石
包

丁
と
推
測
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
サ
メ
歯
製
品
は
ほ
と
ん
ど
有
孔

図 7　長墓遺跡トレンチ 1出土遺物
左：貝斧、中央：貝ビーズ、右：サメ歯製品

図 8　長墓遺跡北区トレンチでの貝斧・石皿出土状況



057 第2講　宮古島長墓遺跡の調査から見たもう一つの日本考古学

で
す
。
ち
な
み
に
、
サ
メ
歯
は
こ
れ
ま
で
沖
縄
か
ら
計
一
二
○
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
面
白
い
こ
と
に
、
北
区
ト
レ
ン

チ
か
ら
は
貝
斧
と
石
皿
が
一
緒
に
出
土
し
ま
し
た（
図
8
）。
た
だ
し
、
そ
れ
が
当
時
の
生
活
を
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
不

明
で
す
。

ま
た
、
石
鎌
・
包
丁
と
い
っ
て
い
る
も
の
は
、
両
方
と
も
ス
レ
ー
ト
製
で
使
用
痕
が
あ
り
ま
す（
図
9
）。
宮
古
島
で
は

ス
レ
ー
ト
は
採
れ
な
い
の
で
、
島
外
か
ら
運
ん
で
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
沖
縄
本
島
で
あ
る
か
台
湾
で
あ
る
か
は
ま
だ
わ

か
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
点
、
不
思
議
な
も
の
と
し
て
鉄
の
塊
が
出
土
し
て
い
ま
す（
図
10
）。
佐
賀
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
蛍
光
X

線
分
析
で
、
表
面
に
は
鉄
分
が
七
○
％
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ト
レ
ン
チ
1
の
第
三
層
か
ら
出
土
し
て

図 9　長墓遺跡出土
上：石鎌、下：石包丁

図 10　長墓遺跡出土鉄塊
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い
る
の
で
、
層
序
か
ら
判
断
す
る
と
二
二
○
○
年
前
の
も
の
に
な
り
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
解
釈
が
難
し
い
で
す
。

動
物
遺
存
体
に
つ
い
て
は
二
○
○
八
年
度
の
報
告
書
で
詳
し
く
報
告
し
て
い
ま
す
が
、
魚
類
二
三
二
一
点
、
カ
メ
類
一
五
三

点
、
イ
ノ
シ
シ
属
二
一
九
点
、
含
む
そ
の
他
獣
類
八
八
五
点
、
総
数
三
五
七
八
点
の
動
物
骨
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に

ジ
ュ
ゴ
ン
二
点
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
イ
ヌ
の
骨
が
二
点
検
出
さ
れ
た
と
報
告
書
に
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
内う

ち
山や

ま

純じ
ゅ
ん

蔵ぞ
う

さ
ん
と
東
海
大
の
丸ま

る
山や

ま
真ま

さ
史し

さ
ん
に
見
て
い
た
だ
い
た
結
果
、
一
点
は
イ
ノ
シ
シ
の
幼
児
の
骨
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
も
う
一
点
は
、
D
N
A
分

析
を
し
な
い
と
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
イ
ヌ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
島
の
先
史
時
代
の
イ
ヌ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
ピ
ア
ソ
ン
先
生（R

ichard J. Pearson

）が
西
表
・
船
浦
遺
跡
を
発
掘
調
査
し
た
際
に
イ
ヌ
の
歯
が
数
点
検
出
さ
れ

た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

ま
た
、
高た

か
橋は

し

瞭り
ょ
う
平へ

い
さ
ん
が
イ
ノ
シ
シ
の
D
N
A
分
析
を
し
た
結
果
、
一
点
だ
け
が
現
在
の
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
イ
ノ
シ
シ
と

少
し
違
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た7
注

。

魚
類
も
た
く
さ
ん
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
九
五
％
ほ
ど
は
ブ
ダ
イ
で
す（
図
11
）。
サ
ン
ゴ
礁
を
主
な
漁
労
の
場
と
し
て

い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

貝
類
も
た
く
さ
ん
出
土
し
て
い
ま
す
。
ト
レ
ン
チ
1
と
ト
レ
ン
チ
2
か
ら
六
九
五
八
点
二
七
科
五
五
種
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
ト
レ
ン
チ
1
の
い
ず
れ
の
層
位
に
お
い
て
も
チ
ョ
ウ
セ
ン
サ
ザ
エ
や
ヒ
サ
ラ
ガ
イ
が
主
体
で
、
ト
レ
ン
チ
2
の
い
ず
れ

の
層
位
で
も
ヒ
サ
ラ
ガ
イ
、
イ
ソ
ハ
マ
グ
リ
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
サ
ザ
エ
が
主
体
で
し
た
。
ヒ
サ
ラ
ガ
イ
が
た
く
さ
ん
出
土
す
る

の
は
少
し
不
思
議
で
す
。
図
12
は
ト
レ
ン
チ
1
か
ら
出
土
し
た
貝
殻
の
数
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
二
層
が
一
番
多
い
も
の
の
、

最
下
層
ま
で
連
続
し
て
多
量
に
出
土
し
て
い
ま
す
。
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図 11　長墓遺跡出土魚類
1.イロブダイ属左前上顎骨、2.ハゲブダイ属右前上顎骨、3.キツネブダイ右
前上顎骨、4.アオブダイ属右前上顎骨、5.キツネブダイ右主上顎骨、6.アオ
ブダイ属右主上顎骨、7.ハゲブダイ属右歯骨、8.イロブダイ型右上咽頭骨、
9.ハゲブダイ型左上咽頭骨、10.アオブダイ型左上咽頭骨、11.ベラ科右方骨、
12.イロブダイ型下咽頭骨、13.ハゲブダイ型下咽頭骨、14.アオブダイ型下
咽頭骨、15.シロクラベラ型右前上顎骨、16.ベラ科右前上顎骨、17.シロクラ
ベラ型下咽頭骨、18.ベラ科Ｄ下咽頭骨、19.ヨコシマクロダイ左前上顎骨、
20.フエフキダイ属ハマフエフキ型左前上顎骨、21.フエフキダイ属右主上顎骨、
22.フエフキダイ科左歯骨、23.フエフキダイ科右角骨、24.フエフキダイ科右
方骨、25.ハリセンボン科歯骨、26.カスミアジ近似種左前上顎骨、27.カスミ
アジ近似種右主上顎骨、28.アジ科稜鱗、29.イットウダイ科左歯骨、30.イッ
トウダイ科左角骨、31.イットウダイ科右方骨。
＊スケールバーはすべて 1 cm

注
7 

高
橋 

二
〇
一
二
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貝
塚
か
ら
は
人
骨
も
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
出
方
が
非
常
に
不
思
議
で
す
。

す
べ
て
破
片
と
歯
で
す
。
一
部
火
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
一
次
埋
葬（
火
葬
）

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
貝
塚
出
土
遺
物
と
基
本
的
に
一
緒
に
出
土
し
て
い

ま
す
。
一
部
に
動
物
骨
と
同
じ
よ
う
な
割
れ
方（Spiral Fracture

）を
し
て

い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
最
初
に
見
つ
か
っ
た
時
点
で
は
、
ま
だ
石
垣
市
の

白し
ら

保ほ

竿さ
お

根ね

田た

原ば
る

洞
穴
遺
跡
か
ら
人
骨
が
た
く
さ
ん
出
土
す
る
前
だ
っ
た
の
で
、

長
墓
遺
跡
の
人
骨
は
先
島
の
完
新
世
の
最
初
の
人
骨
出
土
例
で
し
た
。
し
か

し
、
竿
根
田
原
と
は
出
方
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

長
墓
遺
跡
と
先
島
の
考
古
学

後
半
は
、
年
代
と
文
化
の
位
置
づ
け
、
遺
跡
の
立
地
、
先
島
先
史
文
化
の
起
源
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

（
一
）先
島（
宮
古
・
八
重
山
）の
考
古
編
年

宮
古
島
・
八
重
山
の
考
古
学
編
年
は
、
九
州
や
本
州
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
完
新
世
、
新
石
器
時
代
前
期（
下
田
原 図 12　長墓遺跡トレンチ 1層位別出土貝殻数
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期
）は
、
約
四
二
○
○
年
前
か
ら
三
五
○
○
年
前
ま
で
で
す
。
八
重
山
で
は
コ
ブ
が
つ
い
た
下
田
原
式
土
器
を
持
っ
た
遺
跡

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
新
石
器
時
代
後
期（
無
土
器
期
）は
約
二
九
○
○
年
前
か
ら
宮
古
島
と
八
重
山
の
両
諸
島
で
始
ま

り
、
九
○
○
年
頃
に
終
わ
り
ま
す
が
、
そ
の
間
に
遺
跡
の
検
出
さ
れ
て
い
な
い
空
白
期
が
あ
り
ま
す
。
新
石
器
時
代
後
期
の

代
表
的
な
遺
物
は
シ
ャ
コ
ガ
イ
製
の
貝
斧
で
す
。
こ
の
無
土
器
期
の
長
墓
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
二
○
点
の
炭
素
一
四
年

代
測
定
を
行
い
、
こ
の
貝
塚
遺
跡
が
約
紀
元
前
二
二
○
○
年
か
ら
紀
元
後
八
○
○
年
ま
で
続
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
更
新
世
の
ピ
ン
ザ
ア
ブ
洞
窟
以
外
で
は
、
宮
古
島
で
一
番
古
い
遺
跡
と
な
り
ま
す
。

一
方
、
先
島
で
は
従
来
の
考
古
編
年
と
は
異
な
る
側
面
が
見
ら
れ
ま
す
。
八
重
山
で
は
、
紀
元
前
約
二
二
○
○
年
か
ら
下

田
原
式
土
器
を
伴
う
新
石
器
前
期
文
化
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
下
田
原
土
器
は
宮
古
島
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
長

墓
遺
跡
の
年
代
は
八
重
山
新
石
器
前
期
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
土
器
は
伴
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
八
重
山
で
は
新
石
器
前

期
と
無
土
器
文
化
の
新
石
器
後
期
の
間
に
空
白
期
が
あ
っ
た
と
多
く
の
研
究
者
は
結
論
づ
け
て
い
ま
す
が
、
長
墓
遺
跡
で
は

一
〜
七
層
の
層
位
学
的
な
連
続
性
が
あ
る
た
め
、
長
い
空
白
期
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
二
）遺
跡
の
立
地
と
周
辺
環
境

長
墓
遺
跡
は
海
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
近
い
も
の
の
、
大
多
数
の
先
島
先
史
時
代
の
遺
跡
の
よ
う
に
砂
丘
に
あ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
長
墓
遺
跡
は
砂
丘
以
外
の
遺
跡
と
し
て
、
こ
の
地
域
・
時
代
で
は
最
初
の
発
見
で
し
た
。
ま
た
、

長
墓
遺
跡
と
海
岸
の
間
に
は
丘
陵
・
崖
が
あ
り
、
ア
ク
セ
ス
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宮
古
島
の
も
う
一
つ
の
先
史
時
代

後
期
の
ア
ラ
フ
遺
跡
は
、
砂
丘
遺
跡
の
典
型
的
な
例
で
す（
図
13
）。
長
墓
遺
跡
は
海
に
も
近
い
の
で
す
が
、
近
く
に
島
尻
マ
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ン
グ
ロ
ー
ブ
が
あ
り
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
貝
殻
は
そ
こ
か
ら
採
取
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

（
三
）先
島
先
史
文
化
の
起
源

最
後
に
、
先
島
先
史
文
化
の
起
源
、
人
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
を
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
地
理
的
に
台
湾
と
八
重
山
諸
島
は
近
く
、
与
那
国
島
は
台
湾
か
ら
一
一

○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
距
離
に
あ
り（
図
14
）、
ピ
ー
タ
ー
・
ベ
ル
ウ
ッ
ド（Peter 

Bellw
ood

）先
生
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
人
の
拡
散
が
関
連
し
て

き
ま
す
。
ベ
ル
ウ
ッ
ド
先
生
は
一
度
、
長
墓
の
調
査
に
も
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
来
の
考
え
方
で
は
、
沖
縄
本
島
ま
で
が
九
州
を
起
源
と
す
る
琉
球
縄
文
文
化
で
す

が
、
先
島
は
台
湾
が
近
い
の
で
台
湾
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
南
方
起
源
の
文
化
と
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
し
た
。
私
も
そ

う
い
う
論
文
を
過
去
に
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
貝
塚
出
土
人
骨
の
D
N
A
分
析
が
参
考
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
我
々
の
D
N
A
分
析
で
は
、
長
墓
先
史
人
の
ゲ
ノ
ム
は
本
土
縄
文
人
と
同
じ
で
し
た（
図
15
）。
船
泊
、
礼
文
島

の
縄
文
人
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
、
近
世
の
長
墓
人
は
現
代
宮
古
島
の
人
々
と
一
致
す
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
現
代
人
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
う
え
で
も
面
白
い
結
果
で
す
。

と
い
う
の
も
、
池
田
次
郎
先
生
が
一
九
七
四
年
の
論
文
で
、
現
地
の
人
が
、
長
墓
遺
跡
の
風
葬
墓
は
地
元
の
人
と
は
関
係

な
い
と
言
っ
て
い
る
と
書
き
残
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
我
々
が
調
査
し
た
と
き
も
、
地
元
の
方
は
、
こ
の
墓
は「
外
国
人
」 図 13　宮古島アラフ遺跡の景観
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図 15　長墓遺跡出土人骨の古代 DNA分析

図 14　先島先史文化圏の地理関係
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の
も
の
で
す
よ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
D
N
A
分
析
の
結
果
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
近
世
の
長
墓
人
に
つ
い
て
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
の
課
題

宮
古
島
の
人
が
本
州
・
九
州
の
縄
文
人
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
り
ま
し
た
が
、
八
重
山
の
人
も
同
じ
か
ど
う
か
は
ま

だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
長
墓
先
史
人
は
沖
縄
本
島
あ
る
い
は
九
州
か
ら
流
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
同
じ
人
々
が

そ
の
後
、
八
重
山
ま
で
渡
っ
て
、
下
田
原
土
器
文
化
を
創
っ
た
か
ど
う
か
は
ま
だ
不
明
で
す
。
台
湾
か
ら
八
重
山
へ
の
渡
来

は
十
分
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

長
墓
遺
跡
の
先
史
時
代
と
近
世
に
つ
い
て
は
今
日
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
中
世（
グ
ス
ク
時
代
）の
層
や
遺
物
が
ま
っ
た

く
な
い
の
で
、
九
〜
一
〇
世
紀
に
は
長
墓
の
人
が
い
な
く
な
っ
た
の
か
、
ど
う
な
っ
た
の
か
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
イ
ノ
シ
シ
は
現
在
宮
古
島
に
は
ま
っ
た
く
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
い
た
の
か
と
い
う
動
物
考
古
学
上
の
問

題
も
あ
り
ま
す
。

長
墓
遺
跡
は
、
本
来
の
日
本
考
古
学
の
一
般
的
な
理
解
と
異
な
る
側
面
を
多
く
持
っ
て
い
ま
す
。
十
分
な
解
釈
は
ま
だ
で

き
て
い
ま
せ
ん
。
調
査
の
成
果
を
少
し
ず
つ
発
表
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
指
導
を
今
後
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
宮
古
島
で
は「
タ
ン
デ
ィ
ガ
タ
ン
デ
ィ
」と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
締
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

Q
＆
A

　
Q 

ハ
ド
ソ
ン
先
生
は
日
本
各
地
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
宮
古
・
八
重
山
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
選
ば
れ

た
、
そ
の
魅
力
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

A 

ま
ず
、
東
京
大
学
の
学
生
の
と
き
、
当
時
い
ろ
い
ろ
開
発
が
あ
っ
て
、
伊
豆
諸
島
の
神
津
島
や
大
島
、
八
丈
島
に

行
き
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
沖
縄
本
島
に
行
き
ま
し
た
。
宮
古
島
は
あ
ま
り
発
掘
さ
れ
て

い
な
い
場
所
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
こ
そ
明
治
時
代
は
、
日
本
の
外
側
を
調
査
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
石
垣

島
に
は
鳥
居
龍
蔵
先
生
な
ど
が
調
査
に
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
宮
古
島
は
金
子
エ
リ
カ
さ
ん
な
ど
が
行
っ
て
い
る
み

た
い
で
す
が
、
あ
ま
り
調
査
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
新
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
が
で
き
る
か
な
あ
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
課
題
も
非
常
に
多
い
の
で
す
が
、
想
像
以
上
に
面
白
い
遺
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　
Q 

現
代
の
宮
古
島
の
人
々
が
長
墓
の
人
骨
を
無
関
係
な
人
々
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景

が
あ
る
と
お
考
え
で
す
か
。
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A 

地
元
の
方
は
、
長
墓
は
自
分
た
ち
と
は
関
係
な
い
と
、
七
○
年
代
か
ら
現
在
で
も
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
歴
史
的
な
文
献
と
か
は
な
く
、
は
っ
き
り
い
っ
て
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
文

献
に
は
、
薩
摩
藩
が
入
っ
て
き
た
た
め
農
業
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
て
、
近
く
の
、
た
と
え
ば
、
池
間

島
の
よ
う
な
村
の
人
を
意
図
的
に
宮
古
本
島
に
移
住
さ
せ
た
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
関
係
で
、

外
国
人
で
は
な
い
が
違
う
島
か
ら
移
住
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
遺

物
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
な
あ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
遺
物
も
少
な
い
の
で
な
か
な
か
言
え
ま
せ
ん
。

長
墓
の
風
葬
墓
を
い
つ
ま
で
使
っ
た
の
か
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
い
ま
行
っ
て
い
る
年
代
測
定
で
面
白
い
結
果

が
で
れ
ば
、
も
う
少
し
詳
し
い
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
Q 

ハ
ド
ソ
ン
先
生
は
、
か
っ
こ
つ
き
の
日
本
人
の
境
界
領
域
を
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
語

る
と
き
に
、
誰
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
か
。

　

A 

誰
の
立
場
か
ら
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
最
初
は
日
本
考
古
学
の
弥
生
時
代
の
研
究
を

し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
弥
生
文
化
、
稲
作
、
農
耕
文
化
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
次
に
、
農
耕
文
化

以
外
の
場
所
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
地
理
的
な
境
目
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
興
味
を
持

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
で
も
、
い
わ
ゆ
る
文
明
に
対
す
る
野
蛮
的
な
と
こ
ろ
に
一
番
興
味
を
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
宮
古
島
や
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
な
ど
、
地
理
的
な
場
所
で
も
あ
り
ま
す
が
、
山
の
中
に
住
ん
で
い
る
人

た
ち
と
か
、
海
賊
の
人
々
の
立
場
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
。
最
初
は
バ
ラ
バ
ラ

な
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
や
っ
と
最
近
、
そ
れ
ら
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
一
言
で
言
う
と
、

国
家
と
距
離
を
持
っ
た
人
た
ち
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
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こ
れ
が
質
問
に
対
す
る
答
え
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

司
会 
（
庄
田
慎
矢
）　
お
そ
ら
く
日
本
人
で
あ
る
私
た
ち
と
は
違
っ
た
観
点
で
研
究
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
質
問
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
想
像
し
ま
し
た
。

　
Q 

勉
強
不
足
で
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
南
西
諸
島
で
は
さ
き
ほ
ど
の
病
気
の
フ
ラ
ン
ペ
ジ
ア
は
確
認
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
あ
る
の
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

A 

ほ
か
か
ら
は
ま
っ
た
く
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
人
類
学
的
な
人
骨
か
ら
言
っ
て
い
る
人
も
い
な
い
と
思
い
ま
す

し
、
文
献
で
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ペ
ジ
ア
の
痕
跡
は
人
骨
の
残
り
が
よ
い
と

区
別
が
で
き
る
は
ず
で
す
が
、
日
本
で
は
梅
毒
が
多
い
の
で
、
一
部
、
混
乱
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
Q 

琉
球
で
は
風
葬
墓
の
遺
骨
は
女
性
が
洗
骨
す
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
長
墓
の
遺
骨
は
私
た
ち
の
祖
先
で
は
な
い
と

お
っ
し
ゃ
る
の
な
ら
、
洗
骨
の
風
習
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

A 

難
し
い
で
す
ね
。
二
〇
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
長
墓
を
使
っ
て
い
る
と
き
は
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
長
墓
に
は
一
回
だ
け
で
な
く
、
少
し
ず
つ
亡
く
な
っ
た
人
を
弔
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
死
体

を
置
い
て
、
肉
が
な
く
な
る
と
、
木
棺
に
入
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
普
通
は
骨
に
な
っ
た
と

き
、
お
酒
か
な
に
か
で
洗
っ
て
、
木
棺
に
入
れ
る
の
で
、
使
っ
て
い
る
間
に
は
洗
骨
の
習
慣
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。
岩
陰
の
な
か
に
シ
ャ
コ
ガ
イ
が
い
く
つ
か
置
い
て
あ
っ
た
の
で
、
も
し
か
し
て
シ
ャ
コ
ガ
イ
の

な
か
に
お
酒
を
入
れ
て
洗
骨
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
補
足
で
す
が
、『
月
間
文
化
財
情
報
』に
長
墓
の
こ
と
が

一
度
で
て
い
ま
す
の
で
見
て
く
だ
さ
い
。

　
Q 

（
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
）　
ハ
ド
ソ
ン
先
生
に
一
つ
質
問
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
方
々
は
考
古
学
に
興
味
が
あ
る
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と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
沖
縄
の
方
々
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
沖
縄
の
先
史
時
代
と
か
、
沖
縄
と
日
本
の
ほ
か
の
と

こ
ろ
と
比
べ
て
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

A 
少
な
く
と
も
宮
古
島
の
方
々
は
す
ご
い
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
外
国
人
が
発
掘
し
て
い
た
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
発
掘
成
果
が
地
元
の
新
聞
の
一
面
に
で
た
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
古
テ
レ
ビ
の
夕
方
の

ニ
ュ
ー
ス
に
は
毎
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
何
回
も
で
ま
し
た
。
特
に
熱
心
な
宮
古
テ
レ
ビ
の
方
が
ほ
ぼ
毎
日
見
学

に
来
て
い
ま
し
た
。
も
の
す
ご
く
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
Q 

（
ケ
イ
ナ
ー
）　
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
ね（
笑
）。
僕
た
ち
の
経
験
と
し
て
、
も
し
、
ジ
ー
ナ
先
生
が
い
な
か
っ
た
ら
、

僕
た
ち
は
日
本
の
考
古
学
の
研
究
を
し
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
あ
な
い
か
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
も
う
一
九
八
○
年
代

か
ら
、
奈
良
盆
地
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
と
か
、
三
輪
遺
跡
で
天
理
大
学
の
置
田
先
生
と
、
奈
文
研
の
松
井
章
先
生

と
か
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
マ
ー
ク
さ
ん
は
、
海
外
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
考
古
学
の
未
来
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

　

A 

私
は
最
近
、
比
較
考
古
学
に
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
働
い
て
い
た
と
き
は
、
日
本
の
純
粋
な
考

古
学
の
立
場
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ま
は
ド
イ
ツ
で
働
い
て
い
て
、
比
較
の
た
め
の
立
場
が
強
く
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
い
ま
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
い
ま
は
日

本
考
古
学
に
つ
い
て
違
う
立
場
か
ら
魅
力
を
楽
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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第
3
講

学
際
的
研
究
か
ら
見
た
景
観
利
用
の

歴
史
的
連
続
性
と
そ
の
変
化 

羽
生 

淳
子　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
人
類
学
科 

教
授
・
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー 

所
長

 

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所 

客
員
教
授

羽
生 

淳
子　

Junko H
abu

一
九
五
九
年 

神
奈
川
県
生
ま
れ

一
九
八
二
年 

慶
應
義
塾
大
学　
卒
業

一
九
八
四
年 

慶
應
義
塾
大
学
修
士
課
程　
修
了

一
九
九
六
年 

マ
ッ
ギ
ル
大
学
博
士
課
程　
修
了

　
同　
　
年 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
人
類
学
科　
助
教
授

二
〇
〇
二
年 

同　
准
教
授

二
〇
一
〇
年
よ
り　
同　
教
授

専
門
は
縄
文
時
代
の
考
古
学
・
歴
史
生
態
学



著
者
紹
介

お
会
い
す
る
前
か
ら
ご
著
作
を
通
じ
て
存
じ
上
げ
て
い
た
有
名
な
先
生
で
し
た
の
で
、
ポ
ス
ド
ク

時
代
に
青
森
県
の
三
内
丸
山
遺
跡
で
最
初
に
お
会
い
し
た
時
の
、
羽
生
先
生
の
あ
ま
り
の
物
腰
の
柔

ら
か
さ
に
大
変
驚
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
渡
英
の
た
め
の
研
究
費
獲
得
に
乗
り
出
し

て
い
た
私
を
、
強
力
に
後
押
し
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
、
海
外
に
お
け
る
日
本
考
古

学
の
研
究
者
の
減
少
に
つ
い
て
危
機
感
を
お
持
ち
と
の
話
を
た
び
た
び
伺
い
ま
し
た
。
こ
の
リ
レ
ー

ト
ー
ク
を
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
動
機
の
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
危
機
感
を
共
有
す
る
必
要
性
を

感
じ
た
こ
と
で
す
。
羽
生
先
生
は
奈
文
研
の
客
員
研
究
員
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
ま
す
ま
す

緊
密
な
連
携
を
通
じ
て
、
日
本
考
古
学
の
国
際
化
を
推
進
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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は
じ
め
に

私
の
専
門
は
、
縄
文
時
代
の
考
古
学
で
す
。
慶
應
義
塾
大
学
修
士
の
頃
か
ら
、
縄
文
時
代
に
お
け
る
生
業
の
集
約
化
の
度

合
い
と
定
住
度
が
、
土
器
を
は
じ
め
と
す
る
物
質
文
化
や
社
会
階
層
化
を
含
む
社
会
構
造
、
祭
祀
・
宗
教
、
人
口
と
い
っ
た

社
会
の
諸
側
面
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
を

追
求
す
る
た
め
に
は
、
狩
猟
採
集
民
の
考
古
学
と
人
類
学
が
盛
ん
な
北
米
で
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
、
カ
ナ
ダ
の
マ
ッ
ギ
ル

大
学
に
留
学
し
た
の
が
一
九
八
八
年
で
す
。
一
九
九
六
年
に
博
士
論
文
を
書
き
終
わ
っ
た
と
き
に
、
た
ま
た
ま
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
で
東
ア
ジ
ア
考
古
学
の
教
員
募
集
が
出
て
い
た
の
で
応
募
し
、
そ
の
年
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で

教
え
始
め
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

定
住
と
生
業
の
集
約
化
の
問
題
を
追
い
か
け
て
い
る
過
程
で
、
過
去
の
狩
猟
採
集
民
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
文
化

変
化
に
つ
い
て
、
単
線
的
な
右
肩
上
が
り
の
進
化
論
の
視
点
か
ら
考
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
生
態
系
の
安
定
性
と
い
う

視
点
か
ら
食
料
生
産
の
長
期
的
な
持
続
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
だ
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
テ
ー
マ
を
考
え
る
際
に
、
考
古
学
は
、
多
様
な
時
空
間
ス
ケ
ー
ル
、
特
に
、
数
百
年
か
ら
数
千
年
に
わ
た
る
長
期
変
化
や
、

山
・
川
・
海
を
含
む
地
域
の
景
観
の
つ
な
が
り
な
ど
、
マ
ク
ロ
な
視
点
を
扱
う
の
が
得
意
だ
、
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
を
追
い
か
け
て
い
っ
た
結
果
、
二
〇
一
四
〜
二
〇
一
六
年
度
に
は
バ
ー
ク
レ
ー
校
か
ら
研
究
休

暇
を
い
た
だ
い
て
、
京
都
の
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
で
、「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性

―
歴
史
生
態
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ（
略
称「
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）」と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ー
ダ
ー
を
務
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め
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
先
史
時
代
の
狩
猟
採
集
民
の
景
観
に
関
す
る
考
古
学
が
、
文
化
の
長
期
的
持
続
性
に
つ

い
て
の
学
際
的
な
研
究
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
景
観
の
概
念
は
、

歴
史
生
態
学
で
は
、「
文
化
的
な
影
響
を
受
け
た
土
地
、
水
、
生
物
相
の
あ
り
方1
注

」と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
現

実
の
世
界
に
存
在
す
る
事
象2
注

」で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
住
む
各
人
に
と
っ
て
は
、「
日
々
の
暮
ら
し
や
記
憶
の
中
で
そ

れ
ぞ
れ
固
有
の
意
味
を
持
つ
場
所
」で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
の
資
料
は
、
過
去
か
ら
現
代
に
至
る
景
観
の
歴
史
的
連
続
性
と
そ
の
変
化
を
考
え
る
の
に
非
常
に
適
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
延
長
と
し
て
、
一
昨
年
か
ら
は
、
生
態
系
シ
ス
テ
ム
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス（
弾
力
性
）に
つ
い

て
、
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
（
広
義
の
農
生
態
学3
注

）を
含
む
生
態
学
者
や
民
族（
俗
）学
者
、
歴
史
学
者
ら
と
学
際
的
な
議
論

を
進
め
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
考
古
学
者
と
し
て
は
、
道
具
を
含
む
物
質
文
化
と
景
観
、
在
来
知
の
複
合
か
ら
見
た
知
識

の
伝
達
や
、
知
識
の
次
世
代
へ
の
継
承
に
も
興
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
通
し
て
、
短
期
か
ら
長
期
に
わ
た
る
、

交
錯
す
る
時
間
ス
ケ
ー
ル
か
ら
見
た
文
化
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
、
過
去
の
事
例
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
が
、
現

代
と
未
来
に
お
け
る
人
間
と
環
境
の
相
互
関
係
を
考
え
る
際
の
一
助
と
な
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
を
考
え
る
際
に
大
事
な
の
は
、
研
究
に
お
け
る
国
際
交
流
で
す
。
慶
應
義
塾
大
学
で
私
の
指
導

教
授
だ
っ
た
鈴
木
公
男
先
生
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
一
年
留
学
な
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
は
、
ア
メ
リ

カ
に
留
学
す
る
と
い
え
ば
、
一
大
決
心
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
の
世
代
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
問

題
が
起
き
る
ま
で
は
、
世
界
を
自
由
に
動
き
回
れ
る
の
が
前
提
と
な
っ
て
い
て
、
私
も
年
に
四
〜
五
回
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ

を
往
復
し
て
い
ま
し
た
。
去
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
海
外
と
の
行
き
来
は
大
き
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く
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
、
日
本
国
籍
の
保
有
者
か
日
本
在
住
者
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
日
本
に
入
国
で
き
な
い
状
況

で
す
が
、
こ
れ
は
長
く
は
続
か
な
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
日
本
考
古
学
と
海
外
考
古
学
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
長
所
が
あ
り
、
お
互
い
が
そ
の
長
所
を
理
解
し
た
う
え
で
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
だ
か
ら
で
す
。

一
．
日
本
考
古
学
と
海
外
考
古
学
―
北
米
と
の
比
較
を
中
心
に

こ
こ
で
、
海
外
考
古
学
の
う
ち
、
私
が
よ
く
知
っ
て
い
る
北
米（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
カ
ナ
ダ
）と
日
本
考
古
学
の

対
比
を
交
え
な
が
ら
、
日
本
と
海
外
考
古
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

北
米
考
古
学
の
特
徴
と
し
て
、
私
は
三
点
が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
第
一
は
、
演
繹
的
思
考
で
す
。
北
米
の
考
古
学

の
授
業
で
は
、
ま
ず
理
論
を
教
え
、
そ
の
理
論
に
基
づ
い
て
仮
説
を
立
て
て
か
ら
デ
ー
タ
を
集
め
て
分
析
し
、
分
析
結
果
の

解
釈
・
考
察
か
ら
結
論
へ
と
進
み
ま
す
。
結
論
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
分
析
の
結
果
が
考
古
学
理
論
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
す

る
か
、
と
い
う
点
で
す
。
ま
た
、
演
繹
的
な
思
考
の
一
環
と
し
て
、
デ
ー
タ
を
集
め
る
際
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
方
法
の
重
要
性

を
強
調
し
ま
す
。

注
1 

Balée 2018:1

注
2 

M
arquardt &

 C
rum

ley 1987

注
3 

Altieri 1987 

等
を
参
照
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第
二
に
、
北
米
に
お
け
る
考
古
学
は
、
人
類
学
の
一
分
野
と
し
て
発
展
し
た
の
で
、
文
化
人
類
学
・
形
質
人
類
学
・
言
語

人
類
学
と
連
携
し
て
人
類
学
理
論
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
し
ま
す
。
特
に
、
縄
文
時
代
の
考
古
学
を
考
え
る
際
に
は
、

北
米
に
お
け
る
狩
猟
採
集
民
考
古
学
と
生
態
人
類
学
の
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
と
新
し
い
成
果
は
重
要
で
す
。

第
三
に
、
北
米
考
古
学
で
は
、
多
く
の
研
究
者
が
、
学
問
に
お
け
る
解
釈
は
常
に
現
代
社
会
の
脈
絡
に
影
響
さ
れ
て
い
る
、

と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
学
術
的
な
議
論
に
お
い
て
、
論
理
的
な
整
合
性
は
重
要
で
す
が
、
そ
れ
は
解
釈
に
お
け
る

一
定
の
主
観
性
を
認
識
し
た
う
え
で
の
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
近
年
で
は
、
社
会
の
多
様
性（diversity

）・

公
平
性（equity

）・
包
摂
性（inclusion

）を
強
調
す
る
視
点
か
ら
、
西
欧
中
心
主
義
の
見
直
し
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
て
、
そ

の
一
環
と
し
て
西
洋
文
明
の
歴
史
を
基
準
と
す
る
単
線
的
な
文
化
進
化
論
の
見
直
し
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
世

界
に
お
け
る
各
地
域
の
歴
史
的
個
別
性
が
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
生
態
系
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
か
ら
見
た
世
界

各
地
の
社
会
に
お
け
る
長
期
的
持
続
可
能
性
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
視
点
の
変
化
に
合
致
す
る
流
れ
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
考
古
学
の
特
徴
と
し
て
は
、
第
一
に
、
質
の
高
い
多
量
の
デ
ー
タ
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
緊
急
発
掘
で
は
一
〇
〇
％
の
記
録
保
存
を
目
標
に
し
ま
す
か
ら
、
結
果
と
し
て
膨
大
な
考
古
デ
ー

タ
が
蓄
積
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
精
密
な
科
学
的
分
析
も
日
本
考
古
学
の
得
意
と
す
る
分
野
で
す
。

第
二
に
、
日
本
の
考
古
学
は
、
歴
史
学
の
一
分
野
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
文
献
史
学
と
の
連
携
が
進
ん
で

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
民
俗
学
と
の
連
携
も
長
い
歴
史
を
持
ち
、
各
地
方
自
治
体
の
博
物
館
や
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
考
古

資
料
が
古
文
書
や
民
具
と
と
も
に
展
示
・
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。

第
三
に
、
日
本
考
古
学
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
文
化
・
社
会
と
一
体
と
な
っ
て
変
化
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。

行
政
発
掘
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
般
市
民
へ
の
成
果
還
元
が
重
視
さ
れ
、
行
政
に
よ
る
考
古
資
料
の
活
用
へ
の
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組
織
的
な
サ
ポ
ー
ト
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
戦
後
の
考
古
学
教
育
で
は
、
戦
争
中
の
偏
っ
た
皇
国
史
観
へ
の
反
省
か

ら
、「
私
た
ち
の
祖
先
の
真
の
歴
史
」を
解
明
す
る
と
い
う
使
命
感
も
強
調
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ア
マ
チ
ュ
ア
考
古
学
者
も

含
め
た
裾
野
の
広
さ
も
、
日
本
考
古
学
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。

日
本
と
北
米
の
考
古
学
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
違
い
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
私
が
注
目
し
て
い
る
の
が
、
日
本
の
農
山
村
に
お
け
る
食
・
暮
ら
し
と
景
観
の

歴
史
的
連
続
性
で
す
。

日
本
で
は
、
①
木
の
実
や
山
菜
、
き
の
こ
類
の
採
集
や
狩
猟
を
含
む「
山
の
幸
」の
重
要
性
、
②
野
焼
き
や
焼
畑
を
含
む
里

山
の
人
為
的
管
理
の
重
要
性
、
③
コ
メ
、
ヒ
エ
、
ア
ワ
、
ム
ギ
、
イ
モ
、
ク
リ
、
ド
ン
グ
リ
、
ト
チ
ノ
ミ
等
、
の
主
食
と
な
る

デ
ン
プ
ン
質
食
料
の
多
様
性
な
ど
、
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
連
続
性
を
検
討
で
き
る
地
域
が
た
く

さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
食
の
多
様
性
は
、
地
域
の
食
料
シ
ス
テ
ム
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス（
弾
力
性
・
災
害
時
の
復
元
力
）と
直
結
し

ま
す
。
そ
し
て
、
山
の
幸
の
重
要
性
と
、
多
様
な
デ
ン
プ
ン
質
の
食
料
利
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
は
縄
文
時
代
ま
で
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
か
ら
明
ら
か
で
す
。

ま
た
、
日
本
の
各
地
域
の
農
村
・
漁
村
・
山
村
の
豊
富
な
民
族
誌
デ
ー
タ
か
ら
は
、
伝
統
知
・
在
来
知
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
生
漆
の
生
産
と
漆
器
製
作
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
な
か
で

特
に
私
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
環
境
管
理
と
資
源
利
用
に
関
す
る
在
来
知
で
す
。

こ
れ
ら
の
在
来
知
の
う
ち
、
ド
ン
グ
リ
食
と
そ
の
加
工
方
法
、
生
漆
の
生
産
と
漆
器
生
産
な
ど
の
知
識
の
起
源
は
、
縄
文

時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
図
1
は
、
私
た
ち
が
発
掘
し
た
青
森
市
合ご

う
子し

沢ざ
わ

松ま
つ
も
り森（

4
）遺
跡
か
ら
出
土
し
た
ウ
ル
シ
属

の
種
子
の
例
で
す
。
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近
年
、
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
農
生
態

学
者
や
社
会
学
者
た
ち
と
共
同
で
、
焼
畑
や
野
焼
き

を
含
む
里
山
の
人
為
的
管
理
の
重
要
性
に
つ
い
て
の

議
論
を
進
め
て
い
ま
す
。

日
本
列
島
に
お
け
る
現
代
の
植
生
を
見
る
と
、
そ

の
三
分
の
二
は
森
林
で
お
お
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
日
本
列
島
の
地
形
は
平
地
が
少
な
く
、
そ
の
四

分
の
三
が
火
山
地
や
丘
陵
を
含
む
山
地
で
す
。
こ
の

よ
う
な
地
形
か
ら
考
え
て
、
先
史
時
代
か
ら
現
代
に

至
る
歴
史
を
通
じ
て
、
丘
陵
地
や
山
間
部
と
森
林
の

利
用
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

二
．
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
学
際
的
・
超
学
際
的
研
究

そ
れ
で
は
、
次
に
、
私
た
ち
が
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
試
み
た
学
際
的
・
超
学
際
的
研
究
に
つ
い
て
少
し
お
話
し

し
ま
す
。「
超
学
際
的
研
究
」と
は
、
他
分
野
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
に
加
え
て
、
地
域
住
民
な
ど
研
究
者
以
外
の
方
々

図 1 青森県青森市合子沢松森（4） 
遺跡出土のウルシ属種子

1mm

1mm
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と
一
緒
に
行
う
研
究
の
こ
と
で
す
。

近
年
、
世
界
各
地
で
、
大
規
模
で
画
一
的
な
生
産
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
、
食
べ
物
の
多
様
性
喪
失
の
問
題
と
と
も

に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
研
究
者
が
、
地
域
の
住
民
や
任
意
団
体

の
メ
ン
バ
ー
と
協
働
し
て
、
食
料
生
産
の
長
期
的
持
続
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
生
産
規
模
の
拡
大
と
画
一
化
の
原
因
と

結
果
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
む
に
つ
れ
て
、「
多
様
性
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」「
自
立
性
」の
三
つ
が
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
、

社
会
・
経
済
の「
成
長
モ
デ
ル
」か
ら「
持
続
可
能
モ
デ
ル
」へ
の
転
換
の
必
要
性
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
過
去
を
研
究
す
る
考
古
学
者
、
古
気
候
学
者
ら
を
中
心
と
す
る
長
期
変
化
班
、
近
現
代
を
扱
う

文
化
人
類
学
者
、
生
態
学
者
な
ど
を
中
心
と
す
る
民
族
・
社
会
調
査
班
、
こ
れ
ら
二
つ
の
班
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
未
来

を
考
え
る
実
践
・
普
及
・
政
策
提
言
班
の
三
つ
の
班
に
分
か
れ
ま
し
た
。
分
析
対
象
と
し
た
地
域
は
、
日
本
と
北
米
西
海
岸

を
含
む
、
環
太
平
洋
地
域
が
中
心
で
す
。

長
期
変
化
班
の
研
究
の
焦
点
の
一
つ
は
、
過
去
の
日
本
列
島
に
お
け
る
食
の
多
様
性
と
文
化
・
社
会
の
長
期
的
持
続
可
能

性
で
し
た
。
縄
文
時
代
の
食
生
活
に
お
い
て
、
主
食
に
な
っ
た
可
能
性
の
あ
る
デ
ン
プ
ン
質
食
料
と
し
て
、
ク
リ
、
ド
ン
グ

リ
、
ト
チ
、
ワ
ラ
ビ
、
ク
ズ
、
ユ
リ
根
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
弥
生
時
代
以
降
の
日
本
列
島
で
は
、
こ
れ
に
、
コ
メ
と
ヒ

エ
・
ア
ワ
・
キ
ビ
・
ム
ギ
な
ど
の
雑
穀
類
が
加
わ
り
ま
す
。

縄
文
時
代
の
始
ま
り
は
約
一
万
六
〇
〇
〇
年
前
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ド
ン
グ
リ
や
ク
リ
、
根
茎
類
な
ど
の
デ
ン

プ
ン
質
食
料
が
主
食
と
な
っ
て
い
く
転
換
期
は
、
縄
文
時
代
前
期
、
約
七
〇
〇
〇
年
前
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、

こ
の
変
化
は
、
あ
る
意
味
で
、
農
耕
の
開
始
よ
り
も
重
要
な
変
化
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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歴
史
人
口
学
の
鬼
頭
宏
先
生
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
人
口
変
動
に
つ
い
て
、

縄
文
時
代
以
来
の
過
去
一
万
年
間
に
、
少
な
く
と
も
四
回
の
人
口
減
退
期
が
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
ま
す4
注

。
つ
ま
り
、
日
本
列
島
の
人
口
増
加
は
、
常
に
右
肩
上
が
り

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
人
口
の
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
今
日
に
至
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
大
規
模
な
人
口
減
少
の
第
一
回
目
が
、
縄
文
時
代
の
中
期

末
か
ら
晩
期
で
す
。
な
お
、
鬼
頭
先
生
の
議
論
で
使
わ
れ
た
縄
文
時
代
の
人
口
推

定
の
元
デ
ー
タ
は
、
小
山
修
三
先
生
に
よ
る
縄
文
時
代
早
期
か
ら
晩
期
の
人
口
推

定
値
で
す（
図
2 5
注

）。

小
山
先
生
に
よ
る
縄
文
時
代
の
推
定
人
口
は
い
く
つ
か
の
仮
定
に
基
づ
い
た
試

算
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
推
定
値
の
絶
対
数
が
変
化
す
る

可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
、
私
は
図
2
に
示
さ
れ
て
い
る
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
、
少

な
く
と
も
東
日
本
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
特
に
、

縄
文
時
代
の
遺
跡
密
度
が
特
に
高
い
関
東
や
中
部
地
方
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
の

遺
跡
数
が
他
の
時
期
よ
り
圧
倒
的
に
多
く
、
大
集
落
も
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

東
日
本
に
お
け
る
縄
文
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
遺
跡
数
の
増
加
と
遺
跡

規
模
の
拡
大
、
お
よ
び
中
期
末
に
お
け
る
大
規
模
集
落
の
減
少
と
、
生
業
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
縄
文
農
耕
や
ク
リ
の
管
理
栽
培
の
可
能
性
も
含
め

図 2　縄文時代早期から晩期の人口推定値
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て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
議
論
し
て
き
ま
し
た
。
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
中
期
に
お
け
る
植
物
質
食
料

加
工
・
採
集
用
具
の
増
加
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
と
い
う
点
で
す
。
さ
ら
に
、
中
期
末
に
お
け
る
遺
跡
数
と
遺
跡
規
模
の
減

少
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
た
く
さ
ん
の
研
究
者
が
、
約
四
三
○
○
〜
四
二
○
○
年
前
の
気
候
寒
冷
化
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ン

ド
3
イ
ベ
ン
ト
、
略
称
四・二
K
イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
す
る
考
え
を
示
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
寒

く
な
っ
た
か
ら
人
口
が
減
っ
た
と
い
う
の
は
、
説
明
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
す
。
実
際
に
寒
く
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ

と
人
口
が
大
幅
に
減
少
し
た
時
期
が
一
致
す
る
の
か
、
ま
た
、
も
し
一
致
す
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
そ

れ
が
起
こ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

縄
文
前
期
〜
中
期
に
お
け
る
人
口
の
盛
衰
と
生
業
の
変
化
を
考
え
る
際
に
示
唆
に
富
む
の
が
、
青
森
県
青
森
市
の

三さ
ん
な
い
ま
る
や
ま

内
丸
山
遺
跡
と
そ
の
周
辺
の
遺
跡
分
布
で
す
。
三
内
丸
山
遺
跡
の
居
住
期
間
は
、
約
五
九
○
○
年
前
か
ら
四
三
○
○
年

前
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
青
森
県
内
の
土
器
型
式
編
年
研
究
に
基
づ
い
て
、
古
い
ほ
う
か
ら
、
円
筒
下
層
a
〜
d
、

円
筒
上
層
a
〜
e
、
榎

え
の
き
ば
や
し

林
、
最さ

い
ば
な花

、
大だ

い
木ぎ

式
期
の
一
二
土
器
型
式
期
に
細
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
五
○
○
年
以
上
に
わ
た

っ
て
居
住
さ
れ
た
遺
跡
で
す
か
ら
、
当
然
そ
の
期
間
内
に
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
観
察
さ
れ
ま
す
。

図
3
は
、
報
告
書
に
発
表
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
三
内
丸
山
遺
跡
に
お
け
る
住
居
址
数
、
石
器
組
成
、
土
偶

数
な
ど
の
時
間
的
変
化
を
ま
と
め
た
も
の
で
す6
注

。
グ
ラ
フ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
遺
跡
で
は
、
住
居
址
の
数
は
、
前
期

末
の
円
筒
下
層
d
式
期
ま
で
に
か
な
り
多
く
な
り
、
中
期
初
め
に
い
っ
た
ん
減
少
し
た
後
、
中
期
中
頃
の
円
筒
上
層
d
・

注
4 

鬼
頭 

二
〇
一
一

注
5 

小
山 

一
九
八
四

注
6 

羽
生 

二
〇
一
六
：
四
三
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e
式
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
続
く
榎
林
式
期
に
は
激
減
し
ま
す
。

こ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
出
土
し
て
い
た
祭
り
の
道
具

と
推
定
さ
れ
る
土
偶
も
姿
を
消
し
ま
す
。

特
に
面
白
い
の
は
、
こ
の
遺
跡
に
お
け
る
石
器
組
成
の
特
徴
の
変

化
で
す
。
前
期
後
半
か
ら
中
期
初
め
で
は
、
石
鏃
や
石
匙
、
石
錐
な

ど
、
狩
猟
・
漁
労
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
剥
片
石
器
が
多
い
の
で

す
が
、
前
期
の
末
頃
か
ら
磨す

り
い
し石

と
呼
ば
れ
る
植
物
食
加
工
具
が
増
え

始
め
、
中
期
前
半
で
は
、
磨
石
類
が
石
器
組
成
の
主
体
に
な
り
ま
す
。

も
し
、
石
器
な
ど
道
具
箱
の
多
様
性
を
食
と
生
業
の
多
様
性
の
指
標

と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
デ
ー
タ
は
狩
猟
・
漁
労
を
主
体
と
し
た
生

業
活
動
か
ら
、
植
物
質
食
料
主
体
へ
の
生
業
活
動
へ
の
移
行
、
そ
し

て
そ
の
終
焉
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

そ
し
て
、
磨
石
類
の
割
合
の
減
少
は
、
円
筒
上
層
d
〜
e
式
期

へ
の
移
行
期
に
起
こ
り
、
そ
の
あ
と
、
円
筒
上
層
e
式
期
か
ら
榎
林

式
期
へ
の
移
行
期
、
約
四
九
○
○
年
前
頃
に
は
、
住
居
址
数
の
大
幅

な
減
少
が
見
ら
れ
ま
す
。
住
居
址
数
を
人
口
の
指
標
と
考
え
る
な
ら

ば
、
三
内
丸
山
遺
跡
に
お
け
る
人
口
の
減
少
開
始
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
気
候
寒
冷
化
よ
り
も
六
、七
○
○
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

図 3　三内丸山遺跡における住居址・石器・土偶数の時間的変化
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縄
文
中
期
の
遺
跡
の
変
遷
を
見
て
み
る
と
、
青
森
市
内
に
つ
い
て
は
三

内
丸
山
遺
跡
と
同
様
に
、
榎
林
式
期
以
降
、
大
規
模
遺
跡
が
減
少
す
る
傾

向
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
は
、

地
域
差
が
大
き
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
サ
ブ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
と

し
て
、
関
東
、
青
森
県
、
北
海
道
の
縄
文
遺
跡
の

14C
較
正
年
代
値
の
積
算

確
率
分
布（sum

m
ed probability distribution

、
略
し
て
S
P
D
）の
デ

ー
タ
を
用
い
て
、
七
〇
〇
〇
〜
三
〇
〇
〇
年
前（
縄
文
時
代
前
期
〜
後
期
）

に
お
け
る
人
口
の
変
動
を
推
定
し
ま
し
た（
図
4 7
注

）。
こ
の
サ
ブ
・
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
率
い
た
の
は
、
現
在
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
教
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
エ
ン
リ
コ
・
ク
レ
ー
マ
さ
ん
で
す
。
図
4
は
、
関
東（
左
）と
青
森

県
内（
右
）の
分
析
結
果
を
比
較
し
た
も
の
で
す
。
分
析
結
果
を
巨
視
的

に
見
る
と
、
左
側
の
グ
ラ
フ
か
ら
、
関
東
地
方
に
お
け
る
S
P
D
の
値
が

有
意
に
下
が
り
始
め
る
の
は
五
〇
〇
〇
年
前
頃
で
、
四
二
〇
〇
年
前
の
地

球
規
模
の
寒
冷
化
よ
り
も
数
百
年
早
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
青
森
県
に

つ
い
て
は
、
S
P
D
の
値
が
大
き
く
下
が
っ
て
い
る
の
は
関
東
よ
り
も
遅

図 4　積算確率分布手法による関東（左）と青森（右）の人口動態

注
7 

C
rem

a et al. 2016
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く
、
縄
文
時
代
後
期
に
相
当
す
る
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
な
、
三
内
丸
山
と
そ
の
周
辺
で

見
ら
れ
る
中
期
初
め
、
中
期
半
ば
、
中
期
末
の
遺
跡
規
模
と
遺
跡
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
対
応
す
る
時
期
に
、

S
P
D
の
グ
ラ
フ
に
三
つ
の
谷
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
統
計
的
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
が
言
え
る
デ
ー
タ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
分
析
で
は
、
遺
跡
規
模
の
変
化
を
考

慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
第
二
に
、
青
森
県
内
で
も
、
青
森
平
野
と
そ
れ
以
外
の
地
域
と
で
は
地
域
差
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
分
析
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
を
変
え
な
が
ら
、
青
森
平
野
と
青
森
県
内
の
セ
ト
ル
メ
ン

ト
・
パ
タ
ー
ン
の
変
化
と
気
候
変
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

三
内
丸
山
遺
跡
と
そ
の
周
辺
の
人
口
動
態
を
考
え
る
た
め
に
は
、
遺
跡
周
辺
の
景
観
と
い
う
、
県
単
位
よ
り
も
ミ
ク
ロ
な

空
間
ス
ケ
ー
ル
か
ら
考
え
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
図
5
は
、
青
森
市
内
の
縄
文
前
期
・
中
期
の
住
居
址
が
報
告
さ
れ

て
い
る
主
な
遺
跡
の
位
置
と
標
高
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
掘
報
告
書
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
示
し
た
も
の
で
す
。
三
内
丸
山
遺

跡
と
、
そ
れ
に
隣
接
し
て
い
て
、
実
際
に
は
三
内
丸
山
と
同
一
集
落
と
考
え
ら
れ
る
近ち

か
野の

遺
跡
か
ら
は
、
縄
文
時
代
前
期
後

半
と
中
期
の
両
方
の
住
居
址
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
両
遺
跡
は
、
星
印
と
白
丸
で
示
し
て
あ
り
ま
す
。
白
い
四
角
は
、

主
に
縄
文
時
代
前
期
後
半
の
円
筒
下
層
a
〜
d
式
期
の
住
居
が
発
見
さ
れ
て
い
る
集
落
遺
跡
で
す
。
黒
い
印
は
、
縄
文
中

期
の
住
居
だ
け
が
報
告
さ
れ
て
い
る
集
落
遺
跡
で
す
。

考
古
学
者
の
皆
さ
ん
は
よ
く
ご
存
じ
の
通
り
、
東
日
本
の
縄
文
集
落
は
、
そ
の
大
部
分
が
台
地
上
の
縁
辺
部
に
立
地
し
て

い
ま
す
。
図
5
に
白
い
四
角
で
示
し
た
前
期
後
半
の
集
落
立
地
は
、
三
内
丸
山
と
近
野
以
外
は
典
型
的
な
縄
文
集
落
の
立
地

で
、
標
高
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
台
地
上
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
三
内
丸
山
遺
跡
と
近
野
遺
跡
の
標
高
は

き
わ
め
て
低
く
、
約
一
三
〜
一
八
メ
ー
ト
ル
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
縄
文
前
期
の
集
落
遺
跡
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
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ま
す
。
つ
ま
り
、
三
内
丸
山
の
集
落
は
、
そ
れ
ま

で
は
台
地
上
に
住
ん
で
い
た
縄
文
人
が
平
地
に
下

り
て
き
た
稀
な
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

遺
跡
の
立
地
は
、
居
住
者
の
生
業
活
動
と
不
可

分
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
内
丸
山
遺
跡
に

縄
文
時
代
前
期
に
大
き
な
集
落
が
形
成
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
自
体
が
、
生
業
の
大
き
な
転
換
を
示
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
中
期
前

半
に
な
る
と
、
三
内
丸
山
集
落
の
近
辺
の
、
同
じ

く
標
高
の
低
い
場
所
に
、
三
内
、
三
内
澤さ

わ
部べ

、
三

内
丸
山（
5
）、
三
内
丸
山（
9
）な
ど
の
集
落
遺

跡
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
中
期
の
遺
跡
で

も
、
中
期
後
半
、
榎
林
期
以
降
の
集
落
遺
跡
は
、

三
内
丸
山
の
近
く
で
も
、
三
内
丸
山（
6
）や
安や

す

田だ
（
2
）遺
跡
の
よ
う
に
も
っ
と
高
台
に
作
ら
れ

る
か
、
あ
る
い
は
朝
日
山（
2
）、
蛍

ほ
た
る

沢さ
わ

、
山や

ま
ぶ
き吹

（
1
）遺
跡
の
よ
う
に
、
立
地
が
山
側
に
移
動
し

ま
す
。

図 5　三内丸山遺跡と周辺の縄文前期・中期（集落遺跡）の位置と標高

■稲山 (30m)

●蛍沢 (30m)

■新町野 (35m)
■横内 (1) (24m)

■桜峯 (1) (115m)
■合子沢松森 (4) (95m)

●山吹 (1) (99m)

●朝日山 (2) (50m)

三内沢部 (1)(13～ 20m)●
三内 (20m)●

　 三内丸山 (9) (15m)●

岩渡小谷 (4) (40m)■
熊沢 (50m)■ ●安田 (2) (50m)

●三内丸山 (6) (43m)
●三内丸山 (5) (14m)
●
★ 近野 (18m)

凡　例
□：前期後半の住居址が報告されている集落遺跡
●：中期の住居址が報告されている集落遺跡

三内丸山 (13m)
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三
内
丸
山
遺
跡
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
の
辻
誠
一
郎
先
生
は
、
縄
文
前
期
後
半
か
ら
中
期
中
頃
に
お
け
る
三
内
丸
山
集
落

生
態
系
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
ま
す（
図
6 8
注

）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
集
落
域
に
近
接
し
て
人
為
的
な
ウ
ル
シ
畑
や
ク
リ
林
が
あ

り
、
そ
の
周
り
に
二
次
林
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
は
、
主
に
ブ
ナ
林
か
ら
な
る
落
葉
広
葉
樹
林
と
な
っ
て
い
ま
す
。
人
為
的
な

ク
リ
林
が
広
い
面
積
に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
近
隣
の
生
態
系
の
安
定
性
に
与
え
る
影

響
や
、
ク
リ
林
の
管
理
方
法
、
さ
ら
に
そ
の
持
続
可
能
性
や
気
候
変
動
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
点
を
含
め
て
、
三
内
丸
山
遺
跡
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
遺
跡
分
布
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
生
業
の
多
様
性
と
生
態

系
の
安
定
性
と
い
う
視
点
か
ら
景
観
を
総
合
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
三
内
丸
山
遺
跡
の
縄
文
集
落
と

し
て
は
特
異
な
立
地
は
、
こ
の
よ
う
な
検
討
を
行
う
際
に
考
慮
す
べ
き
重
要
な
要
素
で
す
。

山
側
の
生
態
系
の
一
環
と
し
て
縄
文
遺
跡
を
考
え
る
と
い
う
点
で
は
、
た
と

え
ば
、
岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町
の
御ご

所し
ょ
野の

遺
跡
が
よ
い
分
析
事
例
と
な
り
そ
う

で
す
。
御
所
野
遺
跡
は（
図
7
）、
八
戸
湾
に
向
か
っ
て
北
に
流
れ
る
川
の
上

流
に
位
置
し
、
遺
跡
の
標
高
は
約
一
九
〇
〜
二
○
○
メ
ー
ト
ル
で
す
。
遺
跡
の

西
側
を
流
れ
る
馬ま

淵べ
ち

川
の
普
段
の
水
位
と
の
比
高
差
は
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
遺

跡
の
南
北
の
崖
下
に
は
馬
淵
川
の
支
流
が
二
つ
あ
り
、
い
ず
れ
も
比
高
差
が

四
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
断
崖
と
な
っ
て
い
ま
す9
注

。
現
在
、
一
戸
町
の
農
家
の

方
々
の
暮
ら
し
は
、
畑
作
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
が
、
豊
富
な
山
の
幸
の
利
用

は
、
地
域
の
住
民
の
暮
ら
し
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
接
す

る
二
戸
市
で
は
、
畑
作
と
稲
作
に
加
え
て
、
生
漆
の
生
産
を
行
っ
て
い
ま
す
。

図 6 縄文前期後半から中期中頃にお
ける三内丸山集落生態系モデル

集住域

クリ林

二次林

主にブナ林からなる
落葉広葉樹林

ウルシ
畑など
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一
戸
や
浄
法
寺
を
含
め
て
岩
手
県
の
県
北
地
域
は
、
民
族
誌
デ
ー
タ

と
考
古
遺
跡
と
の
歴
史
的
連
続
性
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
条

件
の
よ
い
地
域
で
す
。

小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
民
族
・
社
会
調
査
班
で
は
、
近
現

代
の
食
料
生
産
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
中
心
に
研
究
を
進

め
ま
し
た
。
同
時
に
、
東
北
地
方
で
は
、
日
本
生
命
財
団
か
ら
学
際

的
総
合
研
究
助
成
を
受
け
て「
ヤ
マ
・
カ
ワ
・
ウ
ミ
に
生
き
る
知
恵
と

工
夫
」と
題
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
、
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
連
動
す
る
か
た
ち
で
調
査
を
行
い
ま
し
た10
注

。
こ
の
う
ち
、
北

上
山
地
に
位
置
す
る
岩
手
県
宮
古
市
の
閉
伊
川
上
流
地
域
で
の
聞
き

取
り
調
査
の
結
果
は
、
生
業
戦
略
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
考
え
る
う
え
で

と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
こ
の
地
域
の
第
二
次
世
界
大
戦
前

か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
生
業
戦
略
は
、
①
多
様
な
山
の
幸
と
畑
作
物

に
支
え
ら
れ
た
食
の
多
様
性
、
②
主
食
の
多
様
性
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
・

プ
ラ
ン
の
重
層
性
、
③
食
糧
貯
蔵
、
④
緊
密
な
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

図 7 岩手県御所野遺跡と周囲の景観（2019年 6月 19日、羽生淳
子撮影）

注
8 

辻 

二
〇
一
一
、二
〇
一
八　

注
9 

一
戸
町
教
育
委
員
会 

二
〇
一
三

注
10 

羽
生
・
佐
々
木
・
福
永
編 

二
〇
一
八
、
羽
生 

二
〇
一
九
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な
ど
を
特
徴
と
し
、
常
畑
に
加
え
て
焼
畑
が
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す11
注

。

さ
き
ほ
ど
少
し
お
話
し
し
た
二
戸
市
浄
法
寺
で
の
聞
き
取
り
調
査

で
は
、
漆
掻
き
、
畑
作
、
稲
作
、
林
業
、
畜
産
業
、
養
蚕
を
含
む
生

業
の
多
様
性
と
季
節
性
が
精
緻
な
周
年
サ
イ
ク
ル
を
形
成
し
て
き
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た12
注

。
図
8
は
浄
法
寺
で
の
生
業
の
歴
史
的
変
遷

を
示
し
た
も
の
で
す
。

閉
伊
川
上
流
地
域
と
浄
法
寺
の
ど
ち
ら
の
地
域
で
も
、
生
業
複
合

の
特
徴
の
一
部
と
そ
れ
に
伴
う
在
来
知
は
、
歴
史
的
な
変
遷
に
伴
っ

て
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
も
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
在
来

知
は
、
地
域
の
暮
ら
し
の
科
学
的
な
合
理
性
を
考
え
る
た
め
に
重

要
な
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も
不
可
分
で
す
。

こ
の
よ
う
な
景
観
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
世
界
観
は
、
短
期
的
な
経

済
成
長
モ
デ
ル
と
は
異
な
っ
た
思
考
体
系
で
す13
注

。

小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
践
・
普
及
・
政
策
提
言
班
で
は
、

長
期
変
化
班
と
民
族
・
社
会
調
査
班
の
研
究
成
果
を
活
か
し
て
、
持

続
可
能
な
食
料
生
産
に
つ
い
て
、
在
来
知
の
重
要
性
を
強
調
し
た

環
境
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
実
習
授
業
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
特

図 8　浄法寺における生業の変遷

1868

漆器製作

炭焼き

雑穀・大豆

葉たばこ

産直

稲作

松・杉の植林

ウルシの植林

栗・桐・ナラなどの植林

殺し掻き

漆
産
業

林

　業

農

　業

養生掻き・果実利用

1945 1965 Today
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に
農
業
に
つ
い
て
は
、
化
学
肥
料
や
農
薬
な
ど
の
外
部
資
材
を
多
投
入
す
る
慣
行
農
業
の
長
期
持
続
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
農
業
の
科
学
的
・
社
会
的
基
盤
を
考
え
る
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
視
点
か
ら
、
環
境
教
育
と
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
開
催
を
行
い
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
終
年
度
に
は
、「
二
〇
一
六
年
京
都
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
宣
言
」を
英
文

と
和
文
の
両
方
で
発
表
し
ま
し
た14
注

。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
延
長
と
し
て
、
二
〇
一
九
年
か
ら
は
住
友
財
団
の
環
境
課
題
研
究

助
成
を
受
け
て
、
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す15
注

。

ま
と
め

考
古
遺
跡
は
、
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
文
化
景
観
の
重
要
な
一
部
で
す
。
先
史
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
歴
史
的
景
観
の

連
続
性
と
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
け
る
地
域
の
食
と
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
持
続
可
能
性
の
議
論
に
お
け
る
主
食
の
多

注
11 

真
貝
・
羽
生 

二
〇
一
八
、
金
子 

二
〇
一
八

注
12 

伊
藤
・
羽
生 

二
〇
一
八
、
羽
生
編 

二
〇
一
九

注
13 

羽
生
・
佐
々
木
・
福
永 

二
〇
一
八
：
二
六
六

注
14 

小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

二
〇
一
六

注
15 

https://junkohabu.com
/agro- e- project- jp/
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注
16 

羽
生 

二
〇
一
九

様
性
の
再
評
価
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
お
け
る
森
林
管
理
の
重
要
性
と
生
態
系
の
安
定
性
を
見

直
す
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
を
進
め
る
た
め
に
は
、
考
古
学
、
生
態
学
、
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
民
族

学
・
民
俗
学
を
含
む
学
際
的
な
視
点
が
重
要
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
各
地
域
の
在
来
知
を
理
解
・
実
感
す
る
た
め
に
は
、

地
域
の
住
民
や
地
域
研
究
者
と
の
協
働
に
よ
る
超
学
際
的
な
研
究
が
不
可
欠
で
す16
注

。

私
は
、
景
観
と
食
農
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
日
本
の
デ
ー
タ
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
は
、
生
態
系
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と

長
期
持
続
可
能
性
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
第
一
級
の
資
料
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
考
古
学
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
に

大
き
く
貢
献
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
最
終
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る「
成
長
モ
デ
ル
」を
含
む
単
線
的
な
文
化
進
化
論

の
見
直
し
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
回
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
テ
ー
マ
は
、「
海
外
か
ら
見
た
日
本
の
考
古
学
」で
し
た
。
今
日
お
話
し
し
た
よ
う
な
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、「
海
外
か
ら
見
た
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
考
古
学
」の
一
例
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
、
次
世
代
の
市

民
と
研
究
者
に
と
っ
て
、
日
本
考
古
学
の
面
白
さ
と
そ
の
可
能
性
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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Q
＆
A

司
会 

（
庄
田
慎
矢
）　
「
超
学
際
的
」と
い
う
単
語
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
？

　

A 

学
際
的（interdisciplinary

）と
は
、
あ
く
ま
で
研
究
者
の
間
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
学
問
の
分
野
を
超
え
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
超
学
際
的（Trans- disciplinary

）と
い
う
の
は
研
究
者
だ
け
で
な
く
て
、
子
孫
を

含
む
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
研
究
地
域
や
研
究
対
象
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
の
あ
る
人
）と
一
緒
に
考
え
て
い
こ

う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

 

　
北
米
の
場
合
に
は
他
者
の
文
化
を
研
究
す
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
重
要
で
す
。

特
に
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
遺
跡
を
発
掘
調
査
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
部
族
の
人
た
ち
の
O
K
が
で

な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
研
究
者
が
上
か
ら
目
線
で
何
を
研
究
し
た
い
か
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
子
孫
や
地
元
の
人
た
ち
が
何
を
知
り
た
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
前
面
に
出
さ
な
い
と
考
古
学
と
い

う
学
問
自
体
が
成
り
立
た
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
同
時
に
、
北
米
の
考
古
学
で
は
演
繹
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

を
と
っ
て
理
論
を
前
に
進
め
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
を
ど
う
両
立
さ
せ
て
い
く
の

か
が
、
北
米
考
古
学
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
。
日
本
考
古
学
か
ら
の
発
信
が
、
超
学
際
的
な
実
践
と
理
論
的
な

議
論
を
合
わ
せ
た
か
た
ち
で
出
し
て
い
け
れ
ば
、
世
界
の
考
古
学
、
英
米
の
考
古
学
も
日
本
考
古
学
を
無
視
で
き

な
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

　
そ
の
た
め
に
は
、
考
古
資
料
の
解
釈
に
役
立
つ
民
俗
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
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す
。
日
本
の
デ
ー
タ
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
と
い
う
研
究
成
果
を
発
信
し
て
い
け
れ
ば
、
日
本
考
古
学
の
意
義
が
上

が
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

Q 
三
内
丸
山
遺
跡
の
人
口
減
少
は
何
が
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

A 
私
の
仮
説
と
し
て
は
、
三
内
丸
山
遺
跡
で
植
物
質
食
料
へ
の
依
存
が
高
ま
っ
た
結
果
、
食
べ
物
の
多
様
性
が
減
り
、

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
プ
ラ
ン
が
な
く
な
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
低
下
し
た
。
そ
う
い
う
と
き
に
一
つ
何

か
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
と
、
急
激
な
人
口
減
少
が
起
こ
り
う
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
仮
説
は

さ
ら
に
検
証
が
必
要
で
す
。

 

　
三
内
丸
山
遺
跡
は
、
も
の
す
ご
く
複
雑
な
遺
跡
で
、
時
期
に
よ
っ
て
規
模
・
住
居
址
の
大
き
さ
が
変
わ
る
ん
で

す
ね
。
た
と
え
ば
、
住
居
址
数
が
い
ち
ば
ん
多
い
円
筒
上
層
d
式
、
e
式
の
時
期
は
小
さ
な
住
居
址
ば
か
り
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
時
期
の
三
内
丸
山
が
、
普
通
の
縄
文
集
落
だ
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ

自
体
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ク
リ
林
の
仮
説
に
し
て
も
、
前
期
に
つ
い
て
は
ク
リ
林
の
花

粉
デ
ー
タ
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、
中
期
に
つ
い
て
は
花
粉
の
保
存
状
態
の
よ
い
デ
ー
タ
が
た
く
さ
ん

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
縄
文
中
期
全
般
に
わ
た
っ
て
ず
っ
と
ク
リ
林
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

も
う
少
し
考
え
る
べ
き
か
な
と
思
い
ま
す
。

 

　
今
後
の
研
究
で
重
要
な
の
は
磨
石
な
ど
の
石
器
か
ら
の
残
存
デ
ン
プ
ン
粒
分
析
の
デ
ー
タ
や
、
土
器
の
残
存
脂

質
分
析
と
い
っ
た
デ
ー
タ
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
三
内
丸
山
遺
跡
で
は
、
低
湿
地
の
捨
て
場
水
に
浸
か
っ
て

い
て
植
物
遺
体
の
保
存
状
態
が
よ
い
の
が
縄
文
時
代
前
期
に
片
寄
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
デ
ー
タ
の
不
均
質

さ
も
あ
っ
て
、
解
釈
が
難
し
い
で
す
ね
。
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Q 

奈
良
文
化
財
研
究
所
の
馬
場
基
で
す
。
私
は
専
門
が
考
古
で
は
な
く
て
文
字
資
料
を
扱
う
文
献
史
な
の
で
す
が
、

そ
の
視
点
か
ら
一
つ
質
問
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
日
の
ご
発
表
の
よ
う
に
考
古
の
デ
ー
タ
を
積
み
上
げ
て
い
く

の
は
そ
の
あ
た
り
ゆ
る
ゆ
る
の
文
献
史
か
ら
す
る
と
す
ご
い
な
と
思
う
の
で
す
が
、
網
野
史
学
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
主
に
中
世
以
降
の
海
の
生
業
と
山
の
生
業
の
よ
う
な
視
点
に
つ
い
て
今
日
は
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
焼
畑
の
問
題
と
い
う
の
は
イ
ノ
シ
シ
の
問
題
と
絡

ん
で
く
る
と
思
い
ま
す
。
焼
畑
を
や
っ
て
て
、
イ
ノ
シ
シ
が
来
た
と
き
に
飼
育
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
排
除
す
る

の
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
近
世
後
期
に
な
る
と
焼
畑
の
多
様
性
が
な
く
な
っ
て
そ
れ
で
飢
饉
が
起
こ
っ
た
り
。

そ
の
あ
た
り
、
焼
畑
と
イ
ノ
シ
シ
の
関
係
に
つ
い
て
何
か
見
通
し
、
可
能
性
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

 

　
も
う
一
つ
、
今
日
の
お
話
の
な
か
で
食
糧
生
産
の
弾
力
性
が
大
事
だ
と
い
う
話
と
、
生
態
系
と
食
糧
資
源
、
総

合
的
に
見
る
こ
と
が
大
事
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
の
勉
強
し
て
い
る
古
代
史
で
は
ス
ト
ッ

ク（
貯
蔵
）と
い
う
か
た
ち
で
そ
れ
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
ス
ト
ッ
ク
と
い
う
あ
り
方
と
、
食
糧
獲
得
の
多
様
性

と
い
う
あ
り
方
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
考
え
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

A 

と
て
も
大
き
な
テ
ー
マ
に
つ
な
が
る
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
ず
イ
ノ
シ
シ
と
焼
畑
に
つ
い
て
、
知
人
で
イ

ノ
シ
シ
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
人
が
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
飼
育
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
も
単
純
に
は
わ
か
ら
な
い
そ
う
で
す
。
ブ
タ
が
イ
ノ
シ
シ
に
戻
っ
た
り
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、「
こ
れ
は
飼

育
し
て
い
た
」と
い
う
こ
と
が
単
純
に
言
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
焼

畑
を
含
め
て
環
境
が
変
わ
る
と
そ
こ
へ
来
る
動
物
が
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
前
バ
ー
ク
レ
ー
に
来
て
話
を
し
て
い
た

文
化
人
類
学
者
も
、
野
焼
き
を
し
た
ら
イ
ノ
シ
シ
が
来
る
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
三
内
丸
山
遺
跡
に
つ
い
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て
は
、
海
抜
の
低
い
立
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
イ
ノ
シ
シ
が
ほ
と
ん
ど
出
て

い
ま
せ
ん
。
雑
穀
を
作
る
焼
畑
や
、
広
義
の
環
境
管
理
の
中
で
、
そ
の
地
域
で
野
を
焼
い
た
ら
ど
う
い
っ
た
動
物

が
来
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
各
地
域
の
デ
ー
タ
を
作
っ
て
い
る
人
に
聞
く
と
、
あ
る
程
度
は
見
当

が
つ
い
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

 

　
次
に
、
焼
畑
も
近
世
後
期
に
な
る
と
か
な
り
多
様
性
が
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
網
野
先
生

の
仕
事
は
大
好
き
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
稲
作
民
と
非
稲
作
民
を
は
っ
き
り
分
け
る
点
で
、
山
の
民
を
特
殊
化
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
民
俗
調
査
を
行
っ
た
岩
手
県
北
部
で
は
、
食
べ

物
の
多
様
性
は
か
な
り
残
っ
て
い
ま
す
。
ス
ト
ッ
ク
か
多
様
性
か
、
で
は
な
く
、
ス
ト
ッ
ク
と
多
様
性
だ
、
と
い

う
の
が
私
た
ち
の
ニ
ッ
セ
イ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
結
論
で
し
た
。
多
様
性
は
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
多
様
性
だ
け
で

な
く
貯
蔵
、
さ
ら
に
貯
蔵
し
た
食
物
を
交
換
す
る
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
両
方
あ
る
、
と
い
う
の
が
シ
ス
テ
ム
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
う
え
で
は
大
事
な
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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献
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考
古
学
的
文
学
研
究
の
た
め
に 

マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・
バ
ー
ジ　
コ
ロ
ラ
ド
大
学
ボ
ル
ダ
ー
校
ア
ジ
ア
言
語
文
明
学
部
日
本
語
学
科 

助
教
授

マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・
バ
ー
ジ　

M
arjorie Burge　

一
九
八
六
年 

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ

二
〇
〇
八
年 

ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学　
卒
業

二
〇
一
八
年 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
博
士
課
程　
修
了

二
〇
一
九
年
よ
り　
コ
ロ
ラ
ド
大
学
ア
ジ
ア
言
語
文
明
学
科　
助
教
授

専
門
は
三
国
時
代
朝
鮮
半
島
と
古
代
日
本
の
文
字
文
化



著
者
紹
介

日
本
語
だ
け
で
な
く
韓
国
語
も
堪
能
な
バ
ー
ジ
さ
ん
。
二
〇
一
六
年
に
彼
女
が
奈
文
研
に
外
国
人

研
究
員
と
し
て
滞
在
さ
れ
て
い
た
時
に
は
、
滋
賀
に
小
旅
行
を
ご
一
緒
す
る
機
会
が
あ
り
、
車
中
で

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
お
話
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
話
題
が
平
城
宮
の
発
掘
調
査
に
及
ん
だ
時

に
、
平
城
宮
大
極
殿
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
項
を
、
年
代
順
に
、
具
体
的
な
年
号
つ
き
で
す
ら
す
ら
と

誦
じ
て
お
話
し
さ
れ
た
の
が
、
衝
撃
的
で
す
ら
あ
り
、
発
掘
者
た
る
自
分
の
浅
学
を
恥
じ
た
も
の
で

し
た
。
バ
ー
ジ
さ
ん
の
専
門
は
文
学
で
す
が
、
考
古
資
料
・
歴
史
資
料
を
駆
使
し
て
研
究
す
る
と
い

う
学
際
的
な
視
野
は
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、
海
外
に
こ
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
る
人
が
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
日
本
の
方
々
に
も
是
非
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
、
お
声
が
け
し
ま
し
た
。
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奈
文
研
に
は
、
二
○
一
六
年
、
博
士
論
文
の
研
究
に
際
し
て
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
庄
田
先
生
の

企
画
で
講
演
ま
で
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
き
誠
に
有

難
く
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
学
院
で
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
羽
生
先
生
と
と
も
に
発
表
で
き
る
こ
と
は
、
不
肖
の
身
で
は

あ
り
ま
す
が
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

な
ぜ
、
上
代
文
学
を
考
古
学
的
に
考
え
る
か

私
は
今
回
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
講
演
者
の
な
か
で
は
、
唯
一
、
考
古
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
研
究
分
野
は
、
文
学
で
す
。

大
学
院
で
は
文
学
を
専
攻
し
ま
し
た
が
、
研
究
で
は
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
言
語
学
・
考
古
学
・
歴

史
学
な
ど
の
方
法
論
や
理
論
な
ど
も
使
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
考
古
学
的
に
文
学
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う

意
味
か
、
な
ぜ
日
本
の
上
代
文
学
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

考
古
学
的
に「
上
代
文
学
」を
考
え
る
理
由
は
三
つ
で
す
。
①
文
学
分
野
が
依
拠
す
る
伝
統
的
な
資
料（
テ
キ
ス
ト
）は
、

私
が
知
り
た
い「
文
字
生
活
」を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
、
②
文
学
の
研
究
方
法
は
古
代
の
資
料
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
、
③
日
本
で
は
考
古
学
的
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
資
料
が
多
い
た
め
、
日
本
の
古
代
の
研
究
者
は
考

古
学
資
料
を
無
視
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
戦
後
の
日
本
考
古
学
の
発
達
は
素
晴
ら
し
く
、
デ
ー
タ
が
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
他
分
野
の
研
究
者
も
考
古
学
の
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成
果
を
少
し
は
探
求
す
る
義
務
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
通
じ
て
、
自
分
の
研
究
対
象
を
考
え
る
と
、
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
印
象
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
し
、
そ
の
資
料
が
生
ま
れ
た
世
界
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
く
る
か
を

考
え
て
み
る
必
要
性
が
で
て
き
ま
す
。

歴
史
学
者
は
か
な
り
前
か
ら
こ
う
し
た
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
文
学
研
究
者
で
利
用
し
て
い
る
方
は
ま
だ

多
く
な
い
よ
う
で
す
。
文
学
資
料
、
特
に「
本
」は
そ
れ
で
完
結
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
多
く
、
そ
の
資
料
の
中
の

世
界
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
考
え
る
と
し
て
も
作
者
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
本

は
、
作
者
一
人
だ
け
で
生
産
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
者
を
取
り
巻
く
世
界
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
す
。
私
た

ち
の
世
界
か
ら
か
け
離
れ
た
世
界
で
生
ま
れ
た
本
を
、
私
た
ち
が
ど
う
受
け
取
る
べ
き
か
を
考
え
る
と
き
、
考
古
学
的
デ
ー

タ
は
重
要
で
す
。

私
の
研
究
に
お
け
る
重
要
な
問
い
か
け
は
、「
文
」は
ど
ん
な
生
活
の
中
で
生
ま
れ
、
文
字
生
活
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
流

行
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
考
古
学
的
に
考
え
な
け
れ
ば
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

研
究
の
目
的

も
う
少
し
具
体
的
に
お
話
し
し
ま
す
。
本
日
は
、
私
の
研
究
方
法
や
教
育
活
動
が
考
古
学
と
ど
う
関
係
す
る
か
を
説
明
し
、

ど
の
よ
う
に
考
古
学
的
デ
ー
タ
を
使
お
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
次
に
、
日
本
の
考
古
学
は
特
に
学
問
分
野
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の
境
界
を
超
え
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
た
め
、
特
に
英
語
圏
の「
日
本
学
」研
究
者
は
、
あ
る
程
度
考
古
学
的
デ
ー
タ
を

知
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
す
。

人
類
学
的
に
い
う
と
、「
文
」は
人
の
活
動
の
一
つ
で
あ
り
、
生
活
の
中
で
特
別
な
意
味
が
あ
る
活
動
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
文
学
の
分
野
で
は
、「
文
」が
ひ
と
り
で
に
生
じ
、
独
立
に
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
人
」

と
の
関
係
を
軽
視
し
す
ぎ
る
見
方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
だ
け
見
る
現
代
か
ら
は
、「
文
」を
そ
の
よ
う
に
受
け
取

る
の
は
簡
単
で
し
ょ
う
が
、
考
古
学
的
デ
ー
タ
が
た
く
さ
ん
あ
る
日
本
の
場
合
、
文
と
生
活
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
が
少
な
い
場
合
は
、
特
に
文
を「
文
字
生
活
」の
観
点
か
ら
読
み
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

大
学
院
で
研
究
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
七
、八
世
紀
の
日
本
文
学
へ
の
渡
来
人
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
資
料
が
あ
ま
り
に
少
な
く
、
ま
た
系
統
や
起
源
な
ど
は
文
書
か
ら
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん

の
で
、
す
ぐ
に
不
可
能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
例
を
あ
げ
る
と
、『
万
葉
集
』で
渡
来
人
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
歌
と
い
え
る
の
は
、
一
首
だ
け
で
す
。

辛
人
之 

衣
染
云 

紫
之 

情
尓
染
而 

所
念
鴨

（
か
ら
ひ
と
の　
こ
ろ
も
を
そ
む
と
い
ふ　
む
ら
さ
き
の　
こ
こ
ろ
に
し
み
て　
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
）

こ
れ
は
、『
万
葉
集
』巻
四
に
麻あ

さ
だ
の田

連む
ら
じ

陽や

す春
の
作
品
と
し
て
で
て
き
ま
す
。『
万
葉
集
』で「
か
ら
ひ
と
」と
い
う
表
現
が

出
て
く
る
の
は
こ
れ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

「
か
ら
ひ
と
の
衣
を
そ
む
と
い
う
紫
の
」ま
で
は
、
た
だ
の「
序
」と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
作
家
自
身
に
と
っ

て
意
味
が
あ
る
序
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
上
京
す
る
大
伴
旅
人
に
む
け
た
歌
で
あ
り
、
自
分
の
心
を
表
す
た
め
に

「
か
ら
人
」と
い
う
表
現
す
る
の
は
、
自
分
が
か
ら
人
で
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
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『
万
葉
集
』に
見
る「
か
ら
ひ
と
」

こ
の
麻
田
連
は
、
答と

う
ほ
ん本

春し
ゅ
ん

初し
ょ

の
息
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
す
。
白
村
江
の
戦
い
か
ら
退
却
す
る
ヤ
マ
ト
水
軍
と

と
も
に
日
本
に
渡
っ
て
き
た
、
百
済
の「
達
率
」と
い
う
位
を
持
っ
て
い
た
人
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』で
は
天
智
四
年

（
六
六
五
）に
天
皇
の
命
令
で
城
を
造
り
に
長
門
国
へ
遣
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
息
子
で
あ
る
答
本
陽
春
は
、『
続
日
本
紀
』

に
よ
る
と
、
七
二
四
年
に
官
位
を
受
け
、
聖
武
天
皇
か
ら
麻
田
連
と
い
う
姓
も
与
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
七
二
九
年
に
大

宰
府
へ
遣
わ
さ
れ
、
大
伴
旅
人
の
下
で
活
躍
し
た
筑
紫
歌
壇
の
一
人
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。『
万
葉
集
』に
は
四
首
し

か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、『
懐
風
藻
』に
漢
詩
が
一
首
あ
る
の
で
、
当
時
文
化
的
に
活
躍
し
て
い
た
人
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
歌
と
こ
の
作
者
は
特
別
で
す
。
他
に
渡
来
人
作
家
が
少
数
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
作
品
を
見
れ
ば
目
立

つ
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
渡
来
人
系
で
は
な
い
作
家
の
歌
と
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
徴
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
世
紀

に
な
る
と
、
人
の
系
統
や
祖
先
の
起
源
な
ど
は
明
ら
か
で
な
く
な
り
、『
新
撰
姓
氏
録
』で
は
、
あ
る
氏
が
政
治
的
な
意
図

に
よ
り
系
統
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
氏
と
い
う
概
念
も
必
ず
し
も
血
縁
に
よ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
、「
こ
の
人
は
渡
来
人
系
で
あ
る
、
こ
の
人
は
渡
来
人
系
で
は
な
い
」と
い
う
こ
と
も
判
断
が
難
し
い
わ
け
で

す
。
個
人
の
作
家
レ
ベ
ル
で「
渡
来
人
」の
イ
ン
パ
ク
ト
を
見
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
七
世
紀
、
八
世
紀
の
渡
来
人
の
文
化
活
動
に
つ
い
て
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
出
土
文
字
資
料
を
調
べ
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
考
古
学
の
魅
力
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
個
人
レ
ベ
ル
で
は
な

く
文
化
レ
ベ
ル
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
す
。
完
全
な
テ
キ
ス
ト
や
個
人
の
作
者
を
考
え
る
文
学
分
野
と
違
い
、
考
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古
学
で
は
観
点
が
幅
広
く
、
人
を
眺
め
る
視
点
も
違
う
の
で
、
私
の
基
本
的
な
研
究
手
法
を
考
え
直
す
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

「
日
本
の
七
世
紀
、
八
世
紀
の
文
学
に
渡
来
人
は
ど
ん
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
か
」と
い
う
疑
問
か
ら
離
れ
、「
日
本
の
七

世
紀
、
八
世
紀
の
文
字
文
化
に
お
い
て
渡
来
人
の
活
動
に
は
ど
の
よ
う
な
重
要
性
が
あ
っ
た
か
」を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
微
妙
な
違
い
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
伝
存
す
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
焦
点
を
外
す
こ
と
が
で
き
、「
文
」を「
文

化
」の
観
点
か
ら
見
直
せ
ば
、
個
人
が
作
る
テ
キ
ス
ト
よ
り「
文
」が
生
じ
る
環
境
や
人
間
集
団
の
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
文
化
」や「
生
活
」と
し
て
の「
文
」、
い
わ
ゆ
る「
文
字
文
化
」を
研
究
し
よ
う
と
す
る
と
、
や
は
り「
場

（Place

）
注
1
」が
重
要
に
な
り
ま
す
。

場（Place

）、
百
済
の
出
土
木
簡

文
化
が
あ
る
空
間
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
考
古
学
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
文

学
で
は
テ
キ
ス
ト
を
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
出
土
遺
物
を
考
え
る
際
、
そ
れ

を
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
博
士
論
文
の
対
象
と
し
た
木

注
1 

こ
のPlace

と
い
う
語
は
著
者
独
自
の
用
語
で
、
特
にSheldon Polluck(2006)

の“ language of place”

か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は「
場
」と
い
う

訳
語
を
充
て
て
お
く
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簡
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
き
、
場
を
重
要
視
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

場
を
重
要
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
遺
跡
や
遺
構
、
遺
跡

の
地
理
・
環
境
や
範
囲
、
周
辺
の
関
連
遺
跡
な
ど
を
含
む
考

え
方
で
あ
り
、
同
時
代
の
他
地
域
の
遺
跡
と
の
比
較
的
視
点

を
持
つ
と
い
う
考
古
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
い
え
ま

す
。
木
簡
が
、
ど
ん
な
遺
跡
の
、
ど
ん
な
遺
構
で
出
土
し
、

ど
う
し
て
そ
の
遺
構
に
埋
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
中

心
に
、
木
簡
に
書
か
れ
た
文
字
が
、
そ
の
遺
跡
に
存
在
し
た

人
々
に
と
っ
て
ど
ん
な
存
在
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
人
々
の
生

活
の
中
で
ど
ん
な
役
割
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
か
ら
考
え

始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
文
字
の
意
味
よ
り
文
字
の
文
化

的
・
生
活
的
機
能
を
重
要
視
し
た
の
で
す
。
木
簡
の
文
字
を

見
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
詳
細
に
こ

だ
わ
る
前
に
、
木
簡
そ
の
も
の
か
ら
距
離
を
置
き
、
木
簡
そ

の
も
の
を
生
ん
だ
世
界
を
想
像
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ

れ
は
、
考
古
学
者
の
態
度
、
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
百
済
の
都
の
木
簡
を
調
査
し
た
と

図 1　百済の木簡出土遺跡



105 第4講　考古学的文学研究のために

き
に
用
い
る
よ
う
に
し
ま
し
た2
注

。
日
本
と
比
べ
れ
ば
百
済
や
新
羅
か
ら
の
木
簡
の
出
土
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
百
済
の
都

で
あ
る
扶ふ

余よ

の
遺
跡
か
ら
散
発
的
に
出
土
し
、
出
土
点
数
も
各
遺
跡
で
一
点
、
二
点
ほ
ど
で
す
。
扶
余
の
都
と
し
て
の
構
造

も
明
確
で
は
な
い
の
で
、
数
点
ず
つ
の
木
簡
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、
遺
跡
や
遺
構
の
環
境
が
重
要
に
な
り
ま
す
し
、
周

り
の
遺
跡
と
の
関
連
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
図
1
の
地
図
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
木
簡
が
出
土
す
る
遺
跡

は
山
城
の
東
側
に
あ
り
、
遺
跡
の
一
つ
ひ
と
つ
に
管
理
機
関
の
よ
う
な
建
物
遺
構
が
あ
る
の
で
、
こ
の
遺
跡
群
か
ら
出
土
し

た
も
の
が
一
つ
の
木
簡
群
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
官
僚
の
仕
事
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
と
は
違
っ

て
遺
跡
群
か
ら
木
簡
が
一
、二
点
し
か
出
土
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一

つ
ひ
と
つ
を
見
て
い
く
と
、
埋
蔵
場
所
が
意
図
的
で
は
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
百
済
の
文
字
文
化
で
は
、
木
簡
を
捨

て
る
方
法
と
し
て
埋
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
残
っ
て
い
る
木
簡
は
す
べ
て
意
図
的
に
残
っ

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
木
簡
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
を
考
え
る
際
、
そ
の
地
に
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
考
慮

に
入
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
百
済
、
新
羅
の
よ
う
な
遺
存
資
料
が
あ
ま
り
な
い
場
合
、
考
古
学
的
に
考
え
る
方
法

し
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
応
の
一
貫
性
を
保
つ
た
め
に
日
本
の
木
簡
も
こ
の
よ
う
に
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
や

は
り
、
木
簡
は
、
意
図
的
に
現
代
へ
残
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
考
古
学
的
に
扱
う
べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

注
2 

百
済
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
二
〇
一
九
年
の
論
文（Burge 2019

）に
詳
し
い
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近
江
京
の
文
字
文
化

具
体
的
な
例
と
し
て
、
先
日
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
で
発
表
し
た
、
近
江
京
の
文
字
文
化
に
関
す
る
研
究

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す3
注

。

近
江
地
域
は
、
私
が
見
て
き
た
朝
鮮
半
島
の
文
字
文
化
と
日
本
古
代
文
字
文
化
の
交
差
が
一
番
は
っ
き
り
見
え
る
と
こ
ろ

で
す
。
既
存
の
研
究
で
は
、
近
江
地
域
は
渡
来
人
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
近
江
京
や

近
江
地
方
の
文
字
文
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

① 

考
古
学
的
デ
ー
タ
を
見
れ
ば
、
近
江
〜
大
津
と
い
う
場
は
、
六
六
○
年
代
の
一
五
○
年
ほ
ど
前
か
ら
渡
来
人
の
定
住

地
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
す
。
そ
の
地
域
に
王
朝
が
遷
さ
れ
て
も
、
も
と
も
と
の
住
民
が
消
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
住
民
が
い
る
か
ら
こ
そ
遷
都
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん4
注

。

② 

都
が
五
年
後
に
近
江
か
ら
遷
っ
た
後
も
、
近
江
地
方
の
遺
跡
を
全
体
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
五
年
間
で
場
が
多
く
変
更

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
も
と
も
と
の
文
化
が
そ
の
ま
ま
存
続
し
続
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
渡
来
人
の
人
口
は
白
村

江
以
降
増
え
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
地
域
の
も
と
の
渡
来
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
統
合
し
定
着
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

③ 

近
江
の
文
字
文
化
は
、
七
世
紀
後
半
の
日
本
の
地
方
文
字
文
化
の
代
表
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
特
定
の
場
の

文
字
文
化
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
個
人
的
に
は
、
七
世
紀
後
半
で
は
、
全
国
均
一
の
文
字
文
化
は
な
か

っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
も
う
ち
ょ
っ
と
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
日
本
全
体
を
代
表
す

る「
代
表
的
地
方
文
字
文
化
」は
こ
の
時
代
に
は
な
く
、
各
事
例
は
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
持
っ
た
個
別
の
ケ
ー
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ス
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す5
注

。

大
津
宮
の
所
在
地
を
考
え
る
と
、
近
江
京
へ
の
遷
都
の
理
由
は
、
琵
琶
湖
に
沿
っ
た
地
理
的
有
利
さ
だ
け
で
は
な
く
、
地

域
の
人
材
が
豊
富
だ
っ
た
た
め
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
近
江
京
の
文
字
文
化
や
文
字
生
活
は
、
渡
来

人
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え
る
と
、
近
江
京
の
文
字
文
化
と
他
の
近
江
地
方
の
文
字

文
化
を
明
確
に
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
二
つ
と
も
近
江
国
と
い
う
場
で
起
こ
っ
た
七
世
紀
後
半
の
現
象
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

近
江
地
方
の
木
簡
遺
跡
一
覧

近
江
国
の
木
簡
遺
跡
を
地
図
に
す
る
と
図
2
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
大
津
に
あ
る
の
は
二
つ
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
に
、
近

江
国
の
七
世
紀
後
半
の
遺
跡
は
琵
琶
湖
の
東
方
、
特
に
現
在
の
野
洲
市
に
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
域
は『
日
本
書
紀
』に

よ
る
と
、
天
智
天
皇
の
時
代
に
百
済
の
難
民
が
多
く
定
着
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
野
洲
市
遺
跡
群
の
出
土

木
簡
は
、
以
前
か
ら
渡
来
人
の
影
響
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

注
3 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
のAspects of Japanese Studies 

シ
リ
ー
ズ
で
発
表
し
た「Re- im

agiining the Lost W
ritten 

C
utlure of the Ō

m
i C

apital: Insights from
 M

okkan

」と
い
う
講
演
で
、Youtube
で
視
聴
可
能
。　

https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=iK
9H

N
ftl3V

I

注
4 

近
江
〜
大
津
の
渡
来
人
の
定
着
と
大
津
京
の
遷
都
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
井
上 

一
九
九
九
、二
〇
〇
四
を
参
照

注
5 

近
江
地
方
の
七
世
紀
後
半
の
文
字
文
化
に
つ
い
て
は
、
安
土
城
考
古
博
物
館 

二
〇
〇
八
、
大
橋 
二
〇
一
五
を
参
照
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近
江
京
の
木
簡
と
い
え
る
確
実
な
例
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
南
滋
賀
遺
跡
と
北
大
津
遺
跡
出
土
の
木
簡
二

点
は
近
江
京
の
時
期
に
属
す
る
可
能
性
は
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ

う
で
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
わ
ず
か
五
年
間
の
も
の
で

は
な
く
て
も
、
近
江
京
は
近
江
・
大
津
と
い
う
場
の
瞬
間
的
な
存

在
で
あ
り
、
そ
の
地
域
の
基
本
的
な
文
化
・
生
活
に
大
き
な
影

響
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
近
江
京
の
文
字
文
化
」は
、

そ
の
場
の
瞬
間
的
現
象
で
あ
り
、
場
の
文
化
と
王
朝
の
文
化
が
特

別
に
直
接
混
ざ
り
あ
う
機
会
で
し
た
が
、
場
の
基
本
は
大
き
く
変

化
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

七
世
紀
第
4
四
半
期
の
近
江
地
方
の
木
簡
を
見
る
と
、
中
央
の

例
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
し
、
特
定
の
渡
来
人
定
住
地
文

化
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
特
に
有
名
な
西に

し

河が

原わ
ら

森も
り

ノの

内う
ち

木
簡（
図
3
）は
、
と
て
も
興
味
深
い
書
簡
で
す
が
、

類
例
は
中
央
か
ら
は
少
な
く
、
代
表
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
、
場

の
文
字
文
化
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
の
書
記

史
の
議
論
で
は
こ
の
木
簡
が
重
要
視
さ
れ
、
代
表
的
な
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、「
近
江
」と
い
う
場
の
文
脈

図 2　近江地方の木簡出土遺跡

遺　跡 木簡数

十里（栗東市） 4

西河原宮ノ内（野洲市） 5

西河原森ノ内（野洲市） 16

西河原 （野洲市） 6

湯ノ部 （野洲市） 1

光相寺（野洲市） 5

北大津（大津市） 1

南滋賀（大津市） 1

合計（8） 39
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で
見
る
べ
き
で
す6
注

。

こ
う
い
っ
た
私
の
意
見
は
、
既
存
の
研
究
と
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
考
古
学
的
観
点

を
持
ち
つ
つ
近
江
の
木
簡
を
見
て
い
る
と
、
七
世
紀
の
日
本
の
書
記
史
の
議
論
に
近
江
地
方
が
含
ま
れ
る
も
の
と
規
定
し
て

記
述
す
る
よ
り
、
場
の
そ
れ
以
外
の
書
記
史
を
書
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
七
世
紀
後
半
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
文
字
文
化
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
一
つ
の
統
一
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
見
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
八
世
紀
の
地

方
の
文
字
文
化
は
七
世
紀
と
比
べ
れ
ば
中
央
と
の
関
係
が
強
い
も
の
の
、
七
世
紀
の
場
合
、
場
の
役
割
を
重
視
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
文
化
に
は
交
差
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
、
中
央
の
影
響
は
そ
れ
ぞ
れ
に
浸
透

し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

図 3　西河原森ノ内木簡

自
舟
人
率
而
可
行
也
◯
其
稲
在
処
者
衣
知
評
平
留
五
十
戸
旦
波
博
士
家

椋
□
傳
之
我
持
往
稲
者
馬
不
得
故
我
者
反
来
之
故
是
汝
卜
部

注
6 

西
河
原
森
ノ
内
木
簡
や
西
河
原
遺
跡
群
に
つ
い
て
は
、
市 

二
〇
〇
八
、
畑
中 

二
〇
〇
八
、
渡
辺 
二
〇
〇
八
な
ど
を
参
照
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「
文
学
」を「
文
字
文
化
」と
捉
え
な
お
す

考
古
学
的
視
点
、
特
に
場
を
中
心
的
に
考
え
る
こ
と
は
、「
文
学
」を
考
え
る
う
え
で
も
役
に
立
ち
ま
す
。「
文
学
」と
い

う
用
語
は
と
て
も
現
代
的
で
、
古
代
人
が
考
え
た「
文
」と
も
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
文
字
」が
新
し
く
使
用
さ
れ

始
め
た
時
代
に
お
い
て
は
、
と
て
も
面
倒
な
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。「
文
字
」を
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
扱

い
始
め
た
際
に
、
芸
術
的
に
使
用
す
る
人
も
少
々
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
便
利
に
使
う
か
は
そ
の

先
の
問
題
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
、
考
古
学
的
観
点
が
役
に
立
ち
ま
す
。
考
古
学
者
は
出
土
遺
構
・
遺
物
の
中
で
新
し
い
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
に
注
目
す
る
場
合
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
使
う
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
が
ど
う
い
う
ふ

う
に
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
っ
て
分
析
す
る
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
文
学
の
授
業
で『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』な
ど
の
上
代
文
学
を
紹
介
す
る
場
合
、
ま
ず
、
そ
の
時

代
の
文
字
の
使
用
法
な
ど
を
考
え
さ
せ
、
テ
キ
ス
ト
の
構
造
の
意
義
な
ど
を
中
心
に
話
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
生
は
も

ち
ろ
ん
原
文
を
読
め
ま
せ
ん
が
、
翻
訳
本
を
見
な
が
ら「
文
字
を
書
く
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
」と
い
う
こ
と
か
ら

討
論
を
始
め
ま
す
。
文
字
が
ど
れ
だ
け
自
分
の
生
活
に
浸
透
し
て
い
る
か
、
文
字
な
し
で
生
活
が
で
き
る
か
、
な
ど
と
問
い

か
け
る
と
、
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
す
。
日
本
古
代
の
伝
存
資
料
の
内
容
も
重
要
で
、
面
白
く
も
あ
り
ま
す
が
、
新
し

い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
受
容
過
程
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
を
見
せ
な
が
ら
話

を
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
や
授
業
が
で
き
る
の
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
考
古
学
的
デ
ー
タ
が
多
く
蓄
積
さ
れ
て
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い
る
た
め
で
す
。
他
の
国
と
比
べ
る
と
、
日
本
の
埋

蔵
文
化
財
の
知
識
レ
ベ
ル
は
高
い
と
い
え
ま
す
。
日

本
で
は
奈
文
研
の
よ
う
な
考
古
学
研
究
機
関
も
た

く
さ
ん
あ
り
、
便
利
な
研
究
ツ
ー
ル
も
だ
ん
だ
ん

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
文
化
財
総
覧

W
ebG

IS

」（
図
4
）は
大
変
便
利
で
す
。
情
報
を
す

ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
考
古

学
デ
ー
タ
に
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
考
古
学
者
で
は
な
く
て
も
考
古
学
デ

ー
タ
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
く

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で『
平
家
物

語
』の
よ
う
な
軍
記
物
を
研
究
す
る
方
が
、
興
味
を

持
っ
て
い
る
合
戦
が
起
こ
っ
た
地
域
周
辺
の
関
連
遺

跡
を
す
ぐ
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
平
安
時

代
の
仏
教
文
化
に
つ
い
て
研
究
す
る
方
も
寺
院
遺
跡

を
す
ぐ
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
考
古
学
デ
ー

タ
に
つ
い
て
無
知
で
も
よ
い
」と
い
う
時
代
は
も
う

終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
教
室
で
も
こ
う
い
う

図 4　文化財総覧WebGIS
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ツ
ー
ル
の
使
用
に
よ
っ
て
で
き
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
来
年
の
春
学
期
に
院
生
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
く
と
き
、
研
究

ツ
ー
ル
に
慣
れ
る
機
会
と
し
て
、
文
献
資
料
と
考
古
学
デ
ー
タ
を
一
緒
に
見
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
、
文
化
財
総
覧W

ebG
IS

を
作
製
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
、
特
に「
ご
苦
労
様
で
し
た
」「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」と
お

伝
え
し
た
い
で
す
。

話
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
私
に
と
っ
て
日
本
の
考
古
学
の
魅
力
は
、
学
際
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
幅
広
い
こ
と
で
す
。
私

の
よ
う
に
文
学
研
究
者
で
あ
っ
て
も
考
古
学
と
の
関
係
は
必
須
で
す
し
、
蓄
積
し
た
デ
ー
タ
が
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
が
そ
の
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、
も
っ
と
学
際
的
な
研
究
を
生
む
時
代
に
な
っ
て
い
く
と
信
じ
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
一
○
年
、
二
○
年
た
て
ば
、
私
の
よ
う
な
研
究
者
が
こ
う
し
た
場
で
発
表
す
る
と
き
も
、「
考
古
学
者

じ
ゃ
な
く
て
す
み
ま
せ
ん
」と
謝
る
必
要
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

Q
＆
A

　

Q 

近
江
地
域
の
特
殊
性
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
七
世
紀
第
3
四
半
期
の
文
字
の
形
状
は
比
較
的
全
国
で
統
一
性
が

高
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
発
表
の
中
で「
文
字
文
化
」と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が（
英
語
で
は
も
っ

と
整
理
さ
れ
た
概
念
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
）、
文
字
文
化
っ
て
何
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
言
葉
の
意
味
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に
よ
っ
て
、Place

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
も
の
で
何
を
見
る
の
か
、
木
簡
か
ら
何
を
見
る
の
か
が
変

わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
石
碑
に
も
文
字
は
使
わ
れ
て
い
て
、
文
字
文
化
は
あ
る
、
文
字
文
化
っ

て
使
っ
て
ま
す
が
、
そ
の
あ
た
り
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

　

A 

英
語
で
はW

ritten C
ulture

と
い
い
、「
文
字
文
化
」で
す
ね
。
個
人
的
に
は
、「
文
字
生
活
」の
ほ
う
が
適
し

て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
の
よ
う
な（
特
殊
な
）も
の
よ
り
、
日
常
的
な
場
面
で
使
わ
れ
る
文
字

（
木
簡
が
そ
う
い
え
る
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
す
が
）に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
他
に
適
切
な
用
語
が
な
い
の

で
使
っ
て
い
ま
す
。

　

Q 

と
な
る
と
、W

ritten C
ulture

に
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
要
素
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
ど
う
い
う

内
容
な
ら
文
字
と
し
て
書
か
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
書
く
か
、
紙
な
の
か
、
石
な
の
か
、
金
属
な
の
か
。

身
体
の
動
き
と
し
て
の
文
字
を
書
く
行
為
。
ど
う
い
う
図
像
を
選
ぶ
の
か
。

 

　
私
が
見
た
印
象
で
い
う
と
、
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
の
木
簡
の
文
字
の
書
き
方
は
、
百
済
の
木
簡
と
ま
っ
た
く
一

緒
で
、
新
羅
と
は
異
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
七
世
紀
の
日
本
の
木
簡
は
ほ
ぼ
す
べ
て
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
筆
の

入
り
と
か
、
道
具
も
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
考
古
学
的
成
果
も
見
て
も
ら
え
る
と
、
バ
ー
ジ
さ
ん

の
研
究
に
も
資
す
る
と
思
い
ま
す
。

 

　
ち
な
み
に
、
日
本
列
島
は
、
中
華
文
明
の
端
っ
こ
で
、
そ
の
滓
が
溜
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
所
で
と
て
も
面
白

く
、
文
明
の
端
っ
こ
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
文
字
文
化
は
そ
の
象
徴
的
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
逆

に
、
百
済
・
新
羅
で
は
中
華
文
明
の
影
響
が
純
粋
な
か
た
ち
で
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
文
字
で
い
う
と
、
篆
書
・

隷
書
・
楷
書
が
日
本
古
代
の
木
簡
で
は
い
ち
ど
に
、
同
じ
と
き
に
出
現
す
る
と
い
う
カ
オ
ス
な
こ
と
が
起
き
て
い
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ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
見
て
い
た
だ
け
る
と
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

　

Q 

新
羅
と
百
済
の
木
簡
は
、
書
か
れ
た
文
字
の
形
状
や
文
体
か
ら
、
明
確
に
区
別
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
百
済
か

ら
出
土
し
た
木
簡
の
中
に
、
百
済
滅
亡
後
の
も
の
な
ど
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

A 
こ
れ
ま
で
出
土
し
た
も
の
の
中
で
、
遺
跡
に
は
よ
り
ま
す
が
、
百
済
と
新
羅
の
書
式
が
あ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
個
別
の
遺
跡
の
書
式
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
場
が
重
要
で
す
。
羅
州
伏
岩
里
と
い
う
遺
跡
は
百
済

の
遺
跡
で
は
あ
り
ま
す
が
、
地
方
に
あ
る
遺
跡
と
し
て
は
た
だ
一
つ
で
、
そ
れ
を
他
の
遺
跡
と
比
べ
る
の
は
い
ろ

い
ろ
問
題
が
あ
り
ま
す
。

 

　
滅
亡
後
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
の
か
と
い
う
の
は
、
非
常
に
面
白
い
質
問
で
す
。
都
か
ら
出
土
し
て
い
る
の

は
、
滅
亡
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
発
掘
調
査
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
私
の
知
る
限
り
、
滅
亡
後
の
木
簡
が
都

（
忠
清
南
道
扶
余
郡
）か
ら
出
土
し
て
い
る
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
都
以
外
で
は
、
弥
勒
寺
趾
と
い
う
全
羅
北
道
益

山
市
に
あ
る
遺
跡
か
ら
二
点
例
が
あ
り
ま
す
が
、
七
世
紀
後
半
・
八
世
紀
初
頭
の
も
の
で
、「
百
済
滅
亡
後
」の

も
の
と
見
る
か
、「
統
一
新
羅
」の
も
の
と
見
る
か
は
問
題
で
す
。
今
後
、「
滅
亡
後
」の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
ら

非
常
に
面
白
い
で
す
ね
。

参
考
文
献

・ 

安
土
城
考
古
博
物
館 
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〇
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古
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簡
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ラ
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ズ

・ 

林
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都
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大
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晃
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原
木
簡
か
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て
く
る
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ン
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ズ
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M

arjorie, B. 2019. W
ooden Inscriptions and the C
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第
5
講

『
縄
文
社
会
、宗
教
と
交
換
』ヒ
ス
イ
の
視
点
か
ら

イ
ロ
ー
ナ
・
R
・ 

バ
ウ
シュ　
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学 

訪
問
教
授

イ
ロ
ー
ナ
・
R
・ 

バ
ウ
シ
ュ　

Ilona R
. Bausch 

一
九
六
九
年 

オ
ラ
ン
ダ
生
ま
れ

一
九
九
四
年 
ラ
イ
デ
ン
大
学　
修
了

一
九
九
七
年 
日
本
国
文
部
省
国
費
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム　
修
了（
國
學
院
大
學
修
士
課
程
）

二
〇
〇
五
年 

ダ
ー
ラ
ム
大
学
博
士
課
程　
修
了

二
〇
二
三
年
よ
り　
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学　
訪
問
教
授

専
門
は
縄
文
時
代
の
考
古
学
・
先
史
時
代
の
採
集
民
の
初
期
の
交
易
・

社
会
的
交
流
・
儀
式
・
世
界
観



著
者
紹
介

翡
翠
に
魅
せ
ら
れ
た
イ
ロ
ー
ナ
さ
ん
は
、
大
き
な
瞳
が
ま
さ
に
翡
翠
の
大
珠
を
思
わ
せ
る
よ
う
な

方
。
二
〇
一
六
年
、
彼
女
が
東
京
大
学
文
化
資
源
学
講
座
に
在
職
時
に
お
会
い
し
た
際
、
三
四
郎
池

を
散
歩
し
な
が
ら
、
い
つ
も
忙
し
そ
う
に
さ
れ
て
い
る
イ
ロ
ー
ナ
さ
ん
相
手
に
、
時
間
を
忘
れ
て
他

愛
の
な
い
会
話
を
楽
し
ん
だ
こ
と
は
、
よ
い
思
い
出
で
す
。
ご
自
身
の
研
究
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、

海
外
か
ら
の
来
訪
者
を
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡
に
案
内
し
、
そ
の
魅
力
を
発
信
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
彼
女
は
、
こ
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
演
者
と
し
て
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
方
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ

れ
か
ら
も
、
翡
翠
は
も
ち
ろ
ん
、
土
偶
や
装
身
具
な
ど
の
縄
文
時
代
の
造
形
・
ア
ー
ト
・
世
界
観
に

つ
い
て
、
海
外
に
広
く
発
信
し
て
い
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

私
が
日
本
の
考
古
学
と
縄
文
文
化
に
夢
中
に
な
っ
た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
日
本
語
と
日
本
文
化
を
勉
強
し

て
い
た
と
き
か
ら
で
す
。
初
来
日
の
際
に
東
京
国
立
博
物
館
の
特
別
展
で
縄
文
時
代
の
土
偶
を
見
た
後
、
縄
文
時
代
の
儀
式

や
社
会
に
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
お
か
げ
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
一
年
間
留
学
し
、
の
ち

に
ダ
ー
ラ
ム
大
学
で
私
が
博
士
論
文
を
執
筆
す
る
際
に
指
導
教
授
と
な
る
ジ
ー
ナ
・
バ
ー
ン
ズ（G

ina Barnes

）先
生
の
下
で

東
ア
ジ
ア
の
考
古
学
を
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
は
、
先
輩
の
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー（Sim

on 
K

aner

）さ
ん
に
も
お
会
い
し
ま
し
た
。
彼
は
私
が
縄
文
文
化
を
研
究
す
る
の
を
励
ま
し
て
、
山
梨
県
釈し

ゃ
迦か

堂ど
う

遺
跡
の
縄
文
土

偶
に
か
か
わ
る
儀
式
を
修
士
論
文
の
研
究
テ
ー
マ
に
す
る
よ
う
に
勧
め
て
く
れ
ま
し
た
。
バ
ー
ン
ズ
先
生
と
ケ
イ
ナ
ー
さ
ん
は

親
切
に
も
國
學
院
大
學
の
小こ

林ば
や
し

達た
つ

雄お

教
授
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ラ
イ
デ
ン
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
私
は
日
本
の
文
部

省
の
奨
学
金
を
受
け
取
り
、
國
學
院
大
學
の
小
林
先
生
の
下
で
二
年
間
、
縄
文
時
代
の
考
古
学
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

小
林
先
生
の
お
か
げ
で
、
中
部
、
関
東
、
東
北
の
多
く
の
縄
文
遺
跡
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
、
山
梨
県
の
縄
文
中
期
集

落
や
秋
田
県
の
縄
文
後
期
集
落
の
発
掘
調
査
に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
祭
祀
活
動
が
盛
ん
で
長
期

に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
集
落
が
あ
る
こ
と
と
、
貴
重
な
ヒ
ス
イ
製
品
が
出
土
す
る
こ
と
に
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ヒ
ス
イ
を
中
心
に
、
縄
文
人
の
遠
距
離
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
社
会
構
造
、
宇
宙
観
を
研

究
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
私
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
ー
ラ
ム
大
学
で
バ
ー
ン
ズ
先
生
の
下
で
博
士
論
文
を
執
筆
し
、

二
〇
〇
五
年
に
博
士
号
を
取
得
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
多
く
の
日
本
や
海
外
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の
優
秀
な
研
究
者
と
知
り
合
い
、
親
し
く
な
り
ま
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
し
て
か
ら
は
、
最
初
は
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
、
さ
ら
に
は
東
京
大
学
の
文
化
資
源
学
部
の
客
員
教
員
と
し

て
、
日
本
の
考
古
学
と
文
化
遺
産
に
対
す
る
私
の
愛
情
を
学
生
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
い
く
つ
か

の
国
際
的
・
学
際
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
自
然
・
文
化
的
景
観
の
形
成

に
関
す
るN

EO
M

AP

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト1
注

、
近
代
の
骨
董
品
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
に
関
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト2
注

、
先
史
時
代
の
ヒ
ス
イ
の
世
界
的
利
用
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト3
注

、
考
古
遺
産
の
活
用
と
芸
術
の
振
興
に
お

け
る
地
元
住
民
参
加
の
重
要
性
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト4

注

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

今
日
は
、
縄
文
時
代
の
ヒ
ス
イ
文
化
研
究
の
観
点
か
ら
、「
縄
文
社
会
、
宗
教
と
交
換
」と
い
う
非
常
に
幅
広
い
ト
ピ
ッ

ク
を
取
り
上
げ
ま
す
。
縄
文
時
代
の
ヒ
ス
イ
に
関
す
る
研
究
が
世
界
中
の
ヒ
ス
イ
文
化
に
関
す
る
現
在
の
国
際
的
な
研
究
に

強
く
関
連
し
て
い
る
理
由
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
縄
文
時
代
中
期
の
大
珠
と
後
期
・
晩
期
の
小
さ
な

ビ
ー
ズ
を
別
の
観
点
か
ら
検
討
し
ま
す
。

ヒ
ス
イ
は
先
史
時
代
か
ら
世
界
中
で
特
に
珍
重
さ
れ
て
き
た
石
材
で
す
。
斧
や
装
身
具
、
小
像
な
ど
の
丁
寧
に
磨
か
れ
た
ヒ

ス
イ
製
品
は
、
世
界
中
の
先
史
時
代
の
人
々
の
交
換
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
社
会
構
造
、
信
仰
体
系
に
お
い
て
特
別
な
役
割
を
果
た

し
て
お
り
、
考
古
学
者
に
よ
っ
て「
威
信
財
」ま
た
は「
象
徴
的
な
」ア
イ
テ
ム
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
史
時
代
の
ヒ
ス

イ
の
価
値
に
関
す
る
世
界
各
地
の
研
究
で
は
、
希
少
性
、
非
常
に
硬
い
こ
と
、
耐
久
性
、
美
し
さ
、
そ
し
て
緑
色
が
持
つ
特
別

な
意
味
と
い
っ
た
要
素
が
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
産
地
は
孤
立
し
て
い
て
、
そ
こ
を
発
見
し
た
り
、
そ
こ
に
到

達
し
た
り
す
る
の
は
困
難
で
す
。
ま
た
、
そ
の
硬
さ
ゆ
え
に
、
製
品
に
す
る
の
が
非
常
に
難
し
く
時
間
が
か
か
る
た
め
、
し
ば

し
ば
秘
密
に
さ
れ
た
特
別
な
製
造
技
術
が
必
要
で
し
た
。
こ
う
し
た
特
徴
も
、
ヒ
ス
イ
の
貴
重
さ
と
神
秘
性
を
高
め
て
い
ま
す
。
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先
史
時
代
の
ヒ
ス
イ
の
用
途

ヒ
ス
イ
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。
ヒ

ス
イ
は
非
常
に
硬
い
変
成
岩
で
す
。
モ
ー
ス
硬
度
で
六・五
〜
七
を
測
り
、

優
れ
た
耐
久
性
が
あ
り
ま
す
。
ヒ
ス
イ
に
は
、
ジ
ェ
ダ
イ
ト（
硬
玉
）と

ネ
フ
ラ
イ
ト（
軟
玉
）の
二
種
類
が
あ
り
ま
す（
図
1
）。
ネ
フ
ラ
イ
ト
の

化
学
式
がC

a
2

（M
g, Fe

）5 Si3 O
22

（O
H

）2

で
あ
る
の
に
対
し
、
ジ
ェ
ダ

イ
ト
はN

a

（Al, Fe

）Si2 O
6

で
、
外
見
は
似
て
い
ま
す
が
、
組
成
は
異
な

り
ま
す
。
特
に
ジ
ェ
ダ
イ
ト
の
生
成
は
非
常
に
特
殊
な
地
質
学
的
条
件
に

拠
っ
て
い
る
た
め
、
世
界
的
に
見
て
も
そ
の
産
地
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て

い
ま
す（
図
2
）。
現
代
で
は
最
も
有
名
な
産
地
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
グ
ア
テ

マ
ラ
に
あ
り
ま
す
が
、
カ
ナ
ダ
、
カ
リ
ブ
海
の
島
々
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ロ

シ
ア
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
日
本
に
も
産
地
が
あ
り
ま
す
。
ほ
と
ん

図 1 a：ネフライト、中国新石器時代・紅山文化、遼寧省出土、
紀元前約3500年。b：ジェダイト、青森県三内丸山遺跡・
祭祀的遺構の盛土から出土した縄文中期の翡翠大珠。

注
1 

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
、
研
究
代
表
者
：
内
山
純
蔵
、
二
〇
一
二
年
ま
で
継
続

注
2 

國
學
院
大
學
、
研
究
代
表
者
：
内
川
隆
志
、
内
川
編 

二
〇
一
六

注
3 

研
究
代
表
者
：
ラ
ッ
セ
・
ソ
ー
レ
ン
セ
ン Lasse Sorensen

注
4 

研
究
代
表
者
： 

安
芸
早
穂
子

aa bb
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図 2　世界各地のネフライト・ジェダイト産地

Nephrite and Ophiolite Localities

Jadeitite and Blueschist Localities

Blueschist
Jadeitite

Ophiolite
Nephrite after dolomite
Nephrite after serpentinite
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ど
の
産
地
が
孤
立
し
て
い
て
、
そ
こ
へ
の
到
達
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
こ

の
物
質
の
象
徴
的
、
経
済
的
価
値
を
高
め
て
い
ま
す
。
ヒ
ス
イ
は
長
距
離
の
交

換
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
と
き
に
は
異
な
る
社
会
的
複
雑
性
を
持
つ
社

会
も
繋
い
で
き
ま
し
た（
図
3
）。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
ヒ
ス
イ
産

地
が
先
史
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
す
べ
て
の
先
史
時

代
の
産
地
が
現
代
に
お
い
て
再
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ジ
ェ

ダ
イ
ト
は
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
と
カ
リ
ブ
海
地
域
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
石
器
時
代
、

日
本
で
は
縄
文
時
代
や
そ
の
後
の
弥
生
時
代
後
期
と
古
墳
時
代
に
お
い
て
重

要
な
文
化
的
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
ネ
フ
ラ
イ
ト
は
、
新
石
器
時
代
の
初
期

か
ら
中
国
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
シ
ベ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
パ
プ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
も
珍
重
さ
れ
ま
し
た5
注

。

私
は
、
先
史
時
代
の
ヒ
ス
イ
の
社
会
的
価
値
、
そ
の
意
味
と
使
用
が
時
代

を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
経
済
的
、
社
会
的
、

思
想
的
変
化
と
い
う
点
で
何
を
意
味
す
る
の
か
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。
文
化
的

脈
絡
の
中
で
の
ヒ
ス
イ
製
品
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
ヒ
ス
イ
製

品
が
発
見
さ
れ
た
と
き
の
脈
絡（
た
と
え
ば
、
墓
の
中
、
宝
物
庫
、
神
へ
の
供

図 3 a：エーゲ海のキクラデス諸島原産、ギリシャ出土の磨製石斧。紀元前
6300～ 6100年。b：イタリア・アルプス原産、デンマーク出土の磨製石斧。
紀元前 4000～ 3500年。

注
5 

Barnes 2018, H
arlow

 et al 2014, H
arlow

 et al 2019

a b
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物
と
し
て
貴
重
な
も
の
が
捧
げ
ら
れ
た
特
別
な
場
所
な
ど
）を
知
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
一
八
世
紀
以
降
、
ヒ
ス
イ
を
含
む
多

く
の
貴
重
品
は
博
物
館
や
個
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
好
古
家
・
収
集
家
や
考
古
学
者
が
ど

の
よ
う
な
解
釈
を
し
た
の
か
に
も
関
心
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
縄
文
時
代
の
発
掘
調
査
、
ま
た
は
江
戸
時
代
か
ら
の
長
い

研
究
史
の
お
か
げ
で
、
縄
文
社
会
と
ヒ
ス
イ
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
豊
富
な
考
古
学
的
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。

オ
ラ
ン
ダ
に
あ
る
シ
ー
ボ
ル
ト
の
考
古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

次
に
、
博
物
館
に
収
め
ら
れ
た
縄
文
文
化
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
全
般
と
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
ジ
ェ
ダ
イ
ト
に
注
目
し
て
、
そ

れ
ら
と
オ
ラ
ン
ダ
と
の
繋
が
り
を
紹
介
し
ま
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
出で

島じ
ま

で
医
師
と
し
て
働
い
て
い
た
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト（Philipp Franz von Siebold. 

一
七
九
六
〜
一
八
六
六
）は
、
オ
ラ
ン
ダ
王

か
ら
の
依
頼
で
日
本
文
化
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
、
一
八
二
六
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
市
に
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
日
本
国
外
に
現
存
す
る
日
本
の
考
古
遺
物
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
で
す6
注

。

シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
将
軍
の
医
師
の
助
け
を
借
り
て
、
縄
文
石
器
と
装
飾
品
を
中
心
と
し
た
考
古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
購
入

し
、
彼
の
著
作『
日
本
』に
掲
載
し
ま
し
た
。「
考
古
学
」の
章
で
は
、
弟
子
の
伊い

藤と
う

圭け
い

佑す
け（

一
八
〇
三
〜
一
九
〇
一
）が
著

名
な
好
古
家
の
木き

内う
ち

石せ
き

亭て
い（

一
七
二
五
〜
一
八
〇
八
）の
作
品 『
曲
玉
問
答
』に
基
づ
い
て
装
飾
品
の
背
景
情
報
を
記
載
し

ま
し
た
。
内う

ち
川か

わ
隆た

か
志し

が
率
い
る
國
學
院
大
學
博
物
館
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
〇
一
七
年
に
ラ
イ
デ
ン
市
の
シ
ー
ボ
ル
ト
ハ
ウ
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ス
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
訪
れ
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
考
古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
調
査
し
、
二
つ
の
装
飾
品
が
ジ
ェ
ダ
イ
ト
で
出
来

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
一
つ
は
古
墳
時
代
の
勾
玉
、
も
う
一
つ
は
縄
文
時
代
後
期
の
垂
飾
で
す7
注

。

国
際
的
な
ジ
ェ
ダ
イ
ト
研
究

先
史
時
代
に
利
用
さ
れ
た
最
も
重
要
な
ジ
ェ
ダ
イ
ト
の
産
地
は
、
糸い

と

魚い

川が
わ（

日
本
）、
イ
タ
リ
ア
ア
ル
プ
ス
と
エ
ー
ゲ
海

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）、
お
よ
び
グ
ア
テ
マ
ラ（
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
）に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
調
査
す
る
い
く
つ
か
の
進
行
中
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。
ジ
ェ
ダ
イ
ト
の
最
初
の
本
格
的
な
採
掘
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
紀
元
前
七
○
○
〇
年
紀
、
日
本
の

紀
元
前
五
○
○
〇
年
紀
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
と
カ
リ
ブ
海
の
紀
元
前
一
○
○
〇
年
紀
に
始
ま
り
、
ど
こ
で
も
す
ぐ
に
地
域
間
交

換
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
に
な
り
ま
し
た
。

ヒ
ス
イ
の
社
会
的
価
値
に
関
し
て
の
重
要
な
研
究
目
的
は
、
変
化
の
触
媒
と
し
て
の
可
能
性
を
調
査
す
る
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、
世
界
中
の
先
史
社
会
に
お
け
る
社
会
経
済
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
、
新
技
術
の
出
現
、
価
値
形
成
と
社
会
的
不
平

等
の
出
現
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
社
会
政
治
的
お
よ
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
変
化
の
加
速
に
お
い
て
、
ヒ
ス
イ
採
取
が
果
た
し

注
6 

バ
ウ
シ
ュ 

二
〇
一
六

注
7 

内
川
編 

二
〇
一
八
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た
潜
在
的
役
割
を
考
察
し
ま
す
。

新
石
器
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ヒ
ス
イ
の
使
用
は
磨
製
斧
に
限
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ジ
ェ
イ
ド（“ Projet Jade”

）は
、
ピ
エ
ー
ル
・

ペ
ト
ル
キ
ン（Pierre Pétrequin

）と
ア
ン
ヌ
＝
マ
リ
ー
・
ペ
ト
ル
キ
ン（Anne-

M
arie Pétrequin

）を
中
心
と
す
る
国
際
研
究
チ
ー
ム
で
、
先
史
時
代
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ヒ
ス
イ
使
用
に
関
す
る
研
究
に
貢
献
し
、
イ
タ
リ
ア
ア
ル
プ
ス
で
紀

元
前
五
二
〇
〇
年
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
ヒ
ス
イ
採
取
場（
モ
ン
ヴ
ィ
ソ
と
モ
ン

ベ
ー
グ
ア
）の
特
定
に
成
功
し
ま
し
た（
図
4
）

8
注

。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
大

西
洋
か
ら
黒
海
、
そ
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
に
至
る
ま
で
の
、
巨

大
な
長
距
離
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
一
万
四
〇
〇
〇
個

の
磨
製
ヒ
ス
イ
斧
に
は
、
使
用
や
修
理
の
痕
跡
が
あ
る
小
型
の
斧
と
、
外

観
が
非
常
に
目
立
ち（
長
さ
一
三・五
〜
四
六
）、
精
巧
に
磨
か
れ
た
長
刃
斧

一
八
〇
〇
個
が
あ
り
ま
し
た
。
多
く
の
場
合
、
出
土
状
態
は
不
明
で
す
が
、
長
斧
は
超
自
然
的
な
力
を
畏
れ
て
特
別
に
埋
納
さ

れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
湿
地
や
岩
陰
・
洞
窟
の
入
り
口
の
よ
う
な
境
界
域
か
ら
出
土
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

信
仰
に
か
か
わ
る
供
え
物
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
磨
製
ヒ
ス
イ
斧
は
フ
ラ
ン
ス
で
最
も
密
に
分
布
し

て
お
り
、
特
に
紀
元
前
五
○
○
〇
年
に
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
モ
ル
ビ
ア
ン
地
方
と
パ
リ
盆
地
に
大
量
の
磨
製
ヒ
ス
イ
斧
が
埋
蔵

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
域
で
は
、
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
が
大
量
の
斧
を
墳
丘
墓
の
中
に
埋
め
る
と
い
う
階
層
的
な
社
会
が
あ
り
、

カ
ル
ナ
ッ
ク
の
石
造
物
や
ド
ル
メ
ン
に
刻
ま
れ
た
斧
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
ら
の
観
念
的
な
力
を
象
徴
し
て
い
ま
し
た（
図
5
）。 図 4 新石器時代のヨーロッパの広域に分布した 

ヒスイの原産地となったイタリアアルプス
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二
〇
一
九
年
以
来
、
私
も
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
、
ラ
ッ
セ
・
ソ
ー
レ
ン
セ
ン（
デ
ン
マ
ー
ク
国
立
博
物
館
）が
主
導
す
る
学
際

的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
国
際
ヒ
ス
イ
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
カ
リ
ブ
海
、
日
本
に
お
け
る
先
史
時
代
の
ヒ
ス

イ
の
産
地
、
鉱
物
学
、
分
布
、
社
会
的
価
値
を
調
査
し
て
い
ま
す9
注

。
最
近
始
ま
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ジ
ェ
イ
ド
の
第
二
フ

ェ
ー
ズ10
注

で
は
、
ネ
フ
ラ
イ
ト
と
ジ
ェ
ダ
イ
ト
の
露
頭
が
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
産
地
を
特
定
し
ま
し
た
。
ソ
ー
レ
ン
セ
ン
を

含
む
チ
ー
ム
は
最
近
、
エ
ー
ゲ
海
の
キ
ク
ラ
デ
ス
諸
島
の
産
地
を
探
索
し
て
、
シ
ロ
ス
島
の
ヒ
ス
イ
産
地
の
跡
を
発
見
し
ま

し
た
。
キ
ク
ラ
デ
ス
産
の
ジ
ェ
ダ
イ
ト
か
ら
作
ら
れ
た
磨
製
斧
は
、
ア
ル
プ
ス
の
も
の
と
は
見
た
目
が
異
な
り
ま
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
り
、
あ
ま
り
磨
か
れ
て
お
ら

ず
、
実
際
の
使
用
に
よ
る
損
傷
が
見
ら
れ
ま
す
。

近
年
で
は
、
エ
ー
ゲ
海
や
ア
ナ
ト
リ
ア
の
遺
跡
で

紀
元
前
六
三
〇
〇
〜
六
一
〇
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ

る
層
か
ら
、
キ
ク
ラ
デ
ス
産
の
ヒ
ス
イ
斧
が
次
々

と
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
東
地
中
海
地

域
で
ヒ
ス
イ
が
利
用
さ
れ
た
最
古
の
証
拠
で
あ
り
、

西
ア
ナ
ト
リ
ア
で
の
最
初
の
農
民
と
同
時
期
で
す
。

注
8 
Pétrequin et al 2012, Pétrequin et al 2017

注
9 

https://pure.kb.dk/en/projects/the- international-
netw

ork- on- jade- cultures

注
10 

Pétrequin et al. 2017

図 5 a：観念的な力を象徴する石斧のイメー
ジ、b：墳丘墓に大量埋納された石斧副
葬品。

b

aa

https://pure.kb.dk/en/projects/the-international-network-on-jade-cultures
https://pure.kb.dk/en/projects/the-international-network-on-jade-cultures
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こ
の
こ
と
は
、
エ
ー
ゲ
海
の
キ
ク
ラ
デ
ス
諸
島
の
ヒ
ス
イ
交
換
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
規
模
が
小
さ
い
な
が
ら
も
、
ア
ル
プ
ス

の
ヒ
ス
イ
交
換
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
よ
り
一
○
○
〇
年
以
上
前
の
紀
元
前
七
○
○
〇
年
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す11
注

。

民
俗
学
的
資
料

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
族
に
と
っ
て
、「
ポ
ウ
ナ
ム（Pounam

u greenstone

）」（
ネ
フ
ラ
イ
ト
と
ボ
ー
エ
ナ
イ
ト12
注

）

は
最
も
貴
重
で
神
聖
な
石
材
で
す
。
生
命
力
と
精
霊
が
宿
る
と
信
じ
ら
れ
、
土
地
と
つ
な
が
り
、
祖
先
と
み
な
さ
れ
る
タ

オ
ン
ガ
の
宝
物
で
す
。
す
べ
て
の
産
地
は
南
島
に
あ
り
、
一
つ
の
部
族
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
オ
リ
神
話
で
は
、

ポ
ウ
ナ
ム
と
そ
の
起
源
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ー
ン
は
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
斧（Toki

ト
キ
な

ど
）や
木
を
切
る
道
具
、
カ
ヌ
ー
や
木
工
の
道
具
、
戦
い
の
た
め
の
武
器（M

ere

メ
レ
）、
イ
ヤ
ハ
ン
ガ
ー
「Kuru

ク
ル
」や

お
守
り
ペ
ン
ダ
ン
ト「Tiki

テ
ィ
キ
」な
ど
の
装
飾
品
に
使
わ
れ
ま
す（
図
6
）。
メ
レ
と
一
部
の
ト
キ
は
、
首
長
の
威
信
の

象
徴
と
し
て
首
長
が
携
帯
し
、
こ
れ
ら
は
神
聖
な
部
族
の
家
宝
で
あ
り
、
公
的
儀
式（
主
に
冠
婚
葬
祭
）で
飾
ら
れ
、
重
要

な
外
交
条
約
の
締
結
や
戦
争
の
終
結
の
た
め
に
贈
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
歴
代
の「
所
有
者
」の
名
声
や
行
い

が
そ
の
力
を
増
し
、
民
族
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。「
ヘ
イ
テ
ィ
キ
」な
ど
の
よ
く
知
ら
れ
た
擬
人
化
さ
れ
た
ペ
ン
ダ

ン
ト
は
、
特
に
女
性
が
使
用
す
る
も
の
で
、
子
宝
と
安
産
の
お
守
り
で
す13
注

。
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縄
文
社
会
の
中
の
ヒ
ス
イ
利
用
と
社
会
的
価
値
観

縄
文
の
よ
う
な
狩
猟
採
集
社
会
で
は
、
自
給
自
足
、
社
会
的
、
精
神
的
領
域
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
ま
し
た
。
小
林
達
雄

な
ど
の
日
本
の
学
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
縄
文
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
独
自
の
領
域
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
り
ま
し
た
が
、

他
の
グ
ル
ー
プ
と
協
力
し
て
、
土
偶
祭
祀
な
ど
の
多
く
の
習
慣
を
共
有
し

て
い
ま
し
た14
注

。
特
定
の
産
地
で
調
達
で
き
る
黒
曜
石
や
ヒ
ス
イ
な
ど
の
材
料

と
製
品
の
流
通
に
関
す
る
研
究
は
、
黒
曜
石
や
ヒ
ス
イ
な
ど
を
交
換
す
る

た
め
の
長
距
離
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

縄
文
人
は
、
食
べ
物
、
情
報
、
結
婚
相
手
も
交
換
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
ジ
ェ
ダ
イ
ト
で
作
ら
れ
た
装
身
具
は
縄
文
前
期
以
降
に
登
場
し
、

最
も
古
い
遺
物
は
約
六
○
○
〇
年
前
に
年
代
付
け
ら
れ
ま
す
。
ヒ
ス
イ
の

装
身
具
は
し
ば
し
ば
埋
葬
跡
や
特
別
な
出
土
状
態
で
見
つ
か
り
ま
す
。

注
11 

Sørensen et al.2017; Schw
all et al.2020

注
12 

K
eane 2006

に
よ
れ
ば
、マ
オ
リ
族
は
四
種
類
の
ポ
ウ
ナ
ム
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の

三
つ
は
ネ
フ
ラ
イ
ト
だ
が
、
四
つ
め
は
ボ
ー
エ
ナ
イ
ト
、
半
透
明
の
蛇
紋
岩
の
一
種
で
あ
る
。

注
13 

Best 1912; K
eane 2006; Ellis 2016

注
14 

小
林 

一
九
九
六
、K

obayashi 2004

図 6　a：マオリのポウナム、b：ポウナムの装着例

ba
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縄
文
時
代
に
お
け
る
ヒ
ス
イ

日
本
に
は
ジ
ェ
ダ
イ
ト
や
ネ
フ
ラ
イ
ト
の
産
地
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
藁わ

ら
し
な科

哲て
つ

男お

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
縄
文
ヒ
ス
イ

の
多
く
は
糸
魚
川
産
で
す15
注

。
青
海
、
小
滝
な
ど
の
産
地
は
高
山
地
帯
に
あ
り
ま
す
が
、
浸
食
さ
れ
た
ヒ
ス
イ
は
海
ま
で
運
ば

れ
、「
ヒ
ス
イ
海
岸
」で
は
自
然
に
磨
か
れ
た
ヒ
ス
イ
が
採
取
で
き
ま
す
。
近
く
の
白
馬
に
も
ネ
フ
ラ
イ
ト
の
産
地
が
あ
り

ま
す
。
新
潟
県
糸
魚
川
市
大お

角が
く

地ち

遺
跡
か
ら
ヒ
ス
イ
製
ハ
ン
マ
ー
ス
ト
ー
ン
が
発
見
さ
れ
た
よ
う
に
、
ヒ
ス
イ
は
少
な
く
と

も
縄
文
時
代
前
期
の
約
七
○
○
○
年
前
以
来
、
縄
文
文
化
の
狩
猟
採
集
民
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
最
古
の
装
飾
品
は
、
六

○
○
〇
年
前
の
富
山
県
呉
羽
町
小お

竹だ
け

貝
塚
の
未
完
成
ペ
ン
ダ
ン
ト
で
し
た16
注

。
最
初
の
完
成
品
は
、
五
五
〇
〇
年
前
、
産
地
か

ら
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
く
離
れ
た
山
梨
県
大
泉
村
天て

ん
じ
ん神
遺
跡
の
縄
文
前
期
集
落
の
墓
地
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

安
定
し
た
生
産
集
落
が
出
現
し
、
流
通
が
拡
大
し
、
長
距
離
の
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
い
く
の
は
、
縄
文
中
期
以

降
で
す
。
縄
文
晩
期
ま
で
に
そ
の
製
品
は
北
海
道
か
ら
琉
球
列
島
ま
で
、
列
島
全
体
に
広
が
り
ま
し
た
。
富
山
県
朝
日
町

境さ
か
い

A
遺
跡
や
新
潟
県
糸
魚
川
市
長ち

ょ
う

者じ
ゃ

ヶが

原は
ら

・
寺て

ら
地じ

遺
跡
な
ど
は
、
縄
文
時
代
に
そ
の
採
取
と
加
工
に
従
事
し
て
い
た
磨

製
石
斧
や
ヒ
ス
イ
製
装
飾
品
の
製
作
集
落
で
し
た（
図
7
）。

こ
れ
ら
の
村
で
は
、
研
磨
さ
れ
た
斧
を
生
産
す
る
長
い
伝
統
も
あ
り
ま
し
た
。
飯い

い
づ
か塚
義よ

し
ゆ
き之
はH

H
- X

R
F

法（
ハ
ン
ド
ヘ
ル

ド
蛍
光
X
線
分
析
装
置
）の
完
全
非
破
壊
化
学
分
析
に
よ
っ
て
、
縄
文
時
代
の
磨
製
石
斧
お
よ
び
石
製
装
身
具
の
石
材
研

究
を
行
い
、
そ
れ
ら
が
ヒ
ス
イ
製
か
ど
う
か
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
蛇
紋
岩
製
と
推
定
さ
れ
て
い
た
磨
製
石

斧
の
多
く
が
実
は
ネ
フ
ラ
イ
ト
製
だ
っ
た
と
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
と
て
も
興
味
深
い
で
す17
注

。
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ヒ
ス
イ
は
主
に
穴
の
開
い
た
製
品
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
か
ら「
装
飾
品
」と
解
釈
さ
れ
、
墓
の
中

か
ら
頻
繁
に
発
見
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
埋
葬

例
は
、
通
常
、
社
会
の
指
導
的
人
物
、
し
ば
し
ば

男
性
と
想
定
さ
れ
る
人
物
が
身
に
つ
け
る
神
聖
な

権
威
の
象
徴
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
性
別
に
関
し
て
は
、

多
く
の
場
合
、
ヒ
ス
イ
の
垂
飾
を
身
に
着
け
る
こ

と
は
男
性
の
権
威
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た18
注

。
し
か
し
、
人
骨
に
伴
っ
て
見
つ
か
っ
た

ヒ
ス
イ
、
あ
る
い
は
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ー
ン
の
垂
飾

が
出
土
し
た
事
例
は
す
べ
て
後
期
前
半
の
四
つ

注
15 

藁
科 

一
九
九
五 https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/

K
AK

EN
H

I- PRO
JEC

T- 07831006/;  
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/K

AK
EN

H
I-

PRO
JEC

T- 04610244/

注
16 

M
iyajim

a 2017 

注
17 

飯
塚 

二
〇
一
七
、
飯
塚
・
小
野 

二
〇
二
〇
、飯
塚
・
杉

野 

二
〇
二
〇

注
18 

栗
島 

二
〇
一
五

図 7　縄文時代のヒスイ交易ネットワーク

三内丸山遺跡、青森県

天神遺跡、
山梨県 5500年前 Jadeite Coast

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-07831006/
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-07831006/


132

だ
け
で
、
し
か
も
男
性（
北
海
道
礼
文
島
の
船ふ

な

泊ど
ま
り

遺
跡
・
静
岡
県
の
蜆

し
じ
み

塚づ
か

貝
塚
）と
女
性（
北
海
道
礼
文
の
船
泊
遺
跡
・
福

岡
県
の
山や

ま
鹿が

貝
塚
）の
両
方
に
伴
っ
て
い
ま
し
た19
注

。
こ
れ
ら
の
人
物
は
い
ず
れ
も
、
特
別
な
精
神
力
と
指
導
力
を
発
揮
し
て
、

地
域
社
会
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
自
身
の
博
士
課
程
の
研
究
で
は
、
北
陸
、
中
部
、
関
東
地
方
に
お
け
る
縄
文
ヒ
ス
イ
の
社
会
的
・
象
徴
的
価
値
に
焦
点

を
当
て
て
、
そ
れ
以
来
、
こ
の
研
究
を
発
展
さ
せ
て
き
ま
し
た20
注

。

縄
文
前
期
か
ら
後
期
初
頭
ま
で
、
ヒ
ス
イ
の
遺
物
は
す
べ
て
ユ
ニ
ー
ク
で
そ
の
大
き
さ
が
際
立
っ
て
い
る
た
め
、「
大
珠
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
は
地
域
的
な
多
様
性
が
見
え
ま
す
。
小
林
達
雄
や
栗く

り
し
ま島

義よ
し
あ
き明

は
、
お
そ
ら
く
大
型

の
ヒ
ス
イ
製
垂
飾
は
個
人
的
に
所
有
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
を
代
表
し
て
一
人
の「
管
理
人
」（
司
祭
）

に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す21
注

。
ヒ
ス
イ
大
珠
は
通
常
、
墓
か
ら
見
つ
か
る
と
よ
く
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
も
地
域
的
な
習
慣
の
多
様
性
が
見
ら
れ
ま
す
。

博
士
課
程
で
の
研
究
で
、
私
は
次
の
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
ヒ
ス
イ
海
岸
と
の
良
好
な
関
係
に
よ
っ
て
多
く
の
ヒ
ス
イ

を
獲
得
し
た
中
部
高
地
で
は
、
実
際
に
墓
か
ら
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
関
東
平
野
で
は
、
ヒ
ス
イ
の
垂
飾
は

通
常
、
空
き
家
と
な
っ
た
竪
穴
住
居
の
中
や
居
住
地
内
に
散
ら
ば
っ
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す22
注

。

ヒ
ス
イ
が
最
も
多
く
見
つ
か
っ
た
集
落
の
場
合
、
出
土
状
態
は
ま
た
異
な
り
ま
す
。
青
森
の
三
内
丸
山
遺
跡
で
は
、
ヒ
ス

イ
が
墓
壙
か
ら
見
つ
か
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど
の
ヒ
ス
イ
は
、
そ
の
地
で
行
わ
れ
た
特
別
な
儀
式

に
関
連
し
た
堆
積
物
の
中
か
ら
見
つ
か
り
ま
し
た
。
祭
祀
関
連
の
盛
り
土
の
二
つ
の
場
所
で
、
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
も
の

も
、
ヒ
ス
イ
や
装
身
具
、
土
偶
や
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
な
ど
も
一
緒
に
出
土
し
ま
し
た23
注

。
し
か
し
、
縄
文
中
期
の
間
に
共
通
し

て
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
は
、
墓
地
を
含
む
儀
式
の
場
所
が
村
に
密
接
に
統
合
さ
れ
、
日
常
生
活
の
一
部
に
な
っ
て
い
た
と
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い
う
こ
と
で
す
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
族
の
ネ
フ
ラ
イ
ト
に
関
す
る
社
会
的
価
値
観
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
社
会
的
価
値
観
、
文
化
的
物
語
、
記
憶
が
永
続
性
を
持
つ
ヒ
ス
イ
の
垂
飾
に
結
び
つ
く
よ
う
に
、
ヒ
ス

イ
が
生
者
を
先
祖
に
繋
げ
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ヒ
ス
イ
の
埋
葬
は
縄
文
後
期
に
多
く
な
る

の
で
、
そ
の
頃
に
社
会
的
、
環
境
的
に
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
ヒ
ス
イ
を
生
者
に
伝
え
る
よ
り
も
、
あ
の
世
に
贈
り
、
祖
先

と
の
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
も
か
く
、
貴
重
な
ヒ
ス
イ
が
埋
も
れ

て
見
え
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
村
の
中
心
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
間
に
存
在
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
守
り
続
け

て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
形
状
か
ら「
大
珠
」が
ペ
ン
ダ
ン
ト
や
装
飾
品
と
し
て
だ
け
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
可
能
性
も
探
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
わ
れ
た
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注
19 

北
海
道
礼
文
町
教
育
委
員
会 

一
九
九
九
／
二
〇
〇
〇
、
山
鹿
貝
塚
調
査
団 

一
九
七
二
、
浜
松
市
博
物
館 

一
九
八
二

注
20 
Bausch 2003, 2010, 2019

、
バ
ウ
シ
ュ
二
〇
〇
四

注
21 

K
obayashi 2004

、
栗
島 

二
〇
一
四

注
22 

Bausch 2003, 2010

、
バ
ウ
シ
ュ
二
〇
〇
四

注
23 

青
森
県
史
編
さ
ん
考
古
部
会 

二
〇
〇
二
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穴
が
開
い
て
い
る
も
の

別
の
解
釈
は
、「
穴
」の
魔
法
、
つ
ま
り
空
間
の
欠
如
に
関
す
る
も
の
で
す
。
縄
文
中
期
の
ヒ
ス
イ
製
品
は
自
動
的
に
装

飾
品
と
し
て
分
類
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る「
大
珠
」と
呼
ば
れ
ま
す
。
し
か
し
、
大
珠
に
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
動

的
に「
垂
飾
」ま
た
は「
装
飾
品
」と
し
て
の
み
使
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
穴
と
は
、
空
間
の
欠
如
で
あ

り
、
別
世
界
へ
の
入
り
口
に
な
り
得
ま
す（
図
8
）。

「
穴
」の
概
念
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
穴
は
何
か
の

欠
如
、
物
質
の
欠
如
で
す
。
こ
の
現
象
は
、
数
学
、
物
理

学
、
生
物
学
、
工
学
、
写
真
、
心
理
学
、
哲
学
、
古
代
宗

教
、
民
俗
学
な
ど
、
多
く
の
分
野
で
研
究
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
古
代
宗
教
の
観
点
か
ら
、
穴
は
恐
ろ
し
い
も
の
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
風
景
に
発
生
す
る

穴
は
、
未
知
の
世
界
、「
他
世
界
・
あ
の
世
」へ
の
入
り

口
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
先
史
時
代
に
は
、
洞
窟

は
別
の
世
界
へ
の
入
り
口
を
提
供
す
る
境
界
地
帯
と
み
な

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
神
々
へ
の
奉
納
品
が
入

り
口
に
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
上
記
の
新
石
器
時
代
の

図 8 a：縄文時代の大珠（新潟県立歴史博
物館所蔵）、b：「穴をのぞく」

a

b
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
洞
窟
に
堆
積
し
た
ヒ
ス
イ
の
斧
は
よ
い
例
で
す
。
ま
た
、

世
界
に
は
、
自
然
の
穴
が
開
い
た
岩
を
あ
の
世
へ
の
入
り
口
と
み
な

す
民
間
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
州
メ
ー

ン
・ 

ア
ン
・
ト
ー
ル（
イ
ギ
リ
ス
）や
ア
ン
ト
リ
ム
の「
ホ
ー
ル
・
ス
ト

ー
ン
」（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）な
ど
が
あ
り
ま
す（
図
9
）。
そ
の
う
え
、
自

然
に
穴
の
開
い
た
石
は
魔
法
の
物
体
で
、
世
界
中
で
お
守
り
と
み
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
石
が
持
つ
守
護
の
力
に
つ
い
て
は
数
え
切
れ

な
い
ほ
ど
の
民
話
が
あ
り
ま
す24
注

。
ま
た
、
歴
史
的
な
ア
イ
ヌ
の
伝
統
で

は
、
ヒ
ス
イ
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
イ
ヌ
の
結ゆ

う
城き

幸こ
う

司じ

氏
は
大
珠
を
見
て
、
こ
の
よ
う
に
穴
の
開
い
た
石
は
異
世
界
を
覗
く

手
段
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
意
味
で
、
大
珠
の
比
較
的
大

き
な
穴
は
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
縄
文
中
期
の
大
珠
は
、
そ
の
穴
に

紐
を
通
し
て
吊
る
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
で
す
が
、
ほ
か
に
も
複

数
の
使
用
法
や
意
味
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

注
24 

Varner 2004

図 9 あの世への穴：イギリス・コーンウォール州　メーン・アン・
トール
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シ
ャ
ー
マ
ン
の
儀
式
道
具
か

縄
文
時
代
後
期
・
晩
期
に
は
、
特
に
北
日
本
で
重
要
な
社
会
的
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。
儀
式
空
間
や
墓
地
は
、
村
や
日

常
生
活
空
間
か
ら
は
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
埋
葬
に
は
異
常
な
ほ
ど
多
く
の
ヒ
ス
イ
製
副
葬
品
が
伴

っ
て
い
ま
し
た
。
ヒ
ス
イ
の
使
わ
れ
方
も
大
き
く
変
わ
り
、
小
さ
な
ビ
ー
ズ
を
い
く
つ
も
繋
い
で
首
飾
と
し
て
着
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た（
図
10
）。
こ
の
傾
向
は
し
ば
し
ば
、
社
会
的
不
平
等
や
社
会
の
階
層
化
が
増
し
た
証
拠
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す25
注

。
別
の
解
釈
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
墓
地
で
す
。
私
は
、
ど
ち
ら
の
解
釈
も
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
ビ
ー
ズ
は
交
換
用
の
商
品
と
し
て
機
能
し
や
す
く
、
一
連
の
ビ
ー
ズ
は
格
調
高
い
個
人
の
装
飾
品
と
し
て
非
常
に
適

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
触
覚
や
聴
覚
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
世
界
各
地
で
人
々
は
記
憶
や

癒
し
の
た
め
に「
数
珠
」を
使
っ
て
い
ま
す26
注

。

サ
ラ
・
ネ
ル
ソ
ン（Sarah N

elson

）が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
シ
ャ
ー
マ
ン
」は
、
こ
の
世
と
あ
の
世
を
仲
介
す
る
男
性
ま

た
は
女
性
で
す
。
彼
ら
は
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
と
交
信
す
る
特
殊
な
能
力（
才
能
ま
た
は
技
能
）を
持

っ
て
い
ま
す
。
音
楽
と
舞
も
、
ト
ラ
ン
ス
に
到
達
し
た
り
、
精
霊
と
接
触
し
た
り
す
る
の
に
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
多
い
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
は
、
魔
法
の
能
力
に
よ
っ
て
社
会
的
位
置
や
勢
力
を
得
た
シ
ャ
ー
マ
ン
の
考
古
学
的
事
例
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
シ

ャ
ー
マ
ン
は
特
別
な
衣
装
や
、
霊
の
注
意
を
引
く
重
要
な
方
法
と
し
て
音
を
出
す
楽
器
の
よ
う
な
道
具
を
持
っ
て
い
ま
す27
注

。

ま
た
、
数
珠
を
振
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
は
霊
に
と
っ
て
心
地
よ
く
、
霊
や
神
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す

と
い
う
民
俗
学
・
音
楽
学
の
研
究
も
あ
り
ま
す28

注

。
茂も

て

ぎ
手
木
潔き

よ
子こ

に
よ
れ
ば
、
青
森
在
住
の
現
代
の
イ
タ
コ
は
し
ば
し
ば
、
珠
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ど
う
し
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
音
を
出
す

数
珠
を
使
い
ま
す29
注

。
縄
文
時
代
後
期
・

晩
期
に
現
れ
た
小
型
の
ヒ
ス
イ
珠
を
繋
い

だ「
首
飾
」も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て

音
を
出
し
て
い
た
可
能
性
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
分
析
に

基
づ
く
デ
ー
タ
に
よ
る
裏
付
け
が
必
要
な

仮
説
で
す
。
遺
物
の
出
土
状
態
の
脈
絡
を

理
解
す
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
使
用
痕
の

分
析
な
ど
は
、
遺
物
の
用
途
や
意
味
に
つ

い
て
解
釈
す
る
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
と

な
り
ま
す
。
遺
物
は
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
、

注
25 

中
村 

二
〇
〇
〇
な
ど

注
26 
D

ubin 1987

注
27 

N
elson 2008

注
28 

Sasam
ori 1997

注
29 

M
otegi 2021

図 10　縄文後期・晩期のヒスイ製ビーズと首飾
a：青森県風張遺跡土壙墓におけるヒスイ製ビーズ出土状況 
b：風張遺跡出土　ヒスイ製ビーズ首飾（a、bともに是川縄文館所蔵） 
c：ヒスイ製ビーズ装着想定図（復元画：安芸早穂子）

b

aa cc
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ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
使
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
神
々
へ
の
捧
げ
物
や
葬
儀
の
贈
り
物
、
あ
る
い
は
一
個
人
の
社
会
的

地
位
を
示
す
威
信
財
の
よ
う
な
、
た
っ
た
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
手
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
切
な
家
宝
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
表
面
や
穴
の
部
分
に
、
特
定
の
方

法
で
一
貫
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
摩
擦
の
痕
跡
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

結　
論

結
論
と
し
て
言
え
る
の
は
、
先
史
時
代
の
ヒ
ス
イ
は
、
そ
れ
が
神
聖
な
石
材
と
し
て
普
遍
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
魔
法
、
再
生
、
保
護
、
治
癒
の
特
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
威
信
と
地
位
の
指
標
で
も
あ

り
ま
す
。
ヒ
ス
イ
製
品
は
魔
力
を
持
ち
、
神
々
に
好
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
扱
う
人
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
霊

的
な
資
質
が
ヒ
ス
イ
の
パ
ワ
ー
と
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
史
時
代
の
ヒ
ス
イ
と
魔
法
、
そ
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
と
の
結
び
つ
き
は
非
常
に
強
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
縄
文
時
代
の
日
本
で
も
、
ヒ
ス
イ
の
出
土
は
一
般
的
に
儀
式
的
な

要
素
の
強
い
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土
偶
の
よ
う
な
副
葬
品
や
儀
式
用
の
構
造
物
が
常
に
共
存
し
て
い
ま
す
。

よ
り
階
層
的
な
社
会
で
は
、
神
や
祖
先
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
エ
リ
ー
ト
の
み
が
携
帯
・
使
用

で
き
、
埋
葬
も
さ
れ
ま
し
た
。
弥
生
後
期
や
古
墳
時
代
の
日
本
に
お
い
て
も
、
ヒ
ス
イ
勾
玉
は
神
と
交
信
す
る
貴
族
の
支
配

者
と
結
び
つ
け
ら
れ30
注

、
そ
の
後
の
時
代
に
お
い
て
は「
八
尺
瓊
勾
玉
」が
皇
室
の「
三
種
の
神
器
」の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。
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最
後
に
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
縄
文
時
代
や
日
本
の
考
古
学
が
世
界
の
考
古
学
の
よ
り
広
い
脈
絡
に
お
い
て
大
き
な
価
値

を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
社
会
的
価
値
と
社
会
的
差
別
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
比
較
調
査
し
、
地
域
の
変

動
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
使
用
痕
か
ら
ヒ
ス
イ
製
品
の
使
用
期
間
や
意
味
に
つ
い
て
何
が

わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。
家
宝
や
共
同
体
の
お
守
り
と
し
て
、
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
か
、

そ
れ
と
も
、
あ
る
出
来
事
や
所
有
者
の
た
め
に
作
ら
れ
、
大
量
に
収
集
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
新
石
器
時
代
の

フ
ラ
ン
ス
な
ど
他
の
地
域
の
例
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
も
し
、
あ
る
地
域
で
ヒ
ス
イ
製
品
に
か
か
わ
る
習
慣
の
変
化
が
起
こ
っ

た
ら
、
そ
れ
は
よ
り
大
き
な
経
済
的
、
社
会
的
、
思
想
的
な
変
化
、
ま
た
は
社
会
的
不
平
等
の
発
生
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
私
は
、
縄
文
時
代
の
ヒ
ス
イ
の
使
用
法
と
社
会
的
価
値
の
研
究
を
継
続
し
、
使
用
痕
分
析
の
ス
キ
ル
を
学
び
、
応

用
し
、International N

etw
ork of Jade C

ultures

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Q
＆
A

　
Q 

（
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
）　
穴
か
ら
覗
い
て
い
る
お
話
の
と
こ
ろ
、
穴
の
存
在
論（O

ntology of the hole

）に
つ

注
30 

Barnes 2014 

他
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い
て
も
う
少
し
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
A 

穴
と
い
う
の
は
、「
な
い
」と
い
う
特
別
な
状
態
な
の
で
す
ね
。
哲
学
や
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
こ
の「
な
い
」と
い

う
状
態
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
世
界
中
の
神
話
で
も
穴
に
入
っ
て
違
う
世
界
に
行
く
、
と

い
う
話
が
あ
り
ま
す
。『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』も
そ
う
い
う
話
で
す
。
そ
う
い
う
少
し
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
が

あ
る
状
態
な
の
で
す
。

 

　
私
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
の
は
、
穴
に
入
ら
な
く
て
も
、
の
ぞ
く
だ
け
で
も
、
違
う
世
界
、
あ
の

世
を
覗
き
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
、
と
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
も
の
に
つ
い
て
た
っ

た
一
つ
の
解
釈
を
与
え
る
と
い
う
の
は
私
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
歳
や
経
験
に

よ
っ
て
知
識
が
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
穴
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
付
与
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
大
珠
に
つ
い
て
も
、
簡
単
な
解
釈
は
で
き
ず
、
そ
れ
が
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

司
会 

（
庄
田
慎
矢
）　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
豊
か
な
解
釈
が
で
き
る
と
い
う
の
が
面
白
い
点
だ
と
思
い
ま
し
た
。

参
考
文
献

・ 

青
森
県
史
編
さ
ん
考
古
部
会 

二
〇
〇
二「
第
Ⅳ
章
人
々
の
暮
ら
し
・
第
5
節
：
祭
り
と
祭
祀
」、
二
一
五

－

二
二
四
頁
、「
第
Ⅶ

章
北
方
世
界
と
三
内
丸
山
遺
跡
・
第
三
節
：
中
国
東
北
地
方
の
先
史
文
化
」、
三
五
九

－

四
〇
〇
頁
。『
青
森
県
史
・
別
編
・
三

内
丸
山
遺
跡
』、
青
森
県
史
友
の
会

・ 

飯
塚
義
之 

二
〇
一
七「
ハ
ン
ド
ヘ
ル
ド
蛍
光
X
線
分
析
装
置
を
用
い
た
石
器
石
材
分
析
の
試
み
」『
富
山
市
の
遺
跡
物
語
』
第

一
八
号
、
三
六

－

三
九
頁



141 第5講　『縄文社会、宗教と交換』ヒスイの視点から

・ 

飯
塚
義
之
・
小
野
章
太
朗 

二
〇
二
〇「
完
全
非
破
壊
化
学
分
析
に
よ
る
宮
城
県
地
域
の
縄
文
時
代
磨
製
石
斧
お
よ
び
石
製
装
身

具
の
石
材
研
究
」『
宮
城
考
古
学
』第
二
二
号
、
一
三
七

－

一
五
六
頁

・ 

飯
塚
義
之
・
杉
野
森
敦
子 

二
〇
二
〇「
完
全
非
破
壊
化
学
分
析
に
よ
る
石
器
石
材
研
究
―
青
森
県
立
郷
土
館
収
蔵
石
製
品
の
石

材
同
定
―
」『
青
森
県
立
郷
土
館
研
究
紀
要
』第
四
四
号
、
三
五

－
四
〇
頁

・ 
内
川
隆
志（
編
） 

二
〇
一
八 「
好
古
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
近
代
博
物
館
創
設
に
関
す
る
学
際
的
研
究
」
I
、
平
成
二
九
年

度　
科
学
研
究
費
助
成
事
業　
基
盤
研
究
B 

研
究
課
題
番
号17H

02025

、 

近
代
博
物
館
形
成
史
研
究
会
、http://hcra.sakura.

ne.jp/hvsiebold/2018/05/

・ 

栗
島
義
明 
二
〇
一
四「
貴
石
利
用
か
ら
見
た
縄
文
社
会
―
ヒ
ス
イ
・
琥
珀
製
大
珠
が
制
作
さ
れ
た
意
味
」阿
部
芳
郎（
編
）『
縄

文
の
資
源
利
用
と
社
会
』 雄
山
閣
、
八
二

－
九
〇
頁

・ 

栗
島
義
明 

二
〇
一
五 「
大
珠
を
佩
用
す
る
人
物
・Th

e m
an w

ho w
ear large bead

」『
季
刊
考
古
学
』第
一
三
〇
号
、
八
三

－

八
七

頁
・ 

小
林
達
雄 

一
九
九
六『
縄
文
人
の
世
界
』朝
日
選
書
五
五
七
、
朝
日
新
聞
社 

・ 

高
橋
浩
二 

二
〇
〇
五『
ヒ
ス
イ
製
品
の
流
通
と
交
易
形
態
に
関
す
る
経
済
考
古
学
的
研
究
』平
成
15

－

16
年
度
科
学
研
究
助
成
金
、

若
手
研
究（
B
）、
研
究
成
果
報
告
書
課
題
番
号
：15720180

、
富
山
大
学
人
文
学
部

・ 

寺
村
光
晴 

一
九
九
五『
日
本
の
翡
翠
：
そ
の
謎
を
探
る
』吉
川
弘
文
館

・ 

中
村
大 

二
〇
〇
〇「
採
集
狩
猟
民
の
副
葬
行
為
：
縄
文
文
化
」、『
季
刊
考
古
学
』第
七
〇
号
、
一
九

－

二
三
頁

・ 

バ
ウ
シ
ュ 

イ
ロ
ー
ナ
二
〇
〇
四「
北
陸
沿
岸
に
見
る
縄
文
時
代
の
蛇
紋
岩
製
磨
製
石
斧
と
硬
玉
製
装
飾
品
製
作
跡
」『
国
際
縄
文

学
協
会
紀
要
』一
、一
〇
五

－

一
一
一
頁 

・ 

バ
ウ
シ
ュ 

イ
ロ
ー
ナ 

二
〇
一
六「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
シ
ー
ボ
ル
ト
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
日
本
考
古
学
遺
物
に
つ
い
て
」、
平
藤

喜
久
子
編
集
責
任『
國
學
院
大
學
博
物
館
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
二
〇
一
五
、
博
物
館
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
形
成
と
日
本
文
化
研
究
報
告
書
平
成
28
年
2
月
』國
學
院
大
學
博
物
館
出
版
、
五
三

－

五
六
頁

・ 

浜
松
市
博
物
館 

一
九
八
二 『
蜆
塚
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』

・ 

北
海
道
礼
文
町
教
育
委
員
会 

一
九
九
九
／
二
〇
〇
〇 『
礼
文
町
船
泊
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
―
平
成
10
年
度
発
掘
調
査
の
報
告
』

・ 

山
鹿
貝
塚
調
査
団 

一
九
七
二 『
山
鹿
貝
塚
』 



142

・ 

藁
科
哲
男 

一
九
九
五「
ヒ
ス
イ
玉
類
の
原
産
地
を
探
る
」藁
科
哲
男（
編
）、『
玉
類
の
原
材
産
地
分
析
か
ら
考
察
す
る
玉
類
の
分

布
圏
の
研
究

－

1
9
9
4
年
科
学
研
究
補
助
金（
一
般
研
究
C
）研
究
成
果
報
告
書
』、
一
八
八

－

一
九
四
頁
、
京
都
大
学
原
子
炉

実
験
所

・ 
Barnes, G

.L. 2014. A hypothesis for Early K
ofun rulership.  Japan Review

 27: 3- 29.
・ 

Barnes, G
.L. 2018. U

nderstanding C
hinese jade in a w

orld context. Journal of British Academ
y 6: 1- 63.

・ 
Bausch, I.R

. 2003. M
iddle Jōm

on exchange netw
orks in C

entral Japan: Th
e dynam

ics of the production and circulation of 
obsidian, serpentinite, jadeite and am

ber. U
npublished PhD

 dissertation, D
urham

 U
niversity.

・ 
Bausch, I.R

. 2010. Jade Landscapes: changing social values of jade in Jom
on Japan. In: N

eom
ap project  (ed)  Studies of 

Landscape H
istory on East Asian Inland Sea. K

yoto: Research Institute for H
um

anity and N
ature: 57- 68.  

・ 
Bausch, I.R

. 2019. Adornm
ents at O

dake Shell M
idden site: Perceptions of Early Jom

on H
unter- gatherer G

ender and 
Identities. In:  Leslie W

allace L. and Lullo S. (eds.) Th
e Archaeology of Bodily Adornm

ent: Studies from
 C

entral and East Asian 
M

ortuary C
ontexts. London and N

ew
 York: Routledge: 22.

・ 
Best, E. 1912. Th

e stone im
plem

ents of the M
aori. W

ellington: A.R
. Shearer, G

overnm
ent Printer. C

opyright V
ictoria 

U
niversity of W

ellingtono Library (2011) https://nzetc.victoria.ac.nz/tm
/scholarly/tei- BesSton.htm

l (accessed 10 June 
2022)

・ 
D

ubin, L.S. 1987. Th
e H

istory of Beads: from
 30.000BC

 to the Present. N
ew

 York: H
.N

. Abraham
s

・ 
Ellis, N

garino. 2016. Te ao hurihuri o nga taonga tuku iho: the evolving w
orlds of our ancestral treasures.  Biography 39(3): 

438- 460.

・ 
H

arlow, G
., Sorensen, S.S., Sisson, V.B., and Shi, G

. 2014. Th
e geology of jade deposits. M

ineral. Assoc. C
an. Short-course 

Ser. 44: 305- 374.

・ 
H

arlow, G
., Berm

an, M
., C

ardenas Parraga, J., H
ertw

ig, A., G
arcia- C

asco, A., and G
nivecki, P. 2019. Precolum

bian 
jadeite artefacts from

 San Salvador Island, Baham
as and com

parison w
ith jades of the eastern C

aribbean and jadeites of the 
greater C

aribbean. Journal of Archaeological Science 26: 1- 19.   

・ 
K

eane, B. 2006. Pounam
u-  Jade or greenstone. Te Ara –Th

e Encyclopedia of N
ew

 Zealand, N
ew

 Z
ealand M

inistry for 



143 第5講　『縄文社会、宗教と交換』ヒスイの視点から

C
ulture &

 H
eritage. https://teara.govt.nz/en/pounam

u- jade- or- greenstone (accessed 10 June 2022) 

・ 
K

obayashi, T. 2004. Jom
on Reflections. Forager life and culture in the prehistoric Japanese archipelago, K

aner S. and 
N

akam
ura O

 (eds.). O
xford: O

xbow
 Books.

・ 
M

iyajim
a, H

. 2017. Jadeitite from
 Itoigaw

a, N
iigata prefecture, central Japan. Journal of M

ineralogical and Petrological 
Sciences 112: 227- 236.

・ 
M

otegi, K
. 2021. Japanese Sounds: spiriting aw

ay and praying for peace. Japan Foundation O
nline w

ebinar, Septem
ber 

15th 2021, http://kiyoko- m
otegi.com

・ 
N

elson, S.M
. 2008. Sham

anism
 and the origin of states. Spirit, pow

er and gender in East Asia. Left C
oast Press.

・ 
Pétrequin, P., C

assen, S., Errera, M
., K

lassen, L., Sheridan, A., and Pétrequin, A- M
. 2012. JAD

E. G
randes haches alpines 

du N
éolithique européen. Ve et IVe m

illénaires av J.-C
. Tom

es 1 &
 2. Presses universitaires de Franche- C

om
té et C

entre de 
Recherche Archéologique de la Vallée de l’ Ain, Besançon. 

・ 
Pétrequin, P., G

authier, E., and Pétrequin, A- M
 (eds.) 2017. JAD

E: O
bjets-signes et interprétations des jades alpins dans 

l’Europe néolitique, Tom
es 3 &

 4. Presses universitaires de Franche- C
om

té &
 C

entre de Recherche archéologique de la 
Vallée de l’ Ain, Besancon.

・ 
Sasam

ori, T. 1997. Th
erapeutic rituals perform

ed by Itako (Japanese blind fem
ale sham

ans). Th
e W

orld of M
usic 39 (1): 

85- 96.

・ 
Schw

all, C
., Brandl, M

., G
luhak, T.M

., M
ilic, B., Betina, L., Sørensen, L., W

olf, D
., and H

orejs, B. 2020. From
 near and 

far: Stone procurem
ent and exchange at Ç

ukuriçi H
öyük in W

estern Anatolia. Journal of Lithic Studies vol 7(3): 25. https://
doi.org/10.2218/jls/3093

・ 
Sørensen, L., Pétrequin, P., Pétrequin, A- M

., Errera, M
., H

orejs, B., and H
erbaut, F. 2017. Les lim

its sud- orientales des 
jades Alpins (G

rèce et Turquie). In: JAD
E: O

bjets-signes et interprétations des jades alpins dans l’Europe néolitique Tom
e 3: 

491- 520.

・ 
Varner, G

.R
. 2004. M

enhirs, dolm
en and circles of stone: the folklore and m

agic of Sacred Stone. N
ew

 York: Algora Publishing.

https://doi.org/10.2218/jls/3093
https://doi.org/10.2218/jls/3093


144

図
版
出
典

図
1
（
a
）　

大
英
博
物
館
所
蔵　

Photo by Vassil, C
C

0, via W
ikim

edia C
om

m
ons. https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

iki/
File:British_M

useum
_C

hinese_jade_N
eolithic_period_H

ongshan_culture_C
oiled_dragon_Pig- dragon_11022019_1393.jpg

図
1
（
b
）　

三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
所
蔵　

Photo by 

あ
お
も
り
く
ま, C

C
 BY- SA 3.0 〈https://creativecom

m
ons.org/licenses/by-

sa/3.0

〉, via W
ikim

edia C
om

m
ons. https://com

m
ons.wikim

edia.org/wiki/File:Sannai_M
aruyam

a_Jade_jewel_PB250065.JPG

図
2 

H
arlow

 &
 Sorensen 2005

お
よ
びH

arlow
 &

 Sorenson 2014

を
改
変

図
3 

デ
ン
マ
ー
ク
国
立
博
物
館
所
蔵　

Lasse Sørensenž 

撮
影

図
4 

https://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:M

onviso001.jpg

図
5
（
a
）　Photo by K

arsten W
entink, https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

iki/File:Table_des_M
archard_D

olm
en_01.JPG

 
C

C
 BY- SA 4.0 〈https://creativecom

m
ons.org/licenses/by- sa/4.0

〉, via W
ikim

edia C
om

m
ons

図
5
（
b
）　Photo by Pline, https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

iki/File:H
aches_pierre_polie.jpg C

C
 BY- SA 3.0 〈http://

creativecom
m

ons.org/licenses/by- sa/3.0/

〉, via W
ikim

edia C
om

m
ons

図
6（
a
）　G

ifted by R
iw

ai K
eioni Te Ahu, Te Ati Aw

a to Sir G
eorge G

rey. C
urrently loaned to the Auckland W

ar M
em

orial 
M

useum
, N

ew
 Z

ealand. https://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:K

ataore,_M
ere_pounam

u_(42cm
_x_12cm

).jpg 
Attribution: Sladew, C

C
 BY- SA 3.0 〈https://creativecom

m
ons.org/licenses/by- sa/3.0

〉, via W
ikim

edia C
om

m
ons

図
6
（
b
）　

A
lexander Turnbull Library, R

eference: G
- 516. https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

iki/File:H
inepare.jpg 

Attribution: G
ottfried Lindauer (1839- 1926), Public dom

ain, via W
ikim

edia C
om

m
on

図
7 

寺
村 

一
九
九
五
、
バ
ウ
シ
ュ 

二
〇
〇
四
、
高
橋 
二
〇
〇
五
、Bausch 2003, 2010, 2019

を
も
と
に
著
者
作
成

図
8 

新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵　
著
者
撮
影

図
9 

W
ellcom

e Library, London. W
ellcom

e Im
ages im

ages@
w

ellcom
e.ac.uk http://w

ellcom
eim

ages.org H
oled m

egalith, 
M

en- an- tol, Penzance, resorted to for cures

図
10
（
a
、
b
）　
是
川
縄
文
館
所
蔵

図
10
（
c
）　
安
芸
早
穂
子
氏
製
作　
著
者
提
供

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monviso001.jpg


第
6
講

モ
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か
ら
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へ

︱
考
古
学
と
地
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社
会
の
関
係
性 

ア
マン
ダ
・
ゴ
メ
ス　
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
院
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

学
術
研
究
員

ア
マ
ン
ダ
・
ゴ
メ
ス　

A
m

anda G
om

es
一
九
八
一
年 

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ

二
〇
〇
三
年 

デ
ィ
ッ
キ
ン
ソ
ン
大
学　
卒
業

二
〇
一
三
年 
ハ
ワ
イ
大
学
修
士
課
程　
修
了

二
〇
一
六
年 
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
修
士
課
程　
修
了

二
〇
二
四
年
現
在　
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー　
学
術
研
究
員

専
門
は
考
古
学
と
地
域
社
会



著
者
紹
介

日
本
の
漫
画
や
ア
ニ
メ
が
好
き
と
い
う
ア
マ
ン
ダ
さ
ん
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
二
〇
一
五
年
ロ

ン
ド
ン
で
の
こ
と
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
S
O
A
S
研
究
所
で
、
私
が
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
ら
と
企
画
し

た
講
演
会
に
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
講
演
会
の
後
、
近
く
の
中
華
料
理
店
で
円
卓
を
囲
み
な
が
ら

お
話
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
当
時
大
学
院
生
だ
っ
た
彼
女
は
、
日
本
で
は
ま
だ
認
知
度
の

高
い
分
野
と
は
い
え
な
い
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
い

つ
か
日
本
に
来
て
研
究
を
さ
れ
た
ら
面
白
い
だ
ろ
う
に
な
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
わ
ず
か
数

年
後
、
北
海
道
大
学
に
籍
を
移
さ
れ
た
と
お
聞
き
し
、
そ
の
行
動
力
に
敬
服
し
ま
し
た
。
札
幌
で
再

会
し
た
彼
女
の
話
を
聞
き
、
外
国
人
と
し
て
の
視
点
か
ら
日
本
が
ど
う
見
え
て
い
る
の
か
、
ぜ
ひ
お

話
を
聞
き
た
い
と
思
い
、
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

本
日
の
タ
イ
ト
ル
は
、
日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
研
究
者
の
お
一
人
、
岡お

か
む
ら村

勝か
つ
ゆ
き行

氏
の
論
文
タ
イ

ト
ル
か
ら
引
用
し
て
お
り
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
と
は
、
考
古
学
と
市
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
を

意
味
し
て
お
り
、
私
の
博
士
課
程
の
研
究
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
日
本
考
古
学
に
対
す
る
私

の
関
心
が
年
々
モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
、
近
年
の
私
の
関
心
の
発
展
に
沿
っ

て
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
考
古
学
的
魅
力
と
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
メ
ン
ト（Enchantm

ent

）の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
こ
の
リ
レ
ー

ト
ー
ク
第
一
回
で
、
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
先
生
は
英
語
の
ワ
ン
ダ
ー
（W

onder

）を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
考
古
学
の
魅
力
を
説

明
さ
れ
ま
し
た
。
考
古
学
的
魅
力
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
話
を
発
展
さ
せ
ま
す
。

次
に
、
私
が
最
初
に
日
本
考
古
学
に
魅
了
さ
れ
た
個
人
的
な
経
験
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
続
い
て
、
考
古
学
研
究
を
通
じ
た

地
域
に
根
ざ
し
た
取
組
み
に
つ
い
て
触
れ
、
最
後
に
、
現
在
行
っ
て
い
る
研
究
と
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
北
海
道

に
お
け
る
考
古
学
と
地
域
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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考
古
学
的
魅
惑
と
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
メ
ン
ト

こ
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
タ
イ
ト
ル
を
聞
い
た
と
き
、
ヨ
ー
ク
大
学
の
サ
ラ
・
ペ
リ
ー
（Sara Perry

）教
授
の
最
近
の
論
文

「
考
古
学
的
記
録
の
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
メ
ン
ト（Th

e Enchantm
ent of the Archaeological Record

）」を
思
い
出
し
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
ペ
リ
ー
氏
は
、
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
メ
ン
ト
の
定
義
を「
驚
き
、
満
足
感
、
不
思
議
さ
、
緊
張
感
、
存
在
感
、
感
覚

を
研
ぎ
澄
す
こ
と
で
魅
了
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
は
世
間
の
中
で
、
ま
た
世
間
に
対
し
て
行
動
を
起
こ
し
、
計
画
お
よ

び
自
発
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
」と
紹
介
し
て
い
ま
す1

注

。

遺
跡
や
文
化
遺
産
に
は
人
を
魅
了
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
考
古
学
は
誰
に
で
も
力
を
与
え
、
刺
激
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ペ
リ
ー
氏
は
同
じ
論
文
の
中
で
、
考
古
学
や
文
化
遺
産
に
関
し
て
、
愛
着
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
、
寛
大
さ
、
心

遣
い
、
他
人
へ
の
気
遣
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
魅
力（
魅
了
す
る
力
）と
し
て
現
れ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
点

は
、
日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
や
活
用
の
目
的
で
あ
る
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
醸
成
、
文
化

財
の
管
理
や
保
護
に
対
す
る
意
識
に
も
似
て
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
の
考
古
学
的
な
魅
力
は
、
日
本
考
古
学
に
関
連
す
る
分
野
に
お
い
て
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
専
門
家
と
非

専
門
家
の
関
係
が
構
築
さ
れ
、
協
働
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

本
日
は
、
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
メ
ン
ト
と
考
古
学
の
関
係
を
探
求
し
、
単
に
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
の
定
義
や
識
別
に
と
ど
ま
ら
ず
、

エ
ン
チ
ャ
ン
ト
メ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
る
か
、
そ
の
結
果
と
影
響
を
調
査
す
る
意
味
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
こ
の
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よ
う
な
調
査
で
は
、
研
究
対
象
を
モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
転
換
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
人
は
な
ぜ
、
あ
る
い
は
ど
の

よ
う
に
考
古
学
に
魅
力
を
感
じ
る
か
を
知
る
た
め
、
主
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
観
察
な
ど
の
質
的
研
究
手
法
を
用
い
ま
し
た
の

で
、
ゆ
る
や
か
な
オ
ー
ト
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
一
つ
と
し
て
話
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

個
人
的
な
魅
惑「
モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
」

何
か
に
魅
了
さ
れ
る
瞬
間
は
、
偶
然
に
起
こ
り
ま
す
。
私
の
場
合
、
日
本
考
古
学
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
自
然
発
生
的

に
、
奈
良
県
で
起
こ
り
ま
し
た
。
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
私
は
、
古
墳
に
囲
ま
れ
て
い
る
奈
良
県
で
外
国
語
指
導
助

手（
A
L
T
）と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
で
日
本
語
や
芸
術
、
文
化
を
勉
強
し
た
は
ず
で
し
た
が
、
古
墳
を
知
っ
た

の
は
奈
良
に
来
て
初
め
て
で
し
た
。
外
国
人
と
し
て
古
墳
に
対
す
る
認
識
が
不
足
し
て
い
る
の
は
、
私
一
人
だ
け
で
は
な
い

と
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
古
代
景
観
に
触
れ
合
う
た
め
、
外
国
語
指
導
助
手
の
社
会
行
事
委
員
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、

飛
鳥
周
辺
の
歴
史
散
策
を
企
画
し
ま
し
た
。
近
年
、
状
況
は
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
欧
米
の
大
学
に
お
い
て
、
考
古
学

や
日
本
研
究
は
一
様
に
教
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
や
ギ
リ
シ
ア
、
ロ

ー
マ
な
ど
の
考
古
学
と
比
較
す
る
と
、
日
本
考
古
学
が
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

注
1 

Perry 2019
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西
洋
考
古
学
の
あ
る
種
の
偏
り
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
参
加
者
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
傾
向
を
是
正
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
日
本
考
古
学
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
た
契
機
と
な
っ
た
出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
奈
良
に
住
ん
で
い
た
と
き
、

高
松
塚
古
墳
壁
画
の
劣
化
と
そ
の
対
応
が
ニ
ュ
ー
ス
で
報
道
さ
れ
、
テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ
れ
た
美
し
い
壁
画
に
魅
了
さ
れ
ま
し

た
。
壁
画
は
、
他
の
多
く
の
場
所
で
は
視
覚
的
に
は
わ
か
ら
な
い
、
埋
葬
の
意
味
の
深
層
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
大

学
院
で
の
研
究
は
、
装
飾
古
墳
が
中
心
に
な
り
ま
し
た
。
考
古
学
に
興
味
を
持
っ
た
こ
の
段
階
は
、「
モ
ノ
と
ヒ
ト
」と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
古
墳
と
の
出
会
い
は
、
奈
良
で
の
生
活
に
意
味
を
与
え
、
福
岡
で
研
究
生
と
し
て
考
古
学
を
さ
ら
に
研
究

す
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
す
。

礼
文
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル

モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
の
興
味
の
転
換
は
、
自
然
発
生
的
か
つ
計
画
的
に
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
一
○
年
ほ
ど
前
、
礼
文
島
で

開
催
さ
れ
た
考
古
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
ま
し
た（
図
1
）。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
現
在
、
北
海
道
大
学
の
礼
文
国
際

フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
に
発
展
し
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
外
国
人
研
究
者
が
参
加
し
て
い
た
た
め
、
主
催
者
は

日
本
考
古
学
の
経
験
が
あ
り
、
英
語
と
日
本
語
を
話
せ
る
外
国
人
を
探
し
て
い
た
の
で
す
。
私
は
、
留
学
中
に
福
岡
で
知
り

合
っ
た
知
人
か
ら
連
絡
を
受
け
、
自
分
の
ス
キ
ル
や
経
験
を
活
か
し
て
日
本
で
の
発
掘
調
査
に
参
加
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
だ
と
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思
い
、
飛
び
つ
き
ま
し
た
。
し
か
し

こ
の
と
き
は
、
地
域
社
会
向
け
の
実

践
に
自
分
自
身
が
深
く
か
か
わ
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
は
予
想
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
ず
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ

い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

発
掘
調
査
は
礼
文
島
北
部
の
礼
文

町
浜は

ま
な
か中

二に

遺
跡
で
行
わ
れ
ま
し
た

（
図
2
）。
遺
跡
が
位
置
す
る
浜
中
砂

丘
で
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
い
く
つ

か
の
考
古
学
研
究
が
行
わ
れ
て
お

り
、
縄
文
時
代
後
期
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
人
類
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
目
的
は
、
北
方
民
族
の
生

業
、
集
落
形
成
、
狩
猟
採
集
民
の
民

族
形
成
、
古
気
候
学
な
ど
の
様
相
を

図 1　北海道礼文島の景観
ACADEMIC PRESENTATION YOURDOMAIN.COM7

礼文国際フィールドスクール

図 2　礼文国際フィールドスクール　礼文町浜中 2遺跡での発掘調査

・北方民族の生業
・集落形成
・狩猟採集民の
  民族形成
・古気候学

・パブリック考古学に基づく教育・普及活動
・先住民考古学に基づくアイヌ民族との協働

サイエンスとしての考古学 地域に根ざした考古学
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明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
加
え
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
教

育
・
普
及
活
動
と
先
住
民
考
古
学
に
基
づ
く
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
協
働
を
含
む
地

域
に
根
ざ
し
た
考
古
学
の
確
立
を
目
指
す
こ
と
で
す
。
前
者
は
地
域
の
学
校
教

育
を
通
じ
た
普
及
活
動
、
体
験
発
掘
・
現
場
説
明
会
、
郷
土
資
料
館
に
お
け
る

発
掘
成
果
の
展
示
で
あ
り
、
後
者
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
発
掘
調
査
・
研
究
へ
の
参

画
で
す
。
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
で
は
、
発
掘
調
査
や
整
理
作
業
な
ど
の

実
習
を
行
う
一
方
、
礼
文
の
歴
史
や
普
及
教
育
活
動
な
ど
の
専
門
的
な
講
義
を

行
い
ま
し
た（
図
3
）。
数
年
後
に
は
、
美
術
と
考
古
学
、
文
化
人
類
学
な
ど

の
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
実
施
し
て
い
ま
す2

注

。

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
の
魅
力
を
語

る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
る
か
ら
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
地
域
社
会
や
観

光
客
を
対
象
と
し
た
活
動
で
も
、
私
の
よ
う
な
外
国
人
に
と
っ
て
は
過
去
を
体

験
し
た
り
触
れ
合
う
機
会
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
験
は
、
日
本
考
古
学

へ
の
尊
敬
や
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

礼
文
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
日
本
に
お
け
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
キ
オ
ロ
ジ
ー
の
実
践
に
つ
い
て
独
自
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た3

注

。
ま
た
、
考
古
学
に
関
す
る
異
な
る
見
方
や
考
え
方
が
で
き
る

図 3　礼文島における教育普及活動

地域の
学校教育を
通じた普及活動

体験発掘・
現場説明会
イベント

郷土資料館
における
発掘成果展示

アイヌ民族の
発掘調査・
研究への参画

礼文の地域社会 ア イ ヌ 民 族
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よ
う
に
な
り
、
考
古
学
を
行
う
た
め
の
新
し
い
道
を
開
い
て
く
れ
ま
し
た
。
困
難
な
経
験
や
挫
折
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
や
り
が
い
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
モ
ノ
」か
ら「
ヒ
ト
」と
の
か
か
わ
り
も
あ
り
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
が
発
展
す
る
こ
と
は
、
考
古
学
研
究
が
地
域
社
会
と
の
交
流
の
扉
を
開

く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
長
年
に
わ
た
っ
て
発
掘
調
査
に
参
加
し
て
い
る
と
、
地
域
社
会
と
考
古
学
と
の

新
し
い
関
係
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
側
の
努
力
だ
け
で
な
く
、
そ
の
努
力
に
対
す
る
地
域
社
会
の
反
応
も
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
地
域
の
代
表
者
と
協
力
し
て
、
地
域
の
学
校
の
生
徒
や
子
ど
も
た

ち
を
対
象
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
活
動
を
展
開
し
、
地
域
の
住
民
か
ら
好
意
的
な
反
応
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
礼

文
島
の
よ
う
な
遠
隔
地
で
は
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
考
古
学
を
教
え
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
で
、
考
古
学
の
利
点
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
礼
文

の
教
育
者
と
地
域
社
会
の
双
方
に
、
地
域
の
学
校
教
育
を
通
じ
た
普
及
活
動
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
他
の
活
動
に
も
参
加
す
る

関
心
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
域
社
会
と
協
力
す
る
考
古
学
者
に
と
っ
て
、
対
話
と
関
係
構
築
が
発
掘
道
具
の

移
植
ご
て
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す4

注

。

ま
た
、
地
域
住
民
の
一
員
で
は
な
い
考
古
学
者
は
、
地
域
社
会
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
考
古
学
が
地
域
生
活
の
中
で
果
た

す
役
割
を
よ
り
深
く
認
識
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
、
地
域
社
会
向
け
の
取
組
み
の
有
効
性
を
評
価
す
る
た

め
、
地
域
住
民
に
対
す
る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
を
通
じ
て
、
数
世
代
に
わ
た
る
文
化
財
管
理
の
歴
史
に
つ
い
て
理
解
す

注
2 

岡
田
真
弓
ほ
か 

二
〇
一
四

注
3 

五
十
嵐
・
斎
藤 

二
〇
一
五
、
平
川
ほ
か 

二
〇
一
二
な
ど

注
4 

G
om

es 2016
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る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
過
去
と
地
域
住
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
関
係
を
探
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
地

域
住
民
の
中
に
、
埋
蔵
文
化
財
の
活
用
に
よ
る
地
域
活
性
化
を
期
待
し
て
い
る
人
が
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

地
域
の
考
古
学
的
遺
産
を
利
用
し
て
礼
文
島
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し
、
経
済
効
果
を
期
待
す
る
取
組
み
は
、
地
域
住
民
の
間
で
共

有
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
に
対
す
る
地
域
社
会
の
関
心
だ
け
で
な
く
、
躊
躇
等
に
つ
い
て
も

考
慮
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
た
実
践
が
な
け
れ
ば
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
限
界
を

地
域
住
民
の
意
識
の
持
ち
方
や
知
識
不
足
な
ど
地
域
社
会
側
の
せ
い
に
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
過
去
に

対
す
る
地
域
の
認
識
は
複
雑
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た5

注

。

フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル

礼
文
国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
共
同
作
業
や
実
験
的
な
性
質
は
、
日
本
の
考
古
学
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
と
感
じ
て
い

ま
し
た
。
私
の
日
本
で
の
経
験
は
、
現
地
調
査
に
参
加
し
た
こ
と
と
、
発
掘
現
場
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
す
。
比
較

的
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
名
前
に
は
何
ら
か
の
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
考
古
学
実
習
で
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は
な
く
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
で
の
発
掘
調
査
の
実
践
の
教
授
法
お
よ
び
学
習
の
様
相

を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。
考
古
学
実
習
は
学
生
に
実
技
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
ま
す
が
、
外
国
人
学
生
は
あ
ま
り
参
加
し
て

い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
実
習
の
内
容
と
い
う
よ
り
、
言
語
の
障
壁
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
が
ど
の
よ
う
に
応
用
さ
れ
る
か
に
は
、
文
化
遺
産
管
理
体
制
の
違
い
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
日
本
の
考
古
学
実
習
は
、
大
学
卒
業
後
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
海

外
で
は
研
究
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
は
、

日
本
の
考
古
学
実
習
と
は
異
な
り
、
海
外
の
事
例
に
共
通
す
る
部
分
を
感
じ
ま
す6

注

。

欧
米
で
は
、
多
く
の
学
生
が
自
国
外
の
国
に
行
っ
て
、
世
界
中
の
学
生
や
研
究
者
た
ち
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
は
、
海
外
留
学
や
地
域
社
会
と
の
交
流
の
機
会
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
ス
ク
ー
ル
に
よ
っ
て
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
協
同
作
業
な
ど
追
加
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
の
学
生
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
植
民
地
的
な
起
源
や
慣
習
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
に
関
す
る
学
術
的
な
議
論
の
高
ま
り
に
よ
り
、
こ
う
し
た
慣
行
に
対
処
す
る
た
め
、
新
世
代
の
考
古
学

者
に
対
し
て
考
古
学
や
文
化
財
管
理
に
対
す
る
よ
り
倫
理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
教
育
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す7

注

。

礼
文
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
で
は
、
現
在
の
考
古
学
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
そ
の
将
来
に
つ
い
て
の
議
論
を
深
め
る
こ

と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
で
は
文
化
財
の
活
用
が
年
々
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
学
生
は
、
い
つ

注
5 

H
odder 2008

注
6 

G
om

es and K
ondo 2020

注
7 

M
ay et. al 2017
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実
践
的
な
ス
キ
ル
を
獲
得
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
考
古

学
の
学
部
の
責
任
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
博
物
館
学
科
の
コ
ー
ス
で
実
習
を
受
け
ま
し
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
海
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ー
ル
ド

ス
ク
ー
ル
に
は
、
考
古
学
に
関
す
る
教
育
普
及
の
学
習
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
の
モ
デ

ル
は
、
日
本
の
学
生
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
り
、
国
際
的
な
参
加
と
交
流
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

礼
文
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
に
参
加
す
る
学
生
の
多
く
は
考
古
学
を
専
攻
し
て
お
り
、
日
本
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
礼
文
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
は
こ
の
二
つ
の
興
味
を
結
び
つ
け
る
唯
一
の
機
会
で
し
た
。
ま
た
、
日
本
を
訪
れ

て
考
古
学
を
よ
り
深
く
知
る
機
会
と
な
っ
た
学
生
も
い
ま
し
た
。
生
徒
の
何
人
か
は
、
後
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
大
学
院
生
と

し
て
戻
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は「
エ
ン
チ
ャ
ン
ト
メ
ン
ト
」が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
機
会
が
も
っ
と
あ
れ
ば
、
海
外
の
若
手
研
究
者
が
も
っ
と
日
本
の
考
古
学
に
参

加
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

考
古
学
と
地
域
社
会
の
関
係

考
古
学
研
究
を
脱
植
民
地
化
し
、
先
住
民
考
古
学
の
発
展
を
支
援
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
組
み
は
、
私
が
ア
イ
ヌ
文
化

に
触
れ
、
北
海
道
考
古
学
の
歴
史
を
学
ぶ
初
め
て
の
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た8

注

。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
モ
ノ
だ
け
で
は
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な
く
ヒ
ト
、
特
に
歴
史
的
に
遺
産
管
理
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
先
住
民
族
の
積
極
的
な
参
加
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
に
世
界
中
か
ら
先
住
民
考
古
学
者
や
関
連
す
る
研
究
者
を
招
く
こ
と
で
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
支
援

し
、
考
古
学
や
遺
産
管
理
へ
の
参
加
を
促
す
場
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
先
住
民
族
の
声
を
聞
き
、
北
海
道

考
古
学
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
先
住
民
族
の
声
が
尊
重
さ
れ
、
差
別
や
批
判
、
嫌
が
ら
せ
に
晒
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
環
境
、
セ
ー
フ
ス
ペ
ー
ス
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
植
民
地
時
代
の
慣
習
の
遺
産
に
対
処
し
、
そ
の
影
響
を

受
け
た
集
団
に
力
を
与
え
る
た
め
の
不
可
欠
な
一
歩
で
す9

注

。

こ
の
よ
う
な
進
展
に
よ
り
、
考
古
学
は
よ
り
包
括
的
で
倫
理
的
な
学
問
と
な
り
ま
す
。
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
す
る

こ
と
を
求
め
る
決
議
案
、
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
の
採
択
、
そ
し
て
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
先
住
民
研
究

セ
ン
タ
ー
の
創
立
な
ど
の
直
後
に
発
掘
調
査
に
参
加
し
た
私
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
の
担
当
者
が
日
本
考
古
学
の
可
能

性
を
模
索
す
る
積
極
的
な
取
組
み
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
北
海
道
内
の
多
様
な
団
体
の
声
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た

未
来
の
考
古
学
に
は
、
期
待
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
博
士
課
程
に
在
籍
し
て
三
年
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
自
分
の
研
究
内
容

だ
け
で
な
く
、
学
生
時
代
の
経
験
に
つ
い
て
も
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
計
画
通
り
に
は
進
ま
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
学
生
と
し
て
も
個
人
と
し
て
も
学
問
的
探
究
に
挑
戦
さ
せ
て
く
れ
る
環
境
に
対
し
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
博
士
課

程
で
は
、
修
士
課
程
で
行
っ
た
研
究
テ
ー
マ
を
広
げ
る
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
け
る
考
古
学
的
実
践
の
ニ
ッ

注
8 

加
藤 

二
〇
一
五

注
9 

岡
田 

二
〇
一
三
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チ
な
例
で
あ
る
学
術
的
な
発
掘
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
に
焦

点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
文
化
財
専
門
家
が
北
海
道
で
の
活
用
を
通
じ

て
地
域
社
会
と
考
古
学
的
遺
産
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
育
ん
だ
か
を
把

握
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
考
古
学
の
社
会
的
文
脈
を
理
解

し
、
活
用
の
取
組
み
を
強
化
す
る
た
め
の
レ
ン
ズ
を
提
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

考
古
学
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

私
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
考
古
学
科
で
行
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
文
化
財
研
究
や
人
類
学
な
ど
の
分
野

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

日
本
の
博
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
私
は
、
考
古
学
を
研

究
す
る
た
め
に
、
日
本
考
古
学
と
は
遠
く
離
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
手
法
を
用
い
て
考
古
学
の
社
会
的
文
脈
を
さ

ま
ざ
ま
な
範
囲
か
ら
検
討
し
て
い
る
研
究
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す10

注

。
こ

図 4　考古学のエスノグラフィー

アンケート調査とインタビュー調査・文化財専門家と活用

地域社会
・北海道の地域社会は民族的に多様
・地域社会の間に複雑な対立関係

COMMUNITY

LOCAL

DESCENDANTINDIGENOUS

考古学担当者の
プロフィール

普及教育活動の
概念

地域社会と地域
アイヌ住民との
協同活動の概念

コミュニケー
ションの方法
発信・報告

文化財
活用の障壁
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れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
考
古
学
と
い
う
学
問
を
理
解
し
、
社
会
か
ら
の
問
い
か
け
に
答
え
た
り
、
社
会
が
抱
え
る
問
題
を
解

決
す
る
た
め
の
社
会
的
関
連
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
従
来
の
考
古
学
実
践
に
対
し
て
内
省
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
ま
す11

注

。

さ
ら
に
、
こ
の
研
究
に
は
、
考
古
学
的
魅
力
の
定
義
と
識
別
に
か
か
わ
る
側
面
も
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う12

注

。
自
分
の
研
究
と

先
行
研
究
と
の
間
に
、
日
本
考
古
学
に
お
い
て
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
手
法
を
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
や
活
用
な

ど
の
考
古
学
の
実
践
に
広
く
適
用
す
る「
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
転
回
」を
起
こ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
で
、
自
分
の
研
究
の
多
く
は
間
接
的
な
手
段
で
行
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

で
も
、
文
化
財
専
門
家
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
やZoom

で
の
聞
取
り
調
査
に
よ
り
、
北
海
道
内
の
活
用
、
参
加
、
協
力
の
傾
向

を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（
図
4
）。
近
い
将
来
、
地
域
住
民
の
方
々
に
も
連
絡
を
と
り
、
活
用
や
埋
蔵
文
化
財
に

つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
観
点
を
得
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

北
海
道
の
地
域
社
会
は
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
大
地
の
一
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
族
的
に
多
様
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
北

海
道
の
植
民
地
の
歴
史
と
考
古
学
は
、
考
古
学
的
遺
産
、
管
理
、
地
域
社
会
の
間
に
複
雑
な
対
立
関
係
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
北
海
道
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
英
語
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う

言
葉
の
前
に
、local

やdescendent

と
い
う
単
語
を
使
う
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
ま
す13

注

。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人

た
ち
と
協
力
し
て
、
こ
の
よ
う
な
過
去
と
異
な
る
関
係
を
理
解
し
、
北
海
道
の
文
化
財
の
活
用
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識

注
10 

多
々
良 

二
〇
一
五
、
坂
井
・
小
林 

二
〇
一
八
な
ど

注
11 

C
astañeda and M

atthew
s 2008

注
12 

Yoshida and Ertl 2016

注
13 

Sm
ith and W

aterton 2012
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さ
れ
て
い
る
の
か
、
最
適
な
用
語
を
見
つ
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

考
古
学
の
共
同
体

考
古
学
は
、
地
域
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
共
同
体
の
形
成
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
実
践
の
共
同
体
、
つ
ま

り
参
加
者
が
参
加
を
通
じ
て
知
識
や
技
術
の
修
得
が
可
能
に
な
る
集
団
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
本
で
の
大
学
院

生
と
し
て
、
考
古
学
に
関
す
る
研
究
を
通
じ
て
い
く
つ
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
参
加
し
ま
し
た14

注

。
今
年
、
専
任
教
員
の
石い

し
は
ら原

真ま

衣い

さ
ん
や
、
博
士
研
究
員
の
新あ

ら
井い

か
お
り
さ
ん
と
、
国
内
外
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
先
住
民
と
非
先
住
民
の
関
係
性

に
つ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
礼
文
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
で
普
及
活
動
を
担
当
し
て
い
る
岡お

か
田だ

真ま

弓ゆ
み

さ
ん
と
は
、
日
本
に
お
け
る
遺
産
教

育
の
研
究
な
ど
、
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
北
大
キ
ャ
ン
パ
ス
の
さ

ま
ざ
ま
な
学
部
で
学
ぶ
学
生
や
、
日
本
の
大
学
で
考
古
学
を
学
ぶ
他
の
留
学
生
と
の
交
流
は
、
と
て
も
心
強
い
も
の
で
し
た
。

こ
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
シ
リ
ー
ズ
の
発
表
者
の
何
人
か
は
、
少
な
く
と
も
日
本
で
学
位
を
取
得
し
て
お
り
、
私
た
ち
は
か
な

り
ユ
ニ
ー
ク
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
何
人
か
に
お
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
の
シ
リ
ー
ズ
を
通
じ
て
、
他
の
方
々
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
い
つ
か
誰
か
が
私

た
ち
の
こ
と
を
研
究
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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お
わ
り
に

本
日
の
発
表
を
ま
と
め
る
と
、
私
と
日
本
考
古
学
と
の
関
係
は
、
日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
の

普
及
に
よ
り
、「
モ
ノ
」か
ら「
ヒ
ト
」へ
と
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
考
古
学
と
地
域
社
会
と
の
関
係
性
を
研
究
す
る
こ
と
は
、

現
在
の
文
化
財
活
用
の
地
域
社
会
に
与
え
る
影
響
を
評
価
す
る
た
め
に
も
、
将
来
の
取
組
み
を
拡
大
・
進
歩
さ
せ
る
方
法
を

探
る
た
め
に
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
域
社
会
の
声
を
聞
く
こ
と
で
、
考
古
学
者
は
自
分
た
ち
の
仕
事
を
よ
り
社
会

的
に
適
切
で
倫
理
的
な
も
の
に
す
る
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
文
化
財
活
用
が
地
域
社
会
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
考
古
学
的
な
魅
力
の
本
質
お
よ
び
地
域
社
会
に
と
っ
て
過
去
が「
わ
た
し
た

ち
」と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
過
去
の
遺
産
を
地
域
社
会
が
主
体
と
な
っ
て
継
承
し
て
い
く
こ
と
の
重
要

性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
回
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
共
同
学
習
、
再
帰
性
、
他
者
へ
の
意
識
が
、
考
古
学
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
の

に
役
立
つ
こ
と
を
示
す
好
例
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注
14 

Zorzin 2013
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Q
＆
A

Q 
ア
メ
リ
カ
の
い
ろ
い
ろ
な
博
物
館
な
ど
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
と
思
い

ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
経
験
と
日
本
で
の
経
験
で
大
き
な
違
い
を
感
じ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
？

A 

私
は
外
国
人
と
し
て
日
本
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
仕
事
に
か
か
わ
る
の
は
と
て
も
難
し
い
で
す

か
ら
、
日
本
で
の
経
験
が
狭
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
私
が
一
○
年
間
か
か
わ
っ
て
い
た
間
に
、
礼
文
島
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
仕
事
に
）大
き
な
発
展
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
簡
単
に
比
較
す
る
と
、
海
外
で
は
博
物
館
が
数
十
年
来
、
教
育
や
観
光
な
ど
と
深
く
か
か
わ
っ
て
き
ま
し

た
が
、
一
方
、
日
本
遺
産
の
よ
う
な
遺
産
を
資
源
化
す
る
取
組
み
と
観
光
の
か
か
わ
り
は
も
っ
と
最
近
の
発
展
の

よ
う
に
思
い
ま
す
。

 

　
現
在
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
日
本
で
も
、
博
物
館
な
ど
の
施
設
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
取

組
み
等
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
教
育
的
な
活
動
に
代
わ
り
、
展
示
や
知
識
の
生
産
に

地
域
社
会
を
参
加
さ
せ
る
方
法
を
と
る
こ
と
が
普
及
し
て
い
ま
す
。
来
客
者
が
こ
う
し
た
経
験
を
す
る
た
め
に
博

物
館
に
来
ま
す
。
一
方
、
日
本
で
は
考
古
学
に
関
す
る
活
用
が
市
民
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
取
組
み
は
、
教
育
と
推
進
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
今
後
、
日
本
で
の
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
関
心
が
あ
り
ま
す
。

Q 

奈
良
で
の
経
験
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。
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A 

奈
良
で
の
体
験
は
、
私
に
と
っ
て
宝
物
で
し
た
。
私
の
周
り
に
あ
る
歴
史
的
・
文
化
的
な
環
境
が
好
奇
心
を
そ
そ

っ
て
く
れ
ま
し
た
。
飛
鳥
か
ら
電
車
で
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
の
は
と
て
も
幸
運
で
し
た
。
近
く
に
あ
る

古
い
史
跡
の
見
学
を
楽
し
ん
で
お
り
ま
し
た
。
私
の
興
味
を
知
っ
た
日
本
人
の
同
僚
は
、
そ
れ
を
支
援
し
て
く
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
語
で
考
古
学
者
た
ち
に
声
を
か
け
る
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
量
の
情
報
が
あ

る
の
に
、
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
こ
と
を
意
識
し
ま
し
た
。

 

　
そ
し
て
、
日
本
の
古
墳
に
関
す
る
英
語
の
本
を
必
死
で
探
し
ま
し
た
が
、
ア
マ
ゾ
ン
で
ジ
ー
ナ
・
バ
ー
ン
ズ
さ

ん
ら
の
本
を
見
つ
け
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
本
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
が
、
多
く
の
疑
問
が
残

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
語
を
一
生
懸
命
に
勉
強
し
て
、
古
墳
を
研
究
す
る
目
的
で
研
究
生
と
し
て
日

本
の
大
学
院
に
入
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
は
奈
良
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
の
日
か
ま
た
奈
良

を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

Q 

今
後
日
本
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
考
古
学
の
取
組
み
が
進
ん
で
い
く
な
か
で
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
な
さ
れ
る
と
よ
い
と

思
い
ま
す
か
。

A 

大
事
な
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。
博
士
課
程
を
始
め
る
と
き
に
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
日
本
で
は

あ
ま
り
発
展
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
文
献
を
集
め
る
に
つ
れ
て
、
日
本
列
島
中
に
さ
ま
ざ

ま
な
例
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
で
す
が
、
海
外
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
取
組
み
に
つ
い
て
の
文
献
や
論

文
が
少
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
考
古
学
が
学
問
と
し
て
発
展
し
、
よ
り
多
く
の
研
究
者
が
積
極
的

に
研
究
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
に
、
日
本
の
大
学
の
考
古
学
科
・
考
古
学
研

究
室
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
考
古
学
が
も
っ
と
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
エ
ス
ノ
グ
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ラ
フ
ィ
ー
な
ど
、
地
域
社
会
と
つ
な
が
る
方
法
が
大
学
で
も
推
進
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
日
本

考
古
学
が
実
践
と
理
論
を
通
じ
て
、
世
界
の
先
住
民
族
考
古
学
の
議
論
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
か
を
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
、
世
界
の
先
住
民
考
古
学
の
理
論
と
実
践
は
、
ア
ン
グ
ロ
ー
ア
メ
リ
カ
ン
的
モ
デ
ル

が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
考
古
学
は
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
十
分
に
代
表
さ
れ
て
い
な
い
地

域
・
立
場
か
ら
、
新
し
い
視
角
を
提
供
し
う
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

引
用
文
献

・ 

五
十
嵐 

聡
江
・
齋
藤 
友
里
恵 

二
〇
一
五 「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
復
興
支
援（
特
集「
等
身
大
の
文
化
資
源
」

の
広
が
り
）」『
遺
跡
学
研
究
：
日
本
遺
跡
学
会
誌（
12
）』九
七

－

一
〇
四
頁

・ 

加
藤 

博
文 

二
〇
一
五「
ア
イ
ヌ
考
古
学
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
考
古
学（
特
集 

ア
イ
ヌ
の
考
古
学
）

－（
ア
イ
ヌ
考
古
学
と
近
現
代
）」

『
季
刊
考
古
学 (

133)

』七
二

－
七
五
頁

・ 

岡
田 

真
弓 

二
〇
一
三「
遺
跡
・
遺
産
が
伝
え
る
先
住
民
族
の
歴
史
と
文
化
」『
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
存
在
と
し
て
の
遺
跡
・
遺
産
、
平

成
24
年
度  

遺
跡
等
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
集
会（
第
2
回
）報
告
書
』、
九
八

－

一
〇
七
頁
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縄
文
貝
塚
の
魅
力
︱
西
ヨ
ー
ロッパ
か
ら
の
視
点 

温
品 

ディ
ア
ナ　
U
N
I
A
R
Q 

リ
ス
ボ
ン
大
学
考
古
学
研
究
セ
ン
タ
ー

温
品 
デ
ィ
ア
ナ　

D
iana N

ukushina

一
九
八
九
年 
ポ
ル
ト
ガ
ル
生
ま
れ

二
〇
一
〇
年 
リ
ス
ボ
ン
大
学　
卒
業

二
〇
一
三
年 

リ
ス
ボ
ン
大
学
修
士
課
程　
修
了

二
〇
二
四
年 

リ
ス
ボ
ン
大
学
博
士
課
程　
在
籍

専
門
は
貝
塚
か
ら
見
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
完
新
世
の
狩
猟
採
集
文
化
の
比
較
考
古
学



著
者
紹
介

完
璧
な
日
本
語
を
駆
使
さ
れ
る
温
品
さ
ん
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
本
拠
を
お
い
て
大
西
洋
沿
岸
地
域

の
貝
塚
遺
跡
の
考
古
学
研
究
を
専
門
に
さ
れ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
貝
塚
を
比
較
対
象
と
し
た
視

野
の
広
い
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
温
品
さ
ん
が
二
〇
一
七
年
に
岡
山
大
学
に
短
期
留
学
に
来

ら
れ
た
際
に
、
日
本
の
貝
塚
研
究
者
ら
と
つ
れ
だ
っ
て
、
一
緒
に
木
更
津
へ
潮
干
狩
り
に
行
っ
た
こ

と
、
そ
の
後
に
浜
焼
き
を
一
緒
に
食
べ
に
行
っ
た
こ
と
は
、
よ
い
思
い
出
で
す
。
温
品
さ
ん
の
講
演

を
、
そ
の
時
の
潮
干
狩
り
を
企
画
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
や
、
一
緒
に
参
加
さ
れ
た
方
々
も
聴
講
し

て
く
だ
さ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
な
が
ら
嬉
し
い
再
会
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
大
陸
の
両
端
を

行
き
来
し
な
が
ら
、
視
野
の
広
い
研
究
と
、
国
際
交
流
を
進
め
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

現
在
、
私
は
リ
ス
ボ
ン
大
学
の
文
学
部
博
士
後
期
課
程
の
大
学
院
生
で
、
貝
塚
か
ら
見
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
、
日
本
の
完

新
世
の
狩
猟
採
集
文
化
の
比
較
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
度
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
日
本
の
考
古
学

イ
ベ
ン
ト
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
大
変
光
栄
に
思
い
ま
す
。

私
が
初
め
て
日
本
の
考
古
学
に
触
れ
た
の
は
、
修
士
課
程
修
了
後
の
二
○
一
三
年
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
短
期
滞
在

の
研
修
を
行
っ
た
と
き
で
す
。
そ
の
後
、
二
○
一
七
年
に
博
士
課
程
の
一
部
と
し
て
岡
山
大
学
に
半
年
間
留
学
し
ま
し
た
。

当
時
は
、
大
学
、
研
究
機
関
、
博
物
館
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
日
本
の
考
古
学
に
か
か
わ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

方
に
出
会
い
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
は
博
士
論
文
の
作
成
中
で
す
が
、
日
本
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
に
い
つ
も
感

謝
し
て
い
ま
す
。

去
年（
二
〇
二
〇
年
）三
月
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
国
か
ら
日
本
へ
の
外
国

人
の
入
国
は
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
外
国
籍
の
学
生
や
研
究
者
の
移
動
が
長
い
間
停
止
さ
れ
て
お
り
、
先
が
見
え
な

い
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
を
含
む
日
本
文
化
関
係
の
オ
ン
ラ
イ
ン
講
演
や
イ
ベ

ン
ト
の
増
加
は
、
世
界
各
国
の
日
本
に
興
味
が
あ
る
方
々
に
と
っ
て
は
大
変
有
難
く
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
も
た
ら
し
た
、
お

そ
ら
く
唯
一
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
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西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
た
日
本
考
古
学

私
が
住
ん
で
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
西
端
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
日
本
と
の
関
係
は
、

一
五
四
三
年
に
初
め
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
に
到
来
し
た
大
航
海
時
代
ま
で
遡
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
は
小
さ
く
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
け
る
在
留
邦
人
数
は
、
外
務
省
情
報
に
よ
る
と
二
○
一
九
年
現
在
七
○
○
人
未
満
で
す
。
近
年
、
日
本
文

化
・
歴
史
や
日
本
語
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
研
究
機
関
は
な
く
、
ア
ジ
ア
研
究
課
程
は
私
が
在
籍

し
て
い
る
リ
ス
ボ
ン
大
学
で
数
年
前
に
発
足
し
た
ば
か
り
で
す
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
考
古
学
研
究
に
お
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
や
北
ア
フ
リ
カ
と
の
比
較
は
一
般
的
で
あ
り
、
西
ア
ジ

ア
の
情
報
も
か
な
り
入
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
考
古
学
は
教
育
・
研
究
機
関
で
ほ
と
ん
ど
ア
プ
ロ
ー
チ

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
状
況
は
、
他
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
と
異
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
留
学
経
験
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
在
留
邦
人

は
四
万
人
を
超
え
て
お
り
、
日
本
文
化
交
流
機
関
や
日
本
研
究
関
連
組
織
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
考
古
学
に
関
し
て
も
、

日
本
の
情
報
が
か
な
り
入
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
考
古
学
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
が
多
少
あ
り
、
博
物
館
で

日
本
の
遺
物
が
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
古
く
か
ら
研
究
者
が
両
国
の
間
を
往
来
し
て
い
ま
す
。
有
名

な
フ
ラ
ン
ス
の
考
古
学
・
人
類
学
者
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ア
・
グ
ー
ラ
ン（André Leroi- G

ourhan

）も
日
本
に
留
学
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
時
に
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

同
じ
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
日
本
研
究
が
昔
か
ら
充
実
し
て
い
る
国
も
あ
れ
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
よ
う
に
い
ま
だ
に
ほ
と
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ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
国
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
違
い
は
、
各
国
の
研
究
者
が
ど
れ
だ
け
日
本
考
古
学
に
目
を
向
け
て
い
る
か

に
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
特
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
よ
う
な
国
で
は
、
今
後
も
日
本
考
古
学
を
紹
介
し
て
い
く
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。完

新
世
狩
猟
採
集
民
社
会
と
貝
塚

前
述
の
よ
う
に
、
私
の
博
士
論
文
研
究
は
貝
塚
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
今
回
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
一
番
親
し
み
の
あ

る
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
の
貝
塚
考
古
学
の
視
点
か
ら
、
日
本
の
縄
文
貝
塚
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

貝
塚
は
世
界
各
地
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
日

本
列
島
で
は
中
期
・
後
期
完
新
世
初
頭
、
約
八
二
○
○
〜
三
三
○
○
年
前
の
狩
猟
採
集
文
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
貝

塚
が
数
多
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
貝
塚
は
日
本
の
縄
文
時
代
の
一
部
と
併
行
す
る
中
石
器
時
代

（M
esolithic

）、
特
に
中
石
器
時
代
後
期（Late M

esolithic　
約
八
二
○
○
〜
六
○
○
○
年
前
）に
多
く
形
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
日
本
列
島
で
も
貝
塚
は
縄
文
文
化
を
特
徴
づ
け
る
現
象
の
一
つ
で
す
。
縄
文
早
期
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

前
期
、
中
期
お
よ
び
後
期（
約
七
○
○
○
〜
三
三
○
○
年
前
）の
遺
跡
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す1

注

。

注
1 

鈴
木 

一
九
八
九
、
樋
泉 

一
九
九
九
、H

abu et al. 2011
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両
地
域
で
の
大
量
の
貝
塚
の
形
成
は
、
完
新
世
初
頭
か
ら
中
期
に
か
け
て
起
こ
っ
た
温
暖
化
、
そ
し
て
海
進
に
よ
る
豊
か

な
海
域
環
境
の
形
成
、
貝
類
や
魚
類
な
ど
の
水
産
資
源
の
積
極
的
な
利
用
の
開
始
、
中
間
温
帯
林
の
広
が
り
、
食
料
の
多
様

化
と
増
加
、
人
口
増
加
や
定
住
生
活
の
進
行
な
ど
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す2

注

。
貝
塚
は
、
貝
殻
の
炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
成
分
に
よ
っ
て
土
壌
が
有
機
質
遺
物
を
保
護
す
る
作
用
を
持
つ
た
め
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
列
島
の
よ
う
に
酸
性

土
壌
が
広
く
分
布
し
て
い
る
地
域
に
形
成
さ
れ
た
場
合
で
も
、
人
骨
や
鳥
獣
魚
骨
、
骨
角
器
な
ど
が
良
好
な
保
存
状
態
で
出

土
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
貝
塚
は
中
石
器
時
代
お
よ
び
縄
文
時
代
の
生
活
・
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な

面
を
理
解
す
る
の
に
重
要
で
す
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
石
器
時
代
貝
塚
と
国
際
的
な
比
較
研
究

貝
塚
の
国
際
的
な
比
較
研
究
は
、
貝
塚
の
科
学
的
な
考
古
学
研
究
が
開
始
さ
れ
た
時
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
九
世
紀
前
半
に
デ
ン
マ
ー
ク
で
貝
塚
研
究
が
始
ま
り
、
後
半
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン

ス
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
も
次
々
と
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
き
ま
し
た3

注

。
日
本
で
は
、
一
八
七
七
年
に
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス

（Edw
ard M

orse

）が
東
京
都
の
大
森
貝
塚
を
発
見
し
、
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
モ
ー
ス
は
、
大
森
貝
塚
を
ア
メ
リ

カ
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
貝
塚
と
比
較
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
貝
塚
研
究
の
発
達
や
自
身
の
ア
メ
リ
カ

で
の
貝
塚
調
査
経
験
に
よ
り
、
モ
ー
ス
は
日
本
で
発
見
し
た
貝
塚
の
重
要
性
を
理
解
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す4

注

。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
の
間
で
も
、
そ
の
頃
の
日

本
の
貝
塚
の
発
見
は
急
速
に
知
ら
れ
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
考
古
学
者
の
エ
ミ
ー
ル
・
カ

ル
タ
イ
ヤ
ッ
ク（Ém

ille C
artaillac

）が
一
八
八
六

年
に
出
版
し
た『
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
先
史

時
代（Les Âges Préhistoriques de l’ Espagne et 

du Portugal

）』で
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ム
ー
ジ
ュ

地
方
の
巨
大
貝
塚
の
発
見
な
ど
に
注
目
し
て
い
ま

す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
と
同
様
に
日
本
に
も
貝

塚
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
ま
す5

注

。

こ
の
よ
う
な
長
い
研
究
の
歴
史
に
よ
り
、
現
在
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
西
洋
沿
岸
で
六
○
○
か
所
以

上
の
中
石
器
時
代
貝
塚
が
知
ら
れ
て
い
ま
す（
図

1
）。
貝
塚
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア

図 1　西ヨーロッパ大西洋沿岸における中石器時代貝塚分布

注
2 
Bailey 1978; Erlandson 2013 

な
ど

注
3 

G
utiérrez- Zugasti et al. 2011

注
4 

M
orse 1877; 1879

注
5 

C
artailhac 1886
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イ
ル
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
、
北
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
岩
海
岸
お
よ
び
河
口
域
で
分
布
密
度
が
特
に
高
く
、
中

石
器
時
代
後
期
の
も
の
が
一
番
多
く
な
っ
て
い
ま
す6

注

。
日
本
と
違
っ
て
、
遺
跡
統
計
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
し
て
い
る
国

が
少
な
い
た
め
、
残
念
な
が
ら
正
確
な
中
石
器
時
代
の
貝
塚
数
は
不
明
で
す
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
だ
け
で
も
エ
ル
テ
ベ
ー
レ
時

代
、
つ
ま
り
中
石
器
時
代
後
期
の
貝
塚
は
四
○
○
か
所
以
上
知
ら
れ
て
い
ま
す7

注

。
ま
た
、
北
ス
ペ
イ
ン
西
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
地

方
で
も
、
中
石
器
時
代
貝
塚
は
一
三
○
か
所
以
上
報
告
さ
れ
て
い
ま
す8

注

。

貝
塚
は
主
に
開
地
遺
跡
が
一
般
的
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
貝
層
が
洞
窟
や
岩
陰
内
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
多
く
な
っ

て
い
ま
す（
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
地
方
）。
貝
層
の
規
模
は
大
型
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
小
型
で
あ
ま
り

目
立
た
な
い
貝
塚
も
あ
り
ま
す
。
遺
構
に
関
し
て
は
、
埋
葬
や
炉
の
検
出
が
一
番
多
く
、
そ
の
数
は
遺
跡
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。
遺
構
が
比
較
的
多
く
残
っ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

農
耕
・
牧
畜
の
開
始
を
特
徴
と
す
る
新
石
器
時
代
前
期（Early N

eolithic

）の
貝
塚
も
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
日
本
の
弥
生
時
代
と
同
様
に（
鈴
木 1989

）、
こ
の
時
期
の
遺
跡
数
は
比
較
的
少
な
く
、
貝
層
の
規
模
も
大
き
く

あ
り
ま
せ
ん9

注

。
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
貝
塚
の
分
布
と
問
題
点

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
遺
跡
国
立
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（Portal do Arqueólogo

）に
は
、
中
石
器
時
代
後
期
の
貝
塚
が
約
三
八
か
所
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登
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
河
口
域
お
よ
び
海
岸
域
に
位
置
し

て
い
る
開
地
遺
跡
で
す
。
テ
ー
ジ
ョ

川
と
サ
ー
ド
川
の
河
口
域
で
形
成
さ

れ
た
貝
塚
群
か
ら
は（
図
2
）、
あ

わ
せ
て
四
○
○
体
以
上
の
埋
葬
人

骨
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
古
く
か
ら

国
際
的
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

貝
塚
の
規
模
や
形
態
は
多
様
で
す
。

た
と
え
ば
、
テ
ー
ジ
ョ
川
の
貝
塚
群

に
は
厚
さ
四
〜
五
メ
ー
ト
ル
の
大
規

模
の
マ
ウ
ン
ド
状
の
貝
塚
が
あ
り
ま

す
が
、
サ
ー
ド
川
の
貝
塚
群
の
場
合

は
厚
さ
五
○
〜
八
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト

図 2　ポルトガル・テージョ川およびサード川河口域の中石器時代貝塚群
 　　a：カベソ・ダ・アモレイラ貝塚、b：ポサス・デ・サンベント貝塚

a

b

注
6 
G

utiérrez- Zugasti et al. 2011

注
7 

Bailey

・M
ilner 2008

注
8 

Fano 2018

注
9 

G
utiérrez- Zugasti et al. 2011
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ル
程
度
の
貝
層
が
一
般
的
で10

注

、
あ
ま
り
目
立
た
な
い

貝
塚
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
中
石
器
時
代
後
期
の
貝
塚

が
六
か
所
知
ら
れ
て
お
り
、
北
西
部
の
ブ
ル
タ
ー
ニ

ュ
地
方
お
よ
び
ペ
イ
・
デ
・
ラ
・
ロ
ワ
ー
ル
地
方
に

分
布
し
て
い
ま
す11

注

（
図
3
）。
こ
れ
ら
の
貝
塚
は
す

べ
て
岩
海
岸
に
形
成
さ
れ
た
開
地
遺
跡
で
す
。
現
在

残
っ
て
い
る
貝
層
の
厚
さ
は
二
○
〜
一
○
○
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
で
す
が
、
浸
食
の
影
響
を
か
な
り
受

け
て
お
り
、
遺
跡
本
来
の
規
模
は
現
状
と
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の

貝
塚
の
中
で
は
、
装
飾
品
で
飾
ら
れ
た
複
数
の
埋
葬

人
骨
に
よ
っ
て
国
際
的
に
知
ら
れ
て
い
る
モ
ル
ビ
ア

ン
地
方
の
テ
ビ
エ
ッ
ク（Téviec

）
お
よ
び
オ
エ
デ

ィ
ッ
ク（H

öedic

）貝
塚
が
有
名
で
す12

注

。

ポ
ル
ト
ガ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
の
中
石
器
時
代
貝
塚
研

究
の
問
題
点
と
し
て
、
ま
ず
残
り
が
悪
い
貝
塚
が
多

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
海
辺
に
位
置
す

図 3　フランス北西部における中石器時代後期の貝塚
a：ベグ・アン・ドルシャン貝塚、b・ c：ベグ・エル・ヴィル貝塚

a

b c



177 第7講　縄文貝塚の魅力 ̶ 西ヨーロッパからの視点

る
遺
跡
は
浸
食
等
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
が
多
く
、
原
状
を
残
し
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
河
口

域
に
分
布
し
て
い
る
貝
塚
も
、
砂
質
土
層
で
形
成
さ
れ
て
お
り
、
頻
繁
に
攪
乱
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
貝
層
の
違
い
や

そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
た
め
、
層
序
の
理
解
が
大
変
困
難
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
埋
葬
以
外
の
遺
構
に
関

し
て
も
、
他
の
中
石
器
時
代
の
遺
跡
と
同
様
、
比
較
的
シ
ン
プ
ル
な
構
造
の
も
の
が
多
い
た
め
、
検
出
や
理
解
が
難
し
く
な

っ
て
い
ま
す
。
近
年
は
貝
塚
の
発
掘
調
査
で
ジ
オ
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
的
分
析
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
堆
積
状
況
に
関
し
て
よ

り
詳
細
な
情
報
が
得
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
長
時
間
を
要
し
、
コ
ス
ト
も
高
い
た
め
、

実
際
分
析
で
き
る
の
は
調
査
範
囲
の
一
部
に
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す13

注

。

ポ
ル
ト
ガ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
お
よ
び
二
〇
世
紀
前
半
に
調
査
さ
れ
て
い
る
貝
塚
が
多
く
、
当
時
は
日

本
と
同
様
に
大
量
に
検
出
さ
れ
た
埋
葬
人
骨
が
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
し
た14

注

。
そ
の
結
果
、
現
在
も
中
石
器
時
代
の

い
わ
ゆ
る
死
生
観
、
人
骨
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
や
炭
素
・
窒
素
同
位
体
分
析
に
よ
る
食
生
活
の
復
元
に
研
究
が
集
中
し
て
い
ま

す15
注

。
ま
た
、
鳥
獣
魚
骨
や
貝
類
の
分
析
に
よ
る
古
環
境
や
生
業
の
研
究
も
か
な
り
充
実
し
て
い
ま
す16

注

。
し
か
し
、
最
近
は
広

い
範
囲
を
対
象
と
し
た
調
査
が
少
な
い
た
め
、
貝
塚
自
体
の
構
造
、
形
成
過
程
や
機
能
な
ど
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
研
究
は
比

注
10 

Roche 1972; Arnaud 1987

注
11 

M
archand 2003; D

upont et al. 2007

注
12 

Péquart et al. 1937; Péquart

・ Péquart 1954

注
13 
D

uarte et al. 2017 

な
ど

注
14 

Péquart and Péquart, 1954; Roche, 1972 

な
ど

注
15 

G
uiry et al. 2015 

な
ど

注
16 

Row
ley- C

onw
y 2015 

な
ど



178

較
的
少
な
く
、
不
明
な
点
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
現
在
も
発
掘
は
貝
層
が

あ
る
部
分
を
中
心
と
し
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
遺
跡
の
他

の
場
面
の
積
極
的
な
調
査
は

多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス

の
モ
ル
ビ
ア
ン
地
方
に
位
置
す

る
ベ
グ
・
エ
ル
・
ヴ
ィ
ル
貝

塚（Beg- er- V
il

）で
近
年
行
わ

れ
た
発
掘
調
査
で
は
、
貝
層

の
な
い
地
点
も
発
掘
調
査
対

象
に
含
め
た
結
果
、
複
数
の

炉
と
中
石
器
時
代
貝
塚
で
は

非
常
に
珍
し
い
住
居
跡
が
二

軒
発
見
さ
れ
ま
し
た17

注

（
図
4
）。

そ
の
た
め
、
貝
塚
遺
跡
に
お

い
て
貝
層
が
な
い
部
分
の
調
査

図 4　ベグ・エル・ヴィル貝塚の発掘調査
a：調査区遺構配置図（G.Marchand 提供） 
b：発掘調査風景（2014年）

a

bb
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も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
場
合
は
、
貝
塚
以
外
の
中
石
器
時
代
遺
跡
が
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
時
代
に
関
す
る
情
報
は
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
ま
す18

注

。

現
在
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
で
の
発
掘
調
査
は
、
開
発
事
業
に
伴
う
緊
急
発
掘
・
事
前
調
査
が
多
く
、
中
石
器
時
代

貝
塚
の
発
掘
は
ほ
と
ん
ど
学
術
調
査
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
的
な
問
題
で
す
が
、
貝
塚
研
究
は
発
掘
、
貝
層
の

採
取
、
水
洗
や
整
理
作
業
、
必
要
な
科
学
分
析
な
ど
で
多
く
の
時
間
、
人
力
、
費
用
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
大
き

な
研
究
助
成
金
が
な
い
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
フ
ラ
ン
ス
で
調
査
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
す
。

縄
文
貝
塚
の
魅
力
―
豊
富
な
情
報
量
と
ア注1

注

ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ

フ
ラ
ン
ス
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
中
石
器
時
代
貝
塚
と
比
較
す
る
と
、
縄
文
貝
塚
の
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
が
見
え
て
き
ま
す
。
ま

ず
、
日
本
に
は
非
常
に
た
く
さ
ん
の
貝
塚
が
あ
り
ま
す
。
文
化
庁
の
情
報
に
よ
る
と
、
二
○
一
六
年
の
時
点
で
は
縄
文
貝
塚

は
約
二
四
四
三
か
所
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
数
値
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
中
石
器
時
代
貝
塚
と
比
較
し
て
も
非
常

に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
世
界
的
に
見
て
も
、
日
本
は
中
期
・
後
期
完
新
世
初
頭
の
貝
塚
が
濃
密
に
分
布
し
て
い
る
と
言
え

注
17 

M
archand et al. 2019

注
18 

Balbo et al. 2011

注
19 

近
づ
き
や
す
さ
、
利
用
の
し
や
す
さ
の
意
味
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ま
す
。

縄
文
貝
塚
は
東
日
本
、
特
に
東
京
湾
に
集
中
し

て
お
り
、
太
平
洋
側
の
浅
い
内
湾
水
域
や
河
口
域

で
分
布
密
度
が
一
番
高
く
な
っ
て
い
ま
す20

注

。
大
き

な
地
域
差
が
あ
り
ま
す
が
、
貝
塚
は
北
海
道
か
ら

沖
縄
ま
で
日
本
全
国
の
沿
岸
部
に
分
布
し
て
い
ま

す（
図
5
）。

貝
塚
は
縄
文
時
代
の
研
究
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
き
て
お
り
、
縄
文
は「
貝
塚
文
化
」と
名

付
け
ら
れ
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た21

注

。
し
か
し
、

日
本
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
中
石
器
時
代
研
究
と
は

異
な
り
、
貝
塚
の
な
い
縄
文
遺
跡
も
多
く
知
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
研
究
も
進
ん
で
い
ま
す22

注

。
貝
塚
以

外
に
つ
い
て
の
縄
文
遺
跡
の
研
究
は
、
全
体
と
し

て
の
集
落
や
生
業
組
織
の
中
の
貝
塚
を
理
解
す
る

た
め
に
重
要
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
魅
力
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
様
、
縄
文
貝
塚
は
一
九
世

図 5　日本における縄文貝塚の分布
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紀
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
広
範
囲
の
調
査
が
行
わ
れ
た
遺
跡
が
多
く
、
大
き
な
研
究
成
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す23

注

。
ま

た
、
一
九
八
○
年
代
の
開
発
期
と
は
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
も
遺
跡
の
発
見
や
調
査
が
続
い
て
い
ま
す
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
や
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
り
、
日
本
で
は
開
発
や
遺
跡
の
整
備
に
伴
う
貝
塚
調
査
が
多
く
、
そ
の
な
か
で
も
詳
細

な
分
析
が
実
施
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
多
大
な
情
報
が
引
き
出
さ
れ
て
い
ま
す24

注

。

ま
た
、
縄
文
貝
塚
に
関
す
る
考
古
学
情
報
が
積
極
的
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
魅
力
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
貝
塚
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
で
は
遺
跡
調
査
の
報
告
書
が
多
く
発
行
さ
れ
て
お
り
、
購

入
ま
た
は
図
書
館
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
す
。
特
に
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
運
用
し
て
い
る『
全
国

遺
跡
報
告
総
覧
』の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
の
遺
跡
情
報
や
報
告
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
海
外
か
ら
で
も
制
限
が
な
く
、
手
軽

に
で
き
る
こ
と
は
、
他
国
と
比
較
し
て
実
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
発
掘
調
査
の
報
告
書

は
調
査
の
担
当
者
が
文
化
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
出
版
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
提
出
さ
れ
た

報
告
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
研
究
者
は
観
覧
許
可
を
得
て
か
ら
、
リ
ス
ボ
ン
の
国
立
ア
ー
カ
イ
ブ
に
出
向

か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
近
年
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
へ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ア
ク
セ
ス
が
よ
う
や
く
可
能
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
検
索
不
可
能
な
報
告
書
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

注
20 

鈴
木 

一
九
八
九
、
樋
泉 

二
〇
一
四

注
21 

戸
沢 

一
九
八
九

注
22 

H
abu 2004 

な
ど

注
23 

H
abu et al., 2011; 

小
池 

二
〇
一
七

注
24 

佐
賀
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
六
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縄
文
貝
塚
の
魅
力

―
多
様
性

日
本
の
縄
文
貝
塚
は
数
が
多
い
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
種
類
も
多
様
で
す（
図
6
）。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
で
は
、
貝
塚
は「
ゴ

ミ
捨
て
場
」と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
認
識
が
今

も
残
っ
て
い
ま
す
が
、
縄
文
貝
塚
の
特
徴
に

目
を
向
け
る
と
、
規
模
、
立
地
、
形
状
、
形

成
過
程
、
形
成
期
間
・
時
期
、
出
土
遺
物
、

自
然
遺
物
や
遺
構
が
実
に
多
様
で
あ
り
、
遺

跡
の
機
能
や
意
味
あ
い
も
当
然
多
様
で
あ
っ

た
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

有
名
な
千
葉
県
加か

そ

り
曾
利
貝
塚
の
よ
う
な
環

状
と
馬
蹄
形
の
大
型
貝
塚
も
あ
れ
ば
、
小
規

模
な
貝
塚
も
た
く
さ
ん
知
ら
れ
て
い
ま
す25

注

。

貝
層
が
面
状
に
堆
積
し
て
い
る
場
合
が
多
い

a c

b d

図 6　縄文貝塚の多様性
a：西日本では希少な大型貝塚（岡山県岡山市彦崎貝塚）
b：湿地性貝塚（佐賀県東名遺跡）
c：貝処理遺構を伴う湿地性貝塚（東京都北区中里貝塚）
d：大型環状貝塚（千葉県千葉市加曽利貝塚）



183 第7講　縄文貝塚の魅力 ̶ 西ヨーロッパからの視点

も
の
の
、
住
居
跡
な
ど
の
遺
構
内
で
形
成
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
台
地
上
な
ど
の
小
高
い
場
所
に
貝
塚
が
形
成
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
一
方
、
よ
り
海
岸
に
近
い
低
地
で
形
成
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す26

注

。
ま
た
、
遺
構
や
遺
物
を
多
く
含
む
集
落
内

に
形
成
さ
れ
た
貝
塚
も
あ
れ
ば
、
貝
以
外
の
資
料
が
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
い
な
い
遺
跡
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
東
京

都
北
区
中
里
貝
塚
で
は
、
遺
物
は
少
な
い
も
の
の
、
貝
類
の
加
工
施
設
と
認
め
ら
れ
て
い
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
同

貝
塚
は
ハ
マ
グ
リ
と
カ
キ
の
採
集
・
処
理
専
門
の
作
業
場
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す27

注

。

比
較
的
貝
塚
の
少
な
い
西
日
本
で
も
、
岡
山
県
岡
山
市
の
彦ひ

こ
ざ
き崎

貝
塚
の
よ
う
な
か
な
り
大
き
い
貝
塚
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
石
器
時
代
貝
塚
か
ら
も
、
遺
跡
の
多
様
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
特
に
貝
塚
の
機
能
に

つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
は
、
貝
塚
は
遺
構
や
遺
物
を
多
く
含
み
、
規
模
が
大
き
な
場
合
は

「
集
落
貝
塚
」、
小
規
模
で
遺
構
や
遺
物
が
少
な
い
場
合
は「
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
サ
イ
ト
・
専
業
貝
塚
」と
分
け
ら
れ
て
い
ま
す28

注

。

し
か
し
、
縄
文
貝
塚
の
多
様
性
を
見
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
使
わ
れ
て
い
る
単
純
な
貝
塚
分
類
は
過
去
の
現
実
に
対
し
て
の

情
報
不
足
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

縄
文
貝
塚
で
は
、
佐
賀
県
東ひ

が
し

名み
ょ
う

遺
跡
や
滋
賀
県
粟あ

わ
津づ

湖こ

底て
い

遺
跡
な
ど
の
湿
地
性
貝
塚
が
特
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す29

注

。
貝

塚
は
基
本
的
に
は
情
報
量
の
高
い
遺
跡
で
す
が
、
湿
地
性
貝
塚
か
ら
は
普
段
保
存
さ
れ
な
い
植
物
性
遺
物
も
残
り
の
よ
い
状

注
25 

西
野 

二
〇
〇
七
、
山
口
・
山
本
・
岩
﨑 

二
〇
一
五
、千
葉
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
七 

な
ど

注
26 

植
月 

二
〇
〇
一
、
幸
泉 

二
〇
一
六

注
27 

阿
部 

二
〇
一
四
、
東
京
都
北
区
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
振
興
部
飛
鳥
山
博
物
館 

二
〇
一
八

注
28 

G
utiérrez- Zugasti et al. 2011

注
29 

佐
賀
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
六
、
滋
賀
県
教
育
委
員
会
・ 

滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会 

二
〇
一
三
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態
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
貝
塚
は
日
本
以
外
で
も
珍
し
く
、
通
常
の
貝
塚
よ
り
植
物
資
源
の
利
用
な
ど
に
関

す
る
情
報
を
多
く
引
き
出
せ
る
貴
重
な
遺
跡
だ
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
貝
塚
を
形
成
し
た
人
々
の
水
産
資
源
の
積
極
的
な

利
用
の
み
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
植
物
資
源
を
含
む
縄
文
人
の
食
や
資
源
利
用
の
多
様
性
を
証
明
す
る
資
料
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
貝
塚
の
魅
力
―
空
間
利
用
が
わ
か
る
遺
跡
が
多
い

縄
文
貝
塚
は
、
過
去
の
環
境
変
化
や
生
業
活
動
に
関
す
る
資
料
を
多
く
含
み
ま
す
が
、
遺
跡
の
空
間
利
用
に
関
す
る
情
報

も
与
え
て
く
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
特
に
関
東
で
は
、
広
い
範
囲
の
貝
塚
の
調
査
が
多
数
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
千
葉
県

加
曾
利
貝
塚
や
西さ

い
ひ
ろ広

貝
塚
の
よ
う
な
大
規
模
な
集
落
貝
塚
が
存
在
す
る
た
め
、
貝
層
、
住
居
跡
、
土
坑
等
の
遺
構
お
よ
び
遺

物
の
分
布
や
時
期
的
な
変
化
が
わ
か
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す30

注

。
大
規
模
な
貝
塚
や
調
査
が
少
な
い
西
日
本
で
も
、

近
年
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
よ
う
な
情
報
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
縄
文
早
期
の
東
名
遺
跡
で
は
、

貝
の
廃
棄
場
所
、
ピ
ッ
ト
の
集
中
場
所
、
墓
地
や
居
住
域
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
比
較
的
古
い
段
階
の

貝
塚
を
含
む
遺
跡
で
あ
っ
て
も
、
空
間
利
用
に
関
す
る
規
則
が
、
あ
る
程
度
連
続
的
に
守
ら
れ
て
遺
跡
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

が
理
解
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
縄
文
貝
塚
か
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
石
器
時
代
貝
塚
で
も
数
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
ヒ
ト
や
イ
ヌ
の
埋
葬
址
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の
ほ
か
、
動
物
祭
祀
、
道
具
儀
礼
や
廃
棄
儀
礼
の
跡
な
ど
の
精
神
生
活
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
て
い
ま
す31

注

。

こ
の
よ
う
に
、
縄
文
貝
塚
に
は
単
な
る「
ゴ
ミ
捨
て
場
」や
ラ
ン
ダ
ム
な
廃
棄
跡
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
明
確
に
離
れ
て

い
る
遺
跡
が
多
い
た
め
、
貝
塚
の
意
味
や
形
成
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
非
常
に
重
要
で
す
。

縄
文
貝
塚
の
魅
力
―
保
存
活
用

縄
文
貝
塚
に
つ
い
て
は
研
究
面
だ
け
が
魅
力
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
跡
の
保
存
活
用
の
取
組
み
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
考
古
学
全
体
の
魅
力
と
も
言
え
ま
す
が
、
貝
塚
遺
跡
は
古
墳
と
と
も
に
古
く
か
ら
存
在
が
知
ら
れ
て

お
り
、
日
本
人
が
特
に
親
し
み
が
あ
る
遺
跡
の
一
つ
で
す
。
国
史
跡
と
し
て
保
存
整
備
さ
れ
て
い
る
貝
塚
が
多
い
た
め
、
比

較
的
簡
単
に
多
く
の
遺
跡
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
う
え
、
日
本
各
地
で
貝
塚
に
関
す
る
展
示
を
さ
ま
ざ

ま
な
博
物
館
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
資
料
館
な
ど
で
観
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
遺
跡
数
の
多
い
東
日

本
の
ほ
う
が
多
い
の
で
す
が
、
西
日
本
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
博
物
館
や
遺
跡
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

留
学
中
に
訪
れ
た
遺
跡
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
滋
賀
県
大
津
市
石い

し
や
ま山
貝
塚
で
す（
図
7
）。
遺
跡
が
あ
っ
た
場

注
30 

千
葉
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
七
、
市
原
市
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
市
原
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー 
二
〇
〇
五

注
31 

西
山 

一
九
九
五
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所
に
石
碑
が
あ
り
、
観
光
会
館
の
中
に
も
小
さ
な
展
示

が
あ
っ
て
、「
縄
文
し
じ
み
貝
塚
の
塔
」と
い
う
謎
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
も
あ
り
ま
し
た
。
貝
層
の
剥
ぎ
取
り
が
展

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
貝

層
の
堆
積
状
況
の
発
掘
後
の
確
認
、
保
存
や
公
開
に
便

利
な
日
本
独
特
の
方
法
だ
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
多
く

の
機
関
で
、
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
貝
塚
関
連
の
体
験

学
習
、
一
般
向
け
の
講
習
や
講
座
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ほ

と
ん
ど
の
貝
塚
は
私
有
地
内
に
存
在
し
て
お
り
、
一
般

の
方
は
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
遺
跡
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
の
貝
塚
の
よ
う
に
復
元
な
ど
を
含
む
保
存

活
用
が
さ
れ
て
い
る
遺
跡
も
な
い
た
め
、
貝
塚
の
存
在
自
体
を
知
っ
て
い
る
人
は
と
て
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
貝
塚
の
魅
力
―
一
般
市
民
向
け
の
情
報
公
開

日
本
で
は
、
縄
文
貝
塚
に
関
す
る
一
般
向
け
の
情
報
公
開
も
大
変
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
ず
、
内
容
的
に
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
で

図 7 滋賀県大津市石山貝塚「しじみ
貝塚の塔」
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購
入
可
能
な
書
籍
が
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
立
ち
ま
す32

注

。
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
研
究
者
は
評
価
の
高
い

研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
論
文
を
投
稿
す
る
こ
と
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
遺
跡
に
関
す
る
単
行
本
の
発
行
や
現
地
の
ジ

ャ
ー
ナ
ル
で
の
投
稿
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
向
け
の
情
報
公
開
が
あ
ま
り
重
要
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
は
見
直
す

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
縄
文
貝
塚
に
関
す
る
一
般
向
け
の
情
報
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
も
簡
単
に
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
遺
跡
に
関
す

る
情
報
は
魅
力
的
に
公
開
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
千
葉
市
立
加
曽
利
貝
塚
博
物
館
の
ウ

ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
は
、
か
わ
い
い
マ
ス
コ
ッ
ト
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
発
掘
調
査
の
情
報
を
観
覧
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
し
、
学
習
等
で
の
活
用
を
目
的
と
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す33

注

。
縄
文
遺
跡
群
世
界
遺
産
登

録
推
進
事
務
局
が
公
開
し
て
い
る「
世
界
遺
産
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
は
多
数
の
貝
塚
が

含
ま
れ
て
お
り
、
遺
跡
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
の
検
索
が
可
能
な
ほ
か
、
子
ど
も
用
の
専
用
ペ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す34

注

。
こ
の
よ

う
な
工
夫
は
、
貝
塚
と
い
う
あ
ま
り
目
立
た
な
い
遺
跡
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
大
切
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
日
本
考
古

学
の
魅
力
だ
と
言
え
ま
す
。

注
32 

村
田 

二
〇
一
三
、
佐
賀
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
七 

な
ど

注
33 

https://w
w

w.city.chiba.jp/kasori/index.htm
l

注
34 

https://jom
on- japan.jp/
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お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
縄
文
貝
塚
は
研
究
か
ら
保
存
活
用
、

情
報
公
開
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
大
変
魅
力
的
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

縄
文
貝
塚
か
ら
は
重
要
な
情
報
が
大
量
に
得
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
環
境
、
水
産
資
源
の
利
用
や
埋
葬
行
為
の
み
で
な

く
、
縄
文
時
代
の
人
々
の
集
団
の
豊
か
な
資
源
利
用
、
生
活
や
思
考
に
つ
い
て
の
情
報
も
多
く
引
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
素
晴
ら
し
い
情
報
は
、
日
本
の
歴
史
に
対
し
て
重
要
な
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
完
新
世
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
豊
か
な

水
産
資
源
を
背
景
に
し
て
発
達
し
た
、
多
様
な
狩
猟
採
集
文
化
と
そ
の
定
住
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に

も
大
き
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
今
後
は
さ
ら
に
国
際
的
に
縄
文
貝
塚
の
情
報
を
広
報
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。

ま
た
、
貝
塚
は
世
界
各
地
で「（
発
掘
も
、
そ
の
後
の
整
理
作
業
も
）大
変
な
遺
跡
」だ
と
言
え
ま
す
が
、
そ
の
分
、
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
縄
文
貝
塚
に
関
し
て
は
、
報
告
書
の
作
成
や
遺
跡
保
存
の
目
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
析
を
利
用
し
、
よ
り
詳
細
な
研
究
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
日
本
で
気
楽
に
ハ
マ
グ
リ
を
食
べ
ら
れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。
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謝　
辞

本
講
演
に
関
す
る
研
究
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
科
学
技
術
財
団（
F
C
T
）
に
よ
る
博
士
課
程
研
究
助
成
金SFR

H
/

BD
/100329/2014

お
よ
び
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学Andrew

 Sherrat Fund 2017

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

Q
＆
A

　
Q 

動
物
骨
や
骨
の
研
究
を
し
て
い
る
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
山
崎
健
で
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
貝
層

ば
か
り
の
調
査
を
し
て
、
空
間
的
利
用
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
日
本
だ
と
貝
塚
を

掘
る
の
は
面
倒
な
の
で
あ
ま
り
掘
ら
ず
、
貝
塚
の
研
究
自
体
が
遅
れ
て
い
る
状
況
で
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
だ
と
貝
層

の
ほ
う
が
優
先
し
て
調
査
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
A 

助
成
金
の
関
係
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
貝
塚
全
体
よ
り
貝
層
の
調
査
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
貝
塚
全
体

が
発
掘
さ
れ
て
い
て
、
貝
層
の
外
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
Q 

そ
れ
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
貝
層
を
見
て
古
環
境
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　
A 

ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
貝
層
の
ほ
う
が
古
環
境
、
遺
物
や
遺
構
等
に
関
す
る
情
報
量
が
多
い
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
貝
層
の
外
の
積
極
的
な
調
査
の
ケ
ー
ス
が
少
な
い
で
す
。
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Q 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
石
器
時
代
の
貝
塚
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
貝
と
魚
骨
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
か
。
縄
文
貝
塚
と
の

共
通
点
や
相
違
は
あ
り
ま
す
か
。

　
A 
河
口
域
の
貝
塚
と
沿
岸
部
で
は
だ
い
ぶ
異
な
り
ま
す
が
、
一
つ
の
種
類
に
集
中
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
海
域
環
境
の
貝
が
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
沿
岸
部
の
貝
塚
で
は
岩
海
岸
に
生
息
す
る
貝
、
河
口
域
の
貝

塚
で
は
河
口
干
潟
に
お
け
る
貝
が
多
い
で
す
。
し
か
し
、
河
口
域
の
貝
塚
で
も
イ
ワ
シ
等
の
海
の
魚
の
骨
が
検
出

さ
れ
た
り
す
る
の
で
、
中
石
器
時
代
の
人
々
は
身
近
な
河
口
域
内
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
限
ら
ず
、
海
で
も
漁
労
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
様
な
水
域
環
境
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
多
く
の
種
類
の
水
産
資
源
を
利

用
し
て
い
ま
し
た
。
縄
文
貝
塚
と
比
べ
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
石
器
時
代
貝
塚
は
数
が
少
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、

同
様
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
貝
塚
が
あ
り
ま
す
し
、
豊
か
な
環
境
と
多
様
な
水
産
・
陸
産
資
源
が
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
の
で
、
縄
文
時
代
の
も
の
と
共
通
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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第
8
講

日
本
考
古
学
の
魅
力

︱
ド
イ
ツ
の
考
古
学
者
の
経
験
と
印
象 

ブ
リ
ッ
タ
・
シ
ュ
タ
イ
ン　
ハ
レ
大
学
文
学
部
日
本
学
科 

研
究
員

ブ
リ
ッ
タ
・
シ
ュ
タ
イ
ン　

Britta Stein

一
九
八
八
年 

ド
イ
ツ
生
ま
れ

二
〇
一
〇
年 

ハ
レ
大
学 　
卒
業

二
〇
一
三
年 

ハ
レ
大
学
修
士
課
程　
修
了

二
〇
一
四
年 

ハ
レ
大
学
博
士
課
程　
入
学

二
〇
一
八
年
よ
り　
ハ
レ
大
学
文
学
部
日
本
学
科　
研
究
員
・
非
常
勤
講
師

専
門
は
古
墳
時
代
の
騎
馬
文
化
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
交
流
・
日
本
考
古
学
史



著
者
紹
介

日
本
料
理
も
得
意
と
さ
れ
る
ブ
リ
ッ
タ
さ
ん
。
S
N
S
に
彼
女
が
時
お
り
投
稿
す
る
手
作
り
ラ
ー

メ
ン
は
、
本
当
に
美
味
し
そ
う
で
す
。
私
が
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
二
〇
一
八
年
に
中
国
の
南

京
で
開
か
れ
た
S
E
A
A（
東
ア
ジ
ア
考
古
学
会
）の
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
会
場
で
の
こ
と
で
し
た
。

流
れ
る
よ
う
な
日
本
語
の
ス
ム
ー
ズ
な
発
音
に
び
っ
く
り
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
ブ
リ
ッ
タ

さ
ん
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
い
な
い
、
貴
重
な
日
本
考
古
学
の
若
手
研
究
者
で
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
逆
に
そ
れ
だ
け
に
大
変
な
ご
苦
労
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ぜ
ひ
、
そ
う

し
た
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
こ
れ
か
ら
も
日
本
の
研
究
者
と
の
交
流
を
続
け
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
ご
活
躍
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
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ま
ず
、
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
今
年（
二
〇
二
二
年
）は
日
独
交
流
一
六
○
周
年
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
と
日
本
の
考
古
学
の
交
流
の
歴
史
も
同
様
に
長
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
日
講
演
で
き
る
こ
と
を
特
に
嬉
し
く
思
っ

て
い
ま
す
。

本
日
は
、
三
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
て
お
話
し
し
ま
す
。
最
初
に
、
日
本
考
古
学
に
関
す
る
個
人
的
な
経
験
に
つ
い
て
話
し
、

次
に
日
本
と
ド
イ
ツ
の
考
古
学
の
持
つ
歴
史
的
共
通
性
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
、
最
後
に
、
私
の
現
在
の
研
究
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

日
本
の
考
古
学
の
魅
力
―
個
人
的
な
印
象

日
本
の
考
古
学
と
の
出
会
い
は
高
校
生
の
と
き
で
し
た
。
当
時
、
ベ
ル
リ
ン
の
美
術
工
芸
博
物
館（M

artin G
ropius Bau

）

で
の
展
覧
会『
曙
光
の
時（Zeit der M

orgenröte. Japans Archäologie und G
eschichte bis zu den ersten K

aisern

）』で
、

火
焔
型
土
器
、
遮
光
器
土
偶
、
埴
輪
な
ど
を
見
て
、
日
本
考
古
学
の
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
が
、
将
来
、
日
本
の
考
古
学
を
専

攻
す
る
考
古
学
者
、
日
本
学
者
に
な
る
と
は
想
像
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
展
覧
会
を
見
た
二
年
後
、
ハ
レ
大
学
に
入

学
し
て
先
史
考
古
学
と
日
本
学
を
学
び
始
め
、
二
○
一
○
年
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
、
上
智
大
学
に
一
年
間
交
換
留
学
し

た
と
き
、
埼
玉
県
の
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
の
発
掘
調
査
に
参
加
し
ま
し
た
。
発
掘
作
業
を
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
の
数
の

多
さ
に
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、
二
○
一
三
年
に
は
、
小
田
原
で
の
発
掘
調
査
に
参
加
す
る
機
会
が
あ
り
、
小
田
原
で
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は
一
般
の
方
を
対
象
と
し
た
現
地
説
明
会
に
も
参
加
し
て
来
場
者
の
多
さ
と
そ
の
関
心
の
高
さ
に
驚
き
ま
し
た
。
日
本
で
は
、

ド
イ
ツ
に
比
べ
て
考
古
学
が
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
発
掘
調
査
や
そ
の
結
果
に
対
す
る
一
般
の
人
々

の
関
心
が
高
い
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

二
○
一
四
年
と
二
○
一
五
年
に
現
在
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
日
本
に
留
学
し
た
際
に
は
、
日
本
の
考
古
学
者
た

ち
の
親
切
さ
や
助
け
合
い
の
精
神
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
日
本
考
古
学
の
魅
力
の
一
部
で
す
。

卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
ま
で
の
日
本
考
古
学
史
で
す
。
明
治
時
代
の
日
本
の
考
古
学
を
研
究

し
て
い
る
う
ち
に
、
ド
イ
ツ
の
考
古
学
と
日
本
の
考
古
学
の
持
つ
歴
史
的
共
通
性
に
気
づ
き
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
と
日
本
の
考
古
学
史

日
本
の
先
史
時
代
や
遺
物
に
関
す
る
情
報
は
、
お
そ
ら
く
フ

ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト（
図
1
）の
著

書
や
紀
行
文
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語
圏
に
初
め
て
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

一
八
三
二
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
で
出
版
さ
れ
た
日
本
研
究

の
集
大
成『
日
本
』に
は
、
日
本
の
考
古
学
に
関
す
る
章
が
あ
り
、

そ
の
中
で
勾
玉
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す（
図
2 1
注

）。

図 1 フィリップ・フランツ・フォ
ン・シーボルト
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一
八
六
九
年
に
ド
イ
ツ
人
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン

ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
息
子
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ

ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
が
来
日
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ

リ
ー
帝
国
公
使
館
で
通
訳
者
と
し
て
働
き
、
滞
在
中
、
大

森
貝
塚
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
遺
跡
を
発
掘
し
ま

し
た
し
、
日
本
考
古
学
に
関
す
る
本
も
書
き（
図
3
）、
い

ろ
い
ろ
な
遺
物
を
紹
介
し
て
い
ま
す（
図
4 2
注

）。
彼
は
モ

ー
ス
と
と
も
に
日
本
考
古
学
の
父
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
日
本
の
考
古
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
わ

け
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す3
注

。

幕
末
の
一
八
六
五
年
、
ト
ロ
イ
遺
跡
の
発
掘
で
知
ら
れ

て
い
る
ド
イ
ツ
の
考
古
学
者
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
リ
ー
マ

ン
が
世
界
一
周
旅

行
の
間
に
来
日
し

注
1 
Siebold 1832

注
2 

K
reiner 1980,  

平
田 

二
〇
〇
八

注
3 

Stein 2018

図 2　『Nippon』勾玉の図

図 4 『Notes  on  Japanese 
Archaeology with Especial 
Reference to the Stone 
Age』の遺物図版

図 3　『考古説略』
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ま
し
た
。
こ
の
訪
問
を
、
最
近
、
八
王
子
の
活
性
化
を
目
指
す
学
生
グ
ル
ー
プ
が

取
り
上
げ
、
今
年（
二
○
二
二
年
）の
一
〇
月
か
ら
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
を
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
に
し
た
特
製
ま
ん
じ
ゅ
う
の
販
売
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の「
シ
ュ
リ
ー
ま
ん
」を

S
N
S
で
見
て
、
と
て
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

一
九
世
紀
、
考
古
学
は
学
問
と
し
て
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
数

十
年
間
で
急
速
に
発
展
し
ま
し
た
。
戦
後
の
考
古
学
の
発
展
は
、
ド
イ
ツ
と
日
本
で

多
く
の
類
似
点
が
あ
り
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
大
規
模
な
復
興
の
た
め
、
多

く
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
両
国
に
お
い
て
文
化
財
保
護
の
た
め
の

法
律
の
更
新
が
必
要
と
な
り
、
一
九
五
○
年
代
に
、
文
化
財
保
護
、
埋
蔵
文
化
財
保

護
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
、
日
本
、
東
ド
イ
ツ
に
も
マ
ル
ク
ス

主
義
の
唯
物
史
観
が
考
古
学
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す4
注

。

日
本
と
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
考
古
学
に
共
通
す
る
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
一
般
市

民
が
考
古
学
的
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
で
す（
図
5
）。
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
は
、
協
会
が
結
成
さ
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
新
し

い
発
見
や
遺
跡
を
報
告
す
る
だ
け
で
な
く
、
発
掘
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
日
本
の
市
民
発
掘
に
似
て
い
ま
す
。
ま

た
、
日
本
の
現
地
説
明
会
の
よ
う
に
、
発
掘
現
場
の
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
約
二
〇
〇
〇
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
活
動
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
協
会
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
再
統
一
を
経
て
現
在
も
存
在
し
て
い
る
の
は
残
念
な
が
ら
一
つ
だ
け
で
す5
注

。

日
本
と
ド
イ
ツ
の
考
古
学
の
組
織
も
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
は
文
化
財
保
護
と
考
古
学
の
た
め
の
州
立
機
関
が

あ
り
、
こ
れ
は
日
本
の
都
道
府
県
の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
と
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
大
き
な
違
い
も
あ
り
ま
す
。
日
本
で

図 5 ドイツ民主共和国のボランティア活動、
「若い歴史学者」のサークル



201 第8講　日本考古学の魅力 ̶ドイツの考古学者の経験と印象

は
、
埋
蔵
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
法
律
は
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
一
六
の
州
が
あ
る
の
で
、
法

律
も
一
六
種
類
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
違
い
が
あ
り
ま
す
。

古
墳
時
代
の
騎
馬
文
化
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
交
流

次
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
騎
馬
文
化
が
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
に
与
え
た
影
響
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
す
。

学
生
の
頃
か
ら
、
人
、
物
、
技
術
な
ど
の
移
動
に
魅
了
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
古
墳
時
代
の
中
・
後
期
を
研
究
テ
ー
マ
に
選

ん
だ
の
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
の
影
響
を
示
す
も
の
が
日
本
列
島
に
数
多
く
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
理
由
で
す
。
特
に
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
騎
馬
文
化
の
影
響
を
示
す
遺
物
、
す
な
わ
ち
騎
馬
の
武
装
と
威
信
財
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

欧
米
の
考
古
学
で
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
日
本
の
古
墳
時
代
の
関
係
に
着
目
し
、
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
は
あ
ま
り

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
は（
日
本
の
）古
墳
時
代
に
つ
い
て
の
研
究
自
体
が
ま
っ
た
く
な
い
と
言
っ
て
よ
い
状
況

で
す
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
遊
牧
騎
馬
民
族
や
、
騎
馬
民
族
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
西
ア
ジ
ア
に
与
え
た
影
響
に
関
す
る
研
究

注
4 

K
ossack 1999

注
5 

C
oblenz 2002, K

oschik 2002
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は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
多
く
の
考
古
学
者
は
、
東
ア
ジ
ア
の
遺
物
に
つ
い

て
あ
ま
り
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
と
き
ど
き
、
中
国
と
朝
鮮
半
島
の
遺
物
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
考
古
学
者
も
い
ま
す
が
、

数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
欧
米
に
は
日
本
の
遺
物
に
つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
う
え
、
と
き
に
は
、
す
で
に
日
本
考

古
学
で
は
批
判
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
引
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
江え

上が
み

波な
み

夫お

の
理
論
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す6
注

。
で
す
か
ら
、
私
ど
も

の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
考
古
学
者
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
影
響
を
示
す
日
本
の
遺
物
に
関

す
る
資
料
や
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
の
目
的
で
す
。

古
墳
時
代
に
お
け
る
馬
の
利
用
法

古
墳
時
代
中
期
に
は
、
馬
の
飼
育
・
繁
殖
に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
、
騎
馬
用
の
甲
冑
な
ど
が
渡
来
人
と
と
も
に
日
本
列
島
に

入
っ
て
き
た
た
め
、
騎
乗
用
馬
具
や
戦
闘
に
使
わ
れ
る
騎
馬
用
の
装
備
な
ど
に
は
大
陸
か
ら
の
強
い
影
響
が
見
ら
れ
ま
す7
注

。

朝
鮮
半
島
南
部
で
は
、
紀
元
前
一
世
紀
に
は
す
で
に
馬
が
い
ま
し
た8
注

。
そ
こ
で
、
弥
生
時
代
や
古
墳
時
代
初
期
に
は
、
日

本
列
島
と
大
陸
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
馬
の
本
格
的
な
渡
来
が
古
墳
時
代
中
期
ま
で
か
か
っ
た
の
か
と
い

う
疑
問
が
生
じ
ま
す
。

四
世
紀
に
は
、
東
北
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
で
騎
兵
で
の
戦
い
、
特
に
重
騎
兵
の
広
が
り
と
と
も
に
、
高
句
麗
が
南
下
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
の
南
部
の
国
々
と
古
墳
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
危
険
な
状
態
で
し
た9
注

。
す
な
わ
ち
、
馬
の
導
入
に
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軍
事
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
す10
注

。
た
だ
し
、
馬
が
軍
事
的
に
必
要
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
に
も
重

騎
兵
が
い
た
は
ず
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

古
墳
時
代
中
期
に
な
る
と
、
武
器
・
甲
冑
の
副
葬
が
急
増
し
ま
す11
注

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
墳
時
代
中
期
に
は
常
備
軍
や
職

業
軍
人
が
い
た
と
考
え
る
研
究
者
も
い
ま
す12
注

。
し
か
し
、
そ
の
甲
冑
や
武
器
は
、
主
に
副
葬
さ
れ
た
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
り
、

軍
事
的
な
様
相
よ
り
儀
礼
的
な
様
相
が
強
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
副
葬
品
か
ら
軍
事
組
織
を
復
元
す
る
こ
と
は

非
常
に
困
難
で
す13
注

。
そ
れ
で
は
、
重
装
甲
の
騎
兵
の
普
及
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

松ま
つ

木ぎ

武た
け
ひ
こ彦

先
生
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
高
句
麗
の
騎
兵
に
張
り
合
う
重
騎
兵
軍
隊
を
組
織
し
よ
う
と
し
た
証
拠

は
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん14
注

。
た
だ
し
、
高
句
麗
の
壁
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
重
騎
兵
は
、
考
古
学
的
な
証
拠
が
朝

鮮
半
島
の
南
部
ま
で
あ
り
ま
す
。
有
名
な
の
は
、
慶
州
の
チ
ョ
ク
セ
ム
地
区
の
新
羅
古
墳
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
馬
の
甲
冑
で
す

（
図
6
）。
古
墳
で
は
、
埋
葬
さ
れ
た
人
は
馬
の

甲
冑
の
上
に
乗
せ
ら
れ
、
足
元
に
は
小こ

札ざ
ね

冑か
ぶ
とと

注
6 

Jäger 2006

注
7 

白
石 

二
〇
一
六

注
8 

諫
早 

二
〇
一
九

注
9 

諫
早 

二
〇
一
九
、
신 

二
〇
一
九

注
10 

白
石 

二
〇
一
六

注
11 

川
畑 

二
〇
一
五

注
12 

田
中 

二
〇
〇
二

注
13 

川
畑 

二
〇
一
八

注
14 

松
木 

二
〇
一
七

図 6 慶州のチョクセム地区の新
羅古墳遺跡から出土した馬
の甲冑
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挂け
い
こ
う甲

が
副
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
騎
兵
の
装
備
は
、
高
句
麗
の
壁
画
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。
馬
の
甲
冑
の
復
元
か
ら
、

甲
冑
の
重
さ
は
三
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た15
注

。

日
本
列
島
に
は
、
古
墳
時
代
の
馬
具
と
馬
の
埋
葬
が
数
多
く
発
掘
さ
れ
ま
し
た
が
、
馬
の
甲
冑
は
四
例
し
か
発
見
さ
れ
て

い
ま
せ
ん16
注

。
馬
の
甲
冑
の
少
な
さ
か
ら
、
重
騎
兵
が
古
墳
時
代
の
社
会
で
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ

ま
す
。
実
は
、
古
墳
時
代
に
は
武
器
・
武
具
が
数
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
戦
い
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
多
く
あ
り
ま

せ
ん
。
古
墳
時
代
中
期
・
後
期
の
甲
冑
を
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
と
、
驚
く
べ
き
発
見
が
あ
り
ま
す
。

鉄
製
品
と
し
て
の
甲
冑

大
陸
で
は
騎
兵
の
た
め
の
セ
ッ
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
挂
甲

と
小
札
冑
が
、
日
本
列
島
で
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
挂
甲

は
衝

し
ょ
う

角か
く

付つ
き

冑か
ぶ
とと

、
短
甲
は
眉ま

庇び
さ
し

付つ
き

胄か
ぶ
とと

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す17
注

。
埴
輪
に
も
、
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
が

見
ら
れ
ま
す（
図
7
）。
軍
事
的
な
観
点
か
ら
は
、
こ
の
組
み
合

わ
せ
に
な
る
理
由
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
、
補
修
や
損

害（
た
と
え
ば
、
突
き
刺
さ
れ
た
穴
）な
ど
の
痕
跡
が
あ
る
、
実

図 7 武人埴輪、茨城県行方
市小幡出土
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際
の
戦
闘
で
使
わ
れ
た
可
能
性
を
示
す
武
器
や
武
具
も
多
く
あ
り

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
あ
ま
り
実
用
的
で
は
な
い
金
銅
装
飾
甲
冑
も

た
く
さ
ん
出
土
し
て
い
ま
す（
図
8 18
注

）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
甲
冑

や
武
器
は
戦
闘
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
古
墳
時
代
の
社

会
で
は
別
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

古
墳
時
代
の
日
本
列
島
で
は
、
戦
争
な
ど
の
武
力
紛
争
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
仮
説
は
、
武
器
に
よ
る
暴
力
で
傷
を
負
っ
た
人
骨
の
数
が

少
な
い
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
ま
す
。
甲
冑
や
武
器
が
大
量
に

出
土
し
た
地
域
か
ら
は
、
傷
痕
の
あ
る
人
骨
が
ほ
と
ん
ど
検
出
さ

れ
て
い
ま
せ
ん（
図
9
）。
関
東
地
方
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
し
ま

す
。
例
外
は
、
宮
崎
県
の
島し

ま
う
ち内

地
下
式
横
穴
墓
群
で
す
。
傷
痕
の

あ
る
人
骨
が
何
体
も
発
見
さ
れ
ま
し
た19
注

。
古
墳
時
代
に
は
地
域
紛

注
15 

K
ang &

 C
hang 2020

注
16 

小
林 

二
〇
〇
八
、
諫
早 

二
〇
二
〇

注
17 

小
林 

一
九
九
〇

注
18 

鈴
木 

二
〇
一
四

注
19 

竹
中
ほ
か 

二
〇
〇
一
、
竹
中
ほ
か 

二
〇
一
〇
a
・
二
〇
一
〇
b

図 8 金銅装飾甲冑、五條猫塚古
墳出土

図 9　傷痕のある人骨の出土地域
1 入の沢遺跡、2 ケラマき 3号墳、3
鶴山古墳、4 沢平横穴墓、5 犬山天神
山古墳、 6宗光寺横穴群、7 宮司井手
の上古墳、8 常心原地下式横穴墓群 7
号墓、9 島内地下式横穴墓群

1

3
4

5

6
7

8 9

2
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争
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
古
墳
時
代
の
馬
や
甲
冑
や
武
器
は
何
に
使
わ
れ
て

い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
で
て
き
ま
す
。

ま
ず
、
鉄
の
価
値
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

古
墳
時
代
後
期
前
半
ま
で
は
、
日
本
列
島
で
は
製
鉄
が
行
わ
れ
ず
、

輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
原
料
の
鉄
は
、
非
常
に
高
い

価
値
を
持
っ
て
お
り20
注

、
そ
の
価
値
は
鉄
で
で
き
た
も
の
に
移
っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
鉄
製
品
は
、
金
銅
製
の
装
身
具
と
同
じ
よ

う
に
威
信
材
と
な
り
ま
す
。
鉄
製
品
を
持
つ
こ
と
は
、
エ
リ
ー
ト
の
経

済
的
・
政
治
的
地
位
を
示
し
ま
す
。
ま
た
、
武
器
や
甲
冑
に
は
、
厄

除
け
や
魔
除
け
の
意
味
が
あ
り
、
死
者
の
魂
や
身
を
守
る
意
味
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す21
注

。
そ
れ
以
外
に
も
、
祭
祀
的
利
用
が
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
の
影

響
を
示
す
騎
兵
に
関
す
る
遺
物
は
、
古
墳
時
代
人
に
と
っ
て
は
原
産

地
と
は
異
な
る
使
い
方
を
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

装
身
具
に
も
武
器
と
非
常
に
似
た
展
開
が
見
ら
れ
ま
す
。
古
墳
時
代
の
冠
に
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
冠
に
も
広
く
見
ら

れ
る「
生
命
の
木
」の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
ま
す（
図
10
）。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
お
そ
ら
く
大
陸
か
ら
来
た
工
人
が
持
ち
込

ん
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
は
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
強
い
儀
式
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か 図 10　古墳時代の冠、藤ノ木古墳出土
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し
、
古
墳
時
代
の
宗
教
で
は
、
木
々
は
あ
ま
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
モ
チ
ー
フ

は
儀
式
的
な
役
割
を
失
い
、
装
飾
的
な
役
割
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す22
注

。
こ
の
よ
う
に
、
古
墳
時
代
人
は
輸
入

さ
れ
た
モ
ノ
を
自
分
の
ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
て
変
化
さ
せ
ま
し
た
。
モ
ノ
の
形
も
役
割
も
変
わ
り
ま
し
た
。

埴
輪
に
見
る
騎
兵

実
際
に
重
騎
兵
が
戦
い
に
使
わ
れ
た
か
ど

う
か
を
考
え
る
際
、
馬
の
大
き
さ
も
考
慮
に

入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
古
墳
時
代
の

馬
は
と
て
も
小
さ
く
、
背
高
が
一
二
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ
ん（
図
11
）。

こ
の
よ
う
な
小
さ
な
馬
が
、
重
い
甲
冑
や
重

装
備
の
騎
士
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う

注
20 

松
木 

二
〇
一
七

注
21 

塚
本 

二
〇
一
七
、G

ellert 2018

注
22 

Stein 2017

図 11　古墳時代の馬、蔀屋北遺跡出土
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か
は
疑
問
で
す
。
高
句
麗
の
壁
画
に
描
か
れ
た
重
騎
兵
の
装
備
は
、
小
さ
な
馬

に
は
重
す
ぎ
た
の
で
し
ょ
う
。
ロ
ー
マ
軍
も
同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

し
た
。
騎
兵
の
装
備
は
馬
に
と
っ
て
重
す
ぎ
、
戦
い
で
は
非
常
に
遅
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
軍
事
的
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え

る
学
者
も
い
ま
す23
注

。

古
墳
時
代
に
は
、
馬
が
軍
事
目
的
で
は
な
く
、
主
に
威
信
財
、
儀
礼
的
な
も

の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
馬
が
舟
と
同

様
に
死
者
の
魂
を
他
界
に
運
ん
だ
と
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
。
馬
の
埋
葬
、
馬
の

壁
画
、
馬
形
埴
輪
、
馬
具
の
副
葬
な
ど
が
馬
の
祭
祀
的
な
役
割
を
表
現
し
ま
す24
注

。

そ
れ
は
、
騎
馬
の
埴
輪
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
騎
馬
の
埴
輪
は
一
八
点

ほ
ど
し
か
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
騎
乗
し
た
騎
兵
を
描
い
た
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん25
注

。
騎
馬
の
埴
輪
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一
の
グ

ル
ー
プ
は
、
裸
足
で
荷
物
を
背
負
っ
た
小
さ
な
人
物
埴
輪
で
す（
図
12
）。
馬
具
は
手
綱
だ
け
で
、
鞍
も
鐙
も
な
く
馬
に
乗

っ
て
い
ま
す
。
第
二
グ
ル
ー
プ
は
、
装
飾
馬
具
を
つ
け
た「
飾
り
馬
」で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
騎
馬
は
王
冠
、
帽

子
、
耳
飾
り
、
首
飾
り
、
帯
金
具
な
ど
の
装
身
具
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。
武
器
を
持
っ
て
い
る
埴
輪
も
あ
り
ま
す
が
、
甲

冑
を
着
て
い
る
埴
輪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
騎
馬
は
、
騎
兵
を
表
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
騎
馬
像
が
描
か
れ
て
い
る
王
塚
古
墳
の
壁
画
に
似
て
い
る
の
で
、
儀
礼
的
な
使
用
を
表
す
と
考
え

て
い
ま
す
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
馬
に
乗
っ
て
経
済
的
・
政
治
的
権
力
を
誇
示
す
る
エ
リ
ー
ト
の
人
た
ち
を
表
現
し
た
も 図 12　騎馬埴輪、高林西原古墳群出土
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の
で
し
ょ
う
。
武
器
で
は
な
く
、
装
身
具
や
装
飾
馬
具
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
要
約
す
る
と
、『
隋
書
』

に
書
か
れ
て
い
る
通
り
で
す
：「
雖
有
兵
，
無
征
戰
」（
戦
士
有
り
、
戦
争
無
し
）。

古
墳
時
代
中
期
に
は
、
ど
う
し
て
馬
が
導
入
さ
れ
、
武
器
・
武
具
・
馬
具
・
装
身
具
な
ど
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
影
響
を

示
す
遺
物
が
急
増
し
た
の
か
、
ま
た
は
そ
の
遺
物
は
ど
う
や
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
世
界
史
的
視
点
が
、
古
墳

時
代
の
理
解
に
は
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Q
＆
A

Q 

古
墳
時
代
に
直
接
か
か
わ
る
質
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
発
掘
で
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
違
う

の
で
し
ょ
う
か
。

A 

ま
ず
、
ス
タ
ッ
フ
の
数
が
違
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
参
加
す
る
の
は
主
に
学
生
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
発
掘
調

査
期
間
で
す
。
日
本
で
は
緊
急
発
掘
調
査
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
で
は
四
〜
六
週
間
程

注
23 

H
arl 1996, Junkelm

ann 1996

注
24 

辰
巳 

二
〇
一
一

注
25 

南
雲 

二
〇
一
九
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度
が
普
通
だ
と
思
い
ま
す
。

Q 

使
っ
て
い
る
道
具
に
違
い
は
あ
り
ま
す
か
。

A 
あ
ま
り
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
方
法
に
も
違
い
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
。

Q 
ド
イ
ツ
で
日
本
の
考
古
学
に
興
味
を
持
っ
て
研
究
し
て
い
る
人
は
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

A 

東
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遺
物
を
比
較
し
て
い
る
人
は
、
現
在
ド
イ
ツ
で
は
私
し
か
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
東

ア
ジ
ア
や
日
本
の
考
古
学
の
研
究
を
し
て
い
る
人
は
、
ド
イ
ツ
で
は
非
常
に
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

司
会 

（
庄
田
慎
矢
）　
貴
重
な
存
在
で
す
ね
。
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
昔
九
州
大
学
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
バ
ー
バ

ラ
・
ザ
イ
ヨ
ク（Barbara Seyock

）さ
ん
が
日
本
や
韓
国
の
陶
磁
器
を
研
究
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
て
日

本
の
考
古
学
に
興
味
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
の
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

Q 

最
近
の
D
N
A
調
査
の
結
果
か
ら
、
騎
馬
民
族
説
に
つ
い
て
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？

A 

こ
れ
ま
で
騎
馬
民
族
の
D
N
A
調
査
で
は
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
サ
ン
プ
ル
は
少
数
あ
っ
て
も
、
日
本
か
ら
の
サ
ン

プ
ル
は
私
の
知
る
限
り
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
調
査
が
進
む
と
面
白
い
分
野
だ
と
思
い
ま
す
。

参
考
文
献
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諫
早
直
人 

二
〇
一
九 「
東
ア
ジ
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に
お
け
る
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化
東
方
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の
考
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学
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頁
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옷
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史
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9
講

鉄
器
研
究
か
ら
見
た
日
本
考
古
学 

ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
イ
ア
ン　
岡
山
大
学
文
明
動
態
学
研
究
所 

特
任
准
教
授

ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
イ
ア
ン　

Joseph Ryan

一
九
八
九
年 

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ

二
〇
一
〇
年 

ハ
ワ
イ
大
学　
卒
業

二
〇
一
五
年 

大
阪
大
学
修
士
課
程　
修
了

二
〇
一
八
年 

大
阪
大
学
博
士
課
程　
修
了

二
〇
二
二
年 

岡
山
大
学
文
明
動
態
学
研
究
所　
特
任
助
教

二
〇
二
三
年
よ
り　
岡
山
大
学
文
明
動
態
学
研
究
所　
特
任
准
教
授

専
門
は
弥
生
〜
古
墳
時
代
の
考
古
学
・
鉄
器
の
生
産
と
流
通
か
ら
み
た

集
団
間
関
係
・
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
形
成



著
者
紹
介

ジ
ョ
ー
ク
ま
で
上
級
の
日
本
語
を
駆
使
す
る
ジ
ョ
セ
フ
さ
ん
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
に
あ
る

都
市
ノ
リ
ッ
ジ
で
の
会
合
で
初
め
て
お
会
い
し
ま
し
た
。
サ
イ
モ
ン
さ
ん
が
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ご

縁
で
、
二
〇
一
八
年
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
何
度
か
メ
ー
ル
で
の
や
り
と
り
は
あ
っ
た
の

で
す
が
、
そ
の
度
に
直
接
お
会
い
す
る
機
会
を
逃
し
て
い
ま
し
た
。
ノ
リ
ッ
ジ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
と

移
動
し
な
が
ら
の
旅
の
中
で
、
好
奇
心
の
旺
盛
な
、
活
発
な
方
だ
な
あ
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
後
、
彼
の
研
究
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
知
る
機
会
が
あ
り
、
本
当
に
こ
の
人
は
ア
メ
リ
カ
人
な
の

だ
ろ
う
か
、
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
実
測
を
し
ま
く
る
な
ど
、
む
し
ろ
最
近
の
日
本
の
学
生
が
や
り
た
が

ら
な
い
よ
う
な
、
典
型
的
な
日
本
の
考
古
学
者
の
よ
う
な
研
究
の
仕
方
を
さ
れ
て
い
る
な
あ
、
と
感

銘
を
受
け
た
次
第
で
す
。



217 第9講　鉄器研究から見た日本考古学

は
じ
め
に

遺
跡
や
古
墳
か
ら
出
土
す
る
昔
の
鉄
器
は
錆
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
形
状
が
わ
か
り
に
く
い
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
の
で
、
本
日
は
ま
ず
、
私
が
な
ぜ
、
鉄
器
と
い
う
や
っ
か
い
な
遺
物
に
手
を
出
し
た
の
か
を
簡
単
に
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
大
阪
府
藤
井
寺
市
に
あ
る
古
墳
時
代
中
期
の
野の

中な
か

古
墳
は
、
大
量
の
甲
冑
な
ど
の
鉄
製
武
器
武
具
類
が

出
土
し
た
こ
と
で
有
名
で
す1
注

。
そ
の
出
土
品
は
二
○
一
五
年
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
指
定
に
向
け
た

再
整
理
が
、
大
阪
大
学
の
考
古
学
研
究
室
で
私
が
入
学
し
た
二
○
一
二
年
頃
か
ら
始
ま
り
、
運
よ
く
、
入
学
直
後
か
ら
大
量

の
鉄
製
武
器
武
具
類
の
観
察
と
実
測
の
日
々
を
送
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
再
整
理
の
成
果
は
、
二
○
一
四
年
に
大
阪

大
学
総
合
学
術
博
物
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
叢
書
に
収
め
ら
れ
、
そ
の
二
年
後
の
二
○
一
六
年
に
英
語
版
も
刊
行
さ
れ
て
い
ま

す2
注

。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
そ
の
P
D
F
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

鉄
製
品
と
そ
の
詳
細
な
観
察
・
実
測
と
の
偶
然
の
出
会
い
が
、
そ
の
後
の
私
の
研
究
路
線
を
大
き
く
決
定
づ
け
た
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

本
日
は
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
鉄
製
品
を
系
統
的
に
整
理
し
た
う
え
で
、
古
墳
時
代
の
地
域
有
力
者
の
在
地
社
会
に
お
け

る
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

注
1 

北
野 

一
九
七
六

注
2 

高
橋
ほ
か
編 

二
〇
一
四
、Takahashi et al, Eds. 2016
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理
論
的
背
景

細
か
な
鉄
製
品
の
話
に
入
る
前
に
、
理
論
的
な
背
景
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
古
墳
時
代
は

日
本
列
島
の
国
家
形
成
期
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
統
治
方
法
や
成
熟
度
合
い
に

つ
い
て
は
、
議
論
が
続
い
て
い
ま
す
。
特
に
、
中
心
周
辺
関
係
や
地
域
支
配
の
実
態
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
海
外
で
も
、
広
域

に
広
が
る
複
雑
化
社
会
を
巡
る
従
来
の
研
究
は
、
政
治
的
中
心
や
、
エ
リ
ー
ト
の
な
か
で
も
上
位
有
力
者
に
大
き
く
偏
重
し

て
お
り
、
周
辺
地
域
や
下
位
層
の
主
体
性
が
十
分
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
現
状
に
あ
り
ま
す
。
結
果
的
に
、
広
範

囲
に
そ
の
影
響
が
確
認
で
き
る
中
央
集
権
的
な
国
家
や
帝
国
は
、
揺
る
ぎ
な
い
一
枚
岩
と
さ
れ
、
領
土
全
般
が
強
力
な
支
配

下
に
置
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
そ
う
で
は
な
く
、
権
力
が
よ
り
分
散
的
で
あ
る
点
、
統
治
方
式
が
多
様
で
あ
る
点3
注

、
あ
る
い
は
、

「
領
土
が
一
枚
岩
で
権
力
の
及
ぼ
さ
れ
る
あ
り
方
が
均
質
的
」で
は
な
く
、
政
治
中
心
の
直
接
支
配
が
及
ぶ
範
囲
が
よ
り
モ

ザ
イ
ク
で
あ
る
状
況
を
呈
す
る4
注

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
政
治
中
心
と
周
辺
諸
地
域
を
つ
な

ぐ
中
間
エ
リ
ー
ト
や
下
位
層
の
き
わ
め
て
重
要
な
役
割5
注

、
す
な
わ
ち
、
政
治
中
心
の
地
域
支
配
方
式
は
、
在
地
有
力
者
の
協

力
な
し
で
は
実
現
不
可
能
で
あ
り
、
政
治
中
心
か
ら
地
域
へ
と
い
う
一
方
的
な
力
関
係
の
み
な
ら
ず
、
地
域
勢
力
の
主
体
性

と
い
う
多
元
的
な
ベ
ク
ト
ル
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
間
エ
リ
ー
ト
の
研
究
は
、
ワ
リ
や
イ
ン
カ
な
ど
古
代
中
南
米
を
対

象
と
し
た
も
の
が
多
い
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
・
帝
国
主
義
時
代
や
大
航
海
時
代
に
お
い
て
も
そ
の
重
要
性
が
指

摘
さ
れ
て
お
り6
注

、
広
く
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
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古
墳
出
現
期
の
最
高
権
力
者

古
墳
時
代
の
日
本
列
島
に
話
を
戻
し
ま
す
。
古
墳
時
代
前
期

の
政
治
中
心
は
奈
良
盆
地
東
南
部
に
あ
っ
て
、
大
型
前
方
後
円

墳
や
前
方
後
方
墳
は
奈
良
盆
地
を
中
心
に
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域

に
色
濃
く
分
布
し
て
い
ま
す（
図
1
）。
こ
れ
ら
初
現
期
の
有
力

前
方
後
円
墳
や
前
方
後
方
墳（
以
下
、「
前
方
後
円
墳
」）の
副

葬
品
の
な
か
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
・
素
環
頭
大
刀
・
小
札
革

綴
冑
な
ど
中
国
の
魏
と
の
政
治
交
渉
を
表
徴
す
る
貴
重
品（
威

信
財
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
）が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
初
期
ヤ
マ

ト
政
権
の
傘
下
に
入
っ
て
く
る
地
域
有
力
者
に
優
先
的
に
配
布

さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
地
域
有
力
者

と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
関
係
が
、
前
方
後
円
墳
と
い
う
墳
形

注
3 
Alcock et al., Eds. 2001; Feinm

an and M
arcus Eds. 1998

ほ
か

注
4 

Sm
ith 2005

ほ
か

注
5 

Elson and C
ovey, eds., 2006; Sinopoli 2001

ほ
か

注
6 

Robinson 1972; Sharm
an 2019

ほ
か

図 1　古墳出現期の前方後円（方）墳分布
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や
、
長
大
な
割
竹
形
木
棺
と
竪
穴
式
石
室
な
ど
の
埋
葬
施
設
形
態
、
そ
し
て
副
葬
品
の
様
子
な
ど
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
鏡
や
冑
、
非
常
に
長
い
刀
な
ど
豪
華
な
副
葬
品
の
政
治
的
器
物
が
目
立
つ
た
め
、
初

期
ヤ
マ
ト
政
権
か
ら
地
域
へ
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
の
み
が
強
調
さ
れ
る
場
合
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

図
1
に
、
初
現
期
の
前
方
後
円
墳
の
分
布
図
を
示
し
ま
す
。
西
殿
塚
古
墳
や
箸
墓
古
墳
の
よ
う
に
未
発
掘
で
ブ
ラ
ッ
ク
ボ

ッ
ク
ス
の
古
墳
も
あ
り
ま
す
が
、
上
位
有
力
者
の
古
墳
に
お
い
て
三
角
縁
神
獣
鏡
が
基
本
的
な
副
葬
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
同
様
に
、
中
国
製
の
小
札
革
綴
冑
も
伴
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
有
力
者
の
性
格
も
、
初
期
ヤ

マ
ト
政
権
と
の
関
係
の
な
か
で
し
か
理
解
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
現
状
を
打
破
す
る
た
め
、
鉄
鏃
や
刀
剣
類
は
重
要
な
材
料
と
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
鉄
製
武
器
は
、
在

地
社
会
に
お
け
る
地
域
有
力
者
の
性
格
や
役
割
、
意
義
な
ど
を
理
解
す
る
一
助
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
岡
山
県
岡
山
市
に
あ
る
浦う

ら
間ま

茶ち
ゃ
臼う

す
や
ま山
古
墳7
注

と
い
う
全
長
約
一
四
○
メ
ー
ト
ル
の
大
型
前
方

後
円
墳
が
非
常
に
示
唆
的
な
存
在
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

浦
間
茶
臼
山
古
墳

浦
間
茶
臼
山
古
墳
は
、
二
八
○
メ
ー
ト
ル
前
後
の
奈
良
県
桜
井
市
の
箸
墓
古
墳
の
半
分
ほ
ど
の
規
模
を
測
り
ま
す
。
浦
間

茶
臼
山
古
墳
よ
り
規
模
が
大
き
い
椿
井
大
塚
山
古
墳
や
西
殿
塚
古
墳
は
、
副
葬
品
や
埴
輪
、
土
器
な
ど
か
ら
時
期
的
に
下
る
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こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
箸
墓
古
墳
と
同
時
期
の
古
墳
と
し
て
は
、
日
本
列
島
を
見
渡
し
て
も
浦
間
茶
臼
山
古
墳
が

そ
れ
に
次
ぐ
第
二
の
規
模
を
誇
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
古
墳
で
す
。
そ
の
被
葬
者
は
、
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
の
連
合
体
制
の
な

か
で
き
わ
め
て
中
核
的
な
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

簡
単
に
浦
間
茶
臼
山
古
墳
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す（
図
2
）。

岡
山
平
野
に
所
在
す
る
全
長
約
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
大
型
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
古
墳
時
代
前
期
初
頭
に
お
い
て
箸
墓
古

墳
に
次
ぐ
規
模
で
す
。
前
方
後
円
墳
と
い
う
墳
形
、
長
大
な
割
竹
形
木
棺
と
竪
穴
式
石
室
、
埋
葬
頭
位
が
北
で
あ
る
こ
と
、

盗
掘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
製
の
鏡
、
銅
鏃
二
二
本
、
鉄
鏃
四
二
本
、
刀
剣
二
○
本
以
上
、
多
く
の
農
工
漁

具
、
小
札
一
一
枚
以
上
と
多
種
多
様
な
貴
重
な
副
葬
品
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
吉
備
の
最
高
有
力
者
の
古

墳
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
古
墳
出
現
期
の
日
本
列
島
西
部
に
お
け
る
重
要
人
物
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で
す
。

浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
鏃

浦
間
茶
臼
山
古
墳
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
鉄
鏃
と
銅
鏃
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ど
う
い
っ
た
鉄
鏃
な
の

か
、
ど
う
い
っ
た
銅
鏃
な
の
か
が
重
要
で
す
。
副
葬
品
を
系
統
的
に
整
理
す
る（
い
わ
ば「
解
剖
学
的
」な
ア
プ
ロ
ー
チ
）こ

注
7 

近
藤
・
新
納
編 

一
九
九
一
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A 淡桃色粘土 B 棺灰色粘土
　（棺床粘土）

D 白色粘土
　（壁体石材間粘土）

0 2m

C 灰色粘土
　（盤体基底部
　板石被覆粘土）

図 2　浦間茶臼山古墳

A 淡桃色粘土 B 棺灰色粘土
　（棺床粘土）

D 白色粘土
　（壁体石材間粘土）

0 2m

C 灰色粘土
　（盤体基底部
　板石被覆粘土）
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と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
重
要
な
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。
古
墳
に

副
葬
さ
れ
て
い
る
鏃
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
系
譜
、
製
作
・
入
手

背
景
を
持
つ
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
詳
細
な
検
討

は
被
葬
者
像
の
解
明
に
つ
な
が
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す8
注

。

ま
ず
銅
鏃
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。
図
3
a
は
有

稜
系
柳
葉
式
銅
鏃
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
ヤ
マ
ト
政
権
の
象
徴
物
と

考
え
ら
れ
る
精
美
な
形
を
し
て
い
ま
す9
注

。
一
方
、
図
3
b
は
非
常

に
珍
し
い
タ
イ
プ
で
、
瀬
戸
内
を
特
徴
づ
け
る
圭
頭
式
銅
鏃
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
銅
鏃
に
は
二
種

類
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
ヤ
マ
ト
政
権
と
い
う
外
部
と
の
関
係
を
示

す
も
の
と
、
瀬
戸
内
と
い
う
地
域
社
会
の
系
譜
を
汲
む
も
の
で
す
。

次
に
、
鉄
鏃
の
基
礎
的
な
話
を
し
ま
す
。
松
木
武
彦
氏
の
ご

研
究
で
す
が
、
鉄
鏃
の
形
状
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
三
種
類
に
分
類
で
き
ま
す（
図
4
）。
第
一
は
、
扁
平
か
つ
大
型
の

平
根
系
鉄
鏃
で
す
。
装
飾
的
な
個
体
が
多
く
、
儀
仗
鏃
や
非
実
用
品
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
第
二
は
、
一
般
的
な

集
落
か
ら
も
出
土
す
る
単
純
な
製
作
技
術
に
よ
る
シ
ン
プ
ル
な
形
を
し
た
細
根
系
鉄
鏃
で
す
。
実
用
的
な
鉄
鏃
と
考
え
ら
れ

注
8 

松
木 

一
九
九
六
、
池
淵 

二
〇
〇
二
、
川
畑 

二
〇
一
〇
・
二
〇
一
五
、
ラ
イ
ア
ン 

二
〇
一
九
a

注
9 

松
木 

一
九
九
六

図 3　浦間茶臼山古墳の銅鏃
ａ：有稜系柳葉式銅鏃、ｂ：圭頭式銅鏃

a

b
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図
4　
古
墳
時
代
鉄
鏃
の

3
分
類

平
　
根
　
系

（
北
部
九
州
系
）

弥生時代前半弥生時代後半庄内式併行期古墳時代前期１期古墳時代前期２期

有
　
稜
　
系

細
根
系（
鉄
鏃
）

細
根
系（
銅
鏃
）
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て
い
ま
す
。
第
三
は
、
小
型
の
わ
り
に
分
厚
く
、
複
数
の
面
や
稜
を
持
つ
有
稜
系
鉄
鏃
で
す10
注

。

鉄
鏃
の
形
状
を
理
解
す
る
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
製
作
技
術
が
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
ま
す
。
鉄
鏃
の
製
作
技
術
は
、
単
純

化
す
る
と
、「
鏨
切
り
技
法
」と「
丸
鍛
え
技
法
」に
大
別
で
き
ま
す（
図
5 11
注

）。
鏨
切
り
技
法
は
、
薄
い
板
状
鉄
素
材
を
鏨
で

切
断
す
る
技
法
で
す
が
、
細
根
系
鉄
鏃
や
平
根
系
鉄
鏃
に
使
わ
れ
ま
す
。
多
少
の

研
磨
や
鍛
打
を
伴
い
ま
す
が
、
単
純
な
製
作
技
術
で
シ
ン
プ
ル
な
形
状
の
製
品
が
で

き
ま
す
。
一
方
で
、
丸
鍛
え
技
法
は
、
厚
み
の
あ
る
鉄
素
材
を
多
方
向
か
ら
鍛
打

し
て
成
形
す
る
も
の
で
、
研
磨
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
技
術
を
駆
使
し

た
有
稜
系
鉄
鏃
は
、
複
雑
な
多
面
体
状
の
形
状
を
有
し
、
造
形
意
識
の
高
い
、
美

し
い
製
品
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
鉄
鏃
を
分
類
す
る
と
図
6
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

古
墳
時
代
前
期
の
一
般
的
な
集
落
か
ら
出
土
す
る
シ
ン
プ
ル
な
鉄
鏃
と
古
墳
か

ら
出
土
す
る
複
雑
な
形
状
の
鉄
鏃
を
比
較
し
た
も
の
が
、
図
7
で
す
。
集
落
か
ら
出

土
す
る
細
根
系
鉄
鏃
は
、
形
状
も
技
術
も
シ
ン
プ
ル
で
、
厚
み
も
薄
い
で
す
。
一

方
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
有
稜
系
鉄
鏃
は
、
横
断
面
形
状
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う

に
、
非
常
に
分
厚
く
て
多
様
な
面
と
陵
を
持
つ
複
雑
な
形
状
を
し
て
い
ま
す
。
こ

注
10 

松
木 

一
九
九
六

注
11 

村
上 

二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
七
、
水
野 
二
〇
〇
九
ほ
か

図 5　鉄鏃の製作技術と分類

① 弥生時代鉄鏃
 板状鉄素材よりの
 切断成形

② 古墳時代前期 小型柳葉式
 （丸鍛え造り）
 厚みのある素材からの全面鍛造
 加工後、鏃身研磨による鎬造り

全面鍛造

鍛造
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の
よ
う
な
有
稜
系

鉄
鏃
は
、
有
力
者

が
所
有
す
る
精
美

な
武
器
形
貴
重
品
、

す
な
わ
ち
威
信
財

で
あ
り
、
以
前
は

政
治
中
心
で
あ
る

初
期
ヤ
マ
ト
政
権

か
ら
配
布
さ
れ
た

と
考
え
る
傾
向
が

あ
り
ま
し
た
が
、

近
年
、
有
力
者
同

士
が
授
受
し
合
う

場
合
も
あ
っ
た
と

み
る
見
解
が
有
力

に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

浦
間
茶
臼
山
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
鉄
鏃
は
、
錆
が
進
行
し
て
い
て
遺
存
状
態
が
非
常
に
悪
く
、
全
体
的
な
評
価
が
困

難
で
す
が
、
型
式
の
特
定
可
能
な
資
料
に
限
る
と
、
大
半
が
有
稜
系
柳
葉
式
鉄
鏃
で
す
。
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
関
係
が
窺 図 6　浦間茶臼山古墳出土鉄鏃の分類

平
根
系

有
稜
系

0 10cm(1:3)
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え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
政
治
中
心
か
ら
配
布
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
図
8
a
は
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
平
根
系
鉄
鏃
、
図
8
b
は
岡
山

県
域
で
の
類
例
で
す
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
鉄
鏃
が
大
型

古
墳
だ
け
で
な
く
、
み
そ
の
お
古
墳
群
の
よ
う
な
在
地
的
な
伝
統
を
引
き

継
ぐ
よ
う
な
小
型
古
墳
か
ら
も
出
土
し
ま
す
し
、
一
般
的
な
集
落
か
ら
も

出
土
す
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
外
部
か
ら
配
布
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
在
地
社
会
と
の
関
係
で
理
解
で
き
る
も
の
で
す12
注

。

も
う
一
つ
の
種
類
の
平
根
系
鉄
鏃
も
出
土
し
て
い
ま
す（
図
6
：
33
〜

35
、
37
〜
38
）。
大
型
定
角
式
鉄
鏃
と
い
う
種
類
の
鉄
鏃
で
、
そ
の
平
面

形
態
が
特
徴
的
で
す
。
同
じ
よ
う
な
形
状
の
鏃
が
、
東
部
瀬
戸
内
に
集
中

し
て
い
ま
す（
図
8
c
）。
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
は
関
係
の
な
い
在
地
生
産

品
で
、
大
型
古
墳
の
み
な
ら
ず
、
集
落
か
ら
も
出
土
す
る
点
が
重
要
で
す12
注

。

こ
れ
ま
で
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
ま
す
。

型
式
学
的
な
検
討
に
よ
り
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
鏃
は
大
き
く
二
相
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
交
流
が
認

め
ら
れ
る
製
品
で
す
。
有
稜
系
柳
葉
式
銅
鏃
と
有
稜
系
柳
葉
式
鉄
鏃
が
そ

図 7　古墳時代前期の集落出土鉄鏃と古墳出土鉄鏃の比較

1

集　落 古　墳

2
3

4

0 (1:2) 10cm

注
12 

ラ
イ
ア
ン 

二
〇
一
九
a
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図 8　平根系鉄鏃の比較
ａ：浦間茶臼山古墳出土鉄鏃、ｂ：岡山県での出土例、 
ｃ：東部瀬戸内から出土する平根系鉄鏃（大型定角式鉄鏃）

1. 足守川加茂B住居8
2. 百間川原尾島住居7
3. 備前車塚
4. 浦間茶臼山
5・6. みそのお46号

1. 森広　2. 原間　
3. 柿坪中山4号　
4. 矢野　5. 芳ヵ谷　
6. 大町七九谷

7・8. 宝蔵山4号　
9. 西山谷2号　
10・11. 丸井

0

5cm

(1:2)

0

5cm

(1:2)

a

b

c
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の
代
表
例
で
す
。
も
う
一
つ
、
大
型
定
角
式
鉄
鏃
を
含
む
平
根
系
鉄
鏃
は
、
在
地
社
会
の
系
譜
を
汲
む
製
品
で
す
。

口
巻
き
と
矢
柄
先
端
処
理
の
意
義

従
来
の
鉄
鏃
の
研
究
は
、
鉄
本
体
の
形
態
的
特
徴
に
基
づ
い
た
型
式
学
的
な
検
討
に
と
ど
ま
る
も
の
が
主
体
的
で
し
た
。

し
か
し
、
金
属
製
の
鏃
は
、
矢
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
金
属
製
の
鏃
の

茎
を
長
い
竹
の
筒（
矢
柄
）に
挿
入
し
、
繊
維
で
で
き
た
口
巻
き
を
巻
き
付
け
、
末
端
に
矢
羽
根
を
つ
け
る
こ
と
で
、
初
め

て「
矢
」と
し
て
成
立
し
ま
す
。
金
属
製
の
鏃
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
有
機
物
の
部
分
に
豊
富
な
属
性
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
を
総
体
と
し
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
多
く
の
場
合
、
鉄
鏃
に
き
わ
め
て
近
い
部
分
以

外
は
朽
ち
て
し
ま
っ
て
残
存
し
ま
せ
ん
。

こ
う
い
っ
た
口
巻
き
の
素
材
や
巻
き
方
、
さ
ら
に
矢
柄
先
端
部
の
加
工
法
に
は
多
様
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
差
異
は
生
産

単
位
の
差
異
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す13
注

。
工
人
の
特
徴
や
癖
、
流
儀
を
表
し
て
い
ま
す
。
い
く

つ
か
生
産
単
位
の
違
い
を
持
つ
も
の
が
混
在
し
て
い
る
場
合
、
製
作
背
景
お
よ
び
入
手
経
路
が
異
な
る
鏃
の
集
合
体
と
見
る

見
解
が
有
力
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す（
前
掲
注
）。

注
13 

川
畑 

二
〇
一
〇
・
二
〇
一
五
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浦
間
茶
臼
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鏃
の
口
巻
き
は
、「
糸
巻

き
」と「
樹
皮
巻
き
」に
大
別
で
き
ま
す
。
図
9
a
は
、
糸
巻

き
で
す
。
絹
糸
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
破
壊
分
析
が
な
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
確
証
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
非
常
に
細
い
糸
を
巻
き
付
け
て
い
ま
す
。
図
9
b
は
、
樹

皮
特
有
の
光
沢
を
持
つ
よ
り
広
い
単
位
の
樹
皮
巻
き
で
す
。

そ
し
て
、
矢
柄
先
端
の
形
状
も
重
要
で
す
。
ど
の
よ
う
に
削

っ
て
い
る
の
か
が
非
常
に
重
要
な
属
性
で
、
大
き
く
三
種
類
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
図
10
）

14
注

。
こ
こ
で
は
深
入
り
は
し

ま
せ
ん
が
、
系
統
的
に
見
て
い
く
と
、
多
様
な
入
手
経
路
を
推

測
で
き
る
事
例
が
で
て
き
ま
す
。

川
畑
純
氏
の
ご
研
究
で
す
が
、
口
巻
き
と
矢
柄
先
端
形
状
は
、

一
基
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
鉄
鏃
の
多
様
な
系
譜
を
紐
解
く
う

え
で
示
唆
的
で
す
。
た
と
え
ば
、
滋
賀
県
雪ゆ

き
野の

山や
ま

古
墳
の
鏃
を

見
る
と
、
樹
皮
の
口
巻
き
で
矢
柄
先
端
が
円
筒
形
の
群
、
ま
た
、

同
じ
樹
皮
巻
き
で
も
矢
柄
先
端
形
状
が
円
錐
台
形
の
群
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
樹
皮
で
は
な
く
糸
巻
き
で
矢
柄
先
端
形
状
が

楕
円
筒
形
の
群
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
製
作
背
景
と
入
手
経

図 9　鏃の口巻きの種類
a：糸巻き、b：樹皮巻き

a b
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路
の
異
な
る
も
の
が
最
終
的
に
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
副
葬
さ
れ
た
鏃
群
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
鏃
の

平
面
形
態
や
材
質
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
口
巻
き
や
矢
柄
先
端
の
加
工
方
式
な
ど
と
い
っ
た
有
機
物
の
情
報
を
細
か
く
見

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
副
葬
さ
れ
て
い
る
鏃
の
多
様
な
系
譜
や
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
手
法
は
大
変
有
効
で
あ
る
と
考
え
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
鉄
鏃
を
同
じ
よ
う
に
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
口

巻
き
と
矢
柄
先
端
形
状
の
違
い
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
鉄
鏃
の
形
状
に
よ
る
分
類
、
す
な
わ
ち
在
地
系
の
も
の
と
外
部
系

の
も
の
と
の
二
系
統
と
み
ご
と
に
合
致
し
ま
す
。
在
地
系
は
平
根
系
鉄
鏃
の
樹
皮
の
口
巻
き
で
、
矢
柄
先
端
形
状
は
楕
円

筒
形
で
す
。
一
方
で
、
外
部
と
の
つ
な
が
り
を
示
す（
配
布
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
）有
稜

系
鉄
鏃
は
、
す
べ
て
糸
巻
き
、
矢
柄
先
端
形
状
は
円
錐
台
形
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

口
巻
き
の
長
さ
、
す
な
わ
ち
巻
か
れ
て
い
る
範
囲
も
系
統
ご
と
に
ま
と
ま
り
ま
す
。
糸
巻

き
の
長
さ
よ
り
樹
皮
巻
き
は
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
製
作
背
景
が
ま
っ
た
く
違

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
鉄
鏃
の
形
状
か
ら
見
え
て
き
た
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と

の
関
係
を
示
す
一
群
と
、
在
地
社
会
と
の
関
係
を
示
す
一
群
の
差
異
は
、
金
属
製
の
部
分

だ
け
で
な
く
、
有
機
物
の
側
面
か
ら
も
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
二
群
は
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
背
景
の
も
と
で
製
作
・
入
手
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す15
注

。

図 10　矢柄先端形状の分類

円錐台形 楕円筒形 円筒形

注
14 

川
畑 

二
〇
一
〇
・
二
〇
一
五

注
15 

ラ
イ
ア
ン 

二
〇
一
九
a
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有
稜
系
鉄
鏃
の
再
検
討

浦
間
茶
臼
山
古
墳
出
土
の
鉄
鏃
を
少
し
細
か
く
見
て
い
き

ま
す（
図
11
a
）。
こ
の
個
体
は
、
報
告
書
で
は
有
稜
系
鉄
鏃
、

つ
ま
り
外
部
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
資
料
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
肉
眼
観
察
に
よ
っ
て
私
は
有
稜
系
鉄
鏃
で
は
な
く
、

外
形
線
の
湾
曲
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
平
根
系
鉄
鏃
の
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
平
根

系
鉄
鏃
は
、
山
口
県
国
森
古
墳
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
古

墳
か
ら
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
錆
び
て
い
る
鉄
製

品
は
肉
眼
観
測
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
別
の
手
段
で

検
証
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
X
線
C
T
を
用

い
て
検
討
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
根
系
鉄
鏃
で
あ

る
こ
と
が
確
実
視
で
き
ま
し
た（
図
11
b
）。

そ
う
な
る
と
、
在
地
的
な
平
根
系
鉄
鏃
と
同
じ
よ
う
な
評

価
が
で
き
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
、
在
地
系
の
鉄
鏃
の
口
巻
き
と

矢
柄
先
端
の
形
状
が
外
部
の
も
の
と
異
な
る
点
を
指
摘
し
ま

図 11　浦間茶臼山古墳出土有稜系鉄鏃の再検討
a：形態による比較、b：X線 CT撮影像

1. 浦間茶臼山　2－4. 国森

1

2

3

4

0

5cm

(1:2)

a b
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し
た
が
、
有
稜
系
鉄
鏃
で
は
な
く
平
根

系
鉄
鏃
と
位
置
付
け
直
し
た
場
合
、
こ

の
傾
向
と
整
合
的
か
ど
う
か
が
大
き
な

問
題
と
な
り
ま
す
。
も
し
、
平
根
系
だ

が
糸
巻
き
で
あ
れ
ば
、
私
の
論
は
崩
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
個
体
の
有
機
物
を
検
討
し
た
と

こ
ろ
、
ほ
か
の
平
根
系
鉄
鏃
と
同
じ
よ

う
な
樹
皮
巻
き
で
楕
円
筒
形
の
矢
柄
先

端
を
有
し
て
お
り
、
同
一
の
属
性
を
持

つ
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た（
図
12
）。

ま
と
め

古
墳
の
副
葬
品
総
体
は
そ
の
ま
ま
の

形
状
で
完
成
さ
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し

図 12　在地系と広域流通系の鉄鏃

2.0

1.5

1.0

0.5

0

円錐台形

1 2

3
4
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9

楕円筒形
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(cm) 完形 欠損

糸巻き

糸巻き・円錐台形

口巻きの範囲
樹皮巻き

樹皮巻き・楕円筒形

円筒形

0

5cm

(1:2)
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て
入
手
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
製
作
背
景
や
来
歴

を
持
つ
器
物
の
集
合
体
と
見
る

べ
き
で
す
。
こ
れ
ら
の
背
景
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
被
葬
者
の

生
前
の
諸
活
動
や
地
域
関
係
が

よ
り
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
期

待
で
き
ま
す
。
浦
間
茶
臼
山
古

墳
は
、
巨
大
な
墳
丘
と
長
大
な

竪
穴
式
石
室
、
北
頭
位
、
多
種

多
様
な
副
葬
品
な
ど
か
ら
、
ヤ
マ
ト
政
権
を
中
心
と
す
る
社
会
政
治
的
体
制
、
都
出
比
呂
志
氏
の
提
唱
さ
れ
た
前
方
後
円
墳

体
制16
注

の
よ
う
な
社
会
政
治
的
体
制
に
お
け
る
中
核
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
す
。
こ
の
よ
う
な
被
葬
者
で
も
、
鏃

に
は
二
相
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
マ
ト
政
権
に
連
な
る
広
域
の
有
力
者
と
い
う「
外
部
」と
の
共
通
性
と
、
吉

備
ま
た
は
瀬
戸
内
の
地
域
社
会
と
の
共
通
性
で
す
。
吉
備
の
最
高
有
力
者
と
は
い
え
、
中
小
古
墳
や
場
合
に
よ
っ
て
は
集
落

の
出
土
品
と
の
共
通
性
が
見
い
だ
せ
、
被
葬
者
の
在
地
社
会
と
の
密
接
な
関
係
が
読
み
取
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
有
力
者
の
二

面
性
、
あ
る
い
は
有
力
者
が
持
つ
二
つ
の
顔
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
鏃
だ
け
で
は
な
く
、
刀
剣
類
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
図
13
の
左
半
分
は
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
か
ら

出
土
し
た
刀
剣
類
の
一
部
で
す
。
図
14
に
お
い
て
縦
軸
が
岡
山
県
域
の
鉄
剣
の
最
大
幅
で
す
。
幅
広
い
鉄
剣
は
、
基
本
的
に 図 13　古墳出土刀剣

吉井川・砂川
7－15. 浦間茶臼山
16. 便木山
17. 用木2号
18. 用木4号
19－22. 用木1号

0

15cm

(1:3)
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大
型
の
前
方
後
円
墳
な
ど
の
有
力
古
墳
に
優
先
的
に
副
葬
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
細
身
の
鉄
剣
は
在
地
的
な
小
型
古
墳
か
ら

検
出
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
か
ら
は
広
域
の
大
型
前
方
後
円
墳
と
共
通
性
を
示

す
幅
広
の
鉄
剣
だ
け
で
な
く
、
在
地
的
な
古
墳
や
集
落
か
ら
検
出
さ
れ
る
よ
う
な
細
身
の
鉄
剣
も
出
土
し
て
い
る
事
実
に
注

意
が
必
要
で
す
。

鉄
剣
の
身
部
の
厚
み
を
見
て
も
、
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
よ
り
分
厚
い
も
の
と
、
薄
い
も
の
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
大
型
古
墳

で
三
角
縁
神
獣
鏡
と
共
伴
す
る
刀
剣
類
は
、
重
厚
な
厚
手
の
資
料
が
多
い
で
す
。
一
方
で
、
集
落
や
在
地
的
で
伝
統
的
な
系

統
を
ひ
く
よ
う
な
小
型
古
墳
か
ら
出
土
す
る
刀
剣
類
は
、
薄
手
の
資
料
が
目
立
ち
ま
す
。
浦
間
茶
臼
山
古
墳
は
両
方
と
も
出

土
し
て
い
ま
す
の
で
、
鏃
に
見
ら
れ
る
二
相
だ
け
で
な
く
、
刀
剣
類
、
金

属
製
武
器
全
般
に
お
い
て
も
二
相
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
冒
頭
で
触
れ
た
中
間
エ
リ
ー
ト
の
話
に
戻
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
古
代
中
南
米
が
主
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
た
中
間
エ
リ
ー

ト
の
存
在
を
、
考
古
資
料
か
ら
抽
出
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
す
。
し
か

し
、
日
本
列
島
の
古
墳
時
代
研
究
は
、
精
緻
な
編
年
的
・
型
式
学
的
研
究

に
裏
付
け
ら
れ
た
詳
細
な
デ
ー
タ
が
蓄
積
し
て
お
り
、
中
間
エ
リ
ー
ト
の

存
在
の
抽
出
の
み
な
ら
ず
、
各
地
域
に
お
け
る
有
力
者
の
性
格
や
地
域
間

関
係
、
諸
活
動
な
ど
の
解
明
に
迫
り
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
古
墳
時
代

図 14　鉄剣の身部幅と古墳の規模

出土古墳の規模（m）
前方後円墳  　前方後方墳  　円墳  　方墳  　土壙墓
法量が大きく伸びる資料　　  共伴する資料
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研
究
も
、
中
間
エ
リ
ー
ト
論
に
大
き
く
貢
献

で
き
る
と
期
待
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
議
論
を

広
げ
れ
ば
、
世
界
の
国
家
形
成
論
に
有
益
か

つ
具
体
的
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
日
本
考
古
学
の
強
み
を
い
か
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
い
ま
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
に

つ
い
て
少
し
触
れ
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
ま

し
た
よ
う
に
、
錆
び
て
肉
眼
観
察
で
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
鉄
製
遺
物
の
内
部
構
造
や
断
面

形
状
を
X
線
C
T
で
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー

プ
を
用
い
て
、
ヤ
リ
や
鉄
鏃
に
巻
き
付
け
て

図 15　デジタルマイクロスコープを用いた繊維の観察
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あ
る
繊
維
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
図
15
は
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
鉄
鏃
で
す
が
、
糸
が
二
本
一
組
に
な

っ
た
撚
糸
で
す
。
撚
糸
の
場
合
、
そ
の
回
転
方
向
、
す
な
わ
ち
S
撚
り
な
の
か
Z
撚
り
な
の
か
が
重
要
な
着
眼
点
と
な
り

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
有
機
物
情
報
を
細
か
く
分
析
す
る
こ
と
で
、
よ
り
多
様
な
系
統
分
け
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
現

在
進
行
形
の
研
究
で
す
の
で
成
果
が
上
が
れ
ば
改
め
て
発
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Q
＆
A

Q 

浦
間
茶
臼
山
古
墳
に
お
い
て
、
広
域
流
通
品
と
在
地
副
葬
品
の
量
的
な
差
異
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

A 

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
量
的
な
濃
淡
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
有
稜
系
鏃
は
ま
と
ま
っ
た
単
位
で
靫
に
入
っ
た
状
態
で
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意

味
で
は
数
量
的
な
比
較
は
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
鉄
製
品
全
般
で
い
う

と
、
外
部
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
副
葬
品
が
多
く
、
在
地
系
の
副
葬
品
は
そ
れ
に
次
ぎ
ま
す
。
そ
の
比
率
を
見
る

こ
と
で
、
有
力
者
の
外
部
と
の
か
か
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
が
葬
送
儀
礼
を
通
し
て
、
ど
う
い
っ
た

被
葬
者
像
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
演
出
の
問
題
を
含
ん
で
い
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る
の
で
、
考
古
学
で
議
論
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
岐
に
わ
た
る
課
題
を
秘
め
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

Q 
広
域
と
在
地
と
の
二
つ
に
分
け
て
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
広
域
の
な
か
で
も
別
の
地
域
と
い
う
か
、
た
と
え
ば
、

大
和
の
ど
真
ん
中
か
ら
の
も
の
し
か
な
い
の
か
、
別
の
地
域
か
ら
複
数
持
ち
寄
っ
て
い
る
の
か
は
、
見
え
て
く
る

の
で
し
ょ
う
か
。

A 

き
わ
め
て
重
要
な
ご
質
問
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
の
関
係
で
か
な
り
単
純
化
し
ま
し
た
が
、
先
に
示

し
た
滋
賀
県
雪
野
山
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
平
根
系
鉄
鏃
は
二
本
一
組
で
、
透
か
し
を
持
っ
た
大
型
鉄
鏃
で
す

が
、
同
じ
よ
う
な
二
本
一
組
で
透
か
し
を
持
っ
た
大
型
鉄
鏃
が
、
佐
賀
県
の
西
一
本
杉
S
T
0
0
9
号
墳
か
ら

も
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
型
式
学
的
な
類
似
性
だ
け
で
な
く
、
糸
巻
き
・
楕
円
筒
形
と
い
う
有
機
物
の

部
分
も
一
致
し
て
い
ま
す
。
仕
上
げ
方
も
一
緒
な
の
で
、
お
そ
ら
く
有
力
者
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
う

え
で
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
か
ら
は
有
稜
系
鉄

鏃
が
た
く
さ
ん
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
確
実
に
ヤ
マ
ト
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
柳
葉
式
鉄
鏃
以
外
に
も
形
状
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
有
稜
系
の
も
の
が
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
X
線
C
T
を
撮
る
き
っ
か
け
で
も
あ
っ
た

の
で
す
が
、
有
機
物
情
報
と
X
線
C
T
の
結
果
を
つ
き
あ
わ
せ
て
、
柳
葉
式
以
外
に
ど
う
い
っ
た
有
稜
系
鉄
鏃

が
出
て
く
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
す
。
こ
れ
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
で
、
有
力
者
同
士
の
畿
内

以
外
の
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

Q 

と
て
も
面
白
い
展
開
に
な
り
そ
う
で
す
ね
。
も
う
一
つ
、
絹
糸
で
巻
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
着
色
が
確

認
で
き
る
も
の
や
染
色
し
て
い
た
こ
と
の
わ
か
る
資
料
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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A 

西
求
女
塚
古
墳
の
も
の
と
か
い
く
つ
か
見
て
お
り
ま
す
が
、
黒
漆
が
べ
っ
た
り
塗
っ
て
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
黒

以
外
の
染
色
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
漆
は
全
般
に
塗
ら
れ
て
い
る
た
め
、
撚
り
の
様
子
も
わ
か
ら
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
そ
う
い
っ
た
視
点
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
ね
。

Q 

矢
柄
に
差
し
込
ん
で
巻
い
て
か
ら
接
着
す
る
た
め
に
は
、
漆
液
で
固
定
し
て
い
る
ん
で
す
か
。

A 

そ
う
で
す
。
染
色
以
外
に
も
繊
維
を
中
心
と
し
た
有
機
物
の
固
定
に
必
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

Q 

今
回
の
ご
研
究
は
、
地
域
の
中
央
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
、
中
央
の
意
図
の
二
つ
を
検
討
で
き
る
内
容
か
と

思
う
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

A 

い
く
つ
か
検
討
可
能
な
ベ
ク
ト
ル
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
中
央
の
地
域
に
対
す
る
ベ
ク
ト
ル
と
、
地
域
が
ど
う
受

け
入
れ
る
か
、
あ
る
い
は
拒
否
す
る
の
か
で
す
。
ま
た
、
中
央
と
在
地
社
会
と
い
う
双
方
向
的
な
ベ
ク
ト
ル
や
、

地
域
有
力
者
と
他
地
域
有
力
者
と
の
横
の
関
係
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
を
す
べ
て
網
羅
す
る
こ
と
は
考
古
学
的
に
は

難
し
い
の
で
す
が
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
古
墳
も
含
め
て
複
眼
的
に
見
て
い
く
こ
と
で
よ
り

理
解
が
深
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

Q 

浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
被
葬
者
は
、
在
地
の
豪
族
と
考
え
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
場
合
、
国
家
形
成
論
と
は

違
い
、
地
域
社
会
の
形
成
や
地
域
の
生
態
系
利
用
と
い
う
視
点
か
ら
、
ご
研
究
を
進
め
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。

A 

重
要
な
ご
指
摘
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
は
、
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
被
葬
者
の
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
関
係
、

そ
し
て
地
域
社
会
と
の
関
係
を
、
副
葬
品
の
系
統
的
整
理
に
よ
り
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
。
こ
う
い

っ
た
課
題
を
確
か
め
た
う
え
で
、
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
地
域
社
会
の
内
部
の
復
元
が
可
能
に
な
る
と
思
っ
て
お
り
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ま
す
。
そ
こ
は
今
後
の
課
題
で
す
。

Q 

浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
鉄
鏃
の
口
巻
き
に
使
わ
れ
た
絹
糸
は
、
大
陸
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
る
可
能
性
と
、
国
内
生
産

の
可
能
性
の
、
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。

A 
浦
間
茶
臼
山
古
墳
の
場
合
、
破
壊
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
実
証
的
に
検
討
す
る
の
は
困
難
で
す
が
、
こ

の
時
期
、
国
内
で
絹
糸
の
生
産
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
両
方
と
も
あ
り
う
る
と
思
い
ま
す
。
黒
塚
古
墳
な
ど
で
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
大
量
の
有
機
物
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
は
大
陸
か
ら
の
輸
入
品
が
少
な
か
ら
ず

含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
は
っ
き
り
こ
う
だ
と
は
言
い
に
く
い
の
で
す
が
、
多
様
な
来
歴
を
持
つ
器
物
と
同

じ
よ
う
に
混
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

引
用
文
献

・ 

池
淵
俊
一 

二
〇
〇
二「
神
原
神
社
古
墳
出
土
鑿
頭
式
鉄
鏃
に
関
す
る
試
論
」『
神
原
神
社
古
墳
』加
茂
町
教
育
委
員
会
、
二
一
二

－

二
四
二
頁

・ 

川
畑
純 

二
〇
一
〇「
古
墳
副
葬
矢
鏃
の
生
産
・
流
通
・
保
有
・
副
葬
」『
古
代
学
研
究
』
第
一
八
五
号 

古
代
學
研
究
會
、
一

－

二
〇
頁

・ 

川
畑
純 

二
〇
一
五『
武
具
が
語
る
古
代
史
―
古
墳
時
代
社
会
の
構
造
転
換
―
』京
都
大
学
学
術
出
版
会

・ 

北
野
耕
平 

一
九
七
六『
河
内
野
中
古
墳
の
研
究
』大
阪
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室

・ 

近
藤
義
郎
・
新
納
泉
編 

一
九
九
一『
浦
間
茶
臼
山
古
墳
』真
陽
社

・ 

高
橋
照
彦
・
中
久
保
辰
夫（
編
）二
〇
一
四『
野
中
古
墳
と「
倭
の
五
王
」の
時
代
』大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
叢
書
一
〇 

大
阪

大
学
出
版
会

・ 

都
出
比
呂
志 

一
九
九
一「
日
本
古
代
の
国
家
形
成
論
序
説
―
前
方
後
円
墳
体
制
の
提
唱
―
」『
日
本
史
研
究
』三
四
三 

日
本
史
研



241 第9講　鉄器研究から見た日本考古学

究
会
、
五

－

三
九
頁

・ 

福
永
伸
哉 

二
〇
〇
一『
邪
馬
台
国
か
ら
大
和
政
権
へ
』大
阪
大
学
出
版
会

・ 
松
木
武
彦 

一
九
九
六「
前
期
古
墳
副
葬
鏃
群
の
成
立
過
程
と
構
成
―
雪
野
山
古
墳
出
土
鉄
・
銅
鏃
の
検
討
に
よ
せ
て
―
」『
雪
野

山
古
墳
の
研
究
』考
察
篇
、
八
日
市
市
教
育
委
員
会
、
三
五
一

－
三
八
四
頁

・ 
水
野
敏
典 

二
〇
〇
九『
古
墳
時
代
鉄
鏃
の
変
遷
に
み
る
儀
仗
的
武
装
の
基
礎
的
研
究
』平
成
一
八
年
度
〜
平
成
二
〇
年
度
科
学
研

究
費
補
助
金
基
盤（
C
）研
究
成
果
報
告
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

・ 

村
上
恭
通 
二
〇
〇
三「
大
和
に
お
け
る
古
墳
副
葬
鏃
の
形
成
」『
初
期
古
墳
と
大
和
の
考
古
学
』学
生
社
、
三
四
〇

－

三
五
〇
頁

・ 

村
上
恭
通 
二
〇
〇
七『
古
代
国
家
成
立
過
程
と
鉄
器
生
産
』青
木
書
店

・ 

ラ
イ
ア
ン
・
ジ
ョ
セ
フ 

二
〇
一
五「Th

e Archaeology of W
eapons Burials in Ancient Japan

」『
待
兼
山
論
叢
』第
四
九
号 

史
学

編
、
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
、
五
七

－
八
〇
頁

・ 

ラ
イ
ア
ン
・
ジ
ョ
セ
フ 
二
〇
一
九
a
「
古
墳
出
現
期
の
瀬
戸
内
に
お
け
る
鉄
鏃
の
生
産
と
流
通
―
浦
間
茶
臼
山
古
墳
出
土
鉄
鏃

を
中
心
に
―
」『
古
代
吉
備
』三
〇 

古
代
吉
備
研
究
会
、
一
三

－

三
二
頁

・ 

ラ
イ
ア
ン
・
ジ
ョ
セ
フ 

二
〇
一
九
b
「
古
墳
出
現
期
に
お
け
る
刀
剣
類
の
生
産
と
流
通
の
二
相
―
吉
備
地
域
を
中
心
に
―
」『
日

本
考
古
学
』四
九 

日
本
考
古
学
協
会
、
二
三

－

四
四
頁

・ 
Alcock, S.E., D

’ Altroy, T.N
., M

orrison, K
.D

., and Sinopoli, C
.M

. (Eds.). 2001. Em
pires: Perspectives from

 Archaeology and 
H

istory. C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press.

・ 
Elson, C

.M
., and C

ovey, R
.A. (Eds.). 2006. Interm

ediate Elites in Pre-C
olum

bian States and Em
pires. Tucson: U

niversity of 
Arizona Press.

・ 
Feinm

an, G
.M

., and M
arcus, J. (Eds.). 1998.  Archaic States. Santa Fe: School of Am

erican Research Press

・ 
R

obinson, R
. 1972. N

on- European Foundations of European Im
perialism

: Sketch for a Th
eory of C

ollaboration. In: 
O

w
en, R

., and Sutcliffe, B. (Eds.), Studies in the Th
eory of Im

perialism
. London, Longm

an Publishing G
roup: 117- 140.

・ 
Sinopoli, C

.M
. 2001. Em

pires. In Price, T.D
., and Feinm

an, G
.M

. (Eds.), Archaeology at the M
illennium

. Berlin/
H

eidelberg: K
luw

er/Plenum
: 439- 471.

・ 
Sharm

an, J.C
. 2019. Em

pires of the W
eak: Th

e Real Story of European Expansion and the C
reation of the N

ew
 W

orld O
rder. 



242

Princeton: Princeton U
niversity Press.

・ 
Sm

ith, M
.L. 2005. N

etw
orks, Territories, and the C

artography of Ancient States. Annals of the Association of Am
erican 

G
eographers 95(4): 832- 849.

・ 
Takahashi T., N

akakubo T., Ryan, J., and U
eda, N

. (Eds.). 2016. N
onaka Kofun and the Age of the Five Kings of W

a: Th
e 

G
overnm

ent and M
ilitary of 5th-C

entury Japan. O
saka: O

saka U
niversity Press.

図
版
出
典

図
1 

福
永 
二
〇
〇
一

図
2
・
3　
近
藤
ほ
か
編 

一
九
九
一

図
4 

松
木 

一
九
九
六

図
5 

水
野
二
〇
〇
九

図
6 

近
藤
ほ
か
編 

一
九
九
一
に
加
筆

図
7 

ラ
イ
ア
ン 

二
〇
一
五

図
8 

ラ
イ
ア
ン 

二
〇
一
九
a

図
9 

筆
者
撮
影

図
10 

川
畑 

二
〇
一
〇

図
11
・
12　
ラ
イ
ア
ン 

二
〇
一
九
a

図
13
・
14　
ラ
イ
ア
ン 

二
〇
一
九
b

図
15 

筆
者
撮
影



第
10
講

分
析
が
明
か
す
古
代
の
鍛
冶 

ス
コッ
ト
・
ラ
イ
オ
ン
ズ　
カ＊

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
博
士
課
程

ス
コ
ッ
ト
・
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イ
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ズ　

Scott Lyons 

一
九
八
五
年 

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ

二
〇
〇
七
年 

ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
セ
ン
ト
ル
イ
ス
校　
卒
業

二
〇
一
三
年 

京
都
大
学
修
士
課
程　
修
了

二
〇
二
二
年 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
博
士
課
程　
修
了

二
〇
二
二
年 

九
州
大
学
比
較
社
会
文
化
研
究
院　
外
国
人
特
別
研
究
員

専
門
は
古
墳
時
代
の
鍛
冶
技
術
・
環
境
考
古
学

＊
二
〇
二
二
年
当
時



著
者
紹
介

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
て
羽
生
淳
子
先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
、
新
進
気
鋭
の
ラ
イ

オ
ン
ズ
さ
ん
。
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
お
そ
ら
く
七
〜
八
年
前
。
日
本
に
も
よ
く
来
ら
れ
て
い
て
、

お
名
前
は
聞
い
て
い
ま
し
た
。
仕
事
で
立
ち
寄
っ
た
橿
原
考
古
学
研
究
所
で
、
そ
の
時
ち
ょ
う
ど
鍛

冶
関
連
遺
物
の
調
査
に
こ
ら
れ
て
い
た
彼
に
偶
然
会
い
ま
し
た
。
彼
も
私
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
く
れ

て
、
こ
れ
は
新
し
く
人
に
会
う
時
に
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
が
、
共
通
の
知
り
合
い
を
多
数
見
つ
け
て
、

と
て
も
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
講
演
会
で
は
、
博
士
論
文
の
仕
上
げ

の
時
期
に
、
し
か
も
深
夜
の
参
加
と
い
う
ご
無
理
を
お
願
い
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
ご
本
人
の

P
C
の
ト
ラ
ブ
ル
ま
で
重
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
見
事
に
修
羅
場
を
乗
り
切
っ
て
お
話
し
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
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本
日
は
、
日
本
に
お
け
る
古
代
鍛
冶
に
関
す
る
科
学
的
分
析
に
つ
い
て
、
大
阪
府
柏
原
市
の
大お

お
が
た県

遺
跡
と
い
う
古
墳
時
代

中
後
期
の
鍛
冶
遺
跡
を
例
に
説
明
し
、
次
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開
発
さ
れ
た
新
し
い
分
析
法
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
、
今
回
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
に
関
し
て
、
日
本
考
古
学
の
魅
力
の
一
つ
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
よ
う
な
海
外
の

学
生
・
研
究
者
を
歓
迎
し
て
く
だ
さ
る
研
究
機
関
が
あ
り
、
研
究
者
が
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
の
方
々
の
ご
協
力
・
ご

支
援
が
な
け
れ
ば
研
究
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。
こ
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
視
聴
者
の
な
か
に
は
、
直
接
私
の
研
究
を
支
援
し

て
く
だ
さ
っ
た
方
が
少
な
く
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
考
古
学
や
埋
蔵
文
化
財
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
深
く
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。

そ
れ
に
加
え
て
、
鍛
冶
技
術
の
考
古
学
的
研
究
は
、
母
国
の
ア
メ
リ
カ
で
非
常
に
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
存
在
し
て
い
ま

せ
ん
し
、
他
の
国
で
も
鍛
冶
技
術
を
専
門
と
し
て
い
る
研
究
者
も
片
手
で
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
す
。
日
本
で
は
、

古
代
鍛
冶
技
術
の
研
究
が
可
能
で
あ
る
う
え
に
、
考
古
学
の
大
事
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
鉄
に

ハ
マ
っ
た
私
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
魅
力
的
で
す
。

鉄
の
魅
力

私
が
鉄
と
そ
の
技
術
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
鍛
治
職
人
が
金
属
の
特
性
を
調
整
し
て
あ
ら
ゆ
る
役
割
を
果
た
す
道
具
を

製
作
で
き
る
か
ら
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
に
成
形
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
硬
く
も
柔
ら
か
く
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
特
性
は
、
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そ
の
化
学
的
組
成
、
微
細
構
造
の

特
性
か
ら
生
じ
る
も
の
で
、
鍛
治

職
人
は
熱
処
理
や
鍛
接
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
工
程
で
炭
素
率
を
調
整
し

て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
調
整

は
、
鉄
製
品
を
製
作
し
た
人
、
匠

の
技
術
や
意
図
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
古
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
側

面
を
検
討
す
る
う
え
で
興
味
深
い

も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

属
性
は
金
属
の
微
細
構
造
に
由
来

す
る
た
め
、
X
線
写
真
な
ど
を
用
い
た
通
常
の
考
古
学
的
な
分
析
で
は
観
察
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。

幸
い
な
こ
と
に
、
鉄
製
遺
物
は
顕
微
鏡
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
使
っ
て
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
分
析
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
鍛
冶
技
術
、
純
度
な
ど
が
わ
か
り
、
製
造
工
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、

中
世
の
日
本
刀
の
断
面
を
分
析
す
る
と（
図
1
）、
炭
素
含
有
量
の
多
い
部
分
と
少
な
い
部
分
が
観
察
で
き
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
硬
化
し
た
マ
ル
テ
ン
サ
イ
ト
や
パ
ー
ラ
イ
ト
、
フ
ェ
ラ
イ
ト
を
あ
わ
せ
て
製
作
し
、
さ
ら
に
刃
の
付
近
だ
け
を
焼
入
れ

と
い
う
熱
処
理
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
鉄ス

ラ
グ滓

が
点
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鉄
素
材
の
純
度
を
あ
る

程
度
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
溶
剤
や
鉄
滓
な
ど
の
介
在
物
の
観
察
に
よ
っ
て
、
鍛
鉄
が
そ
れ
ほ
ど
精
巧
で
な
い
こ 図 1　中世日本刀の断面図
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と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
発
掘
調
査
で
出
土
す
る
鉄
製
品
は
、
き
れ
い
に
遺
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
完
全
に
腐

食
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
金
属
鉄
は
ま
っ
た
く
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
た
め
、
有
益
な
情
報
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら

れ
て
い
て
も
、
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
分
析
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
時
間
の
都
合
上
、
鉄
の
物
質
的
な
詳
細
や
技
術
の
基
礎
知
識
な
ど
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
分
析
の
目

的
と
成
果
が
わ
か
る
よ
う
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

製
錬（
製
鉄
）の
工
程

ま
ず
、
基
本
的
な
製
錬
工
程
か
ら（
図
2
）、
分
析
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
み
ま

す
。
極
端
に
単
純
化
す
る
と
、
製
鉄
工
程
は
、
低
炭
素
の
鉄1
注

、
ま
た
は
、
何
ら
か
の

鉱
石（
砂
鉄
も
含
む
）、
鋳ず

く鉄
か
ら
作
ら
れ
ま
す
が
、
ど
ち
ら
の
工
程
か
ら
も
金
属
鉄

と
一
緒
に
金
属
中
に
包
含
さ
れ
た
不
純
物
、
つ
ま
り
鉄
滓
が
発
生
す
る
た
め
、
二
次

注
1 

近
世
以
降
は
鉄（
け
ら
）と
呼
ぶ

図 2　製錬の工程

低炭素の鉄（けら）

二次加工：
不純物（鉄滓）を
叩き出す（精錬）
炭素量を調整

鉄製品の生産（鍛錬鍛冶）

       鋳鉄（ずく）

二次加工：
炭素量を減らす（精錬）
不純物（鉄滓）を
叩き出す（精錬）
炭素量を調整
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加
工
と
し
て
の
脱
炭
の
工
程
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
炭
素
量
を
調
整
し
て
、
鉄
製
品
に
適
し
た
素
材
に
加
工
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
工
程
を「
精
錬
」と
呼
び
ま
す
。

一
般
的
に「
精
錬
」と
言
う
と
、
低
炭
素
の
鉄
か
ら
ス
ラ
グ
を
、
鋳
鉄
か
ら
は
炭
素
量
を
減
ら
す
工
程
を
指
す
こ
と
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
混
同
を
招
く
用
語
で
す
が
、
こ
の
工
程
を
経
て
金
属
鉄
を
加
工
し
て
製
品
に
し
ま
す
。
鉄
製
品
の
生
産
す

る
工
程
を
、
一
般
的
に
鍛
錬
鍛
冶
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

以
上
の
工
程
は
、
日
本
で
は
い
ず
れ
も
木
炭
を
燃
料
と
し
た
炉
と
送
風
を
伴
う
も
の
で
、
発
掘
調
査
で
出
土
す
る
鍛
冶
関

連
遺
構
・
遺
物
の
な
か
に
は
、
炉
壁
や
送
風
管
で
あ
る
鞴
の
羽
口
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
炉
壁
や
羽
口
は
土
製
品
で
す
か
ら
、

土
製
品
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
析
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
最
も
興
味
深
い
の
は
、
土
製
品
か
ら

の
融
解
温
度
に
関
す
る
情
報
で
す
。
羽
口
の
状
態
な
ど
と
あ
わ
せ
る
と
、
炉
内
温
度
と
時
間
を
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
工
程
を
少
し
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
鉄
滓
と
鉄
塊
系
遺
物
も
出
土
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
土
製
品
、
鉄
滓
、
鉄
塊
系
遺
物
の
三
つ
が
技
術
的
に
関
連
し
た
分
析
対
象
と
な
り
ま
す
。

鉄
塊
や
鉄
塊
系
遺
物
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
で
す
が
、
文
字
通
り
、
鉄
の
塊
で
す
。
鍛
冶
の
あ
ら
ゆ
る
工
程
に
関
連
す
る
可

能
性
と
、
製
錬
系
に
関
連
す
る
も
の
、
鋳
鉄
系
の
鉄
塊
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
出
土
状
況
な
ど
の
文
脈
や
他
の
資
料
か

ら
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
化
学
的
分
析
で
は
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
鉄
塊
は
通
常
、
出
土
し
た
遺
跡
で
加
工
さ
れ
た
金
属
資
料
と
考
え
ら
れ
、
金
属
の
特
性
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
重
要
な
も
の
で
す
。
他
の
鉄
製
品
と
同
様
、
完
全
に
腐
食
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
金
属
鉄
が
残
存
し

て
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
炭
素
濃
度
で
使
用
さ
れ
て
い
た
か
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
鉄
滓
は
鍛
冶
関
連

遺
物
の
な
か
で
最
も
一
般
的
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
、
ど
の
工
程
で
発
生
し
た
か
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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製
錬（
製
鉄
）は
非
常
に
複
雑
な
テ
ー
マ
で
、
大
県
遺
跡
で
の
研
究
か
ら
少
し
離
れ
て
し
ま
う
た
め
、
本
日
は
主
に
、
製
錬

工
程
と
製
品
の
生
産
工
程
か
ら
発
生
す
る
鉄
滓
に
焦
点
を
当
て
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

分
析
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
か

そ
れ
で
は
、
鉄
滓
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
低
炭
素
鉄
の
精
錬
は
、 

不
純
物（
滓
）を
含
む
鉄
塊
を
熱
し
、

叩
い
て
、
不
純
物
を
出
す
工
程
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
鉄
素
材
の
純
度
を
高
め
て
い
き
ま
す
。
そ
の
工
程
で
生
じ
る
鉄
滓
は
、

鍛
冶
滓
と
呼
ば
れ
ま
す
。
鉄
滓
は
叩
く
工
程
で
生
じ
ま
す
が
、
鉄
製
品
の
生
産
工
程
は
よ
く
似
て
い
る
た
め
、
製
錬
鍛
冶
滓

と
鍛
錬
鍛
冶
滓
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
分
析
に
よ
っ
て
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
そ
の
素
材
は
、
精
錬
鍛
冶
滓
も
鍛
錬
鍛
冶
滓
も
腐
食
片
と
、
燃
料
で
あ
る
木
炭
の
灰
、
鉄
滓
、
羽
口
の
先
端
や

炉
壁
、
鍛
錬
に
使
う
溶
剤
な
ど
が
炉
内
で
溶
け
合
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
す
。
炉
の
底
部
に
付
着
し
た
り
し
ま
す
。
鉄
滓
の

大
き
さ
に
よ
っ
て
は
、
炉
の
形
を
保
存
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
鉄
滓
の
分
析
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
炉
の
温
度
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
顕
微
鏡
で
鉱
物
組
成
な
ど
を
観
察
す
る
こ
と
で
化
学
組
成
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
鉄
滓
の

一
部
を
取
り
切
っ
て
分
析
す
る
た
め
、
資
料
は
破
壊
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
貴
重
な
資
料
は
化
学
分
析
し
な
い
ほ
う
が
よ
い

と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
普
通
は
資
料
の
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
が
残
る
の
で
、
再
観
察
は
可
能
で
す
。
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化
学
組
成
分
析
に
よ
り
製
鉄
原
料
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
チ
タ
ン
や
ジ
ル
コ
ン
の
量
に
よ
り
、
原

料
が
砂
鉄
か
鉱
石
か
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
砂
鉄
で
あ
っ
た
場
合
、
ど
ん
な
砂
鉄
で
あ
っ
た
か
が
推
測
可
能
で
す
。

精
錬
で
鉄
滓
が
排
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
鉄
滓
と
腐
食
片
や
燃
料
灰
な
ど
の
割
合
が
変
化
す
る
た

め
、
鉄
滓
中
の
鉄
分
か
ら
精
錬
滓
か
鍛
錬
滓
か
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
全
鉄
分
が
五
五
％
以
上
の
鉄
滓
は
鍛
錬
鍛

冶
滓
、
五
五
％
未
満
は
製
錬
鍛
冶
滓
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
鉱
石
中
の
微
量
元
素
量
か
ら
同
様
の
区
別
が
可
能

で
す
。
古
代
の
鍛
冶
生
産
活
動
で
は
、
精
錬
と
生
産
の
境
界
が
曖
昧
で
す
が
、
こ
れ
の
分
析
法
は
日
本
の
優
れ
た
も
の
で
あ

り
、
多
く
の
遺
跡
の
理
解
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
鉄
の
産
地
同
定
は
非
常
に
難
し
く
大
き
な
課
題
で
す
。
金
属
考
古
学
に
お
け
る「
聖
杯
」の
よ
う
な
も
の
で
す
。

近
年
、
日
本
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
飛
躍
的
な
進
展
を
遂
げ
て
い
ま
す
が
、
現
状
で
は
ま
だ
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
産
地
同

定
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

大
県
遺
跡
で
の
分
析
結
果

次
に
、
こ
の
よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
大
県
遺
跡
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
を
お
話
し
し
ま
す
。

大
県
遺
跡
は
大
阪
府
柏
原
市
に
あ
る
古
墳
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
大
規
模
な
鍛
冶
遺
跡
で
す
。
一
九
八
○
年
代

以
降
、
多
く
の
羽
口
や
鉄
滓
、
鉄
塊
系
遺
物
な
ど
が
出
土
し
て
分
析
さ
れ
て
き
ま
し
た（
図
3
）。
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羽
口
の
分
析
か
ら
炉
内
温
度
は
一
二
五
○
度
に
達
し
、
そ
の
温
度
で
鍛

冶
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
鉄
塊
系
遺
物

の
分
析
か
ら
、
高
炭
素
の
鋼
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
炭
素
量
の
鉄
素
材
が
存

在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
硬
い
道
具
を
作
る
た
め
の
素
材

が
生
産
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
部
の
道
具
に
は
焼
入
れ
を
行

っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
製
鉄
鉄
塊
に
不
均
質
性
が
あ
る
た
め

確
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
鉄
滓
や
鉄
塊
系
遺
物
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
鍛
冶
工
人
は
滓
を

多
く
含
む
低
炭
素
の
鉄
素
材
を
製
錬
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
鉄
滓

に
銅
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
銅
メ
ッ
キ
し
た
馬
具
な
ど
の
鉄
製
品

や
金
銅
、
銅
板
を
製
作
し
て
い
た
か
、
そ
れ
ら
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
素
材

と
し
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
鉄
鏃
や
馬
具
の
一

部
な
ど
未
成
品
の
可
能
性
が
あ
る
鉄
製
遺
物
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
遺
跡
の
規
模
や
活
動
の
幅
広
さ
を
考
え
る
と
、
確
実
に
そ
こ
で
製
作

し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
は
科
学
的
な
分
析
な
し
で
は
得
ら
れ
な
い
重
要
な
発
見
で
あ
り
、

そ
の
重
要
性
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
行
わ

れ
て
き
た
分
析
で
は
、
よ
り
保
存
状
態
の
よ
い
遺
物
や
特
徴
的
な
遺
物
が

図 3　大阪府・大県遺跡出土の鉄滓
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出
土
す
る
ま
で
、
得
ら
れ
る
結
論
や
解
釈
に
は
限
界
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
し
い
分
析

法
が
開
発
さ
れ
、
そ
れ
を
大
県
遺
跡
に
も
利
用
す
る
こ
と
で
、
鉄
滓
か
ら
の
製
産
工
程
に
関
す
る
新
た
な
情
報
を
得
ら
れ
る

も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
分
析
法

改
め
て
鍛
造
滓
と
は
何
か
を
考
え
て
み
ま
す
。

鍛
冶
滓
は
、
鉄
の
腐
食
片（
つ
ま
り
錆
）と
燃
料
灰
、
鉄
塊
か
ら
で
た
滓
、
羽
口
の
先
端
や
炉
壁
、
溶
剤
な
ど
が
熱
で
溶

け
合
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
す（
図
4
）。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
ど
の
鍛
冶
工
程
で
も
均
等
に
発
生
す
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
鍛
冶
滓
に
対
し
て
、
鉄
製
品
の
よ
う
に
化
学
組
成
だ
け
で
は
な
く
鉱
物
の
微
細
構
造
も
分
析
で
き
る
と
い
う
考
え
方

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
始
ま
り
ま
し
た
。
鉄
滓
の
微
細
構
造
は
、
炉
内
の
温
度
や
冷
却
速
度
に
左
右
さ
れ
ま
す
。
鍛
冶
工
程（
鍛

造
、
鍛
接
、
熱
処
理
）に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
し
、
送
風
が
止
ま
る
と
同
時
に
鍛
冶
炉
内
温
度
は
下
が
り
始
め
る
た
め
、
鍛

冶
滓
に
は
形
成
過
程
に
関
連
し
た
微
細
構
造
が
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
ス
イ
ス
の
研
究
者
が
気
づ
き
、
そ
の
原
理
に
基
づ
い
た
分
析
方
法
を
開
発
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
遺
跡

か
ら
の
出
土
鉄
滓
に
適
用
し
て
い
ま
す2

注

。
最
近
、
飛
鳥
周
辺
か
ら
出
土
し
た
も
の
に
も
適
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
方
法
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を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

従
来
の
分
析
と
の
大
き
な
違
い
は
、
鉄
滓
の
表
面
だ
け
で
な
く
、
そ

の
断
面
全
体
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
鉄
滓

の
形
成
過
程
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
性
質
は
非
常
に
多
様
で

あ
り
、
し
ば
し
ば
不
均
質
で
す
。
ガ
ラ
ス
状
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
結
晶

化
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
鉱
物
が
残
留
し
て
い
る
も
の
や
、
融
液
か

ら
結
晶
化
し
た
も
の
、
埋
没
中
に
変
質
し
て
生
じ
た
も
の
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
最
も
一
般
的
な
の
は
フ
ァ
イ
ヤ
ラ
イ
ト
で
す
。
外
縁
に
し
ば
し

ば
不
純
物
の
多
い
部
分
を
含
み
ま
す
。
酸
化
鉱
物
や
ケ
イ
酸
塩
と
一
緒

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
純
度
か
ら
鋼
、
鋳
鉄
ま
で
の
金
属

鉄
の
粒
子
も
点
在
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
溶
け
て
い
な
い
岩
石
や
土
製
品

の
破
片
の
存
在
も
観
察
で
き
ま
す
。
化
学
組
成
は
基
本
的
に
鉄
と
ケ
イ

素
の
酸
化
物
が
主
で
、
鉄
の
酸
化
物
が
少
な
い
も
の
か
ら
多
い
も
の
ま

で
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ケ
イ
素
酸
化
物
量
も
変
化
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
鉄
滓
は
存
在
す
る
物
質
か
ら
大
き
く
三
種
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
量
の
酸
化
鉄
を
含
む
フ
ァ

図 4　鉄滓の形成過程

溶剤
砂・粘土など

壁

鉄滓

土

鉄
金属の粒
酸化鉄
鉄滓の包含物

燃料
灰
木炭

注
2 

Serneels and Perret 2003
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イ
ヤ
ラ
イ
ト
の
集
合
体
で
、
少
量
の
磨
質
性
の
ガ
ラ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
語
でscorie grise 

dense
、
S
G
D
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
緑
が
か
っ
た
灰
色
の
塊
で
、
低
炭
素
鉄
の
製
鉄
工
程
で
生
成
す
る
滓
に
非
常
に
よ
く

似
て
お
り
、
そ
の
組
成
は
、
主
に
ケ
イ
素
の
酸
化
物
・
鉄
酸
化
物
系
の
低
温
融
解
物
で
す
。
完
全
に
溶
解
し
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
酸
化
鉄
鉱
物
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
丸
、
ま
た
は
細
長
い
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
ー
ス
ト
構
造
を
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。

第
二
は
、
花
崗
岩
質
の
一
般
的
な
岩
石
に
含
ま
れ
る
ケ
イ
素
や
そ
の
他
の
元
素
を
豊
富
に
含
む
S
A
S（scorie argilo-

sableuse

）と
呼
ぶ
も
の
で
す
。
鉄
の
含
有
量
は
常
に
ナ
ト
リ
ウ
ム
や
カ
リ
ウ
ム
、
カ
ル
シ
ウ
ム
よ
り
少
な
く
、
マ
グ
ネ
シ
ウ

ム
は
さ
ら
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
多
く
は
ガ
ラ
ス
質
で
、
石
英
の
残
存
粒
子
を
多
く
含
ん
で
い
ま
す
。
色
は
黒
、
茶
か

ら
青
や
緑
の
よ
う
な
明
る
い
色
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
岩
石
や
土
製
品
の
融
合
し
て
い
な
い
粒
子
や
、

破
片
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
ー
ス
ト
構
造
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

第
三
は
、
S
F
R（scorie ferreuse rouillée
）と
呼
ぶ
も
の
で
、
鉄
を
豊
富
に
含
み
、
鉄
は
金
属
酸
化
物
ま
た
は
水
酸
化

物
の
粒
子
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
金
属
粒
子
は
溶
融
物
か
ら
結
晶
化
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
、
木
炭
の
介
在
物
も
頻

繁
に
見
ら
れ
、
フ
ァ
イ
ヤ
ラ
イ
ト
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
金
属
鉄
は
、
埋
没
中
で
部
分
的
に
水
酸
化
物
に
変
化
し

ま
す
。

一
つ
の
鉄
滓
は
一
種
類
の
材
質
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
、
異
な
る
材
質
が
複
数
の
ゾ
ー
ン
や

層
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

こ
の
方
法
を
開
発
し
た
研
究
者
は
、
材
料
間
の
比
率
に
基
づ
い
て
鍛
冶
鉄
滓
を
八
種
類
に
分
類
し
て
い
ま
す（
図
5
）。

鉄
滓
の
形
状
、
色
、
多
孔
性
、
磁
性
、
比
重
、
鉱
物
学
的
・
化
学
的
組
成
な
ど
は
、
こ
の
分
類
に
あ
る
程
度
リ
ン
ク
し
て
い
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る
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
典
型
的
な
S
F
R
は
、
密
度
が
高
く
、
錆
び
て
磁
性
を
帯
び
、
形
状
は
丸
み
が
か
っ
て
い
る
こ

と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
典
型
的
な
S
A
S
は
色
が
さ
ま
ざ
ま
で
、
形
状
は
不
規
則
、
み
か
け
の
密
度

は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
典
型
的
な
S
G
D
は
、
規
則
的
な
形
状
を
し
て
お
り
、
破
断
面
は
灰
色
で
、
気
泡
は
少
な
く
、
上
面

は
滑
ら
か
で
濃
い
灰
色
か
赤
っ
ぽ
い
色
を
し
て
お
り
、
下
面
は
灰
色
の
錆
び
た
色
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
分
類
案
を
開
発
し
た
研
究
者
に
よ
る
と
、
鉄
滓
の
化
学
的
・
鉱
物
的
組
成
は
主
に
鍛
冶
炉
に
お
け
る
作
業
を
反
映
し

図 5　鉄滓の多様な性質と形状

形　式
％SAS
砂や粘土
分が多い
物質

％SGD
灰色で、
高密度の
物質

％SFR
鉄分の多く、
銹だらけな
物質

SAS％vol

SGD％vol SFR％vol

1

6 7 85

2

3

4

1 SAS 100

2 SAS-M 80～90 10～20 10～20

3 SAS-SGD 50 50 

4 SGD-B 10～20 80～90 

5 SGD  100

6 SGD-SFR 0～10 70～90 10～20

7 SFR-M  50 50

8 SFR   100

5050

50

20

20

20

5

5

5
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て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
異
な
る
材
質
の
割
合（
S
A
S
／
S
G
D
／
S
F
R
）に
基
づ
い
て
提
案
さ
れ
た
分
類
で
、
鍛
冶
工

程
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
鉄
滓
の
寸
法（
サ
イ
ズ
、
重
量
）は
、
他
の
特
性
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
す
。
重
さ
は
製

品
の
種
類
と
も
関
係
は
な
く
、
作
業
時
間
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
現
時
点
で
は
、
あ
る
種
類
の

鉄
滓
と
特
定
の
鍛
冶
工
程
を
明
確
に
関
連
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
、
鍛
冶
工
程
は
連
続
的
で
あ
る
た
め
、
そ
の

特
定
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
、
い
く
つ
か
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
S
G
D
は
、
主
に
金
属
の
高
温
酸
化
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
た
め
、
鉄
素
材
を
加
熱
す
る
際
に
ケ
イ
素
を
少

量
投
入
し
ま
す
。
こ
の
工
程
で
失
わ
れ
る
酸
化
鉄
の
量
は
、
素
材
の
サ
イ
ズ
と
作
業
時
間
に
関
係
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

ま
た
、
S
F
R
は
、
主
に
圧
縮
率
の
低
い
金
属
の
加
工
中
に
金
属
粒
子
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
鍛

接
作
業
中
、
つ
ま
り
鉄
素
材
を
別
の
鉄
素
材
の
破
片
に
溶
接
す
る
、
金
属
の
融
点
に
近
い
温
度
で
作
業
し
て
い
る
場
合
に
も

発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
高
温
で
作
業
す
る
と
き
に
発
生
し
ま
す
。

S
A
S
は
、
鍛
冶
工
人
が
金
属
表
面
に
大
量
の
溶
剤
を
加
え
る
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。
鍛
接
作
業
で
は
、
砂
や
粘
土
汁
が

溶
剤
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
そ
の
成
分
が
鉄
滓
に
は
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
鉄
を
加
工
す
る
際
に
は
、
脱
炭
を

防
ぐ
た
め
に
溶
剤
を
金
属
に
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
製
品
が
完
成
し
た
後
に
も
腐
食
を
防
ぐ
た
め
に
溶
剤
を

か
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
も
S
A
S
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
砂
は
鉄
の
酸
化
を
最
小
限
に
抑
え
る

た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
種
類
の
材
質
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
鉄
滓
は
、
作
業
期
間
中
に
ほ
と
ん
ど
変
化
の
な
い
作
業
の
結
果
で
す
。
一
方
、
二

種
類
あ
る
い
は
三
種
類
の
材
質
か
ら
な
る
鉄
滓
は
、
一
連
の
活
動
の
成
果
で
あ
り
、
最
初
の
段
階
で
特
定
の
材
料
が
作
ら

れ
、
次
の
段
階
で
は
別
の
種
類
の
材
料
が
作
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ご
く
一
般
的
な
タ
イ
プ
の
鍛
冶
滓
は
、
下
側
に
大
き
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な
S
G
D
部
分（
約
九
○
％
）が
あ
り
、
そ
の
上
側
は
小
さ
な
S
A
S
の
塊
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
構
造
が

形
成
さ
れ
る
の
は
、
長
い
鍛
造
作
業
で
S
G
D
が
で
き
、
金
属
を
守
る
た
め
の
溶
剤
を
塗
布
し
て
仕
上
げ
る
最
終
段
階
で

S
A
S
が
そ
の
上
に
生
成
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
順
序
が
逆
転
し
た
資
料
は
ま
っ
た
く
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
こ
と
か
ら
も
、
分
析
の
解
釈
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

材
料
に
基
づ
く
分
類
と
鍛
冶
滓
の
そ
の
他
の
デ
ー
タ
と
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
複
数
の
遺
跡
に
お
け
る
鍛
冶
工
人
の
活
動
を

比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
幸
運
な
こ
と
に
、
大
県
遺
跡
出
土
品
を
含
め
て
、
こ
の
新
し
い
分
析
法
を
古
墳
時
代
の
鍛
冶

滓
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
結
果
を
発
表
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
分
析
法

は
過
去
の
鍛
冶
工
人
の
活
動
を
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
、
皆
様
の
研
究
の
お
役
に
立
て
ば
嬉
し

く
思
い
ま
す
。

発
表
は
以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Q
＆
A

Q 

こ
の
新
し
い
方
法
に
は
名
称
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

A 

ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
セ
レ
ニ
ー
ル
ズ
、
ペ
レ
、
ソ
ル
ニ
ャ
ッ
ク
の
三
人
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
方
法
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
や
ア
フ
リ
カ
以
外
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

Q 

鉄
滓
が
あ
っ
た
炉
内
の
原
位
置
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
鉄
滓
の
上
下
は
見
れ
ば
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
か
？

A 
炉
内
か
ら
出
土
す
れ
ば
最
高
で
す
が
、
土
坑
や
廃
棄
ピ
ッ
ト
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
も
分
析
可
能
で
す
。
鍛
冶
炉

の
形
状
は
、
こ
の
分
析
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
鉄
滓
自
体
が
炉
の
形
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
材
質

の
構
成
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
言
え
ま
す
。
原
位
置
か
ら
出
土
し
て
い
な
い
遺
物
で
も
有
効
な
分
析
方
法
で
す
。

た
だ
し
、
原
位
置
か
ら
の
も
の
で
な
い
と
、
い
つ
の
時
期
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
意
味

で
は
有
効
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Q 

大
県
遺
跡
で
帯
金
型
甲
冑
が
製
作
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
分
析
結
果
な
ど
か
ら
そ
の
可

能
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
？

A 

そ
の
可
能
性
は
何
人
か
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。
私
自
身
は
十
分
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
直
接

的
な
証
拠
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
南な

ん
ご
う郷

遺
跡
群
で
生
産
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
り
し
ま
す
が
、

な
か
な
か
複
雑
な
問
題
で
す
。

Q 

こ
の
分
析
を
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
製
品
を
製
作
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

A 

こ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
製
作
し
て
い
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
分
析
方
法
に

よ
っ
て
わ
か
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
技
術
で
製
作
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
焼
き
入
れ
の
熱

処
理
や
、
溶
剤
を
使
っ
て
腐
食
を
防
ぐ
た
め
に
高
温
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
ま
す
。
不
純
物

の
多
い
け
ら
か
ら
精
錬
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
想
定
で
き
ま
す
。

Q 

複
数
の
遺
跡
に
お
け
る
鍛
冶
工
人
の
活
動
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
古
墳
時
代
中
期
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か
ら
後
期
に
か
け
て
、
こ
の
分
析
法
を
使
用
す
る
こ
と
で
製
錬
・
鍛
錬
以
外
の
製
作
法
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ

と
は
で
き
ま
す
か
？

A 
け
ら
、
つ
ま
り
低
炭
素
の
鉄
を
製
錬
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
こ
の
分
析
法
で
特
定
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
基
本
的

に
化
学
組
成
分
析
で
製
錬
と
い
う
活
動
が
特
定
で
き
ま
す
が
、
こ
の
分
析
法
で
も
同
様
に
指
摘
で
き
ま
す
。
比
較

資
料
と
し
て
、
森
遺
跡
の
出
土
品
を
比
べ
る
と
、
別
の
製
錬
法
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

Q 

鉄
生
産
の
周
囲
の
生
態
系
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
の
で
し
ょ
う

か
？

A 

簡
単
に
言
え
ば
、
作
業
温
度
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
ま
す
。
作
業
温
度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
燃
料
の
使
用
量

が
多
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
高
温
度
の
作
業
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
と
、
そ
の
分
燃
料
を
必
要
と
す
る
の
で
、
周

囲
の
森
林
を
ど
の
程
度
伐
採
し
た
か
を
あ
る
程
度
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
周
囲
の
古
環
境
の
花
粉

分
析
な
ど
と
の
成
果
と
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
影
響
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
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献

・ 

天
辰
正
義 

二
〇
〇
三「
出
土
鉄
滓
の
化
学
成
分
評
価
に
よ
る
製
鉄
工
程
の
分
類
」『
鉄
と
鋼
』第
九
一
巻
一
号
、（
社
）日
本
鉄
鋼
協
会

・ 

大
澤
正
己 

一
九
八
三「
古
墳
出
土
鉄
滓
か
ら
み
た
古
代
製
鉄
」『
日
本
製
鉄
史
論
集
』た
た
ら
研
究
会

・ 

宮
野
淳
一
ほ
か
編 

二
〇
一
六『
大
県
遺
跡
・
東
高
野
街
道
―
一
般
国
道（
旧
）
1
7
0
号
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
伴
う
発

掘
調
査
―
』大
阪
府
教
育
委
員
会

・ 
Serneels, V, and Sébastien P. 2003. Q

uantification of Sm
ithing Activities Based on the Investigation of Slag and O

ther 
M

aterial Rem
ains. In Archaeom

etallurgy in Europe, Proceedings of the International C
onference, 24- 25- 26 Septem

ber 
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2003, M
ilan: Associazione Italiana di M

etallurgia

図
版
出
典

図
1 

著
者
撮
影

図
2 

著
者
作
成

図
3 
著
者
撮
影

図
4 

Serneels and Perret 2003 

を
改
変

図
5 

Serneels and Perret 2003 

を
改
変
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デ
ー
タ
サ
イ
エン
ス
と
比
較
考
古
学
か
ら
見
た

日
本
の
考
古
学 

エン
リ
コ
・
R
・
ク
レ
ー
マ　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
考
古
学
部 

准
教
授

エ
ン
リ
コ
・
R
・
ク
レ
ー
マ　

Enrico R
. C

rem
a 

一
九
八
〇
年 
群
馬
県
生
ま
れ

二
〇
〇
五
年 

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学　
卒
業

二
〇
〇
七
年 

ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
考
古
学
研
究
所
修
士
課
程　
修
了

二
〇
一
三
年 

ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
考
古
学
研
究
所
博
士
課
程　
修
了

二
〇
二
〇
年
よ
り　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
考
古
学
部　
准
教
授

専
門
は
数
理
考
古
学
・
古
人
口
学
・
集
落
論
・
文
化
進
化
論



著
者
紹
介

人
の
縁
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
ク
レ
ー
マ
さ
ん
が
特
別
聴
講
生
と
し
て
東
大
の
考
古
学

研
究
室
に
初
め
て
来
た
時
に
、
当
時
博
士
課
程
学
生
で
あ
っ
た
私
に
は
、
将
来
私
た
ち
が
こ
の
よ
う

に
緊
密
に
共
同
研
究
を
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
予
想
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
互
い
に
大
学
を
離
れ

た
後
も
彼
の
活
躍
の
話
は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
直
接
会
う
機
会
を
持
て
ず
に
い
ま
し
た
。
二
〇
一
四

年
に
ロ
ン
ド
ン
で
十
数
年
ぶ
り
の
再
会
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
交
わ
し
た
会
話
は
、
ポ
ッ
プ

サ
イ
エ
ン
ス
な
ど
を
交
え
た
刺
激
的
な
も
の
で
、
大
学
者
の
片
鱗
を
感
じ
た
も
の
で
し
た
。
従
来
の
日

本
考
古
学
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
数
理
考
古
学
の
立
場
か
ら
日
本
考
古
学
の
特
徴
を
見
直
す
こ

と
で
、
世
界
の
他
の
地
域
と
の
比
較
な
ど
、
違
う
視
点
か
ら
日
本
を
見
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
期
待
も
あ
り
、
話
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

私
の
専
門
は
い
わ
ゆ
る
考
古
学
デ
ー
タ
の
統
計
分
析
で
、
考
古
学
の
仮
説
を
数
理
的
に
分
析
し
た
り
検
証
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
特
に
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
使
用
し
て
、
縄
文
時
代
の
人
口
変
動
や
集
落
の
変
遷
、
最
近
で
は
弥
生
時
代
の
稲
作
の
伝

播
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

い
ち
お
う
数
理
考
古
学
が
専
門
な
の
で
大
学
で
も
統
計
学
の
講
義
を
任
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
高
校
生
の

こ
ろ
は
数
学
が
大
嫌
い
で
、
人
文
系
分
野
に
進
め
ば
数
学
と
一
切
か
か
わ
ら
ず
に
す
む
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
本
日
は
な
ぜ
、

そ
ん
な
私
が
毎
日
の
よ
う
に
数
学
や
統
計
学
を
使
っ
て
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
研
究
を
し
て
い
る
か
、
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
テ
ー
マ
は「
日
本
考
古
学
の
魅
力
」な
の
で
、
最
初
に
、
私
が
ど
う
し
て
縄
文
・
弥
生
時
代
に
関
心
を

持
ち
始
め
た
の
か
、
そ
の
関
心
が
な
ぜ
考
古
学
デ
ー
タ
の
統
計
分
析
に
な
っ
た
の
か
を
お
話
し
し
、
次
に
、
比
較
考
古
学
か

ら
見
た
縄
文
文
化
、
そ
し
て
私
の
研
究
テ
ー
マ
で
も
あ
る
考
古
学
で
の
時
間
の
問
題
と
先
史
人
口
学
に
つ
い
て
自
分
の
研
究

を
含
め
て
お
話
し
し
ま
す
。
最
後
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
日
本
考
古
学
だ
け
で
な
く
世
界
考
古
学
の
膨
大
な
資
料
を
こ

れ
か
ら
ど
う
使
っ
て
い
く
の
か
、
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
の
視
点
か
ら
ひ
と
言
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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き
っ
か
け
―
縄
文
考
古
学
の
魅
力

私
は
イ
タ
リ
ア
人
の
父
と
日
本
人
の
母
を
持
ち
、
日
本
で
生
ま
れ
、
そ
の
後
小
学
校
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
イ
タ
リ
ア
で
育

ち
教
育
を
受
け
、
二
○
○
○
年
代
初
頭
ご
ろ
か
ら
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
の
学
部
生
と
し
て
考
古
学
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
の
専
攻
は
イ
ン
ダ
ス
文
明
で
し
た
。
な
ぜ
か
、
日
本
生
ま
れ
で
イ
タ
リ
ア
育
ち
な
の
に
日
本
や
イ
タ
リ
ア
の
考
古
学
に

は
特
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
縄
文
土
器
や
土
偶
が
魅
力
的
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
研
究
対
象

に
し
た
い
と
い
う
志
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

縄
文
文
化
を
研
究
対
象
と
し
て
勉
強
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
学
部
生
の
こ
ろ
の
指
導
教
官
マ
ウ

リ
ツ
ィ
オ
・
ト
ー
ジ（M

auruzio Tosi
）先
生
の
お
か
げ
で
す
。
イ
タ
リ
ア
人
の
ト
ー
ジ
先
生
は
中
央
ア
ジ
ア
の
青
銅
器
文

化
が
専
門
で
、
そ
の
こ
ろ
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
東
端
に
あ
る
オ
マ
ー
ン
の
貝
塚
の
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
オ
マ
ー
ン
の
発

掘
調
査
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
私
と
打
ち
合
わ
せ
し
て
い
る
と
き
、
縄
文
貝
塚
関
連
の
英
語
文
献
を
手
渡
し
て
く
れ
、

「
狩
猟
採
集
民
と
貝
塚
の
研
究
を
す
る
の
だ
か
ら
絶
対
に
読
ん
で
お
き
な
さ
い
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ト
ー
ジ
先
生
が
、
な

ぜ
日
本
考
古
学
の
文
献
に
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
こ
ろ
不
思
議
で
し
た
。
貝
塚
と
い
え
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

資
料
な
ど
が
一
般
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
ん
な
か
た
ち
で
日
本
考
古
学
や
縄
文
に
出
合
え
る
と
は
思
っ
て
も
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

あ
と
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
ト
ー
ジ
先
生
は
昔
バ
グ
ダ
ッ
ド
で
赤あ

か
ざ
わ澤

威た
け
る

先
生
と
同
じ
研
究
室
で
働
い
て
い
て
、
そ
の

後
、
赤
澤
先
生
や
渡わ

た
な
べ辺
仁ひ

と
し
先
生
、
小こ

山や
ま

修し
ゅ
う
三ぞ

う
先
生
な
ど
の
研
究
に
強
い
関
心
を
持
た
れ
た
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
縄
文
文
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化
自
体
に
も
興
味
を
持
た
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
赤
澤
先
生
た
ち
に
よ
る
、
縄
文
文
化
を
事
例
と
し
て
使
っ
て
の
社
会

論
や
仮
説
に
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
縄
文
文
化
の
文
献
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
私
は
、
そ
の
魅
力
の
虜
に
な
り
、
卒
論
の
テ
ー
マ
を

イ
ン
ダ
ス
文
明
か
ら
縄
文
文
化
の
集
落
論
に
変
更
し
ま
し
た
。

日
本
人
の
母
親
を
持
つ
も
の
の
、
日
本
語
の
文
字
が
読
め
ず
、
何
回
も
漢
字
の
勉
強
を
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
拒
ん
で
い
た

の
で
す
が
、
目
標
が
で
き
た
お
か
げ
で
漢
字
を
読
め
る
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、
そ
の
翌
年
、
東
京
大
学
の
考
古
学

研
究
室
に
特
別
聴
講
生
と
し
て
留
学
し
ま
し
た
。
奈
文
研
の
庄
田
さ
ん
は
そ
の
と
き
の
先
輩
で
、
そ
れ
以
来
い
ろ
い
ろ
と
お

世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

来
日
す
る
ま
で
に
、
英
文
で
書
か
れ
た
縄
文
文
化
や
日
本
考
古
学
関
連
の
資
料
を
で
き
る
だ
け
読
み
ま
し
た
。
日
本
語

の
文
献
に
比
べ
れ
ば
圧
倒
的
に
数
は
少
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
よ
く
覚
え
て
い
る
の
は
、
最
初
に
読
ん
だ
ジ
ー

ナ
・
バ
ー
ン
ズ（G

ina Barnes

）先
生
の『Th

e R
ise of C

ivilisation in East Asia

1
注

』や
、
今い

ま
む
ら村

啓け
い

爾じ

先
生
の『Prehistoric 

Japan : new
 perspectives on insular East Asia

2
注

』、
ピ
ア
ソ
ン（Pearson

）、
バ
ー
ン
ズ
、
ハ
ト
ラ
ー
（H

utterer

）編
集
の

『W
indow

s on the Japanese Past

3
注

』な
ど
で
す
。
二
○
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
う
し
て
ジ
ー
ナ
先
生
と
一
緒
に
講
演
が
で

き
る
と
は
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
英
語
文
献
を
読
ん
で
個
人
的
に
一
番
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
、
複
雑
狩
猟
採
集
民（C

om
plex H

unter-

注
1 

Barnes 1999

注
2 

Im
am

ura 1996 

注
3 

Pearson, Barnes, H
utterer eds. 1986
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G
atherer

）と
い
う
概
念
、
そ
し
て
縄
文
文
化
や
ほ
か
の
複
雑
狩
猟
採
集
民
が
、
私
の
そ
の
こ
ろ
知
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

西
ア
ジ
ア
の
視
点
で
考
慮
し
た
先
史
狩
猟
採
集
民
の
イ
メ
ー
ジ
と
違
う
、
あ
る
意
味
で
例
外
的
な
存
在
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、
旧
・
中
・
新
石
器
と
い
っ
た
時
代
の
枠
組
み
か
ら
は
ず
れ
た
存
在
で
あ
る
縄
文
は
、
西に

し
田だ

正ま
さ

規き

先
生
が
英
文
で
述
べ
る
よ
う
に「
も
う
一
つ
の
新
石
器
時
代4
注

」で
あ
り
、
そ
の
枠
組
み
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
単
純
な
社
会

進
化
論
を
覆
す
事
例
の
な
か
で
最
も
優
れ
た
研
究
史
を
持
つ
ケ
ー
ス
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学

者
ロ
ー
リ
ー
・
コ
ン
ウ
ィ
氏（Peter Row

ley- C
onw

y

）が
縄
文
文
化
の
こ
と
を「
考
古
学
で
最
も
優
れ
た
研
究
史
を
持
つ
複

雑
狩
猟
採
集
民
文
化
」と
い
う
か
た
ち
で
紹
介
し
て
い
た
こ
と
は
、
複
雑
狩
猟
採
集
民
に
興
味
を
持
っ
た
私
に
と
っ
て
は
特

に
印
象
的
で
あ
り
、
縄
文
を
研
究
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

縄
文
文
化
が「
例
外
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
い
ま
だ
に
強
く
、
一
般
的
な
社
会
進
化
論
に
反
論
す
る
際
、
頻
繁
に
登
場
し

ま
す
。
去
年
欧
米
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
考
古
学
界
の
な
か
だ
け
で
な
く
話
題
に
な
っ
て
い
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ

ー
バ
ー（D

avid G
rarber

）と
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ン
グ
ロ
ウ（D

avid W
engrow

）氏
の『Th

e D
aw

n of Everything: A 
N

ew
 H

istory of H
um

anity

5
注

』で
も
、
縄
文
文
化
は
進
化
論
的
予
想
が
考
古
学
資
料
と
膨
大
的
に
激
突
す
る
事
例
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
縄
文
文
化
は
世
界
で
唯
一
の
先
史
複
雑
狩
猟
採
集
民
で
は
な
く
、
世
界
各
地
に
高
い
定
住

性
や
階
層
化
社
会
、
高
度
な
物
質
文
化
を
持
つ
狩
猟
採
集
民
の
事
例
は
多
く
あ
り
ま
す
。
高
度
な
組
織
の
存
在
を
暗
示
す
る

よ
う
な
大
型
建
物
を
持
つ
先
史
文
化
の
事
例
も
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
共
通
点
や
相
違
点
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
縄
文
文

化
を
他
地
域
の
先
史
文
化
と
比
較
す
る
研
究
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
論
文
や
本
だ
け
で
な
く
、
学
会

の
テ
ー
マ
や
博
物
館
の
展
示
で
も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
比
較
研
究
は
考
古
学
の
な
か
で
も
重
要
な
役
割
を
持
ち
、
個
別

の
文
化
を
考
慮
す
る
際
に
新
し
い
視
点
を
提
供
し
た
り
、
人
類
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
の
土
台
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
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比
較
考
古
学
の
課
題

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
比
較
自
体
は
間
接
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
言

い
換
え
て
み
れ
ば
、
比
較
対
象
に
な
る
文
化
は
独
自
に
研
究
し
て
、
そ
の
結
果
や
解
釈
が
比
べ
ら
れ
た
と
い
う
か
た
ち
が
一

般
的
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
意
味
、
考
古
学
デ
ー
タ
自
体
は
直
接
比
較
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

デ
ー
タ
を
統
計
的
に
分
析
し
て
先
史
文
化
を
直
接
比
較
す
る
研
究
は
、
世
界
的
に
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
大
の
理

由
は
、
考
古
学
デ
ー
タ
自
体
が
乏
し
い
か
ら
で
す
。
ま
ず
、
生
業
・
社
会
・
文
化
な
ど
の
要
素
を「
測
る
」た
め
に
使
用
す

る
プ
ロ
キ
シ
、
そ
の
プ
ロ
キ
シ
の
も
と
に
な
る
考
古
学
資
料
を
抽
出
し
た
発
掘
調
査
の
多
様
性
や
、
そ
も
そ
も
異
な
っ
た
研

究
史
が
生
ん
だ
異
な
っ
た
標
準
や
特
徴
を
持
つ
デ
ー
タ
を
ど
う
比
べ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
比
較
考
古
学
に
と
っ
て
昔
も
今

も
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
考
古
学
デ
ー
タ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
よ
う
な
目
的
を
考
慮
し
て
生
ま
れ
て
き

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
○
○
年
近
く
か
け
て
世
界
各
地
で
集
め
ら
れ
た
膨
大
な
考
古
学
資
料
を
、
今
後
ど
の
よ
う
に

活
か
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
比
較
し
て
い
く
か
と
い
う
重
要
な
問
題
と
も
関
連
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
挑
戦
に
挑
む
に
は
、
ど
う「
測
る
か
」と
い
う
測
り
方
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
比
較
自
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
か

を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
く
、
数
多
く
の
妥
協
を
許
さ
な
け
れ
ば
不
可
能
で

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

注
4 

N
ishida 2002

注
5 

G
rarber and W

engrow
 2021
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不
平
等
性
の
比
較
考
古
学

日
本
考
古
学
の
デ
ー
タ
が
比
較
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
研
究
方
針
の
課
題
を
例
示
す
る
事
例
の
一
つ
と

し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
テ
ィ
ム
・
コ
ー
ラ
ー
（Tim

 K
ohler

）先
生
が
リ
ー
ド
し
た
研
究
チ
ー
ム
が「
富
の
不
平
等
性
」と
い
っ

た
テ
ー
マ
に
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
か
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

縄
文
考
古
学
で
も
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
る
階
層
化
社
会
や
不
平
等
性
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
研
究
す
る
際
、
最
初
に
問
題
に
な

る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
現
象
の
存
在
を
ど
う
把
握
し
、
ど
う
測
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
般
的
に
考
古
学
で
は
特
定
の

遺
物
の
存
在
・
不
在
や
副
葬
品
な
ど
の
価
値
や
お
墓
の
立
地
、
大
き
さ
な
ど
か
ら
不
平
等
性
を
推
定
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
要

素
の
時
間
的
変
化
を
見
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
キ
シ
で
は
分
析
対
象
で
あ
る
不
平
等
性
の
変
化
を
ど
こ
ま
で
把
握
し

て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
結
果
的
に
、
同
じ
地
域
内
で
も
限
ら
れ
た
時
間
軸
の
な
か
で
し
か

立
証
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
を
持
っ
て
い
ま
す
し
、
世
界
全
体
を
対
象
に
、
異
な
っ
た
物
質
文
化
を
持
っ
た
文
明
を
比
較
す

る
の
に
は
困
難
な
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
埋
葬
儀
礼
や
交
流
圏
が
変
わ
れ
ば
、
不
平
等
性
が
変
わ
ら
な
く
て

も
こ
れ
ら
プ
ロ
キ
シ
が
変
化
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
せ
い
で
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
物
質
文
化
や
儀
礼
か

ら
推
定
し
た
不
平
等
性
を
、
世
界
全
体
を
舞
台
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
不
可
能
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
コ
ー
ラ
ー
ら
は
考
古
学
資
料
の
な
か
で
も
世
界
的
に
豊
富
で
あ
る
住
居
の
面
積
を
基
準
に
し
て
不
平
等
性
を
測

ろ
う
と
い
う
方
向
を
と
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
発
想
は
、
経
済
学
で
富
の
不
平
等
性
を
測
る
と
き
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
ジ
ニ
係

数（G
ini coeffi

cient

）と
い
う
数
値
を
各
集
落
の
住
居
面
積
の
分
布
か
ら
計
算
し
て
、
そ
の
数
値
の
変
動
を
比
較
対
象
に



269 第11講　データサイエンスと比較考古学から見た日本の考古学

し
た
わ
け
で
す
。
集
落
内
の
住
居
の
大
き
さ
が
ほ
ぼ
均
等
な
場
合
は
、
ジ
ニ
係
数
は
0
に
近
く
、
富
の
不
平
等
性
が
低
い
と

解
釈
し
、
逆
に
少
数
の
比
較
的
大
き
な
住
居
が
あ
っ
た
場
合
、
ジ
ニ
係
数
は
高
く
な
り
、
富
の
不
平
等
性
が
高
い
と
彼
ら
は

推
定
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ニ
係
数
を
世
界
各
地
の
遺
跡
か
ら
計
算
し
て
、
そ
の
係
数
を
時
間
的
、
地
域
的
変
化
、

生
業
と
の
相
関
性
な
ど
を
測
り
、
平
等
性
の
進
化
を
考
慮
し
た
じ
つ
に
興
味
深
い
研
究
で
す6

注

。

も
ち
ろ
ん
、
住
居
の
大
き
さ
だ
け
で
不
平
等
性
が
測
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
不
平
等
性
以
外
の
要
素
で
住
居
面

積
分
布
の
変
化
す
る
可
能
性
は
お
お
い
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
妥
協
を
許
さ
な
い
限
り
、
世
界
全
体
を
対
象

に
し
た
比
較
研
究
が
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
分
析
を
可
能
に
す
る
妥
協
が
ど
ん
な
バ
イ
ア
ス
に

つ
な
が
る
か
を
し
っ
か
り
と
考
慮
す
る
こ
と
で
す
が
、
個
人
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
が
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
議
論

も
始
ま
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

実
年
代
と
相
対
年
代

考
古
学
の
比
較
研
究
で
共
通
す
る
一
番
重
要
な
要
素
は
、
や
は
り
実
年
代
に
基
づ
く
遺
物
や
遺
構
の
測
り
方
で
あ
る
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
放
射
性
炭
素
年
代
な
ど
を
使
っ
た
遺
構
や
遺
物
の
精
密
な
年
代
測
定
が
増
え
て
い
ま
す
が
、

注
6 

K
ohler et al. 2017
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考
古
学
デ
ー
タ
の
ほ
と
ん
ど
は
い
ま
で
も
遺
物
の
特
徴
な
ど
か
ら
推
定
し
た
相
対
年
代
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
日
本
考
古
学

で
も
一
般
的
に
は
実
年
代
で
は
な
く
、「
〇
〇
期
」や「
〇
〇
時
代
」と
い
っ
た
土
器
編
年
や
文
化
的
な
時
間
が
時
間
軸
に
な

っ
て
い
ま
す
。
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
視
点
か
ら
は
、
限
ら
れ
た
地
域
の
な
か
で
歴
史
を
復
元
す
る
の
に
は
、
こ
の

よ
う
な
馴
染
み
深
い
時
間
軸
を
応
用
す
る
利
点
も
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
比
較
性
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
相
対
年
代
の

み
で
の
比
較
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。
世
界
的
に
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
を
誇
る
縄
文
考
古
学
の
土
器
編
年
で
す
ら
、
地
域
差
や

並
行
関
係
が
曖
昧
な
場
合
も
あ
り
、
国
内
レ
ベ
ル
で
の
比
較
に
も
問
題
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

実
年
代
を
ベ
ー
ス
に
し
た
古
環
境
デ
ー
タ
や
広
い
地
域
の
比
較
が
目
標
で
あ
る
場
合
、
最
も
一
般
的
に
使
わ
れ
る
方
法
は
時

間
軸
を
間
接
的
に
比
べ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
〇
」地
域
の「
△
」時
代
の
遺
物
の
炭
素
年
代
な
ど
か
ら「
△
」時
代
の
実

年
代
を
ま
ず
想
定
し
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
他
の
地
域
の「
×
」時
代
の
想
定
実
年
代
と
比
較
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
相

対
的
年
代
の
時
間
幅
・
区
切
り
・
地
域
差
な
ど
の
要
素
に
よ
っ
て
結
果
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。

相
対
年
代
の
時
間
軸
で
は
研
究
が
困
難

一
般
的
に
こ
の
問
題
は
、
相
対
年
代
を
実
年
代
に
し
て
か
ら
比
較
を
行
う
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
比
較
対

象
と
な
る
各
地
域
の
実
年
代
化
に
関
連
す
る
不
確
実
性
の
問
題
を
ど
う
考
慮
し
て
い
る
か
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
す
。
そ
も

そ
も
実
年
代
化
自
体
も
議
論
の
対
象
と
な
り
、
ひ
ど
け
れ
ば
土
器
編
年
の
段
階
で
も
統
一
見
解
が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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弥
生
時
代
開
始
の
実
年
代
の
論
争
は
、
こ
の
問
題
の
典
型
的
な
事
例
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
相
対
年
代
を
使
っ
た
時
間
軸
で
検

証
で
き
る
仮
説
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
文
化
と
社
会
の
変
動
と
環
境
変
動
の
因
果
関
係
を
明
白
に
す
る
と
い
っ
た
、
時
間

的
関
係
が
重
要
に
な
る
仮
説
を
検
証
す
る
の
に
は
、
相
対
年
代
で
は
不
十
分
な
場
合
が
多
く
、
信
頼
性
が
高
く
、
な
お
か
つ

不
確
実
性
を
考
慮
し
た
う
え
で
の
研
究
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
時
間
」の
問
題

私
が
考
古
学
で「
時
間
」の
問
題
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
今
村
啓
爾
先
生
の
関
東
・
中
部
の
縄
文
住

居
数
の
変
動
の
研
究
で
す
。
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
図
1
に
引
用
し
た
今
村
一
九
九
七
の
グ
ラ
フ
は
、
今
村
先
生
が
英
文

で
書
か
れ
た『Prehistoric Japan

』だ
け
で
な
く
日
本
語
の
著
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
お
り7
注

、
人
口
学
に
興
味
が
あ
る
人
に
限

ら
ず
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
印
象
的
な
グ
ラ
フ
だ
と
思
い
ま
す
。「
縄
文
中
期
の
始
ま
り
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
人
口
が
増

え
た
の
か
」「
四
五
○
○
年
近
く
前
と
さ
れ
る
寒
冷
期
が
ほ
ん
と
う
に
縄
文
中
期
の
人
口
を
こ
こ
ま
で
激
し
く
減
少
さ
せ
た

の
か
」と
い
っ
た
面
白
い
仮
説
を
か
き
立
て
る
図
で
す
。

住
居
数
の
時
間
的
変
化
を
表
す
と
い
う
、
一
見
簡
単
そ
う
な
グ
ラ
フ
で
す
が
、
基
に
な
る
デ
ー
タ
は
土
器
編
年
を
ベ
ー
ス

注
7 

今
村 

一
九
九
七
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に
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
実
年
代
の
時
間
軸
で
表
す
の
は
容
易
で

は
な
く
、
数
理
的
問
題
と
対
応
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
最
初
の
問
題
は
、
遺
構
の
相
対
年
代
は
そ
も
そ
も
発
掘
状

況
に
よ
り
大
き
く
異
な
り
、
た
と
え
ば「
加
曽
利
E
3
」と
細
か
く

区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、「
加
曽
利
E
」、「
縄
文
中
期
後

半
」、
や「
縄
文
中
期
」、
最
も
大
雑
把
な
場
合「
縄
文
時
代
」と
の

み
粗
く
区
分
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
今
村
先
生
の
研
究
の
基
で

あ
る
デ
ー
タ
の
場
合
、
何
千
と
い
う
大
き
な
サ
ン
プ
ル
の
な
か
で
一

番
細
か
い
土
器
編
年
で
区
分
さ
れ
て
い
る
住
居
は
全
体
の
ほ
ん
の
一

部
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

二
つ
目
の
問
題
は
、
一
つ
の
土
器
型
式
の
時
間
軸
の
な
か
で「
い

つ
」そ
の
住
居
が
存
在
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
時
間
幅
が
数
十

年
の
場
合
は
た
い
し
た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
数
百
年
と
な
る

と
、
そ
の
な
か
で
生
じ
る
不
確
実
性
や
同
時
存
在
の
問
題
に
も
大
き

く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
も
そ
も
土
器
型
式
の
時
間
軸
を
数
少
な
い
炭
素
年
代

測
定
値
か
ら
ど
う
推
定
す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
つ
ま
り
、「
○

○
時
期
」の「
始
ま
り
」と「
終
わ
り
」の
年
代
測
定
の
不
確
実
性
で

図 1 Crema and Kobayashi 2020による南西関東における竪穴住居跡数の時
間的変動（今村 1997）の再検討

住
居
数

8000 7000 6000 5000
cal BP

今村 1997
Crema and Kobayashi 2020 平均推定値
Crema and Kobayashi 2020 95％信頼区間

4000 3000

1,500

1,000

500

0



273 第11講　データサイエンスと比較考古学から見た日本の考古学

す
。
炭
素
年
代
測
定
自
体
の
不
確
実
性
、
比
較
的
サ
ン
プ
ル
数
が
小
さ
い
と
き
に
生
じ
る
サ
ン
プ
リ
ン
グ
誤
差
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
要
素
以
外
に
も
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
土
器
編
年
の
定
義
や
地
域
差
・
並
行
性
な
ど
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
ま
ず
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
を
数
理
的
に
処
理
し
、
各
要
素
か
ら
生
じ
る
不
確
実
性
を
ど
う
測
っ
て
、
実
年
代
の
時
間

軸
で
表
す
べ
き
な
の
か
が
問
題
で
す
。
こ
の
よ
う
な
時
間
的
不
確
実
性
問
題
を
解
決
し
な
い
限
り
、
住
居
数
の
変
動
を
信
頼

性
と
比
較
性
の
あ
る
実
年
代
時
間
軸
で
表
示
す
る
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
先
史
人
口
学
の
研
究
の
問
題
だ
け
で
は

な
く
、
相
対
年
代
か
ら
実
年
代
に
転
換
し
、
日
本
考
古
学
の
レ
ガ
シ
ー
デ
ー
タ
を
今
後
ど
う
使
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題

に
も
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

人
口
考
古
学
の
研
究
事
例

私
は
こ
の
三
つ
の
不
確
実
性
要
素
を
考
慮
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
中
央
大
学
の
小こ

ば
や
し林

謙け
ん
い
ち一

先
生
と
の
共
同
研
究
で
、
ケ
ー

ス
ス
タ
デ
ィ
の
一
つ
と
し
て
今
村
先
生
の
グ
ラ
フ
を
再
検
討
し
ま
し
た（
図
1
）。
詳
し
い
数
理
的
な
話
は
時
間
の
関
係
で
省

き
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
土
器
編
年
の
実
年
代
は
小
林
先
生
の
編
年
研
究8
注

に
基
づ
き
、
炭
素
年
代
測
定
値
を
使
っ
て
始
ま
り

注
8 

小
林 

二
〇
一
七
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と
終
わ
り
の
推
定
は
ベ
イ
ズ
解
析
を
使
っ
て
、
住
居
の
実
年
代
は
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
法
と
い
う
統
計
分
析
法
を
使
用
し
て
、
三

つ
の
不
確
実
性
の
要
素
を
考
慮
し
た
う
え
で
の
数
値
を
推
定
し
ま
し
た9
注

。

分
析
結
果
は
、
実
年
代
を
利
用
し
、
不
確
実
性
は
百
年
単
位
で
住
居
数
の
確
率
分
布
で
表
現
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
を
従

来
の
グ
ラ
フ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
基
本
的
に
は
住
居
の
増
加
・
減
少
パ
タ
ー
ン
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
が
前
の
分
析
よ
り
数
百
年
古
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
特
に
人
口
減
少
が
始
ま
っ
た
年
代
が
、
四
五
○
○

年
前
や
四
二
○
○
年
前
と
い
わ
れ
て
い
る
寒
冷
期
よ
り
古
く
、
紀
元
前
五
千
年
紀
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
り
、
環
境
変
動

と
の
因
果
関
係
を
再
考
す
る
必
要
性
を
示
唆
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
他
の
地
域
で
も
可
能
な
の
で
す
が
、
ま
ず
膨
大
な
発
掘
調
査
か
ら
出
土
す
る
遺
構
数
、
細
か
い

土
器
編
年
、
そ
し
て
そ
の
実
年
代
を
推
定
す
る
た
め
の
数
多
く
の
炭
素
年
代
の
測
定
値
が
必
要
で
す
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら

三
つ
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
先
史
狩
猟
採
集
民
文
化
は
、
日
本
の
縄
文
ぐ
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
、

こ
の
よ
う
な
研
究
に
他
国
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
新
し
い
時
代
の
デ
ー
タ
で
す
。

炭
素
年
代
と
先
史
人
口
学

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
現
在
、
世
界
各
地
の
先
史
人
口
研
究
で
最
も
活
用
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
キ
シ
は
、
放
射
性
炭

素
年
代
測
定
値
の
数
の
時
間
的
な
変
化
で
す
。
こ
れ
は
相
対
年
代
を
ベ
ー
ス
に
し
た
住
居
数
や
遺
跡
数
と
は
異
な
り
、
間
接
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的
に「
人
が
多
け
れ
ば
物
の
数
も
多
く
、
物
の
数
が
多
け
れ
ば
炭
素
年
代
測
定
値
の
数
も
多
い
」と
い
う
、
連
鎖
的
な
相
関

関
係
に
基
づ
い
た
仮
定
を
中
心
に
し
た
方
法
論
で
す
。

こ
の
連
鎖
関
係
の
信
頼
性
は
タ
フ
ォ
ノ
ミ
ー
や
サ
ン
プ
リ
ン
グ
、
発
掘
の
バ
イ
ア
ス
な
ど
複
数
の
要
素
に
影
響
さ
れ
、
け

っ
し
て
完
全
な
分
析
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
客
観
的
な
実
年
代
の
時
間
軸
と
相
対
年
代
に
制
限
さ
れ
な
い
と
い
う
利
点
を

考
慮
す
れ
ば
、
活
用
性
の
あ
る
魅
力
的
な
分
析
法
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
一
〇
年
間
に
世
界
各
地
で
一
般
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
方
法
論
で
、
い
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
初
期
農
耕
期
の
人
口
爆
発
の
あ
と
人
口
破
滅
が
あ
っ
た

と
い
っ
た
新
し
い
仮
説
や
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
で
の
環
境
破
滅
説
の
再
検
討
と
い
っ
た
幅
広
い
実
績
を
積
ん
で
い
ま
す
。

事
例　
櫛
目
文
土
器
時
代
の
人
口
変
動

炭
素
年
代
測
定
値
を
も
と
に
し
た
先
史
人
口
の
研
究
が
、
人
口
変
動
と
古
環
境
変
化
の
研
究
に
ど
う
役
に
立
つ
か
と
い
う

事
例
の
一
つ
と
し
て
、
オ
レ
ゴ
ン
大
学
の
イ
・
ギ
ョ
ン
ア（G

young- Ah Lee

）先
生
、
キ
ム
・
ハ
ボ
ム（H

abeom
 K

im

）

さ
ん
と
の
共
同
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。

縄
文
中
期
と
同
じ
よ
う
に
朝
鮮
半
島
の
櫛
目
文
土
器
時
代
中
期
で
も
、
激
し
い
人
口
増
加
と
減
少
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、

注
9 

C
rem

a and K
obayashi 2020
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後
者
の
き
っ
か
け
も
寒
冷
化
が
原
因
と
の
仮
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
我
々
は
、
不
確
実
性
を
数
値
化
で
き
る
ベ
イ
ズ
統
計
を
使
用
し
、
人
口
減
少
が
い
つ
始
ま
り
、
花
粉
デ
ー
タ
や
ア
ル

ケ
ノ
ン
な
ど
を
使
っ
た
古
環
境
復
元
分
析
で
推
測
さ
れ
た
寒
冷
化
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
の
時
間
的
関
係
を
推
定
し
ま
し
た
。
古
環

境
プ
ロ
キ
シ
は
も
ち
ろ
ん
地
域
差
や
時
間
差
が
多
少
あ
り
ま
す
が
、
全
体
的
に
結
果
を
見
て
み
る
と
、
人
口
減
少
は
い
ま
か
ら

五
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
か
ら
始
ま
り
、
寒
冷
期
よ
り
先
に
起
こ
っ
た
可
能
性
は
八
○
％
か
ら
一
○
○
％
と
い
う
結
果
が
で
ま
し
た10
注

。

こ
の
こ
と
か
ら
も
寒
冷
化
と
人
口
減
少
の
因
果
関
係
は
ま
だ
検
証
で
き
て
い
な
い
仮
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
関
東
と
中
部
の
人
口
変
動
と
朝
鮮
半
島
の
人
口
変
動
が
連
携
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ

り
、
今
後
東
ア
ジ
ア
の
他
地
域
で
の
人
口
変
動
を
考
慮
し
な
が
ら
比
較
研
究
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

縄
文
か
ら
弥
生
へ
の
移
行
期
の
人
口
変
動

い
ま
紹
介
し
た
研
究
で
使
っ
た
分
析
法
は
、
人
口
増
加
率
が
変
化
し
た
時
期
を
統
計
的
に
抽
出
で
き
る
新
し
い
方
法
な
の

で
す
が
、
そ
れ
を
最
初
に
使
用
し
た
事
例
は
、
九
州
で
の
弥
生
早
期
か
ら
前
期
の
人
口
変
動
に
つ
い
て
の
研
究
で
す
。
こ
れ

は
庄し

ょ
う田だ

慎し
ん

矢や

さ
ん
と
の
共
同
研
究
で
、
欧
州
研
究
評
議
会
が
助
成
し
て
い
る
縄
文
・
弥
生
移
行
期
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る

EN
C

O
U

N
T

ER

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（https://w

w
w.encounterproject.info/

）の
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。

我
々
は
九
州
で
の
水
田
稲
作
伝
来
が
人
口
増
加
率
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
そ
し
て
伝
来
か
ら
ほ
か
の
初
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期
農
耕
文
化
で
よ
く
見
ら
れ
る
人
口
爆
発
ま
で
ど
の
く
ら
い
時
間

が
た
っ
た
の
か
を
推
定
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
ま
し
た
。
遺
跡
や

住
居
数
で
は
な
く
、
炭
素
年
代
測
定
値
の
数
を
基
に
し
て
こ
の
問

題
を
検
討
し
た
理
由
は
、
こ
の
時
期
の
土
器
編
年
か
ら
実
年
代
を

推
定
し
た
研
究
は
存
在
す
る
の
で
す
が11
注

、
サ
ン
プ
ル
数
が
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
や
、
炭
素
年
代
の
キ
ャ
リ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て

の
問
題
等
が
あ
る
た
め
、
時
間
関
係
や
増
加
率
な
ど
を
正
確
に
測

る
の
が
難
し
い
状
況
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
上
記
と
は
異
な
る
方

法
で
分
析
を
行
お
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

分
析
の
結
果
、
九
州
で
の
人
口
転
換
は
紀
元
前
八
○
○
年
か
ら

六
○
○
年
こ
ろ
に
起
こ
り
、
そ
の
後
の
増
加
率
が
年
間
○
・
一
八

〜
○
・
三
九
％
と
推
定
し
ま
し
た（
図
2
）

12
注

。
年
代
的
に
は
、
九

州
に
お
い
て
現
時
点
で
一
番
古
い
炭
化
米
の
年
代13
注

か
ら
約
一
五

○
年
た
っ
て
人
口
転
換
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す（
図
3
）。

図 2 ベイズ統計と炭素年代測定密度から復元した九州での縄文～弥生移行期の
人口変動。ｃは増加率の変化点、r1と r2それ以前とそれ以後の増加率（図
３参考）。詳しくは Crema and Shoda 2021
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実
際
、
そ
れ
以
前
の
江
辻
S
X–

1
段
階
に
存
在
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
し
、
人
口
転
換
が
考
古
学
的
に
把
握
で
き
る
ま
で
の
時
間
誤
差
な
ど
を
加
味

す
る
と
、
こ
の
急
激
な
人
口
増
加
が
生
じ
る
ま
で
の
時
間
差
が
さ
ら
に
長
か
っ

た
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
は
ま
だ
世
界
的
に
も
少
な
く
、
今
後
は
同
じ
よ
う
な
農
耕

伝
来
か
ら
人
口
爆
発
ま
で
の
時
間
差
を
ま
ず
関
東
や
東
北
な
ど
日
本
国
内
の
他

の
地
域
で
行
い
、
そ
の
後
世
界
各
地
の
初
期
農
耕
文
化
と
そ
れ
を
比
較
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
と
今
後
の
課
題

相
対
年
代
か
ら
実
年
代
へ
と
基
準
を
変
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
数
値
化
が

難
し
か
っ
た
現
象
も
直
接
的
に
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
近
年
日

本
考
古
学
で
も
実
年
代
を
基
準
に
し
た
研
究
が
増
え
て
い
る
の
で
、
今
後
世
界

を
対
象
と
し
た
比
較
研
究
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
大
き
く
期
待
し
て
お

り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
の
研
究
可
能
な
テ
ー
マ
は
限
ら
れ

図 3 九州の炭素年代測定密度の分析結果。人口増加率変化点のベイズ推定（左）、
宇木汲田遺跡の炭化米の実年代（宮本 2018）との時間差（中）、変化点
後の推定人口増加率（右、図２の r2参考）。詳しくは Crema and Shoda 
2021
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て
い
ま
す
が
、
羽
生
淳
子
先
生
が
紹
介
し
た
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
や
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
不
平
等
の
起
源
と
い
っ
た
、
人
類
全
体

を
視
野
に
入
れ
た
考
古
学
研
究
の
な
か
で
も
比
較
考
古
学
は
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
研
究
を
可
能
に
す
る
一
番
の
鍵
は
、
こ
れ
ま
で
に
集
め
ら
れ
て
き
た
膨
大
な
考
古
学
デ
ー
タ
を
ど
う
扱
う
か
、
だ
と
思

い
ま
す
。
デ
ー
タ
の
ア
ク
セ
ス
か
ら
標
準
化
、
そ
し
て
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
研
究
事
例
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
再
利
用
性
・
再

分
析
性
、
そ
し
て
そ
の
デ
ー
タ
を
ど
う
数
値
化
す
る
か
と
い
う
方
法
論
的
問
題
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
デ
ー
タ
が
ど
の
よ
う
に

し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
発
掘
段
階
の
事
情
や
知
識
の
多
様
性
が
及
ぼ
す
影
響
、
バ
イ
ア
ス
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
進
ん
で
い
く
研
究
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
数
々
の
課
題
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
、
信
頼
性
の
高
い
結
果
が
得

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
考
古
学
で
の
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
や
オ
ー
プ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
比
較
考
古
学
に
と
っ
て
も
重

要
で
あ
り
、
奈
文
研
の『
全
国
遺
跡
報
告
総
覧
』や
歴
博
が
公
開
し
て
い
る『
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
放
射
性
炭
素
年
代
測

定
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』な
ど
は
、
日
本
考
古
学
が
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
素
晴

ら
し
い
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
い
最
近
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
情
報
基
盤AR

IAD
N

E Plus

が
、
奈
文
研
が
収
集
・
整

理
し
て
い
る
全
国
遺
跡
デ
ー
タ
と
の
連
結
を
開
始
し
た
よ
う
で
す
。
日
本
考
古
学
デ
ー
タ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
現
実
化
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
素
晴
ら
し
い
例
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
ロ
ー
リ
ー
・
コ
ン
ウ
ィ
氏
が「
考
古
学
で
最
も
優

れ
た
研
究
史
を
持
つ
複
雑
狩
猟
採
集
民
文
化
」と
紹
介
し
た
縄
文
研
究
の
土
台
に
な
る
考
古
学
デ
ー
タ
は
、
あ
る
意
味
膨
大

す
ぎ
て
管
理
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
状
況
で
す
。
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
縄
文
時
代
の
住
居
数
の
時
間
的
変
動
も
全
国
レ
ベ
ル
で

実
行
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
い
ま
存
在
し
て
い
な
く
て
、
そ
れ
を
作
成
す
る
の
に
は
膨
大
な
資
料
の
数
値
化
・
標
準

化
が
必
要
で
す
。
そ
の
よ
う
な
研
究
方
針
を
採
用
す
れ
ば
、
い
ま
ま
で
集
め
ら
れ
た
膨
大
な
情
報
か
ら
新
し
い
知
識
が
得
ら
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れ
る
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
た
デ
ー
タ
と
日
本
考
古
学
が
生
み
出
し
て
い
く
新
し
い
情
報
や
研
究
が
、

今
後
世
界
考
古
学
の
な
か
で
ど
う
発
展
し
て
い
く
の
か
が
楽
し
み
で
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Q
＆
A

　
Q 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
羽
生
淳
子
で
す
。
櫛
目
文
土
器
時
代
中
期
と
関
東
の
縄
文
中
期
に
お
い
て
、
寒
冷
化
よ

り
数
百
年
前
に
人
口
減
少
が
起
こ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
原
因
は
何
だ
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
私
が
東
北
で
行

っ
た
人
口
減
少
に
関
す
る
分
析
結
果
と
も
ぴ
っ
た
り
一
致
し
ま
す
。
五
〇
〇
〇
年
く
ら
い
前
だ
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
原
因
で
す
ね
。
今
日
の
デ
ー
タ
か
ら
だ
け
で
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
何
か
お
考
え
が
あ
れ
ば
。

　

A 

難
し
い
で
す
ね
。
少
な
く
と
も
、
櫛
目
文
中
期
と
縄
文
中
期
は
、
人
口
減
少
だ
け
で
な
く
人
口
増
加
の
タ
イ
ミ
ン

グ
も
似
た
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
な
の
で
、
何
百
年
た
つ
と
、
時
間
制
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
環
境
だ
け
で
な
く
集

落
内
で
セ
ト
ル
メ
ン
ト
・
パ
タ
ー
ン
が
保
て
な
く
な
る
の
で
、
拡
散
す
る
時
間
の
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
み
た
い
な
も

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
紹
介
し
た
櫛
目
文
の
遺
跡
は
、
内
陸
と
海
岸
沿
い
に
区
別
し
て
分
析
す
る
と
、
海
岸
沿

い
で
は
そ
こ
ま
で
明
確
な
増
加
・
減
少
の
パ
タ
ー
ン
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
韓
国
全
体
が
こ
の
よ
う
な
パ
タ
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ー
ン
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
縄
文
の
関
東
地
方
で
も
、
た
と
え
ば
、
千
葉
県
だ
と

後
期
に
な
る
と
異
な
っ
た
人
口
変
動
が
明
確
に
な
る
の
で
、
地
域
差
が
激
し
い
で
す
ね
。

 
　
自
分
で
は
、
ま
ず
環
境
デ
ー
タ
を
も
っ
と
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
時
間
的
な

タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
で
、
そ
れ
以
上
増
加
を
続
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
を
起
こ
し
た
の
か
な
あ
と
思
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
こ
ま
で
話
が
進
ん
で
い
る
状
況
で
は
な
い
の
で
、
ま
だ
答
え
は
な
い
で
す
ね
。
そ
こ
を
考
え
な
い
と

い
け
な
い
と
示
唆
で
き
る
く
ら
い
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
Q 

（
羽
生
）　
最
近
、
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
人
た
ち
と
よ
く
話
を
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
理

論
に
関
し
て
、
私
の
発
表
で
は
8
の
字
モ
デ
ル
を
使
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
な
く
、
も
う
少
し
生
態
学
の
基
本

の
ス
タ
ビ
リ
テ
ィ
モ
デ
ル
に
戻
っ
て
、
一
つ
だ
け
の
安
定
性
よ
り
も
多
重
安
定
性
で
考
え
る
と
う
ま
く
説
明
で
き

る
と
い
う
話
を
い
ま
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
日
伺
っ
た
お
話
だ
と
、
住
居
が
増
え
た
状
態
を
保
て
る
時
間
が

あ
る
程
度
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
と
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

　

A 

い
ま
の
お
話
と
ち
ょ
っ
と
関
連
し
て
い
る
例
の
一
つ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
石
器
時
代
の
人
口
変
動
で
す
ね
。
さ

き
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
欧
州
の
各
地
で
は
農
業
の
定
着
と
と
も
に
人
口
が
増
加
し
、
そ
の
後
人
口
減
少
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
バ
ラ
バ
ラ
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
し
、
時
間
軸
を
農
業
伝
来
に
あ
わ
せ
る
と
、

ほ
ん
と
う
に
同
じ
く
ら
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
何
百
年
か
た
つ
と
人
口
が
同
時
に
減
少
す
る
と
い
う
興
味
深
い
事

例
が
あ
る
の
で
、
同
じ
よ
う
に
生
業
の
水
準
が
保
て
な
い
と
い
う
話
が
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
っ
て
い
る
考
古
学

者
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
人
口
減
少
は
け
っ
し
て
悪
い
こ
と
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
し
、
人
口
の
減
少
率

を
見
る
と
、
激
し
い
速
度
で
減
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
意
味
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
レ
ス
ポ
ン
ス
の
事
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例
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
集
落
が
分
散
し
た
り
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
・
パ
タ
ー
ン
が
変
わ
っ
た
り
し
た
こ
と
は
何

か
に
対
応
し
て
生
き
延
び
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
人
口
減
少
を
コ
ラ
プ
ス（
崩
壊
）と
呼
ぶ
の
は

あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
す
ね
。

　
Q 
（
羽
生
）　
縄
文
の
場
合
だ
と
、
前
期
の
後
半
に
い
っ
ぺ
ん
上
が
っ
て
い
た
の
が
下
が
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ

は
ち
ょ
っ
と
試
し
て
み
て
、
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
下
が
っ
て
、
そ
こ
で
学
習
し
て
、
う
ま
く
い
く
よ
う
に

な
っ
た
の
で
う
わ
ー
っ
と
上
が
っ
た
け
ど
、
学
習
し
す
ぎ
て
、
集
中
し
す
ぎ
て
、
一
極
集
中
に
な
っ
た
の
で
下
が

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
実
際
に
考
古
学
デ
ー
タ
か
ら

検
証
す
る
た
め
に
は
や
は
りPaleoethnobotany

（
古
民
族
植
物
学
）の
デ
ー
タ
と
か
、
い
く
つ
か
の
エ
ビ
デ
ン

ス
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
、
そ
の
あ
た
り
を
ま
た
み
ん
な
で
議
論
で
き
れ
ば
い
い
か
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会 

（
庄
田
慎
矢
）　
い
ま
話
題
に
上
が
っ
て
い
る
朝
鮮
半
島
や
日
本
で
の
遺
跡
数
減
少
期
と
同
時
期
に
、
中
国
の
東
北

部
で
も
遺
跡
数
が
急
激
に
減
少
す
る
と
、
昔
大お

お
ぬ
き貫

静し
ず

夫お

先
生
が
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
広
域
現
象

は
こ
れ
ま
で
な
ん
と
な
く
気
候
変
動
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
結
び
つ
け
て
議
論
し
が
ち
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
新
し
い
デ
ー
タ
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
ま
た
新
し
い
考
古
学
的
な
疑
問
が
増
え
て
非
常
に
面
白
い

な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

　
Q 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
研
究
所
の
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
で
す
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ

ー
ら
の
本
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
の
考
え
方
は
す
ご
く
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
世
紀
の
概
念
と
し

て
は
、
社
会
進
化
論
に
つ
い
て
は
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
エ
ン
リ
コ
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。
こ
れ
か

ら
日
本
語
訳
も
出
版
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本
の
考
古
学
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
与
え
る
と
思
い
ま
す
か
。
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A 

彼
ら
の
本
は
、
読
者
に
考
古
学
者
と
一
般
人
を
含
め
て
い
る
の
で
、
批
判
の
対
象
が
区
別
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
い
ま
ど
き
社
会
進
化
論
的
な
考
え
方
を
し
て
い
る
考
古
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
を
批
判
さ
れ
て
も
、
誤
解
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

不
平
等
性
と
い
う
視
点
か
ら
の
議
論
は
、
専
門
家
に
と
っ
て
も
面
白
い
新
し
い
考
え
方
を
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま

す
。
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ン
グ
ロ
ー
さ
ん
は
U
C
L（
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
）に
所
属

し
て
い
た
の
で
私
も
い
ろ
い
ろ
と
話
す
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
の
本
は
比
較
考
古
学
の
視
点
で
何
が
測
れ
る

か
測
れ
な
い
か
と
い
う
議
論
に
も
関
連
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
個
人
的
に
は
、
こ
れ
か
ら
考
古
学
を
勉
強
し
た

い
と
い
う
学
生
さ
ん
は
そ
の
本
を
読
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
絶
対
読
ん
で
お
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
不
平
等
性
が
ど
う
生
ま
れ
て
進
化
し
た
か
と
い
う
重
要
な
テ
ー
マ
の
議
論
の
種
に
な
る
と
思
う
の
で
、

非
常
に
重
要
な
本
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
考
古
学
者
の
書
い
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
っ
て
あ
ま
り
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
考
古
学
者
が
書
い
て
い
る
本
の
な
か
で
最
初
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
考
古
学
者
と
し
て

非
常
に
重
要
な
結
果
な
の
で
、
そ
の
内
容
を
も
と
に
議
論
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
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第
12
講

選
択
の
一
つ
ひ
と
つ
︱
日
本
考
古
学
者
へ
の
道
の
り 

ジ
ー
ナ
・
L
・
バ
ー
ン
ズ　
ダ
ー
ラ
ム
大
学 

名
誉
教
授
・
Ｓ
О
Ａ
Ｓ
ロ
ン
ド
ン
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー 

専
門
研
究
員

ジ
ー
ナ
・
L
・
バ
ー
ン
ズ　

G
ina L. Barnes 

一
九
四
七
年 

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ

一
九
六
九
年 

コ
ロ
ラ
ド
大
学　
卒
業

一
九
八
三
年 

ミ
シ
ガ
ン
大
学
博
士
課
程　
修
了

二
〇
一
二
年 

通
信
制
大
学（O

pen U
niversity

）学
士
号（
地
質
学
）　
取
得

二
〇
二
四
年
現
在　
英
国
ダ
ー
ラ
ム
大
学　
名
誉
教
授

専
門
は
日
本
地
質
学
と
考
古
学



著
者
紹
介

日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
考
古
学
を
国
際
的
に
牽
引
さ
れ
て
き
た
第
一
人
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ジ
ー
ナ
・

バ
ー
ン
ズ
先
生
。
直
接
の
教
え
子
で
あ
る
サ
イ
モ
ン
さ
ん
、
マ
ー
ク
さ
ん
、
イ
ロ
ー
ナ
さ
ん
は
勿
論
の

こ
と
、
彼
女
の
著
作
に
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
人
は
、
こ
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
演
者
の
中
に
一
人
と
し

て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
私
が
イ
ギ
リ
ス
に
住
ん
で
い
た
二
〇
一
四
年
に
、
ダ
ー
ラ
ム
の
ご
自
宅
に
家
族

で
お
招
き
い
た
だ
き
、
手
料
理
で
お
も
て
な
し
い
た
だ
い
た
の
は
、
大
変
光
栄
な
こ
と
で
し
た
。
学
会

な
ど
で
会
話
を
交
わ
す
こ
と
は
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
ゆ
っ
く
り
お
話
し
で
き
た

の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
が
初
め
て
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
音
楽
を
愛
し
、
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
方

だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
今
回
の
講
演
で
は
、
先
生
の
若
か
り
し
こ
ろ
の
お
宝
写
真
や
、
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
、
い
た
だ
い
た
原
稿
を
読
ん
で
す
ぐ
に
、
思
わ
ず
、

「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
売
り
込
み
ま
せ
ん
か
」と
冗
談
の
メ
ー
ル
を
送
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。



287 第12講　選択の一つひとつ ̶ 日本考古学者への道のり

こ
の
ト
ー
ク
シ
リ
ー
ズ
も
最
終
回
と
な
り
ま
す
が
、
最
終
走
者
と
し
て
皆
様
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
本
日
の
話
の
軸
に
な
る
私
の
履
歴
書
の
抜
粋
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
発
表
さ
れ
た
人
の
多
く
は
、
学

者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
が
初
期
か
中
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
二
五

年
間
東
洋
考
古
学
を
教
え
、
現
在
は
引
退
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
、
学
問
的
な
話
で
は
な
く
、
私
の
若
い
こ
ろ
を
中
心
に
、

自
分
の
人
生
の
旅
へ
招
待
し
ま
す
。
な
ぜ
日
本
の
考
古
学
に
興
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
古
墳
時
代
の
研
究
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
か
と
い
う
話
で
す
。

古
墳
、
日
本
考
古
学
と
の
出
合
い

日
本
と
の
か
か
わ
り
は
五
七
年
前
か
ら
で
す
。
一
九
六
五
年

に
家
族（
兄
弟
姉
妹
四
人
）六
人
で
日
本
に
一
年
間
、
滞
在
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
一
八
歳
で
高
校
を
卒
業
し
た
ば

か
り
で（
図
1
）、
遺
伝
学
を
勉
強
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
当
時
、
日
本
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
何

も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
家
族
か
ら
離
れ
て
日
本
人
の
家

に
下
宿
し
て
、
東
京
の
国
際
基
督
教
大
学（
I
C
U
）で
留
学

図 1　1965年日本滞在時の著者
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生
と
し
て
一
年
だ
け
勉
強
し
ま
し
た
。
I
C
U
で
日
本
語
中
級
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
し
な
が
ら
、
J

・

E
・
キ
ダ
ー
Jr.

先
生
の
美
術
史
の
授
業
を
発
見
し
、
生
物
学
を
や
め
て
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
美
術
、
さ
ら
に
は
日
本
考
古
学
を
勉
強

し
始
め
た
の
で
す
。
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た『
日
本
の
先
史
美
術 

古
墳
と
副
葬（Early Japanese art

）』を
夢
中
で
読
み
、

一
九
六
六
年
の
春
に
は
修
学
旅
行
で
京
都
と
奈
良
の
お
寺
や
遺
跡
を
初
め
て
見
物
し
ま
し
た
。

ま
た
、
キ
ダ
ー
先
生
が
授
業
で
紹
介
さ
れ
た
古
墳
時
代
の
古
墳
と
そ
の
出
土
遺
物（
埴
輪
、
王
冠
、
勾
玉
）に
興
味
を
惹

か
れ
ま
し
た
。
特
に
、
直
弧
文
を
不
思
議
に
思
い
、
先
生
の
著
書
や
、
ま
だ
日
本
語
を
読
め
な
か
っ
た
の
で
日
本
語
の
論
文

の
図
面
だ
け
を
眺
め
て
い
ま
し
た
し
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、
直
弧
文
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

三
七
年
後
に
、
直
弧
文
に
対
し
て
自
分
の
解
釈
を
加
え
て
論
文
を
書
き
ま
し
た1
注

。

日
本
語
、
日
本
文
学
、
東
ア
ジ
ア
文
明

大
学
二
年
生
の
と
き
ア
メ
リ
カ
に
戻
っ
て
コ
ロ
ラ
ド
大
学
に
入
り
ま
し
た
。
私
は
日
本
考
古
学
も
し
く
は
日
本
美
術
史
を

勉
強
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
コ
ー
ス
は
そ
の
当
時
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
東
ア
ジ
ア
史

と
と
も
に
日
本
語
学
を
専
攻
し
、
一
九
六
九
年
に
日
本
語
・
日
本
文
学
で
学
位
を
取
得
し
、
東
ア
ジ
ア
文
明
学
を
修
了
し
て
、

さ
て
、
次
は
ど
う
し
よ
う
か
、
と
悩
み
ま
し
た
。

三
年
生
の
夏
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
日
本
語
サ
マ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
そ
こ
で
の
同
級
生
が
プ
リ
ン
ス
ト
ン
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大
学
で
日
本
美
術
史
を
専
攻
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
こ
れ
だ
！　
私
が
や
る
べ
き
こ
と
は
大
学
院
の
美
術
史
コ
ー
ス
で
勉

強
す
る
こ
と
だ
」と
考
え
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
の
日
本
美
術
・
日
本
考
古
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
入
学
し
ま
し
た
。
で
も
、

大
変
失
望
し
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
当
時
の
美
術
史
学
者
が
も
の
の
真
贋
や
そ
の
価
値
を
決
め
る
こ
と
を
主
眼
に
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
た
め
で
す
。
そ
れ
が
私
の
大
き
な
間
違
い
だ
っ
た
の
で
す
が
、
と
に
か
く
期
待
し
て
い
た
こ
と
と
ま

っ
た
く
違
っ
て
い
ま
し
た
。
埴
輪
や
勾
玉
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
も
の
を
製
作
し
た
、
古
墳
時
代
の
社
会
に
興
味
を
抱
い
て

い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
鏡
に
つ
い
て
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
先
生
が
編
纂
さ
れ
た『
日
本
美
術
の

伝
統（Traditions of Japanese art

）』に
掲
載
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た2
注

。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
は
一
学
期
過
ご
し
た
だ

け
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
コ
ロ
ラ
ド
大
学
を
卒
業
す
る
前
に
、
一
九
七
○
年
に
開
催
さ
れ
る「
大
阪
万
国
博
覧
会
七
〇
」で
の
ア
メ
リ

カ
館
の
ガ
イ
ド
募
集
案
内
を
見
て
お
り
、
応
募
し
ま
し
た
。
三
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
の
あ
と
日
本
に
戻
る
チ
ケ
ッ
ト
を
手
に
し

た
の
で
す
。

万
博
で
の
ガ
イ
ド
仲
間
の
一
人
が
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
日
本
人
類
学
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
K
・
ビ
ア

ズ
リ
ー
教
授
の
も
と
で
修
士
号
を
取
得
し
た
ば
か
り
で
し
た
。
教
え
ら
れ
た
ビ
ア
ズ
リ
ー
教
授
の
こ
と
を
頭
の
奥
に
し
ま
っ

て
お
い
た
こ
と
が
、
二
年
後
、
と
て
も
重
要
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
万
博
が
始
ま
る
前
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
た
お
宅
が
奈
良
の
桜
井
市
に
あ
り
、
奈
良
の
博
物
館
や
遺
跡
に
観
光

注
1 

Barnes 2003

注
2 

Barnes 1970
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に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
お
宅
の
お
父
さ
ん
が
勤
め

て
い
た
桜
井
商
業
高
等
学
校
を
訪
ね
た
と
き
、
学
校
の
建
設
中
に
出
土
し
て

窓
に
置
い
て
あ
っ
た
小
型
丸
底
壺
を
く
だ
さ
い
ま
し
た（
図
2
）。
び
っ
く

り
し
ま
し
た
！

ち
な
み
に
、
そ
の
壺
は
数
年
後
、
文
化
庁
の
許
可
を
得
て
大
英
博
物
館
に

寄
贈
し
ま
し
た
。万

博
終
了
後

万
博
が
終
わ
っ
て
か
ら
奈
良
で
ひ
と
月
過
ご
し
、
奈
良
県
立
図
書
館
へ
よ
く
行
っ
て
日
本
語
の
古
墳
時
代
に
関
す
る
本
で

結
構
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
専
門
用
語
を
習
い
始
め
ま
し
た
。
橿
原
公
苑
考
古
博
物
館（
現
奈
良
県
立
橿
原
考
古

学
研
究
所
）も
訪
ね
、
橿
原
地
域
の
並
木
道
に
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。
橿
原
は
運
命
的
な
自
分
の
心
の
故
郷
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

奈
良
に
住
み
着
い
て
残
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
ビ
ザ
が
切
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先
の
方
々
に
、「
万
博
が
終
わ
っ
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
二
、三
か
月
旅
行
し
た
い
」と
言
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
日
本
人
の
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
と
一
緒
に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ま
で
旅
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
秘
密
で
も
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
言
葉
が
上
手
く
な
る
の
に
も
っ
と
も
よ
い
方
法
は
、
自
分
の
言
語
を
話
さ
な
い
よ 図 2　贈られた小型丸底壺
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い
友
人
を
持
つ
こ
と
で
す
。
大
学
で
言
葉
を
勉
強
し
た
私
に
と
っ
て
も
、
こ
の
経
験
は
と
て
も
貴
重
で
し
た
。

東
南
ア
ジ
ア
を
旅
行
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
冒
険
を
し
た
こ
と
は
と
て
も
面
白
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
終
的
に
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
へ
落
ち
着
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
一
年
、
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
高
等
専
門
学
校（
現
ス
ウ
ィ
ン

ボ
ル
ン
工
科
大
学
）で
一
年
間
の
日
本
語
教
師
の
職
を
得
ま
し
た
。
週
末
や
大
学
の
休
み
期
間
中
は
メ
ル
ボ
ル
ン
の
モ
ナ
シ

ュ
大
学
図
書
館
や
キ
ャ
ン
ベ
ラ
に
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
図
書
館
へ
足
を
の
ば
し
、
日
本
考
古
学
の
読
む
べ
き

文
献
リ
ス
ト
を
作
り
始
め
た
の
で
す
。

こ
の
経
験
で
、
二
つ
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
日
本
語
教
師
の
仕
事
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
く
、
日
本
語
教
師

と
し
て
経
験
を
積
ん
で
い
き
た
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
暇
な
時
間
は
い
つ
も
図
書
館
で
過
ご
し
、

一
心
不
乱
に
日
本
考
古
学
を
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
考
古
学
の
こ
と
が
頭
か
ら
ま
っ
た
く
離
れ
な
か
っ
た
の
で
、
大
学

院
に
戻
ろ
う
と
考
え
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
大
学
院
を
受
験
し
、
一
九
七
二
年
八
月
に
大
学
の
あ
る
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
に
行
き
ま

し
た
。

夢
を
追
う
決
定
木

こ
こ
で
一
服
し
て
、
夢
を
追
う
人
々
が
、
ど
の
よ
う
に
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
く
か
、
考
え
て
み
ま
す（
図
3
）。
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
私
の
そ
れ
ま
で
の
人
生
に
お
け
る
決
定
で
、
一
番
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
家
族
の
勧
め
で
し
た
。
友
人
か
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ら
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
が
、
自
分
自
身
で
い
ろ
い
ろ

な
機
会
を
掴
む
よ
う
に
し
ま
し
た
。
キ
ダ
ー
先
生
の
講

義
や
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
サ
マ
ー
コ
ー
ス
、
万
博

で
の
ガ
イ
ド
な
ど
を
経
験
し
ま
し
た
。
あ
ち
こ
ち
迷
い

な
が
ら
、
心
の
奥
底
に
あ
る
興
味
が
は
っ
き
り
し
だ
し
、

自
分
の
夢
を
実
現
す
る
方
法
を
見
つ
け
ま
し
た
。
大
学

院
に
戻
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
は
ビ
ア
ズ
リ
ー
教
授
の
指
導
を
受

け
、
人
類
学
博
物
館
の
先
生
た
ち
の
も
と
で
一
般
的
な

考
古
学
理
論
や
方
法
論
の
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
た
だ
、

博
物
館
の
先
生
た
ち
は
、
日
本
考
古
学
に
つ
い
て
何
も

知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
ま
た
自
分
で
文
献
を
読
み
自
習

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
は
、
自
分
の
専
門
と
は
別
に
、
も

う
一
つ
専
門
を
持
つ
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
現
在
と
同
じ
よ
う
に
一
つ
の
分
野
だ
け
で
は
職
を

得
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
す
。
副
次
的
な
専
門
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
動
物
相
分
析
、
年
代
測
定
、
統
計
学
分
析
な
ど
の

選
択
肢
の
な
か
か
ら
、
日
本
語
を
教
え
る
よ
り
翻
訳
の
仕
事
が
自
分
に
あ
う
と
考
え
、
三
木
文
夫
氏
の『
埴
輪
』を
翻
訳
し
て3
注

、

そ
れ
を
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
野
外
研
究
の
単
位
に
振
り
替
え
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
発
掘
に
二
、三
回
参
加
し
た
こ
と
は
あ
り
ま 図 3　人生の決定木

日本（ICU）

コロラド大学
奈良への修学旅行

奈良のホームステイ

桜井市奈良
東南アジア旅行

橿原公苑
オーストラリア

X  日本の考古学

X  日本語教師 ミシガン大学
 Yes！！日本の考古学

日本語学
東洋文明学
万博の募集

X  ハーバード

自分の意思

X遺伝学

機会を
掴む友人の影響

スタンフォード

X＝行き止まり

家族の影響

先生の影響

高等学校卒業
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し
た
が
、
大
学
院
生
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
を
持
っ
た
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
後
で
お
お
い
に
後
悔
し
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
ビ
ア
ズ
リ
ー
教
授
は
、
戦
後
五
○
年
代
に
行
わ
れ
た
岡
山
県
新
池
の
村
の
文
化
人
類
学
の
研
究
を
再
調
査
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
関
係
で
、
一
九
七
四
年
の
夏
、
岡
山
大
学
の
近こ

ん
ど
う
よ
し
ろ
う

藤
義
郎
先
生
の
研
究
室
を
訪
れ
、
吉
備
路
風
土
記
の

丘
公
園
の
設
立
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
毎
日
、
岡
山
大
学
の
考
古
図
書
室
に
論
文
を
読
み
に
行
っ
て
い
た

あ
る
日
、
近
藤
先
生
に「
ど
う
し
て
図
書
室
に
こ
も
っ
て
い
る
ん
だ
。
考
古
学
者
に
会
い
に
現
場
に
行
き
な
さ
い
」と
叱
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
お
陰
で
、
考
古
学
者
の
仲
間
と
友
人
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
研
究
成
果
は
、
日
本
考
古
学
界
の
官
僚
制
度

を
ま
と
め
た『Th

e origins of bureaucratic archaeology in Japan.

』  

と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た4
注

。

結　
婚

ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
戻
っ
た
翌
年
の
一
九
七
五
年
に
、
結
婚
し
ま
し
た
。
夫
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
W
・
ヒ
ュ
ー
ズ
と
私
は
、

ビ
ア
ズ
リ
ー
先
生
の
も
と
で
一
九
七
二
〜
七
七
年
の
五
年
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
彼
は
民
族
音
楽
学
者
で
、
日
本
民
謡
グ
ル

ー
プ
を
組
み
、
私
は
横
笛
を
習
っ
て
、
練
習
や
演
奏
旅
行
で
楽
し
く
過
ご
し
ま
し
た
。
い
ま
で
も
演
奏
を
続
け
て
い
ま
す
。

注
3 

三
木 

一
九
七
四

注
4 

Barnes 1990
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ま
た
、
彼
は
も
と
も
と
言
語
学
者
で
し
た
か
ら
、
私
の
家
内
制
編
集
者
と
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
の
一
番
大
事
な
支
え
と
な
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
彼
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
考
古
学
科
で
、
自
分
が
求
め
て
い
た
も
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
美
術
史
の
対
象
で
は
な
い
本
当
の
考

古
学
で
す
。
し
か
し
、
ビ
ア
ズ
リ
ー
先
生
は
日
本
考
古
学
を
教
え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
専
門
は
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
考
古
学
と
日
本
の
人
類
学
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
考
古
学
が
専
門
の
指
導
教
員
が
い
て
も
、
細
か
な
と
こ
ろ
は

自
分
で
勉
強
す
る
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
小
さ
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
リ
ー
ド
氏

と
金か

な
せ
き関

恕ひ
ろ
し

氏
を
知
り
ま
し
た
。
ブ
リ
ー
ド
さ
ん
は
私
の
先
輩
で
、
そ
の
こ
ろ
縄
文
土
器
に
関
す
る
博
士
論
文
を
書
き
終
え

た
と
こ
ろ
で
し
た
。
一
方
、
金
関
先
生
の
興
味
、
関
心
は
弥
生
・
古
墳
時
代
で
、
私
が
求
め
て
い
た
も
の
と
合
致
し
て
い
ま

し
た
。
私
は
金
関
先
生
の
勧
め
に
し
た
が
っ
て
日
本
財
団
の
博
士
課
程
研
究
奨
励
金
を
受
け
、
一
九
七
七
年
の
秋
か
ら
京
都

大
学
の
樋ひ

口ぐ
ち
隆た

か
や
す康
先
生
と
奈
良
文
化
財
研
究
所（
以
下
、「
奈
文
研
」）で
田
中
琢み

が
く
氏
の
お
世
話
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

京
都
大
学
研
究
生
時
代

奈
良
で
住
居
を
見
つ
け
る
前
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
た
三
軒
の
う
ち
の
一
軒
で
、
北
田
さ
ん
た
ち
と
仲
良
く
な
り
、
そ
の
後
、

数
十
年
に
わ
た
っ
て
私
の
興
味
や
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
奈
文
研
の
援
助
を
受
け
て
西
大
寺
に
あ
っ
た
文
化
住
宅
か
ら
研
究
生
と
し
て
京
大
に
通
い
ま
し
た
。
樋
口
先
生
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は
最
初
に
、「
必
要
な
も
の
が
あ
れ
ば
何
で
も
言
い
な
さ
い
。
自
分
か
ら
聞
い
て
く
れ
れ
ば
、
喜
ん
で
手
を
貸
し
ま
し
ょ
う
」

と
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
で
研
究
を
進
め
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
人
生
に
お
け
る
重
要
な
教
訓
の
一
つ
で
す
。

京
大
で
は
、
小お

野の

山や
ま

節せ
つ

先
生
、
都つ

で出
比ひ

ろ

し
呂
志
先
生
や
同
級
生
の
和わ

田だ

晴せ
い

吾ご

さ
ん
と
交
流
し
、
土
器
の
実
測
を
教
え
て
も
ら

い
ま
し
た
し
、
そ
の
後
も
大
き
な
助
け
を
差
し
伸
べ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
よ
り
も
っ
と
後
に
な
り
ま
す
が
、

樋
口
先
生
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
の
研
究
成
果
を
翻
訳
し
、
英
文
で
出
版
し
ま
し
た5
注

。

一
九
七
八
年
、
私
の
指
導
教
官
の
ビ
ア
ズ
リ
ー
先
生
が
急
逝
さ
れ
た
た
め
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
イ
ト
先
生
が
寛
大
に
も
私
の

指
導
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ラ
イ
ト
先
生
は
国
家
形
成
論
の
第
一
人
者
で
、
考
古
学
の
方
法
論
と
理
論
に
深
い

造
詣
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
日
本
に
つ
い
て
は
専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
ま
た
二
つ
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
指
導
教
員
と
専
門
が
違
っ
て
も
よ
い
こ
と
と
、
日
本
研
究
の
た
め
の
繋
が
り
を
自
分
で
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
ビ
ア
ズ
リ
ー
先
生
の
追
悼
の
た
め
に
、
博
士
論
文
の
審
査
員
で
あ
り
、
い
ま
で
は
友
人
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ピ
ア
ソ
ン
先
生
が
、
一
九
七
九
年
に
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
の
日
本
考
古
学
の
企
画
展
の
準
備
と
、
そ
れ
と
関
連
し
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
開
催
と
本
の
制
作
を
お
手
伝
い
す
る
た
め
に
日
本
か
ら
帰
国
し
、
多
く
の
先
生
方
が
執
筆
し
た
論
文
を
ま
と
め
て
刊

行
し
ま
し
た6
注

。
私
の
提
出
し
た
論
文
は
、
桜
井
市
で
も
ら
っ
た
小
型
丸
底
壺
に
刺
激
さ
れ
て
研
究
し
た
、
弥
生
土
器
・
土
師

器
を
対
象
に
し
た
も
の
で
す7
注

。

注
5 

H
iguchi and Barnes eds. 1995

注
6 

Pearson and Barnes eds. 1986

注
7 

Barnes 1986
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ち
な
み
に
、
そ
の
と
き
作
成
し
た
土
器
分
析
の
統
計
学

的
な
図
面
を
、
準
備
段
階
で
奈
文
研
の
田
中
琢
さ
ん
に
見

せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
分
析
法
が
日
本
で
も
採
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た（
図
4
）。
そ
の
特
色
は
、
生
の
測
定

値
で
は
な
く
、
比
率
分
析
法
で
作
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

奈
良
の
西
大
寺
に
滞
在
し
て
い
る
間
、
金
関
先
生
が
勤

め
て
い
た
天
理
大
学
の
考
古
学
者
た
ち
を
紹
介
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
ま
た
、
布ふ

る留
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
参
加
し
、

現
場
担
当
者
の
置お

き
田た

雅ま
さ
あ
き昭

さ
ん
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
布
留
遺
跡
で
は
、
当
時
日
本
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

か
っ
た
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
試
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
置
田
さ
ん
と
は
そ
の
後
も
長
い
共
同

研
究
が
続
き
ま
し
た
。

一
九
七
八
年
に
は
奈
文
研
に
籍
を
置
い
て
、
田
中
さ
ん
、

佐
原
さ
ん
、
町
田
さ
ん
、
伊
藤
さ
ん
、
西
村
さ
ん
、
工
楽

さ
ん
、
田
辺
さ
ん
、
光
谷
さ
ん
、
岩
永
さ
ん
、
八
賀
さ
ん

の
研
究
に
と
て
も
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
研
究

仲
間
や
友
人
に
な
っ
た
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

図 4　弥生土器・土師器の比率分析法による分析（Barnes 1986）
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当
時
、
有あ

り
み
つ光

教き
ょ
う

一い
ち

先
生
に
も
紹
介
さ
れ
て
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
学
者
と
も
親
し
く
な
り
ま
し
た
。
特
に
寺て

ら
ざ
わ沢

薫か
お
る・

寺て
ら
ざ
わ沢

知と
も

子こ

さ
ん
、
吉よ

し
む
ら村

和か
ず
あ
き昭

さ
ん
と
は
、
数
十
年
交
流
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
研
究
所
の
皆
さ
ん
に
は
と
て
も
親
切
に

し
て
い
た
だ
き
、
感
謝
の
念
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
奈
良
で
過
ご
し
た
二
年
間
は
、
私
の
研
究
生
活
の
な
か
で
最
も
劇
的
な
変

化
の
年
月
で
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
や
執
筆
し
た
も
の
の
基
礎
と
な
り
ま
し
た
。

一
九
八
○
年
の
春
、
私
は
日
本
百
科
事
典『Encyclopedia of Japan

』の
編
集
補
佐
と
し
て
講
談
社
で
働
き
、
夫
の
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
は
東
京
藝
術
大
学
で
音
楽
の
研
究
を
進
め
ま
し
た
。
そ
の
年
の
秋
の
あ
る
日
、
岡
山
の
近
藤
義
郎
先
生
か
ら
突
然

の
電
話
が
あ
っ
て
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
極
東
の
先
史
時
代
を
教
え
ら
れ
る
人
を
探
し
て
い
る
。
も
し
申
請
す
る
な
ら

推
薦
し
ま
す
」と
仰
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

え
っ
！　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
す
か
。
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
あ
る
ハ
ー
バ
ー
ド
を
離
れ
た
ら
、

今
度
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
仕
事
が
あ
る
っ
て
。

そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
申
請
書
類
を
出
し
、
公
式
の
面
接
な
ど
な
い
ま
ま
、
日
本
か
ら
の
電
話
の
や
り
と
り
だ
け
で
職
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
考
古
学
科

日
本
を
出
る
前
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が「
安
陽
は
ど
こ
か
知
っ
て
る
？
」と
尋
ね
ま
し
た
。「
知
ら
な
い
」と
答
え
る
と
、
彼
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は
張
光
直（C

hang Kw
ang- chih

）の
書
い
た『Th

e Archaeology of Ancient C
hina

』を
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
贈

っ
て
く
れ
ま
し
た
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
学
ん
だ
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
、
張
光
直
の
仕
事
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
行
く
前
に
中
国
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
、
ど
う
や
っ
て
中
国

に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

一
九
八
一
年
の
元
旦
に
沖
縄
か
ら
香
港
へ
飛
び
立
ち
、
一
○
日
間
の
ツ
ア
ー
で
香
港
か
ら
上
海
と
北
京
、
そ
し
て
ロ
ン
ド

ン
へ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
を
踏
む
の
は
初
め
て
で
し
た
。

一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
へ
行
く
前
に
日
本
で
四
年
間
を
過
ご
し
た
こ
と
は
大
変
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

社
会
の
な
か
で
の
上
下
関
係
、
物
事
を
進
め
る
伝
統
的
な
や
り
方
、
そ
し
て
人
と
の
か
か
わ
り
方
を
学
ん
だ
か
ら
で
す
。
こ

れ
ら
の
経
験
は
、
新
し
い
用
語
や
仕
組
み
を
覚
え
な
が
ら
、
非
常
に
伝
統
的
な
教
育
機
関
の
要
求
に
慣
れ
て
い
く
と
き
に
と

て
も
役
立
ち
ま
し
た
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
考
古
学
科
で
教
え
る
こ
と
は
大
変
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
そ
れ
ま
で
に
私
が
正
式
に
受
け

た
極
東
の
先
史
時
代
に
つ
い
て
の
授
業
と
い
え
ば
、
一
八
歳
の
と
き
に
受
け
た
I
C
U
の
キ
ダ
ー
先
生
の
コ
ー
ス
だ
け

で
、
三
三
歳
に
し
て
大
急
ぎ
で
教
え
ら
れ
る
レ
ベ
ル
ま
で
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
学
生
よ
り
一
歩
だ

け
先
に
学
ぶ
、
と
い
う
課
題
を
自
分
に
課
し
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
自
読
学
習
を
東
ア
ジ
ア
の
考
古
学
に
活
用
し
て
、
学
生

の
た
め
に
本
を
書
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
前
に
、
自
分
の
博
士
論
文『
大
和
の
原
始
時
代（Yayoi- K

ofun settlem
ent 

archaeology in the N
ara Basin

）』を
書
き
終
え
ま
し
た8
注

。

そ
し
て
、
日
本
考
古
学
に
つ
い
て
書
こ
う
と
考
え
た
早
い
段
階
で
、
田
中
琢
さ
ん
に
言
っ
た
ら
、「
そ
ん
な
こ
と
は
無
理
だ
！ 

一
人
で
日
本
考
古
学
を
網
羅
で
き
る
人
な
ん
て
い
な
い
よ
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
邪
鬼
の
私
は
、『
東
ア
ジ
ア
文
明
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の
台
頭（C

hina, K
orea and Japan: the rise of civilization 

in East Asia

）』と
い
う
題
名
で
東
ア
ジ
ア
全
体
に
関
す
る
本

を
出
版
し
、
そ
の
改
訂
版
を
六
年
前
に
出
し
ま
し
た（
図
5
）。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
本
を
書
く
に
あ
た
り9
注

、
そ
れ
ま
で

の
学
び
は
す
べ
て
糧
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
語
と
中
国
語
、

I
C
U
や
ハ
ー
バ
ー
ド
で
の
美
術
史
の
授
業
、
コ
ロ
ラ
ド
大

学
で
の
東
ア
ジ
ア
文
明
論
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
学
ん
だ
考
古

学
の
方
法
論
と
理
論
、
す
べ
て
役
に
立
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、

朝
鮮
半
島
に
つ
い
て
は
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ラ
イ
デ
ン
大
学
日
本
語
教
師

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
契
約
が
切
れ
る
一
九
八
五
年
一
二
月
の
前
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
い
く
つ
か
の
大
学
に
連
絡

図 5 『東アジア文明の台頭』
 （Barnes 1993）

注
8 

Barnes 1983; 1988

注
9 

Barnes 1993; 2015
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を
と
っ
て
、
日
本
語
教
師
の
職
が
空
い
て
い
な
い
か
尋
ね
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
か
ら
Y
e
s
の
回
答

を
得
ま
し
た
。
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
は
三
○
○
人
の
新
入
生
が
い
る
の
に
十
分
な
教
師
が
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
九
八
六
年
、

ラ
イ
デ
ン
へ
引
っ
越
し
、
日
本
韓
国
研
究
所
で
教
え
な
が
ら
、
坪つ

ぼ
井い

清き
よ
た
り足

さ
ん
が
編
纂
さ
れ
た
本
の
翻
訳10
注

や
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
と
と
も
に
坪
井
さ
ん
と
田
中
さ
ん
が
編
纂
さ
れ
た
平
城
宮
に
つ
い
て
の
本
を
翻
訳
し
ま
し
た11
注

。

ラ
イ
デ
ン
大
学
以
外
で
、
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
を
あ
わ
せ
て
対
象
と
し
て
い
る
研
究
所
の
例
を
知
り
ま
せ
ん
が
、
朝
鮮

半
島
の
考
古
学
は
日
本
の
歴
史
を
理
解
す
る
の
に
不
可
欠
で
す
。『
渡
来
人
の
考
古
学
と
歴
史（Archaeology and H

istory 
of Toraijin

）12
注

』を
読
め
ば
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

一
九
八
七
年
に
私
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
戻
り
、
コ
リ
ン
・
レ
ン
フ
ル
ー
教
授
の
寛
大
な
計
ら
い
で
、
セ
ン
ト
・
ジ
ョ

ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
上
級
研
究
員
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。

ラ
イ
デ
ン
大
学
に
い
る
間
に
韓
国
で
の
奨
学
金
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
一
九
八
七
年
・
八
八
年
の
夏
に
は
ソ
ウ
ル
、
ソ

ン
ナ
ム
、
そ
し
て
プ
サ
ン
市
に
滞
在
し
、
韓
国
語
を
習
い
な
が
ら
韓
国
の
遺
跡
を
調
べ
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
、

二
○
○
一
年
に
本
に
し
ま
し
た13
注

。

そ
し
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
日
本
語
を
学
ぶ
学
生
た
ち
に
も
、
韓
国
語
を
教
え
る
羽
目
に
も
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

二
○
○
○
年
代
ま
で
に
日
本
で
教
育
を
受
け
、
日
本
式
の
書
き
方
を
す
る
韓
国
考
古
学
界
の
古
い
世
代
は
、
漢
字
を
使
わ
ず

ハ
ン
グ
ル
で
書
き
、
異
な
る
表
現
を
す
る
若
い
世
代
に
交
代
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
私
は
文
章
を
読
め
な
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
漢
字
を
使
わ
な
い
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
が
ど
れ
ほ
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
！
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奈
良
盆
地
の
復
元

一
九
八
○
年
代
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
考
古
学
科
で
教
え
て
い
た
こ
ろ
、
学
生
を
海
外
調
査
に
連
れ
て
い
く
よ
う
勧
め

ら
れ
ま
し
た
。
一
九
八
四
年
春
の
最
初
の
調
査（
図
6
）で
は
、
私
の
博
士
論
文
研
究
か
ら
派
生
し
た
空
撮
写
真
に
よ
る
分

析
を
も
と
に
奈
良
盆
地
の
地
形
復
元
を
す
る
手
法14
注

を
試
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
天
理
大
学
の
置
田
先
生
と
奈
良

教
育
大
学
の
西に

し
田だ

史し

朗ろ
う

先
生
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
ん
で
、
数
人
の
学
部
生
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
地
形
復
元
を
確
認
す
る

た
め
に
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
学
部
生
の
な
か
に
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
君
が
い
て
、
そ
れ
が
縁
で
日
本

考
古
学
へ
の
興
味
が
湧
き
、
そ
の
後
、
彼
は
縄
文
時
代
の
研

究
者
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
一
九
八
八
、八
九
年
に
は
、
桜
井
市
三
輪
に
あ

る
天
理
教
の
敷
島
教
会
の
敷
地
内
で
発
掘
調
査
を
行
い
ま

し
た（
図
7
）。
そ
れ
に
は
、
ケ
イ
ナ
ー
君
と
マ
ー
ク
・
ハ
ド

注
10 

Tsuboi ed. 1987

注
11 
Tsuboi and Tanaka 1991

注
12 

R
hee &

 Aikens, w
ith Barns 2021

注
13 

Barnes 2001

注
14 

バ
ー
ン
ズ
一
九
八
二

図 6 奈良盆地地形復元プロジェクトで
のボーリング調査風景
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ソ
ン
君（
そ
の
後
、
弥
生
時
代
研
究
を
続
け
研
究
者
と
な
っ
た
）も
参
加
し
、

天
理
参
考
館
の
職
員
と
現
場
長
の
オ
ラ
ン
ダ
の
ロ
エ
ル
・
ブ
ラ
ン
ト
さ
ん
に

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
現
場
長
の
仕
事
は
と
て
も
無

理
で
し
た
。
私
自
身
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
た
め
の
訓
練
を
受
け
て

い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
は

野
外
研
究
の
要
件
か
ら
逃
げ
ま
し
た
！

さ
て
、
三
輪
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、
四
世
紀
の
崇
神
天
皇
の
磯
城
瑞

籬
宮
が
そ
の
周
辺
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
し
た
。
結

果
と
し
て
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
の
に
必
要
な
デ
ー
タ
は
得
ら
れ
ず
、
少
し

が
っ
か
り
し
ま
し
た
が
、
英
日
報
告
書
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た15
注

。

後
年
、
こ
の
二
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
書
刊
行
に
、
置
田
先
生
と
西

田
先
生
が
共
著
者
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た16
注

。
ま
た
、
博
士
論
文
を
書
い

て
い
た
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
国
家
形
成
論
と
並
行
し
て
、
地
形
学
に
関
連
し
た

考
古
学
に
関
心
を
抱
い
て
き
ま
し
た
が
、
西
田
先
生
と
の
共
同
研
究
に
よ
っ

て
、
日
本
に
お
け
る
地
質
学
に
さ
ら
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

図 7　三輪プロジェクト発掘調査風景
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中
国
・
牛
河
梁
女
神
廟
の
再
調
査

一
九
九
四
年
、
中
国
遼
寧
省
で
世
界
銀
行
が
行
っ
て
い
た
牛
河
梁
女
神
廟
の
再
調
査
に
参
加
し
ま
し
た
。
率
直
に
言
っ
て
、

こ
の
調
査
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
日
本
で
培
っ
て
き
た
人
脈
や
こ
れ
ま
で
の
研
究
な
ど
は
役
に
立
た
ず
、
も

っ
と
中
国
語
を
話
せ
た
ら
と
残
念
に
思
い
ま
し
た
。
加
え
て
、
当
時
は
中
国
以
外
の
チ
ー
ム
が
発
掘
調
査
を
し
た
り
、
発
掘

調
査
の
許
可
申
請
を
す
る
の
に
あ
ま
り
よ
い
時
期
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
で
に
中
国
考
古
学
に
つ
い
て
実
績
の
あ
る

張
光
直
先
生
の
申
請
で
す
ら
、
許
可
を
得
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
調
査
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
中
国
考
古
学
を
内
部
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
貴
重
な
経
験
で
し
た
。

牛
河
梁
女
神
廟
に
か
か
わ
る
あ
れ
や
こ
れ
や
の
面
倒
ご
と
と
あ
わ
せ
て
、
時
間
、
資
金
、
気
力
を
つ
ぎ
込
ん
で
東
ア
ジ
ア
で

考
古
学
調
査
を
す
る
こ
と
は
、
得
ら
れ
る
も
の
に
見
合
わ
な
い
と
悟
り
ま
し
た
。
一
方
、
日
本
考
古
学
の
シ
ス
テ
ム
は
非
常

に
し
っ
か
り
と
組
織
さ
れ
て
お
り
、
膨
大
な
デ
ー
タ
を
生
み
出
す
発
掘
調
査
を
一
年
中
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
デ

ー
タ
を
統
合
す
る
時
間
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
し
、
比
較
研
究
に
費
や
せ
る
時
間
は
さ
ら
に
少
な
い
状
態
で
し
た
。
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
の
と
き
か
ら
国
内
で
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
処
理
し
て
、
本
を
書
く
こ
と
に
労
力
を
か
け
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。

注
15 

Barnes &
 O

kita eds. 1993

注
16 

Barnes et al. 2005
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ダ
ー
ラ
ム
大
学

セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
の
任
期
の
終
わ
り
を
迎
え
た
一
九
九
五
年
代
の
中
頃
、
北
東
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
る

ダ
ー
ラ
ム
大
学
に
職
が
あ
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
話
を
教
え
て
く
れ
た
人
に「
ど
ん
な
仕
事
？  

締
め
切
り
は

い
つ
？
」と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
昨
日
だ
。
い
ま
す
ぐ
に
応
募
す
る
よ
う
に
‼
」と
。
こ
う
し
て
、
私
は
ダ
ー
ラ
ム
大
学
の
東

ア
ジ
ア
学
科
で
教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

近
年
の
大
学
・
大
学
院
の
卒
業
生
が
、
何
年
も
何
年
も
、
何
十
も
の
職
に
応
募
し
、
そ
の
結
果
得
た
の
が
非
常
勤
だ
っ
た

り
、
任
期
の
定
め
の
あ
る
職
だ
っ
た
り
す
る
人
た
ち
の
話
を
聞
く
と
、
と
て
も
悲
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
私
は
と
ん
と

ん
拍
子
に
進
み
す
ぎ
、
ま
っ
た
く
普
通
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
助
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
へ
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
九
六
年
に
ダ
ー
ラ
ム
大
学
に
着
任
し
て
す
ぐ
、
韓
国
や
日
本
の
考
古
学
で
行
わ
れ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
仕
事
の
数
々

を
ま
と
め
、
解
釈
し
て
英
文
の
本
を
書
き
、
世
界
に
紹
介
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
、
国
家
形
成
に
つ
い
て
二
冊
を
出
版
し
ま

し
た
。
韓
国
に
つ
い
て
、
一
九
八
七
年
と
一
九
八
八
年
の
夏
に
行
っ
た
研
究
論
文
を
纏
め
て
本
と
し
て
出
し
ま
し
た17
注

。
日
本

の
古
墳
時
代
の
考
古
学
に
つ
い
て
は
基
礎
的
な
教
科
書
と
し
て
書
い
た
も
の
で
す18
注

。
こ
の
と
き
友
人
の
寺
沢
さ
ん
た
ち
の
研

究
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
本
の
執
筆
は
、
常
に
不
思
議
に
思
っ
て
い
た「
古
墳
文
化
は
な
ぜ
急
速
に

日
本
中
に
広
ま
っ
た
の
か
？
」と
い
う
こ
と
へ
の
理
解
を
深
め
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
問
題
を
、
卑
弥
呼
に
つ

い
て
の
仮
説
を
書
い
た
論
考
の
な
か
で
発
展
さ
せ
、
古
墳
前
期
時
代
の
文
化
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
と

満
足
し
て
い
ま
す19
注

。
た
だ
し
、
私
の
答
え
に
賛
同
す
る
考
古
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
よ
う
で
す
。
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翡
翠
の
研
究

ダ
ー
ラ
ム
大
学
で
学
科
長
を
務
め
た
一
九
九
七
年
は
、
非
常
に
心
労
の
多
い
時
期
で
、
自
分
自
身
に
、
日
本
考
古
学
の
な

か
で
研
究
し
た
い
こ
と
は
何
か
を
問
い
か
け
ま
し
た
。
得
た
答
え
は
、「
翡
翠
」で
し
た
。
私
が
指
導
し
た
イ
ロ
ー
ナ
・
バ

ウ
シ
ュ
さ
ん
の
博
士
論
文20

注

の
研
究
に
刺
激
を
受
け
、
翡
翠
に
つ
い
て
も
っ
と
も
っ
と
知
り
た
く
な
り
、
地
質
学
の
勉
強
を
始

め
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
私
の
人
生
の
新
し
い
章
の
始
ま
り
と
な
っ
た
の
で
す
。
東
京
大
学
出
版
会
の
古
臭
い
日
本
地
質
学
と

鉱
物
学
の
概
説
本
に
四
苦
八
苦
し
な
が
ら
、
新
し
い
扉
の
前
に
立
っ
た
の
で
す
。
ダ
ー
ラ
ム
大
学
の
地
質
学
の
ク
ラ
ス
の
授

業
を
す
っ
か
り
聞
き
終
わ
り
、
さ
ら
に
こ
の
分
野
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
決
心
し
ま
し
た
。

二
○
○
○
年
、
日
本
文
化
国
際
研
究
所
に
研
究
提
案
書
を
持
ち
込
ん
で
、
日
本
の
考
古
学
と
地
質
学
と
の
関
係
を
調
べ
よ

う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
の
受
入
研
究
員
で
あ
っ
た
以
前
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
た
赤あ

か
ざ
わ澤

威た
け
る

先
生
が
、
そ
の
提

案
書
を
書
き
換
え
て
く
だ
さ
り
、
国
家
形
成
論
を
調
べ
る
べ
き
だ
と
勧
め
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
提
案
に
は
強
い
興
味

が
持
て
な
か
っ
た
の
で
、
勧
め
を
無
視
し
て
景
観
考
古
学
を
研
究
し
始
め
ま
し
た21
注

。

注
17 

Barnes 2001

注
18 
Barnes 2007

注
19 

バ
ー
ン
ズ
二
〇
一
一

注
20 

Bausch 2003

注
21 

Barnes 2010
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日
文
研
に
半
年
ほ
ど
い
た
あ
と
、
群
馬
県
の
早そ

う

田だ

勉つ
と
む

さ
ん
の
火
山
灰
考
古
学
研
究
所
で
一
か
月
、
こ
の
新
し
い
分

野
の
い
ろ
い
ろ
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
帰
国
後
イ
ギ
リ
ス
の
通
信
制
大
学（O

pen 
U

niversity
）に
入
学
し
ま
し
た
。

二
○
○
七
年
に
ダ
ー
ラ
ム
大
学
の
東
ア
ジ
ア
学
科
が
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
前
年
に
退
職
し
ま
し
た
が
、
そ
の

後
で
も
履
修
を
続
け
ま
し
た
。
い
ま
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
○
年
前
、
六
五
歳
で
理
学
士（
地
球
科
学
：
地
質
学
）の
学
士
号
を

修
得
し
ま
し
た
。
プ
レ
ー
ト
・
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
は
本
当
に
面
白
か
っ
た
の
で
す
‼  

通
信
制
大
学
で
は
日
本
の
地
質
に
つ
い

て
直
接
扱
う
コ
ー
ス
は
な
か
っ
た
の
で
、
ま
た
独
学
で
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
何
か
を
新
し
く
学
ぶ
こ
と
は
、
ス
ポ
ン

ジ
が
水
を
吸
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
と
き
お
り
、
ス
ポ
ン
ジ
を
ぎ
ゅ
っ
と
絞
っ
て
、
吸
い
込
ん
だ
情
報
を
他
の
人
の
役
に
立

つ
よ
う
吐
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
の
大
学
で
学
ん
だ
原
理
を
も
と
に
、
日
本
列
島
の
成
り
立
ち
に
つ
い

て
、
地
質
学
者
で
な
い
人
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
二
○
一
○
年
か
ら
は
地
質
学
を
基
礎

に
し
た
、
考
古
学
の
新
し
い
分
野（
地
震
考
古
学
、
津
波
考
古
学
、
火
山
灰
考
古
学
）で
次
々
と
論
文
を
書
き
始
め
ま
し
た
。

二
○
一
六
年
に
早
田
さ
ん
と
一
緒
に
太
平
洋
北
部
の
火
山
灰
考
古
学
の
会
議
パ
ネ
ル
を
組
ん
で
京
都
で
開
か
れ
たW

orld 
Archaeological C

onference

（
世
界
考
古
学
会
議
）で
国
際
的
な
発
表
を
指
導
し
て
、
二
○
一
九
年
に
編
纂
し
た
論
文
を
本

と
し
て
出
し
ま
し
た
。
英
語
で
す
が
、
出
版
社
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
誰
で
も
無
料
でe- book

と
し
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す22
注

。
つ
い
に
、
翡
翠
に
つ
い
て
の
問
い
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
驚
い
た
こ
と
に
、
翡
翠
は
プ
レ
ー
ト
・
テ
ク
ト
ニ
ク

ス
に
関
係
が
大
有
り
で
し
た
！  

大
英
国
学
士
院
で
講
義
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
私
は
、
中
国
の
ネ
フ
ラ
イ
ト（
軟
玉
）と
、

そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た23
注

。
現
在
、
地
質
学
的
観
点
か
ら
翡
翠
の
研
究
を
進
め
、
日
本
の
ジ
ェ
ダ
イ
ト（
硬
玉
）
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に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
ま
す
。
日
文
研
に
地
質
学
と
考
古
学
の
関
係
の
提
案
書
を
提
出
し
た
二
二
年
後
、『
テ
ク
ト
ニ
ッ

ク
考
古
学
』を
書
き
ま
し
た24

注

。
そ
の
内
容
は
、
日
本
列
島
の
成
り
立
ち
、
プ
レ
ー
ト
・
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
に
関
連
す
る
地
震
考

古
学
、
津
波
考
古
学
、
そ
し
て
火
山
灰
考
古
学
で
す
。
そ
の
第
十
二
章
で「
翡
翠
」に
つ
い
て
記
述
し
て
い
ま
す
。
日
本
の

科
学
者
と
考
古
学
者
が
、
こ
の
列
島
で
暮
ら
す
人
々
の
暮
ら
し
に
繰
り
返
し
影
響
を
与
え
て
き
た
災
害
に
つ
い
て
研
究
し
て

得
た
知
見
に
関
す
る
本
で
す
。
こ
の
本
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
の
入
門
書
と
な
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
も
無
料
のe- book

と
し
て
公
開
し
て
い
ま
す
。
地
質
学
に
つ
い
て
の
私
の
本
が
、
誰
か
が

同
じ
よ
う
に
二
〇
年
間
学
ぶ
こ
と
を
節
約
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
の
時
間
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

次
の
世
代
へ

自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
振
り
返
る
と
、
も
し
遺
伝
学
者
と
し
て
の
道
を
歩
み
続
け
て
い
た
ら
、
ど
の
段
階
で
考
古
学
の
研
究

を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。
考
古
学
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
、
刺
激
的

で
活
気
の
あ
る
分
野
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
デ
ー
タ
と
に
ら
め
っ
こ
し
て
、
あ
れ
こ
れ
と
扱
う
こ
と

注
22 

Barnes and Soda 2019

注
23 

Barnes 2018

注
24 

Barnes 2022
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に
長
け
て
い
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
私
は
一
度
も
教
師
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
何
か
を
始
め
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学
教
授
の
職
を
退
い
た

あ
と
、
教
室
を
懐
か
し
く
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
分
自
身
や
他
の
人
々
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
り
、
簡
単

に
は
得
ら
れ
な
い
知
識
を
書
く
こ
と
を
通
じ
て
研
究
仲
間
や
若
い
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
と
て
も
楽
し
い
こ
と
で
し
た
。

夢
や
興
味
を
追
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
ま
っ
す
ぐ
で
は
っ
き
り
と
し
た
道
筋
で
達
成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
皆
さ
ん
は
学
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
海
外
へ
も
動
き
回
れ
る
こ
と（m

obility

）も
大
事
で
す
。
い
ま
の
よ
う
な
、
飛
行
機

で
飛
び
回
る
よ
り
、
画
面
越
し
に
あ
ち
こ
ち
へ
行
け
る
時
代
で
は
、
そ
れ
は
そ
ん
な
に
重
要
で
は
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
基
本
で
す
。
興
味
を
か
き
た
て
る
人
た
ち
と
話
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
あ
な
た
が
何

者
か
、
何
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
機
会
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
私
の
驚
く
べ
き
旅
を
助
け
て
く
れ
た
た
く
さ
ん
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本

の
考
古
学
者
の
皆
さ
ん
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
既
に
こ
の
世
を
去
っ
た
先
生
や
先
輩
に
も
敬
意
を
払
い
ま
す
。
こ
こ
で
お
名

前
を
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
皆
さ
ん
、
数
十
年
に
わ
た
り
私
に
時
間
と
労
力
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、
ご
自
分

の
研
究
や
成
果
を
分
か
ち
あ
っ
て
く
れ
た
人
、
そ
し
て
友
人
た
ち
に
、
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

私
の
出
版
物
は
、
皆
様
の
研
究
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
英
語
の
読
者
、
特
に
若
い
人
の
興
味
を
刺

激
し
、
日
本
の
考
古
学
が
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
そ
の
旅
を
す
る
人
た

ち
に
、
素
晴
ら
し
い
道
が
続
い
て
い
る
よ
う
に
と
祈
念
し
な
が
ら
、
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

羽
生
淳
子 
貴
重
な
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
先
生
の
本
を
読
ん
で
勉
強
し
た
世
代
で
す
。
私
は
い

ま
ア
メ
リ
カ
で
教
え
て
い
ま
す
が
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
こ
ん
な
大
変
な
こ
と
辞
め
た
い
、
と
思
い
ま
す
。
今
日
の

お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
ジ
ー
ナ
先
生
の
ほ
う
が
も
っ
と
も
っ
と
大
変
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
こ

ん
な
こ
と
で
辞
め
た
い
と
い
っ
て
は
い
け
な
い
な
と
深
く
反
省
し
ま
し
た
。

 

　
質
問
で
す
。
ジ
ー
ナ
先
生
や
井い

川か
わ

史ふ
み

子こ

先
生
、
サ
ラ
・
ネ
ル
ソ
ン
先
生
を
含
め
た
、
東
ア
ジ
ア
考
古
学
を
七
○

年
代
、
八
○
年
代
に
作
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
が
い
て
、
私
た
ち
の
世
代
の
少
な
く
と
も
二
○
〜
三
○
人

は
、
英
語
圏
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
行
っ
て
交
流
を
進
め
よ
う
と
い
う
勢
い
が
、
日
本
の
経
済
状
況
も
手
伝
っ

て
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
サ
イ
モ
ン
さ
ん
や
マ
ー
ク
さ
ん
な
ど
も
い
て
く
だ
さ
り
、
心
強
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
就

職
先
も
ど
こ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
と
、
確
信
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
楽
観
的
な
見
通
し
が
あ
り
ま
し
た
。

 

　
し
か
し
、
日
本
考
古
学
の
専
門
の
人
は
、
北
米
で
言
う
と
、
こ
の
前
ト
ロ
ン
ト
大
学
の
ゲ
イ
リ
ー
・
ク
ロ
フ
ォ

ー
ド
さ
ん
が
退
職
さ
れ
た
の
で
、
非
常
に
数
が
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
エ
ン
リ
コ
さ
ん
が
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
と
ら
れ
た
の
で
頼
り
に
し
て
い
ま
す
が
、
現
実
問
題
と
し
て
日
本
考
古
学
を
勉
強
で
き
る
と
こ
ろ
が
減
っ
て

き
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
次
世
代
の
基
盤
を
作
っ
て
い
く
か
。
今
日
の
パ
ネ
リ

ス
ト
の
皆
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、
日
本
の
考
古
学
の
将
来
は
明
る
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
一
方
で
、
現
実
問
題
、
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ど
の
よ
う
に
次
世
代
に
つ
な
ぐ
か
を
考
え
て
い
け
ば
よ
い
か
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ジ
ー
ナ
・
バ
ー
ン
ズ 

最
近
の
就
職
状
況
は
よ
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。
日
本
以
外
で
日
本
考
古
学
を
勉
強
で
き
る
と
こ
ろ

は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
の
経
験
か
ら
、
勉
強
し
た
い
と
思
っ
た
ら
日
本
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
も
、
日
本
へ
行
っ
た
ら
、
も
っ
と
広
い
世
界
の
考
古
学
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
二
つ
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
で
す
ね
。
私
は
す
べ
て
自
習
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
将
来
の
世
代
で
も
必
要
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？

庄
田
慎
矢 

本
日
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
な
か
に
ジ
ー
ナ
先
生
の
教
え
子
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
ご
意

見
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー 

ジ
ー
ナ
先
生
は
、
置
田
先
生
や
早
田
先
生
な
ど
と
た
く
さ
ん
の
共
同
研
究
を
な
さ
っ
て
こ
ら
れ

ま
し
た
が
、
日
本
国
外
の
者
は
、
そ
う
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
作
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

バ
ー
ン
ズ 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
作
る
に
は
長
い
時
間
が
必
要
で
す
。
付
き
合
い
な
が
ら
信
頼
関
係
を
築
い
た
う
え
で

共
同
研
究
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
外
国
人
と
し
て
日
本
で
発
掘
調
査
を
す
る
こ
と
は
と
て
も

大
変
で
す
。
ど
う
し
て
も
日
本
側
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
必
要
で
す
。
私
は
博
士
課
程
研
究
を
始
め
て
一
○
年
後
、
皆

さ
ん
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
文
化
庁
に
申
請
を
出
し
、
桜
井
市
の
三
輪
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
許
可
を
得
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
協
力
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
残
念
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
九
八
九
年
の
発

掘
調
査
後
、
外
国
人
が
日
本
で
の
発
掘
調
査
の
主
任
研
究
者
と
し
て
携
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

イ
ロ
ー
ナ
・
バ
ウ
シ
ュ 

お
話
は
と
て
も
楽
し
く
、
大
学
生
の
こ
ろ
を
い
ろ
い
ろ
と
思
い
出
し
て
懐
か
し
く
な
り
ま
し
た
。

次
世
代
に
つ
い
て
、
私
も
と
て
も
心
配
し
て
い
ま
す
。
い
ま
ラ
イ
デ
ン
大
学
日
本
語
学
部
で
教
え
て
い
ま
す
が
、
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日
本
考
古
学
に
興
味
の
あ
る
学
生
は
い
ま
す
。
し
か
し
、
勉
強
で
き
る
場
が
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
現

在
、
オ
ラ
ン
ダ
の
大
学
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
中
国
考
古
学
が
盛
ん
で
す
か
ら
、
中
国
考
古
学
の
教
授
を
求

め
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
エ
ン
リ
コ
さ
ん
が
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
職
を
得
た
の
は
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。

 

　
一
方
、
こ
ち
ら
の
大
学
生
は
日
本
に
と
て
も
行
き
た
が
っ
て
い
ま
す
。
す
ご
く
期
待
し
、
楽
し
み
に
し
て
い
る

の
に
、
行
け
な
い
ん
で
す
。
も
う
二
年
以
上
行
け
な
い
状
態
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
日
本
学
や
日
本
考
古
学
に
将

来
的
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
と
思
い
ま
す
。
学
生
た
ち
は
日
本
に
愛
情
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
行
け
な
い
の
で

（
二
○
二
二
年
三
月
時
点
）、
あ
き
ら
め
て
違
う
分
野
に
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
例
を
見
て
、
非
常
に

心
配
し
て
い
ま
す
。

 

　
サ
イ
モ
ン
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
、
共
同
研
究
は
と
て
も
重
要
な
の
で
、
学
者
だ
け
で
な
く
日
本
政
府
も
少
し

協
力
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

温
品
デ
ィ
ア
ナ 

私
が
住
ん
で
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
は
日
本
人
は
少
な
く
、
日
本
研
究
者
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
、
お

話
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
日
の
お
話
で
お
聞
き
し
た
い
こ
と
は
、
比

較
的
最
近
、
地
質
学
や
火
山
考
古
学
に
つ
い
て
勉
強
を
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
う
し
て
変
更
さ
れ
た
の
で

す
か
。
困
難
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

バ
ー
ン
ズ 

翡
翠
に
つ
い
て
も
う
少
し
調
べ
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
翡
翠
が
何
で
で
き
て
い
る
か
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま

し
た
。
東
大
出
版
会
が
出
し
た
日
本
地
質
学
の
英
文
本
を
読
み
始
め
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
自
分
の
考
え
と
一

致
し
な
く
て
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
ダ
ー
ラ
ム
大
学
の
地
質
学
の
授
業
を
受
け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
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あ
と
通
信
制
大
学
の
地
質
学
コ
ー
ス
を
と
っ
た
り
し
ま
し
た
。

 
　
大
人
に
な
っ
て
か
ら
大
学
で
勉
強
を
す
る
こ
と
の
一
つ
の
欠
点
は
、
自
分
の
知
り
た
い
こ
と
だ
け
を
勉
強
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
す
べ
て
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
な
か
で
、
私
は
プ
レ
ー
ト
・
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
に
興
味
を
惹
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
日
本
列
島

の
形
成
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
も
あ
り
地
質
学
の
話
題
と
し
て
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
○
年
勉
強
し
て
や
っ
と
、

翡
翠
は
プ
レ
ー
ト
・
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
と
非
常
に
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
長
年
、
翡
翠
に
つ

い
て
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
が
や
っ
と
解
決
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
翡
翠
は
何
で
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
新

し
い
疑
問
が
で
て
き
ま
し
た
。
私
は
勉
強
家
で
、
な
ん
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
よ
り
深
く
勉
強
し
た
い
の
で
す
。

温
品 

新
し
い
世
代
は
、
ジ
ー
ナ
先
生
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
勉
強
す
る
と
い
う
よ
り
、
よ
り
狭
い
専
門
家
に
な

る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。
先
生
の
よ
う
に
、
も

の
す
ご
く
い
ろ
い
ろ
な
分
野
を
勉
強
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が
あ
る
こ
と
は
す
ご
く
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
広
い
方
向
に
目
を
向
け
る
べ
き
か
、
も

っ
と
専
門
的
に
勉
強
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

バ
ー
ン
ズ 

若
い
人
に
言
い
た
い
の
は
、
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
ら
掴
ん
で
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
。
ど
こ
に
い

く
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
途
中
で
、
何
か
可
能
性
が
で
て
き
ま
す
。
少
し
回
り
道
を
し
て
み
た
ら
、
つ
な
が
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
の
人
生
に
何
が
起
こ
る
か
は
予
見
で
き
ま
せ
ん
。
若
い
と
き
か
ら
で
き
る
だ
け
い
ろ
い

ろ
な
経
験
す
る
こ
と
が
一
番
よ
い
と
思
い
ま
す
。

庄
田 

励
ま
し
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
感
じ
で
す
。
若
い
世
代
と
い
う
と
、
エ
ン
リ
コ
さ
ん
は
さ
ら
に
若
い
世
代
を
組
織
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し
て
、
日
本
考
古
学
へ
名
乗
り
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
前
の
世
代
か
ら
引
き
継
い
で
、
ど
う
い
っ
た
新

し
い
展
開
を
考
え
て
い
る
の
か
、
話
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

エ
ン
リ
コ
・
ク
レ
ー
マ 

ジ
ー
ナ
先
生
、
発
表
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
当
に
素
晴
ら
し
く
、
い
つ
も
勉
強
を
続

け
て
お
ら
れ
、
新
し
い
分
野
に
飛
び
込
む
勇
気
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
す
ご
く
勉
強
に
な
り
ま
し
た
し
、
す
ご
い

刺
激
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

　
さ
て
、
日
本
考
古
学
を
勉
強
す
る
の
に
、
あ
る
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
難
し
か
っ
た
こ
と
が
簡
単
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
僕
が
日
本
考
古
学
を
勉
強
す
る
と
き
の
一
番
の
壁
は
、
日
本
語
自
体
を
読
め
る
、
話

せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
し
た
。
私
は
ハ
ー
フ
だ
っ
た
の
で
話
す
こ
と
は
で
き
ま
し
た
が
、
平
仮
名
す
ら
読
め

な
い
状
態
で
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
。
私
の
学
生
た
ち
は
、
い
ま
グ
ー
グ
ル
翻
訳
と
かD

eepL

と
か
を
使
っ
て
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
文
章
の
写
真
を
撮
っ
て
、
そ
の
場
で
読
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
結
構
ち
ゃ
ん
と
し
た

翻
訳
な
ん
で
す
。
数
年
前
は
グ
ー
グ
ル
翻
訳
は
あ
ま
り
信
用
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
近
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
翻

訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
報
告
書
の
す
ご
く
細
か
い
こ
と
も
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
奈
文
研
の

報
告
書
が
ネ
ッ
ト
に
載
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
事
実
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
考
古
学
を
勉
強
す
る
機
会
が
増
え
た
た
め
、
将
来
性
が
一
番
の
不
安
に
な

っ
て
い
ま
す
。
日
本
考
古
学
を
や
っ
て
い
る
私
の
学
生
も
、
日
本
考
古
学
で
は
食
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を

と
て
も
心
配
し
て
い
ま
す
。
私
が
考
古
学
を
教
え
て
い
る
こ
と
も
一
つ
の
理
由
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
博
士
論
文

の
次
は
、
日
本
以
外
の
地
域
で
や
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
み
た
い
で
す
。

 

　
残
念
に
思
う
の
は
、
日
本
考
古
学
が
専
門
と
い
う
か
た
ち
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
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と
で
す
。
私
は
い
ち
お
う
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
籍
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
考
古
学
の
ポ
ス
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
考
古
学
の
講
義
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
つ
の
コ
ー
ス
の
な
か
の
一
つ
の
講
義
で
話
す
く
ら
い
で
す
。
本
当
に
、

日
本
考
古
学
を
教
え
る
機
会
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
考
古
学
だ
け
で
な
く
、
世
界
考
古
学
を
教
え
る
コ
ン

テ
キ
ス
ト
を
中
心
と
し
た
講
義
自
体
も
だ
ん
だ
ん
外
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
中
央
ア
ジ
ア
と
か
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
新
石
器
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
考
古
学
は
大
丈
夫
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
の
地
域
の
考
古
学
は
困
難
な

状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
か
心
配
で
す
ね
。

 

　
私
と
し
て
は
共
同
研
究
が
鍵
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
と
の
交
流
が
増
え
、
た
と
え
自
分
の
専
門
が
日
本
考

古
学
で
な
く
て
も
、
一
部
で
も
関
わ
り
が
あ
れ
ば
日
本
の
考
古
学
者
と
一
緒
に
働
い
て
い
く
の
が
、
今
後
一
番
の

か
た
ち
に
な
る
の
か
な
あ
と
い
う
、
予
測
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

庄
田 

ブ
リ
ッ
タ
さ
ん
は
日
本
の
古
墳
時
代
を
ド
イ
ツ
に
い
な
が
ら
に
し
て
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
エ
ン
リ
コ
さ
ん
の

話
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
と
か
、
い
や
あ
そ
う
じ
ゃ
あ
な
い
ん
だ
と
か
、
あ
り
ま
す
か
。

ブ
リ
ッ
タ
・
シ
ュ
タ
イ
ン 

ド
イ
ツ
は
ち
ょ
っ
と
特
殊
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
と
違
っ
て
、
日
本

考
古
学
を
勉
強
で
き
る
大
学
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
考
古
学
に
つ
い
て
研
究
し
た
か
っ
た
ら
、
自
分
で

勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
先
史
考
古
学
と
日
本
学
の
二
つ
の
専
門
を
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
組

み
合
わ
せ
て
日
本
考
古
学
の
研
究
を
し
ま
し
た
。
現
在
、
教
師
と
し
て
ハ
レ
大
学
で
働
い
て
い
ま
す
が
、
博
士
論

文
を
書
き
終
わ
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
大
学
で
、
日
本
考
古
学
を
専
門
と
し

て
働
け
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
専
門
が
ド
イ
ツ
に
は
な
い
か
ら
で
す
。

 

　
ド
イ
ツ
の
学
生
が
日
本
考
古
学
に
興
味
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
学
の
な
か
で
考
古
学



318

を
研
究
し
て
い
る
人
は
ま
っ
た
く
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
若
い
世
代
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
学
会
に
入
っ
て
、

あ
ち
こ
ち
の
会
議
に
参
加
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
者
に
会
う
こ
と
が
一
番
大
事
だ
と
。
何
か
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

始
ま
る
と
い
っ
た
情
報
と
、
日
本
と
の
個
人
的
な
関
係
が
す
ご
く
大
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
で
も
、
難
し
い
で
す

ね
。

庄
田 

こ
こ
で
鍵
に
な
る
、
日
本
で
活
躍
し
て
い
る
ラ
イ
ア
ン
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
か
。

ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
イ
ア
ン 

日
本
考
古
学
へ
の
懸
念
は
も
う
出
つ
く
し
て
い
る
の
で
、
新
た
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
い
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
学
生
の
こ
ろ
バ
ー
ン
ズ
先
生
の
本
を
む
さ

ぼ
り
読
ん
で
い
た
身
か
ら
す
る
と
、
今
日
の
発
表
は
と
て
も
面
白
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
僕
が
日
本
考

古
学
の
勉
強
を
始
め
た
の
も
、
バ
ー
ン
ズ
先
生
の
お
か
げ
が
す
ご
く
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
日
ご
発

表
を
聞
い
て
、
英
語
圏
で
日
本
考
古
学
を
勉
強
で
き
る
枠
組
み
が
ま
だ
な
い
な
か
、
ど
れ
ほ
ど
先
生
が
ご
苦
労
な

さ
っ
た
の
か
が
よ
く
わ
か
り
、
大
変
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

 

　
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
僕
は
日
本
の
大
学
に
就
職
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
意
味
、
問
題
を
こ
じ
ら

せ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
エ
ン
リ
コ
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
共
同
研
究
が
け
っ
こ
う
大
き
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
岡
山
に
も
留
学
生
が
ち
ょ
く
ち
ょ
く
来
ま
す
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
の
交
流
が
こ
れ
か
ら
の
時
代
、

あ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
も
い
ま
の
状
況
は
非
常
に
不
安
で
す
。

庄
田 

で
は
、
羽
生
さ
ん
に
何
か
秘
策
が
あ
る
の
か
伺
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

羽
生 

秘
策
は
あ
り
ま
せ
ん
。
半
年
ほ
ど
前
に
九
州
大
学
の
溝
口
孝
司
さ
ん
と
話
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
私
の
周
り

に
い
た
北
米
で
日
本
考
古
学
を
や
っ
て
い
た
方
々
が
、
次
々
と
リ
タ
イ
ア
し
て
、
危
機
感
が
ひ
と
し
お
で
す
。
イ
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ギ
リ
ス
の
場
合
、
ま
だ
周
り
に
複
数
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
カ
ナ
ダ
を
含
め
て
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
危
機
感
を
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
日
本
の
方
々
に
も
共
有
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
、

一
○
年
後
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
で
き
る
と
こ
ろ
は
な
く
な
り
ま
す
。
共
同
研
究
も
で
す
。
さ
き
ほ
ど
か
ら
庄
田
さ

ん
の
横
に
映
っ
て
い
る
西
原
和
代
さ
ん
は
バ
ー
ク
レ
ー
に
二
年
き
て
く
だ
さ
り
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
貴
重
な
方
が
以
前
よ
り
確
実
に
減
っ
て
い
ま
す
。
半
年
で
も
、
一
か
月
で
も
二
か
月
で
も
よ
い
で
す
か

ら
、
ま
ず
は
来
て
、
何
が
で
き
る
か
見
て
も
ら
わ
な
い
と
、
こ
れ
ま
で
普
通
に
で
き
て
い
た
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
か
ら
、
も
う
一
度
、
ジ
ー
ナ
先
生
た
ち
が
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
基
盤
を
ゼ
ロ
か

ら
作
る
の
は
大
変
で
す
。

 

　
地
域
研
究（
エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）が
英
米
の
大
学
で
非
常
に
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
時
間
や
手
間
暇

の
か
か
る
も
の
は
切
り
捨
て
て
い
く
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
な
か
で
、
い
ま
あ
る
も
の
を
な
ん
と
か
し
な
い

と
、
と
い
う
危
機
感
を
日
本
の
皆
さ
ま
に
共
有
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
一
つ
で
す
。

 

　
も
う
一
つ
、
溝
口
さ
ん
と
話
し
て
い
た
の
は
、
と
に
か
く
私
た
ち
は
お
互
い
の
論
文
を
引
用
し
て
、
そ
れ
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
、
も
っ
と
み
ん
な
に
見
て
い
た
だ
か
な
い
と
大
変
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
考
古
学
っ
て

あ
る
意
味
、
み
ん
な
好
き
だ
か
ら
や
っ
て
い
る
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
や
る
人
が
集
ま
っ
て
い
る
分
野
だ
と
思

う
ん
で
す
よ
。
共
同
研
究
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
お
互
い
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
学
ん
で
、
引
用
し
、
他
の
人
に

も
読
ん
で
も
ら
う
努
力
を
意
識
的
に
し
な
い
と
、
か
な
り
厳
し
い
だ
ろ
う
と
。
逆
に
言
え
ば
、
ま
だ
こ
こ
に
こ
れ

だ
け
の
人
が
い
て
、
今
日
も
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
い
ま

す
。
で
も
五
年
後
に
は
、
何
か
し
な
い
と
こ
の
状
況
は
も
っ
と
厳
し
く
な
る
と
い
う
危
機
感
を
共
有
し
て
い
た
だ
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き
た
い
。
危
機
感
と
い
っ
て
も
楽
し
く
や
ら
な
け
れ
ば
し
ょ
う
が
な
い
の
で
、
ジ
ー
ナ
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ

う
に
信
頼
と
親
し
み
を
も
と
に
し
て
、
共
同
研
究
を
や
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
、
今
日
の
お
話
を
伺
っ
て
つ
く

づ
く
思
い
ま
し
た
。

庄
田 
エ
ン
リ
コ
さ
ん
か
ら
も
何
か
あ
り
ま
す
か
。

ク
レ
ー
マ 
私
か
ら
は
、
日
本
の
考
古
学
者
に
お
願
い
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
私
の
世
代
も
、
前
の
世
代
も
、
日
本
人
の
考

古
学
者
が
英
語
で
書
い
て
く
れ
た
論
文
を
読
ん
だ
こ
と
が
最
初
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
勉
強
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
ま
っ
た
く
関
係
な
い
中
央
ア
ジ
ア
の
考
古
学
者
が
日
本
考
古
学
の
論
文

を
読
ん
だ
こ
と
で
、
私
は
い
ま
こ
こ
に
立
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
考
古
学
者
が
英
語
で
書
い
た
論
文
を
読
む
こ
と

で
、
日
本
考
古
学
面
白
い
な
、
日
本
語
勉
強
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
し
て

は
い
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
考
古
学
の
次
を
担
う
の
は
皆
さ
ん
な
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

羽
生 

さ
き
ほ
ど
危
機
感
を
強
調
し
ま
し
た
が
、
逆
に
言
う
と
、
い
ま
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
は
日
本

考
古
学
を
や
っ
て
い
る
学
生
が
複
数
い
ま
す
。
日
本
語
も
と
て
も
上
手
に
話
す
学
生
も
い
ま
す
。
大
変
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本
考
古
学
を
勉
強
で
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
み
ん
な

バ
ー
ク
レ
ー
に
集
ま
っ
て
い
る
状
況
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
彼
ら
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
本
当
に
頑

張
っ
て
い
て
、
育
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
な
の
で
、
い
か
に
助
け
合
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
皆
さ
ん
も
海
外
か
ら
学
生
さ
ん
が
来
た
と
き
、「
助
け
て
く
だ
さ
い
」と
は
言
い
ま

せ
ん
が
、
長
い
目
で
見
た
ら
お
互
い
の
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
…
…
。
違
い
は
ど
う
し
よ

う
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
ア
メ
リ
カ
に
二
〇
年
い
ま
す
が
、
英
語
が
母
語
の
人
の
よ
う
に
話
せ
る
わ
け
で
は
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あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
で
比
べ
ら
れ
た
ら
ハ
ン
デ
ィ
ー
は
あ
り
ま
す
。
な
の
で
、
私
が
提
供
で
き
る
こ
と
を
評
価

し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、
こ
こ
に
い
る
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
海
外
の
学
生
が
日
本
に
行
っ
た
と
き
に
日

本
の
学
生
と
同
じ
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
新
し
い
違
う
考
え
方
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
と
こ
ろ
で
評
価
し

て
い
た
だ
け
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

ケ
イ
ナ
ー 
エ
ン
リ
コ
さ
ん
や
羽
生
さ
ん
が
お
話
し
さ
れ
た
こ
と
は
と
て
も
大
事
で
す
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
溝
口
幸

司
さ
ん
や
佐
々
木
憲
一
さ
ん
と
一
緒
に
日
本
考
古
学
協
会
で
発
行
し
て
い
る
英
文
の
雑
誌『Japanese Journal of 

Archaeology

』は
、
皆
さ
ん
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
無
料
で
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
雑
誌
は
、
日
本
の
考

古
学
者
に
よ
い
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
ま
す
。
自
分
の
研
究
を
英
語
で
発
表
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
読
ん
で
も
ら
え
る

可
能
性
が
広
が
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
雑
誌
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
今
日
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
発
表
を
聞
け
て

嬉
し
く
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

バ
ー
ン
ズ 

『Japanese Journal of Archaeology

』だ
け
で
は
な
く
東
ア
ジ
ア
考
古
学
会
が
だ
し
て
い
る『Society of 

East Asian Archaeology

（SEAA

）https://seaa- w
eb.org/

』で
交
流
を
続
け
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。SEAA

は
東

洋
学
者
が『Society of Am

erican Archaeology （SAA

）』や『Association for Asian Studies

（AAS

）』な
ど
の

厳
し
い
学
会
に
出
る
前
に
、
英
語
で
発
表
で
き
る
よ
う
に
と
考
え
て
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
も
っ
と
使
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

庄
田 

い
ろ
い
ろ
な
提
案
を
い
た
だ
き
、
明
る
い
希
望
も
見
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
時
間
も
オ
ー
バ
ー
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
で
締
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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