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は
じ
め
に

　
考
古
学
と
は
︑
人
間
が
残
し
た
物
質
的
痕
跡
か
ら
過
去
を
復
元
し
て
洞
察
す

る
学
問
で
あ
る
︒
歴
史
学
の
ほ
か
︑
国
際
的
に
は
人
類
学
・
社
会
学
・
教
育

学
・
芸
術
学
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
考
古
学
の
研
究
や

社
会
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

　
日
本
で
は
︑
考
古
学
の
研
究
は
︑
も
っ
ぱ
ら
歴
史
学
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
︒
日
本
の
歴
史
学
を
支
え
る
両
軸
は
︑
文
字
資
料

（
史
料
）
を
扱
う
文
献
史
学
と
︑
物
質
資
料
（
考
古
資
料
）
を
対
象
と
す
る
考
古

学
で
あ
る
︒
文
字
資
料
が
増
え
る
奈
良
時
代
以
降
の
歴
史
学
は
文
献
史
学
が
主

体
と
な
る
が
︑
文
字
が
存
在
し
な
い
か
︑
記
録
と
し
て
の
信し
ん

憑
ぴ
ょ
う

性
も
含
め
て

文
字
が
ま
だ
少
な
い
古
墳
時
代
以
前
の
歴
史
は
︑
考
古
学
が
担
う
と
こ
ろ
が
大

き
い
︒
逆
に
言
え
ば
︑
考
古
学
が
セ
ン
タ
ー
に
立
つ
日
本
史
研
究
の
舞
台
は
︑

ほ
ぼ
古
墳
時
代
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
約
三
万
七
千
年
前
に
始
ま
る
旧
石

器
時
代
か
ら
六
世
紀
い
っ
ぱ
い
く
ら
い
ま
で
が
︑
日
本
で
は
考
古
学
の
時
代
で

あ
る
︒

　
た
だ
︑
そ
の
時
代
に
﹁
日
本
﹂
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
︒

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
︑
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
﹁
日
本
﹂
が
生
成
さ
れ
た
の

か
と
い
う
問
題
が
︑
考
古
学
に
お
け
る
日
本
研
究
の
主
眼
と
な
る
︒

　
そ
こ
で
さ
ら
に
派
生
す
る
二
つ
の
問
題
が
あ
る
︒
第
一
は
︑
生
成
を
解
明
す

べ
き
﹁
日
本
﹂
の
実
体
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も

﹁
日
本
﹂
と
い
う
名
称
が
国
号
と
し
て
定
着
し
た
の
は
︑
確
実
に
は
八
世
紀
で

あ
り
︑
そ
れ
ま
で
は
﹁
ヤ
マ
ト
﹂（
用
字
は
さ
ま
ざ
ま
）
な
ど
と
自
称
し
︑
ま
た

考 
古 
学
　A

rchaeology

松ま
つ

木ぎ

武た
け

彦ひ
こ

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

考
古
学
的
文
化
︑
縄
文
︑
弥
生
︑
古
墳
︑
騎
馬
民
族
︑
初
期
国
家
︑
照
葉
樹
林
文
化
︑
水
稲
農
耕
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中
国
や
朝
鮮
半
島
の
諸
王
朝
か
ら
は
﹁
倭
﹂
と
他
称
さ
れ
て
き
た
︒﹁
ヤ
マ
ト
﹂

な
ど
の
自
称
の
対
象
と
な
っ
た
人
間
集
団
・
政
治
組
織
・
領
域
な
ど
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
︑
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
あ
が
っ
た
の
か
︒
ま
た
︑﹁
倭
﹂

な
ど
と
他
称
さ
れ
た
人
間
集
団
・
政
治
組
織
・
領
域
は
︑
い
つ
ど
の
よ
う
に
し

て
外
部
の
人
々
の
眼
に
一
体
と
し
て
像
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︒

　
第
二
は
︑
そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
や
他
者
認
識
と
し
て
の
み
実
体
化
さ
れ
て

い
た
古
墳
時
代
以
前
の
﹁
日
本
﹂
な
い
し
そ
の
前
身
を
︑
考
古
学
の
ど
の
よ
う

な
手
法
に
よ
っ
て
復
元
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
日
本
の

考
古
学
で
必
ず
参
照
さ
れ
る
の
は
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
生
ま
れ
英
国
で
活
動

し
た
考
古
学
者
V
・
G
・
チ
ャ
イ
ル
ド
（
一
八
九
二
︱
一
九
五
七
）
の
﹁
考
古

学
的
文
化
﹂
の
概
念
で
あ
る
（
チ
ャ
イ
ル
ド
　
一
九
六
四
）︒
考
古
学
的
文
化
と

は
︑
繰
り
返
し
共
伴
す
る
遺
物
・
遺
構
の
型
式
の
組
み
合
わ
せ
（assem

blage

）

の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
背
後
に
は
一
つ
の
人
間
集
団
（people
）
の
存
在
が
想

定
さ
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
現
在
の
日
本
の
領
域
と
重
な
る
よ
う
に
特
定
の
考

古
学
的
文
化
が
現
れ
︑
そ
の
背
後
に
連
続
的
に
構
成
に
つ
な
が
る
人
間
集
団
の

存
在
が
認
め
ら
れ
れ
ば
︑
人
間
集
団
と
し
て
の
﹁
日
本
﹂
の
生
成
が
そ
こ
に
想

定
で
き
る
こ
と
に
な
る
︒

　
後
述
す
る
よ
う
に
︑
考
古
学
的
文
化
の
概
念
は
︑
そ
れ
が
発
祥
し
た
英
国
で

は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
厳
し
く
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
今
日
で
は
上
記
の

よ
う
な
単
純
な
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
が
そ
の
ま
ま
考
古
資
料
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

は
日
本
で
も
少
な
い
︒
し
か
し
︑
考
古
学
的
文
化
の
認
識
か
ら
人
間
集
団
の
歴

史
を
復
元
し
て
い
く
試
み
は
︑
考
古
学
の
発
展
期
以
来
︑
古
典
的
方
法
論
と
し

て
明
確
な
大
枠
を
形
成
し
︑
現
代
に
お
い
て
も
修
整
や
見
直
し
を
重
ね
つ
つ
受

け
継
が
れ
て
い
る
︒
こ
の
大
枠
を
一
つ
の
評
価
軸
と
し
て
︑﹁
日
本
﹂
の
生
成

に
迫
ろ
う
と
し
た
考
古
学
の
著
書
の
う
ち
主
要
な
も
の
を
見
て
い
き
た
い
︒

　
な
お
︑
日
本
考
古
学
の
現
状
で
の
本
質
は
実
務
主
義
で
あ
り
︑
遺
構
や
遺
物

の
編
年
︑
分
析
︑
年
代
測
定
な
ど
︑
対
象
や
方
法
が
細
分
化
さ
れ
た
作
業
に
取

り
組
む
と
こ
ろ
か
ら
研
究
者
の
キ
ャ
リ
ア
が
始
ま
る
︒
歴
史
理
論
︑
国
家
形
成

論
︑
時
代
区
分
論
︑
あ
る
い
は
本
巻
で
取
り
組
む
日
本
文
化
研
究
の
よ
う
な
審

級
の
仕
事
は
︑
若
い
う
ち
に
は
ま
だ
取
り
組
め
る
環
境
に
な
く
︑
ま
た
そ
う
い

う
傾
向
は
近
年
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
︒
国
際
学
会
で
欧
米
の
（
い
や
近
年

は
ア
ジ
ア
の
人
も
含
め
て
）
若
手
研
究
者
が
壮
大
で
挑
戦
的
な
発
表
を
盛
ん
に

行
っ
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
て
も
︑
あ
た
ら
若
い
才
能
を
も
っ
ぱ
ら
細
か
な

実
務
研
究
（
そ
れ
も
大
切
で
は
あ
る
が
）
の
み
に
注つ

ぎ
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
日

本
考
古
学
の
こ
の
よ
う
な
環
境
を
筆
者
は
深
刻
な
問
題
だ
と
感
じ
る
が
︑
か
と

い
っ
て
こ
う
し
た
事
情
ゆ
え
︑
本
巻
で
推
奨
さ
れ
る
よ
う
な
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
書

き
手
に
よ
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
近
年
の
日
本
研
究
を
︑
日
本
考
古
学
の
中
に

見
出
す
こ
と
が
今
は
で
き
な
い
︒
お
の
ず
と
︑
選
択
は
大
家
の
歴
史
的
業
績
に

偏
り
︑
以
下
そ
れ
ら
を
軸
に
据
え
つ
つ
も
︑
今
後
発
展
し
そ
う
な
視
点
を
宿
し

た
近
年
の
中
堅
以
下
の
著
作
に
も
で
き
る
だ
け
触
れ
た
い
︒
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一
　 
江え

上が
み

波な
み

夫お

﹃
騎
馬
民
族
国
家
︱
︱
日
本
古
代
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
﹄（
中
公
新
書
︑
一
九
六
七
）

　
敗
戦
ま
も
な
い
一
九
四
〇
年
代
の
末
か
ら
五
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
︑
当

時
四
十
代
前
半
だ
っ
た
東
洋
考
古
学
者
の
江
上
波
夫
が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
騎
馬
民

族
征
服
国
家
説
﹂
を
主
張
し
た
︒
こ
の
説
に
は
︑
反
論
に
対
す
る
随
時
の
修
正

な
ど
も
含
め
て
多
く
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
や
部
分
的
叙
述
が
存
在
す
る
が
︑
本
書

は
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
形
と
し
て
出
版
さ
れ
︑
現
在
で
も
入
手
し
や
す
い
︒

そ
の
骨
子
は
︑
大
陸
で
発
展
し
た
騎
馬
民
族
が
朝
鮮
半
島
に
南
下
し
て
そ
こ
を

支
配
し
︑
四
世
紀
の
後
半
に
は
海
を
越
え
て
九
州
に
上
陸
︑
五
世
紀
に
は
近
畿

に
広
が
っ
て
在
来
の
勢
力
を
圧
倒
し
︑
そ
れ
と
合
作
し
な
が
ら
新
た
に
征
服
王

朝
を
打
ち
立
て
た
こ
と
が
日
本
国
家
の
起
源
と
な
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
考
古
学
的
文
化
を
と
ら
え
て
背
後
の
人
間
集
団
の
動
き
を
読
む
と
い
う
︑
先

述
の
手
順
そ
の
も
の
へ
明
確
な
方
法
的
意
識
は
︑
江
上
の
記
述
の
中
に
は
見
て

と
れ
な
い
︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
出
土
す
る
馬
具
・
武

具
お
よ
び
北
方
系
文
物
か
ら
な
る
要
素
群
を
考
古
学
的
文
化
と
と
ら
え
︑
記
紀

も
含
め
た
文
献
資
料
の
記
述
も
動
員
し
つ
つ
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
考
古

学
的
文
化
の
背
後
に
騎
馬
民
族
と
い
う
人
間
集
を
措
定
す
る
点
で
は
︑
考
古
学

的
文
化
の
認
識
か
ら
人
間
集
団
の
歴
史
を
復
元
し
て
い
く
と
い
う
古
典
的
大
枠

で
の
代
表
的
試
み
と
い
え
る
︒

　
こ
の
説
の
最
大
の
方
法
的
特
徴
は
︑
古
墳
時
代
を
境
と
し
て
︑
日
本
列
島
主

要
部
の
支
配
層
の
考
古
学
的
文
化
が
南
方
的
・
農
民
的
・
平
和
的
な
も
の
か
ら

北
方
的
・
武
人
的
・
戦
争
的
な
も
の
へ
と
不
連
続
に
交
代
す
る
と
と
ら
え
︑
そ

れ
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
背
後
の
人
間
集
団
の
不
連
続
的
交
代
を
示
す
と
解
釈
す
る

こ
と
に
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
説
が
は
ら
む
考
古
学
と
し
て
の
方
法
的
問

題
も
︑
①
考
古
学
的
文
化
の
交
代
は
あ
り
え
た
の
か
否
か
︑
②
考
古
学
的
文
化

が
ス
ト
レ
ー
ト
に
人
間
集
団
を
反
映
す
る
か
否
か
︑
と
い
う
二
つ
の
点
に
整
理

で
き
る
︒

　
事
実
︑
①
の
点
に
つ
い
て
は
︑
前
方
後
円
墳
の
存
続
に
端
的
に
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
︑
騎
馬
民
族
が
到
来
し
た
と
江
上
が
主
張
す
る
時
期
の
前
後
で
︑
考
古

学
的
文
化
に
画
期
的
な
変
化
や
断
絶
は
な
い
と
す
る
批
判
が
説
の
提
唱
直
後
か

ら
寄
せ
ら
れ
︑
こ
れ
が
日
本
考
古
学
か
ら
江
上
へ
の
反
論
に
お
け
る
基
本
的
な

潮
流
と
な
っ
た
︒
江
上
に
よ
る
古
墳
時
代
の
考
古
学
的
文
化
の
設
定
が
︑
当
時

の
日
本
考
古
学
の
調
査
・
研
究
の
成
果
に
よ
り
遺
構
・
遺
物
の
型
式
レ
ベ
ル
で

吟
味
を
重
ね
て
の
も
の
で
は
な
く
︑
恣
意
的
・
感
覚
的
で
曖あ

い

昧ま
い

な
水
準
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
点
も
大
き
な
瑕か

疵し

で
あ
る
︒
②
に
つ
い
て
は
︑
考
古
学
的
文
化
を
︑

人
間
集
団
の
中
で
も
と
く
に
﹁
民
族
﹂
に
安
易
に
直
結
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
︑

ナ
チ
ス
に
よ
る
侵
略
戦
争
の
﹁
学
問
的
﹂
正
当
化
に
利
用
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
考

古
学
者
G
・
コ
ッ
シ
ナ
の
誤ご

謬び
ゅ
うな

ど
と
も
比
較
さ
れ
て
批
判
を
受
け
る
流
れ
と

な
っ
た
（
田
中
　
一
九
九
一
）︒

　
さ
ら
に
根
本
的
な
逆
風
と
な
っ
た
の
は
︑
歴
史
学
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
文
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科
学
で
強
ま
り
始
め
た
新
た
な
思
潮
で
あ
る
︒
進
取
の
気
性
に
富
む
機
動
的
な

遊
牧
集
団
が
︑
保
守
的
で
定
住
度
の
高
い
農
耕
集
団
を
征
服
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
家
や
王
朝
を
生
み
出
す
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
自
体
は
江
上
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ア

イ
デ
ア
で
は
な
く
︑
古
く
か
ら
国
家
形
成
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
︒
西
ア
ジ
ア
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
︑
エ
ジ
プ
ト
の
ヒ
ク
ソ
ス
︑
中
国
の

元
・
清
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
征
服
王
朝
な
ど
の
多
く
の
例
が
あ
げ
ら
れ
︑
江
上
の

騎
馬
民
族
征
服
国
家
説
は
︑
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
日
本
の
国
家
形
成
に
当
て
は
め

よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
皇
国
史
観
崩
壊
の
直
後
︑
歴
史
叙
述
を

通
じ
て
﹁
何
ら
特
別
で
な
い
﹂
日
本
と
︑﹁
世
界
に
よ
く
あ
る
﹂
そ
の
形
成
過

程
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
こ
の
種
の
国
家
形
成
論
は
︑
征
服
や
侵
略
を
し
た
集
団
の
内
部
矛

盾
︑
さ
れ
た
側
の
社
会
の
主
体
性
な
ど
︑
実
証
の
精
度
︑
視
点
の
多
角
性
や
双

方
向
性
︑
理
論
の
細
や
か
さ
な
ど
が
追
究
さ
れ
た
二
十
世
紀
後
半
の
歴
史
学
界

の
中
で
は
時
代
遅
れ
と
み
な
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
︒
征
服
や
侵
略
の
よ
う
な
暴
力

が
歴
史
を
演
出
し
た
と
み
る
こ
と
も
︑
民
主
主
義
に
根
ざ
し
た
戦
後
歴
史
学
の

好
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
︒
ち
ょ
う
ど
並
行
し
て
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
反
対
側

の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
盛
ん
で
あ
り
︑
騎
馬
民
族
征
服
国
家
説
と
よ
く
似
た
構
造

を
も
つ
﹁
ケ
ル
ト
史
観
﹂
に
対
し
て
も
同
様
の
逆
風
が
吹
い
た
こ
と
は
け
っ
し

て
偶
然
で
は
な
く
（
松
木
　
二
〇
一
七
）︑
騎
馬
民
族
征
服
国
家
説
か
ら
影
響
力

を
奪
っ
た
の
は
︑
日
本
考
古
・
歴
史
学
界
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
反
論
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
︑
本
質
的
に
は
世
界
の
思
想
的
潮
流
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
︒

　
騎
馬
民
族
征
服
国
家
説
や
ケ
ル
ト
史
観
へ
の
こ
の
よ
う
な
逆
風
は
︑
そ
れ
ら

が
内
包
し
た
旧
来
の
考
古
学
的
方
法
論
︑
と
く
に
﹁
考
古
学
的
文
化
﹂
の
設
定

と
解
釈
に
修
整
や
変
更
を
迫
る
動
き
を
も
は
ら
ん
で
い
だ
︒
す
な
わ
ち
︑
両
者

が
﹁
騎
馬
民
族
﹂
や
﹁
ケ
ル
ト
人
﹂
の
存
在
証
明
と
し
た
考
古
学
的
文
化
の
要

素
設
定
の
恣し

意い

性
と
あ
い
ま
い
さ
に
対
す
る
留
意
は
︑
日
本
考
古
学
に
お
い
て

は
考
古
学
的
文
化
を
構
成
す
る
諸
要
素
を
よ
り
厳
密
か
つ
包
括
的
に
吟
味
す
る

方
向
性
に
つ
な
が
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
考
古
学
の
一
部
に
お
い
て
は
考
古
学
的
文

化
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
否
認
な
い
し
は
﹁
脱
構
築
化
﹂
す
る
動
き
に
合
流

し
た
︒
ま
た
︑
考
古
学
的
文
化
と
い
う
概
念
を
保
持
す
る
立
場
に
お
い
て
も
︑

そ
れ
が
特
定
の
人
間
集
団
を
反
映
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
爾じ

後ご

大
き
く
後
退
し

始
め
︑
現
在
で
は
︑
集
団
を
超
え
た
器
物
や
意
匠
の
流
行
︑
地
位
や
職
能
の
表

明
︑
情
報
の
流
通
︑
技
術
の
共
有
な
ど
︑
流
動
す
る
社
会
の
一
局
面
が
さ
ま
ざ

ま
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
人
工
物
に
反
映
さ
れ
た
現
象
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
︒

　

二
　 

都つ

出で

比ひ

呂ろ

志し

﹃
古
代
国
家
は
い
つ
成
立
し
た
か
﹄ 

（
岩
波
新
書
︑
二
〇
一
一
）

　
考
古
学
的
文
化
を
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
て
し
ま
う
と
︑
考
古
学
か
ら
す
る
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﹁
日
本
﹂
や
﹁
日
本
人
﹂︑﹁
倭
﹂
や
﹁
倭
人
﹂
の
議
論
は
望
み
え
な
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
︒
江
上
の
騎
馬
民
族
征
服
国
家
説
と
同
じ
く
古

墳
時
代
に
日
本
の
成
り
立
ち
を
求
め
な
が
ら
︑
別
の
視
点
と
方
法
で
そ
れ
に

迫
っ
た
の
が
都
出
比
呂
志
で
あ
る
︒
農
耕
社
会
の
成
立
と
い
う
社
会
経
済
的
な

側
面
か
ら
日
本
の
弥
生
・
古
墳
時
代
の
史
的
過
程
を
考
察
し
た
成
果
を

一
九
八
〇
年
代
末
に
上
じ
ょ
う

梓し

し
た
あ
と
（
都
出
　
一
九
八
九
）︑
一
九
九
〇
年
代
か

ら
は
古
墳
を
主
対
象
と
し
て
政
治
組
織
や
国
家
体
制
が
生
み
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ

ス
に
研
究
の
主
眼
を
置
き
始
め
︑
二
〇
〇
五
年
に
成
果
を
ま
と
め
た
の
ち
（
都

出
　
二
〇
〇
五
）︑
二
〇
一
一
年
に
一
般
書
と
し
て
そ
れ
を
簡
潔
な
歴
史
叙
述
に

ま
と
め
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
︒

　
本
書
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
こ
と
に
日
本
研
究
に
関
し
て
重
要
な
点

は
︑
古
墳
時
代
の
開
始
と
と
も
に
︑
日
本
列
島
の
広
範
囲
に
文
化
的
共
通
性
が

現
れ
︑
そ
れ
が
﹁
わ
れ
わ
れ
仲
間
﹂
と
い
う
共
通
の
帰
属
意
識
を
も
つ
集
団
を

形
成
し
た
と
考
え
る
点
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
前
方
後
円
墳
と
い
う
同
じ
形

の
墳
墓
の
ほ
か
︑
鏡
・
大
刀
の
よ
う
な
有
力
者
の
持
ち
物
か
ら
鉄
・
須
恵
器

（
陶
器
）
な
ど
の
生
活
物
資
に
い
た
る
流
通
網
︑
鉄
器
・
方
形
住
居
・
カ
マ
ド
︑

滑
石
や
須
恵
器
の
祭
祀
︑
個
人
別
食
器
か
ら
な
る
土
器
様
式
な
ど
に
反
映
さ
れ

た
共
通
の
生
活
と
信
仰
の
様
式
な
ど
が
︑
列
島
主
要
部
の
ほ
ぼ
全
域
︱
︱
九
州

南
部
か
ら
東
北
南
部
ま
で
︱
︱
を
覆
う
こ
と
を
重
視
す
る
︒
さ
ら
に
こ
の
範
囲

に
︑
巨
大
な
前
方
後
円
墳
を
頂
点
と
す
る
古
墳
の
規
模
と
形
で
身
分
や
地
位
を

表
示
し
︑
相
互
に
承
認
す
る
政
治
的
な
シ
ス
テ
ム
（
前
方
後
円
墳
体
制
）
が
形

成
さ
れ
た
と
し
︑
そ
れ
を
日
本
に
お
い
て
初
め
て
生
み
出
さ
れ
た
初
期
段
階
の

国
家
（
初
期
国
家
）
と
考
え
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
考
古
学
的
文
化
と
い
う
考
え
方
の
枠
組
み
に
照
ら
し
た
言
い
方

を
す
れ
ば
︑
古
墳
時
代
に
は
列
島
の
広
い
範
囲
が
一
つ
の
考
古
学
的
文
化
で
統

合
さ
れ
た
こ
と
に
︑
都
出
は
注
目
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
同
じ
よ
う
に
そ
の
画
期

を
古
墳
時
代
に
求
め
て
日
本
の
国
家
の
形
成
を
説
い
た
騎
馬
民
族
征
服
国
家
説

と
異
な
る
の
は
︑
第
一
に
︑
考
古
学
的
文
化
の
と
ら
え
方
が
恣
意
的
・
感
覚
的

な
方
向
に
走
る
こ
と
な
く
︑
生
活
・
経
済
か
ら
政
治
・
軍
事
お
よ
び
信
仰
・
思

想
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
反
映
し
た
考
古
資
料
の
型
式
を
網
羅
す
る
︑
総

体
的
な
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
︒
さ
ら
に
第
二
と
し
て
︑
こ
れ
に
先
立
つ
弥
生

時
代
の
考
古
学
的
文
化
を
も
都
出
は
分
析
し
︑
そ
れ
と
の
連
続
と
断
絶
と
を
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
ず
は
日
本
列
島
内
部
に
お
け
る
古
墳
時
代
の
考
古

学
的
文
化
の
生
成
経
緯
を
浮
き
彫
り
に
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
騎
馬
民
族
征
服
国

家
説
が
も
っ
と
も
欠
い
て
い
た
こ
の
よ
う
な
周
到
性
ゆ
え
に
︑
都
出
の
説
は
︑

最
初
の
発
表
か
ら
約
四
半
世
紀
を
経
た
現
在
に
お
い
て
も
︑
日
本
の
国
家
と
民

族
の
形
成
を
︑
考
古
学
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
着
実
に
把
握
し
た
論
の
一
つ
と
み

な
さ
れ
て
い
る
︒

　
た
だ
見
逃
せ
な
い
の
は
︑
こ
の
と
き
に
文
化
的
共
通
性
が
生
ま
れ
た
範
囲
は

九
州
南
部
か
ら
東
北
南
部
ま
で
で
︑
そ
れ
よ
り
外
側
の
琉
球
諸
島
と
東
北
北

部
・
北
海
道
は
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
点
で
あ
る
︒
日
本
や
日

本
人
︑
日
本
国
の
成
立
を
南
と
北
お
よ
び
中
の
三
つ
に
分
け
て
と
ら
え
る
こ
う
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し
た
理
解
は
︑
古
墳
時
代
よ
り
も
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時

代
へ
の
歴
史
過
程
を
叙
述
す
る
と
き
の
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
︑
次
項
で
述
べ

る
よ
う
に
都
出
以
前
か
ら
定
着
し
て
い
た
︒

三
　
三
つ
の
日
本
文
化
論
と
縄
文
・
弥
生
対
置
論

　
こ
の
よ
う
な
南
・
北
・
中
の
三
分
説
︑
あ
る
い
は
南
北
を
一
つ
に
ま
と
め
て

そ
れ
と
中
と
を
対
置
す
る
二
分
説
に
則
の
っ
と

っ
た
日
本
・
日
本
人
・
日
本
文
化
の
形

成
論
は
︑
形
質
人
類
学
・
文
化
人
類
学
・
考
古
学
の
三
者
が
合
一
し
て
形
作
っ

た
巨
大
な
潮
流
と
し
て
︑
現
在
で
も
有
力
な
定
説
の
位
置
を
失
っ
て
い
な
い
ば

か
り
か
︑
近
年
本
格
化
し
た
D
N
A
分
析
な
ど
を
用
い
る
遺
伝
人
類
学
の
成
果

に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
局
面
も
み
ら
れ
る
︒

　
こ
の
説
の
自
然
科
学
的
基
盤
を
供
し
続
け
て
い
る
の
は
︑
形
質
人
類
学
の
埴は
に

原は
ら

和か
ず

郎ろ
う

に
よ
る
﹁
日
本
人
﹂
形
成
の
二
重
構
造
モ
デ
ル
で
︑
埴
原
和
郎
﹃
日
本

人
の
成
り
立
ち
﹄（
人
文
書
院
︑
一
九
九
五
）
に
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
る
︒
す

な
わ
ち
︑
現
代
の
日
本
人
は
︑
縄
文
時
代
の
南
方
系
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
集
団
に
︑

弥
生
時
代
以
降
に
渡
来
し
た
北
方
系
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
が
混
交
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
と
埴
原
は
述
べ
る
︒
さ
ら
に
︑
移
住
と
混
交
が
も
っ
と
も
進
ん

だ
列
島
中
央
部
と
︑
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
及
ば
な
か
っ
た
南
部
お
よ
び
北
部
と
の

間
で
集
団
の
違
い
が
生
じ
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
﹁
本
土
人
﹂
と
﹁
琉
球
人
﹂
お
よ
び

ア
イ
ヌ
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
の
北
方
系
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
集
団
の
最
初
の
大
規
模
な
渡
来
を
︑
考
古
学
で

は
弥
生
時
代
の
始
ま
り
と
関
連
づ
け
て
と
ら
え
た
︒
す
な
わ
ち
︑
水
田
お
よ
び

大
陸
系
磨
製
石
器
（
石
包
丁
・
伐
採
用
石せ
き

斧ふ

・
加
工
用
石
斧
・
石せ
っ

剣け
ん

・
石せ
き

鏃ぞ
く

）︑
環

濠
集
落
か
ら
な
る
考
古
学
的
文
化
を
︑
朝
鮮
半
島
南
部
か
ら
渡
来
し
て
水
稲
農

耕
を
始
め
た
集
団
の
存
在
証
明
と
し
︑
こ
の
﹁
渡
来
人
﹂
集
団
が
日
本
列
島
で

最
初
に
水
稲
農
耕
を
営
ん
だ
こ
と
を
弥
生
時
代
の
開
始
と
定
め
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
︒
こ
の
考
古
学
的
文
化
は
︑
そ
の
後
数
百
年
を
か
け
て
︑
要
素
を
欠

落
・
変
容
さ
せ
な
が
ら
九
州
か
ら
東
北
ま
で
の
広
い
範
囲
に
広
ま
っ
た
が
︑
諸

要
素
の
中
で
も
殊
更
に
水
田
（
水
稲
農
耕
）
の
存
在
が
重
視
さ
れ
︑
と
も
か
く

も
日
本
列
島
の
中
で
そ
れ
が
到
達
し
た
と
こ
ろ
ま
で
が
﹁
弥
生
文
化
﹂
の
範
囲

と
規
定
さ
れ
て
︑
そ
れ
が
﹁
中
の
文
化
﹂
と
し
て
本
土
の
日
本
人
・
日
本
国
・

日
本
文
化
の
源
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
都
出
の
言
う
国
家
や
民
族
の

形
成
も
︑
こ
の
﹁
中
の
文
化
﹂
の
内
側
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

　
考
古
学
の
立
場
か
ら
︑﹁
中
の
文
化
﹂
の
両
側
に
﹁
北
の
文
化
﹂
と
﹁
南
の

文
化
﹂
の
分
化
と
発
展
の
軌
跡
を
具
体
的
に
描
い
て
強
調
し
︑
日
本
お
よ
び
日

本
人
や
日
本
の
国
の
成
り
立
ち
を
多
様
か
つ
複
眼
的
な
視
点
で
み
る
べ
き
こ
と

を
明
確
に
説
い
た
重
要
な
仕
事
と
し
て
藤
本
強
﹃
も
う
二
つ
の
日
本
文
化
︱
︱

北
海
道
と
南
島
の
文
化
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
八
）
が
あ
る
︒
そ
も
そ

も
﹁
中
の
文
化
﹂
と
い
う
言
葉
も
こ
の
本
で
藤
本
が
使
用
し
た
こ
と
で
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
に
な
っ
た
し
︑﹁
中
の
文
化
﹂ 

と 

﹁
北
の
文
化
﹂︑﹁
南
の
文
化
﹂ 

そ
れ
ぞ
れ
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と
の
間
に
︑
接
点
と
し
て
の
﹁﹁
ボ
カ
シ
﹂
の
地
帯
﹂
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し

た
の
も
藤
本
で
あ
る
︒﹁
ボ
カ
シ
﹂
の
地
帯
を
間
に
は
さ
ん
で
北
・
中
・
南
の

文
化
が
並
ぶ
と
い
う
︑
日
本
の
文
化
の
多
様
性
と
そ
の
空
間
的
構
造
の
図
式
は

後
の
研
究
枠
組
み
に
も
影
響
を
与
え
︑ ﹁
北
の
文
化
﹂ ﹁
北
と
中
の
ボ
カ
シ
﹂ ﹁
中

と
南
の
ボ
カ
シ
﹂﹁
南
の
文
化
﹂
に
あ
た
る
と
こ
ろ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
解
明
す
る
︑

考
古
学
の
充
実
し
た
仕
事
が
後
に
続
い
て
い
る
（
木
下
　
一
九
九
六
︑
瀬
川
　

二
〇
一
六
︑
東
北
・
関
東
前
方
後
円
墳
研
究
会
　
二
〇
一
四
︑
藤
沢
　
二
〇
一
六
な

ど
）︒

　
い
っ
ぽ
う
︑
文
化
人
類
学
か
ら
の
追
究
で
中
心
と
な
っ
た
の
は
︑
日
本
の
生

活
文
化
の
基
層
と
し
て
︑
中
国
雲
南
省
周
辺
を
中
心
と
し
て
現
代
に
も
見
ら
れ

る
﹁
照
葉
樹
林
文
化
﹂
を
想
定
し
（
佐
々
木
　
一
九
七
一
︑
中
尾
　
一
九
七
八
︑ 

二
〇
〇
七
）︑
そ
れ
を
と
く
に
縄
文
文
化
と
結
び
つ
け
る
視
点
で
あ
っ
た
︒
先

述
の
よ
う
に
︑
縄
文
文
化
は
北
・
中
・
南
す
べ
て
の
文
化
の
先
行
形
態
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
す
く
な
く
と
も
そ
の
一
部
が
照
葉
樹

林
文
化
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
中
の
地
域
に
水
稲
農

耕
の
文
化
が
か
ぶ
さ
っ
て
き
た
弥
生
時
代
以
降
も
そ
れ
は
﹁
基
層
﹂﹁
深
層
﹂

と
し
て
潜
在
的
に
残
り
︑
水
稲
農
耕
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
北
・
南
の
地
域
で
は

も
っ
と
顕
在
的
に
残
っ
た
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
縄
文
基
層
文
化
論
﹂
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
︒
梅
原
猛
﹃
日
本
の
深
層
︱
︱
縄
文
・
蝦
夷
文
化
を
探
る
﹄

（
佼
成
出
版
社
︑
一
九
八
三
）
は
︑
こ
う
し
た
論
調
を
作
っ
た
人
々
の
う
ち
で
も

社
会
的
な
影
響
力
が
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
著
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
︒

　
縄
文
文
化
に
つ
い
て
の
梅
原
の
著
作
は
︑
考
古
学
の
専
門
研
究
者
か
ら
は
き

わ
め
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
り
無
視
さ
れ
た
り
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
い
っ
ぽ

う
︑
市
民
の
間
で
大
き
な
人
気
を
得
た
点
に
お
い
て
︑
先
述
の
騎
馬
民
族
征
服

国
家
説
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
た
︒
騎
馬
民
族
征

服
国
家
説
が
皇
国
史
観
に
替
わ
る
新
し
い
歴
史
へ
の
希
求
に
応
え
た
よ
う
に
︑

縄
文
基
層
文
化
論
は
︑
高
度
経
済
成
長
や
科
学
文
明
に
倦う

み
︑
そ
の
矛
盾
や
行

き
詰
ま
り
に
直
面
し
た
社
会
の
過
去
回
帰
欲
求
を
よ
く
刺
激
し
た
と
い
え
よ
う
︒

　
伝
統
的
な
考
古
学
の
専
門
的
立
場
か
ら
は
︑
縄
文
時
代
の
考
古
学
的
事
象

を
よ
り
厳
密
か
つ
正
確
に
踏
ま
え
る
こ
と
や
︑﹁
文
化
﹂
と
い
う
概
念
の
実
体

を
さ
ら
に
科
学
的
に
追
及
す
る
必
要
性
な
ど
が
︑
梅
原
の
所
論
を
中
心
と
す

る
縄
文
基
層
文
化
論
に
は
求
め
ら
れ
る
︒
こ
と
に
︑
科
学
的
に
は
個
々
人
の

脳
と
相
互
の
伝
達
が
生
み
出
す
現
象
で
あ
る
﹁
文
化
﹂
に
﹁
基
層
﹂
や
﹁
表

層
﹂
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
︑
近
年
進
展
し
た
認

知
科
学
や
脳
科
学
に
立
脚
し
た
認
知
考
古
学
の
立
場
か
ら
批
判
が
あ
る
（
松
本   

二
〇
一
二
）︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
要
望
や
批
判
を
十
分
に
認
め
た

う
え
で
留
意
し
た
い
の
は
︑
梅
原
ら
の
言
説
が
︑
そ
れ
ま
で
は
関
心
の
な
か
っ

た
人
も
含
め
て
多
く
の
人
々
の
関
心
を
縄
文
時
代
に
向
け
さ
せ
︑
過
去
と
対
話

す
る
機
会
を
開
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
縄
文
時
代
の
遺
跡
の
保
存
と
活
用
の

そ
の
後
に
も
︑
そ
れ
は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
︒
現
代
社
会
と
考
古
学
と
の
関

係
を
考
え
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
の
国
際
的
議
論
に
照
ら
し
て
も
︑

学
問
と
し
て
の
考
古
学
の
役
割
が
何
な
の
か
を
考
え
さ
せ
る
事
例
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
な
社
会
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
︑
縄
文
と
弥
生
と
を
二
項
対
置
的

に
演
示
す
る
試
み
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
︑
話
題
を
呼
ん
で
い
る
（
梅
原
・
中
上

　
一
九
九
四
︑
国
立
科
学
博
物
館
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
ほ
か
　
二
〇
〇
五
）︒

生
態
や
自
然
を
重
視
す
る
思
想
を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
な
在
来
的
﹁
縄
文
﹂
と
︑

科
学
技
術
や
現
代
文
明
に
つ
な
が
る
印
象
を
与
え
ら
れ
た
外
来
的
﹁
弥
生
﹂
の

い
ず
れ
に
共
感
す
る
か
と
い
う
問
い
は
︑
学
界
に
起
源
し
︑
マ
ス
コ
ミ
な
ど
を

通
じ
て
日
本
の
市
民
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
一
種
の
遊
び
で
あ
る
が
︑
日
本
や
日

本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一
元
回
帰
的
で
は
な
く
二
者
択
一
的
に

考
え
さ
せ
る
点
は
︑
考
古
学
が
作
り
出
し
た
源
流
と
し
て
の
日
本
論
・
日
本
人

論
の
特
徴
と
し
て
興
味
深
い
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
縄
文
と
弥
生
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
最
新
の
資
料
や
認
識
に

よ
っ
て
︑
学
問
的
な
考
古
学
の
考
究
も
進
ん
で
い
る
︒
近
年
で
は
︑
弥
生
文
化

と
縄
文
に
由
来
す
る
文
化
と
は
一
定
の
期
間
併
存
し
︑
後
者
が
前
者
に
影
響
を

与
え
る
局
面
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
︑
設し
た
ら楽

博ひ
ろ

己み

﹃
縄
文
社
会
と
弥
生
社
会
﹄

（
敬
文
舎
︑
二
〇
一
四
）
が
明
快
に
説
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
際
の
列
島
人
の

主
体
性
を
高
く
評
価
し
︑
弥
生
文
化
が
一
概
に
外
来
の
文
化
と
言
い
切
れ
な
い

こ
と
に
踏
み
込
ん
だ
寺て
ら

前ま
え

直な
お

人と

﹃
文
明
に
抗
し
た
弥
生
の
人
び
と
﹄（
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
一
七
）
も
︑
今
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
よ
う
︒
縄
文
と
弥
生
の

関
係
に
関
す
る
こ
れ
ら
近
年
の
研
究
が
︑
と
も
す
れ
ば
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
堕

し
つ
つ
あ
る
縄
文
・
弥
生
対
置
論
を
脱
構
築
化
し
て
い
く
動
き
を
導
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
︒

　

四
　「
縄
文
」 「
弥
生
」 「
古
墳
」 

三
概
念
見
直
し
の
動
き
と
日
本
研
究

　
こ
れ
ま
で
の
各
項
お
よ
び
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
著
書
や
言
及
し
た
論
考
は
︑

い
ず
れ
も
﹁
縄
文
﹂﹁
弥
生
﹂﹁
古
墳
﹂
と
い
う
文
化
と
時
代
の
基
本
概
念
を
枠

組
み
と
し
て
叙
述
さ
れ
た
日
本
研
究
の
業
績
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
三
つ
の

概
念
は
︑
日
本
の
み
に
適
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
︑
そ
れ
以
上
の
広
が
り
や
国

際
的
普
遍
性
は
い
っ
さ
い
も
た
な
い
︒
日
本
国
や
日
本
人
︑
ひ
い
て
は
そ
の
前

提
と
な
る
日
本
語
ま
で
も
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
先
史

の
段
階
に
︑
そ
の
存
在
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
し
た
こ
の
よ
う
な
概
念
を
用

い
て
日
本
の
形
成
を
論
じ
る
こ
と
自
体
︑
循
環
論
的
な
誤ご
び
ゅ
う謬

に
陥
る
危
険
を
は

ら
ん
で
い
よ
う
︒
そ
の
危
機
意
識
に
も
動
か
さ
れ
て
︑
日
本
の
過
去
の
と
ら
え

方
に
か
か
わ
る
こ
う
し
た
枠
組
み
自
体
を
見
直
し
︑
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
動

き
が
︑
近
年
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒

　
こ
の
三
つ
の
概
念
は
︑
も
と
も
と
︑
明
治
以
降
の
考
古
学
の
営
み
の
中
で
形

作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
︑
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
に
︑
年
代
的
な
関
係
も
含

む
三
つ
の
歴
史
的
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
今
日
に
つ
な
が
る
基
本
的
な
フ
レ
ー

ム
に
近
い
も
の
が
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
古
い
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ

だ
け
に
︑
当
時
の
学
問
的
・
資
料
的
限
界
に
制
約
を
受
け
た
り
︑
折
々
の
政
治

的
・
社
会
的
情
勢
に
影
響
さ
れ
た
り
し
て
︑
今
日
の
水
準
で
見
れ
ば
不
足
や
矛

盾
が
目
立
つ
︒
も
ち
ろ
ん
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
は
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
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れ
で
し
の
ぎ
う
る
限
界
を
超
え
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
覚
が
︑
考

古
学
研
究
者
の
中
で
も
先
端
的
な
一
部
の
間
で
は
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒

　
ま
ず
︑
山
田
康
弘
﹃
つ
く
ら
れ
た
縄
文
時
代
︱
︱
日
本
文
化
の
原
像
を
探

る
﹄（
新
潮
選
書
︑
二
〇
一
六
）
は
︑
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
と
い
う
概
念
が
︑

第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
認
識
に
よ
り
な
が
ら
も
︑

食
料
の
採
集
か
ら
生
産
へ
の
﹁
発
展
﹂
を
は
ら
ん
だ
年
代
的
先
後
関
係
に
は
っ

き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
︑
高
度
成
長
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た

一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
さ
ら
に
そ
れ
は
︑

一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
を
経
て
国
家
と
し
て
の
再
出
発

を
果
た
し
︑
高
度
成
長
と
い
う
﹁
発
展
﹂
の
時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
当

時
の
体
制
や
思
潮
の
も
と
で
︑
い
わ
ば
政
治
的
に
作
り
出
さ
れ
た
動
き
で
あ
っ

た
と
み
る
の
で
あ
る
︒
縄
文
・
弥
生
と
い
う
考
古
学
の
用
語
や
概
念
の
成
立
や

変
転
の
背
景
に
近
代
以
降
の
日
本
の
歴
史
的
展
開
を
見
よ
う
と
す
る
︑
新
し
い

メ
タ
的
視
点
で
の
考
古
学
に
よ
る
日
本
研
究
の
試
み
と
も
い
え
よ
う
︒

　
藤
尾
慎
一
郎
﹃
弥
生
文
化
像
の
新
構
築
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
）
は
︑

ま
た
別
の
視
点
か
ら
︑
弥
生
文
化
と
い
う
概
念
の
見
直
し
を
提
案
す
る
︒
藤
尾

は
︑
弥
生
文
化
を
﹁
灌
漑
式
水
田
稲
作
を
選
択
的
生
業
構
造
の
中
に
位
置
づ
け

た
上
で
そ
れ
に
特
化
し
︑
一
旦
始
め
れ
ば
戻
る
こ
と
な
く
古
墳
文
化
へ
と
連
続

し
て
い
く
文
化
﹂
と
定
義
し
な
お
し
た
︒
そ
う
す
る
と
︑
た
と
え
ば
一
度
水
田

稲
作
を
始
め
な
が
ら
も
元
の
採
集
狩
猟
社
会
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
東
北
北
部
は
︑

水
稲
農
耕
の
存
在
を
重
視
す
る
従
来
の
弥
生
文
化
の
概
念
で
は
そ
の
中
に
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
藤
尾
の
提
案
に
従
え
ば
弥
生
文
化
の
範
囲
外
に
置
か
れ

る
こ
と
に
な
る
︒
生
態
・
生
活
・
社
会
の
実
態
に
応
じ
て
弥
生
文
化
の
多
様
さ

を
最
大
限
に
見
積
も
り
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
別
の
文
化
の
設
定
も
辞
さ
な
い
と

い
う
の
が
藤
尾
の
目
下
の
姿
勢
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
︑
日
本
文
化

の
形
成
を
論
じ
る
と
き
の
基
本
的
枠
組
み
と
な
っ
て
き
た
先
述
の
﹁
北
・
中
・

南
︑
三
つ
の
日
本
文
化
論
﹂
の
根
幹
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
よ
う
︒

　
私
論
で
は
︑﹁
考
古
学
的
文
化
﹂
す
な
わ
ち
﹁
繰
り
返
し
共
伴
す
る
遺
物
・

遺
構
の
型
式
の
組
み
合
わ
せ
﹂
を
重
視
し
て
文
化
を
設
定
す
る
と
い
う
考
古
学

の
純
粋
な
方
法
的
基
礎
に
照
ら
せ
ば
︑
水
稲
農
耕
と
い
う
一
つ
の
要
素
だ
け
を

こ
と
さ
ら
に
重
視
し
︑
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
﹁
弥
生
文
化
﹂
と
し
て
き
た
従
来
の

論
は
合
理
性
を
欠
き
︑
そ
の
成
立
の
背
景
に
︑
山
田
が
掘
り
下
げ
た
よ
う
な
政

治
的
・
社
会
的
背
景
を
想
定
し
た
く
な
る
︒
事
実
︑
弥
生
時
代
前
期
末
～
中
期

の
日
本
列
島
に
お
け
る
考
古
学
的
文
化
の
広
が
り
を
検
討
す
る
と
︑
北
部
九
州

と
朝
鮮
半
島
南
部
と
が
﹁
水
稲
農
耕
︑
無
文
の
土
器
様
式
︑
武
器
形
青
銅
器
︑

鉄
製
農
工
具
﹂
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
を
も
つ
同
じ
考
古
学
的
文
化
の
分
布
域
に

含
ま
れ
︑
一
時
的
な
水
稲
農
耕
以
外
に
は
共
通
要
素
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
東

北
地
方
に
は
︑
ま
っ
た
く
別
の
考
古
学
的
文
化
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
水
稲
農
耕
の
み
を
錦
の
御み

旗は
た

の
よ
う
に
掲
げ
て
九
州
か
ら
東

北
ま
で
を
同
じ
﹁
弥
生
文
化
﹂
の
範
囲
で
包
み
︑
朝
鮮
半
島
南
部
は
そ
の
外
側

に
置
く
と
い
う
現
行
の
弥
生
文
化
設
定
は
︑
現
代
の
﹁
日
本
国
﹂
と
い
う
領
域

を
過
去
に
投
影
し
た
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
（
松
木
　
二
〇
一
一
）︒
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　﹁
考
古
学
的
文
化
﹂
に
も
照
ら
し
つ
つ
︑
純
粋
に
考
古
学
的
な
方
法
で
こ
れ

ま
で
の
枠
組
み
を
再
検
討
す
る
試
み
は
︑
現
在
︑
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
考

古
学
研
究
者
が
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
（
藤
尾
　
二
〇
一
七
）︒
こ
の
中
で
︑

藤
尾
も
弥
生
文
化
に
関
す
る
認
識
を
前
進
さ
せ
︑
縄
文
時
代
に
つ
い
て
は
山
田

が
︑
古
墳
時
代
に
つ
い
て
は
松
木
が
吟
味
を
試
み
て
い
る
︒

　

五
　 

井
上
章
一
﹃
日
本
に
古
代
は
あ
っ
た
の
か
﹄ 

（
角
川
選
書
︑
二
〇
〇
八
）

　
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
︑
考
古
学
に
よ
る
日
本
や
日
本
文
化
の
生
成
に
つ

い
て
の
議
論
を
︑
い
か
に
し
て
国
際
化
し
︑
人
類
史
や
人
類
文
化
の
中
で
相
対

化
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ま
で
に
設
定
し
て
き
た
旧
石
器
（
先
土
器
）・
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
と

い
う
歴
史
階か
い

梯て
い

を
︑
世
界
史
・
人
類
史
の
普
遍
的
な
歴
史
階
梯
に
当
て
は
め
る

試
み
は
︑
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
︒
先
史
時
代
の
伝
統
的
な
歴
史
階
梯
と
し

て
の
﹁
旧
石
器
時
代
↓
新
石
器
時
代
↓
青
銅
器
時
代
↓
鉄
器
時
代
﹂
に
対
し
て

は
︑
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
の
前
期
ま
で
（
紀
元
前
四
〇
〇
年
前
後
ま
で
）
を
新

石
器
時
代
と
し
︑
そ
れ
よ
り
後
を
鉄
器
時
代
に
あ
て
る
の
が
現
在
で
は
普
通
で

あ
る
︒
日
本
列
島
で
は
︑
鉄
器
と
青
銅
器
が
同
時
に
現
れ
︑
も
っ
ぱ
ら
前
者
が

生
活
用
具
に
使
わ
れ
る
た
め
︑
青
銅
器
時
代
が
不
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

い
っ
ぽ
う
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
的
発
展
段
階
論
︑
と
く
に
国
家
形
成
を
主

眼
と
す
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
古
典
学
説
で
は
︑
日
本
列
島
で
国
家
が
形
成
さ
れ
た

時
期
を
お
お
む
ね
奈
良
時
代
に
置
く
の
が
定
説
で
あ
る
︒
た
だ
し
考
古
学
で
は
︑

人
類
学
の
社
会
進
化
論
も
取
り
入
れ
つ
つ
︑
古
墳
時
代
を
﹁
初
期
国
家
﹂
段
階

と
見
る
説
を
︑
先
述
の
都
出
比
呂
志
が
提
起
し
た
（
都
出
　
二
〇
〇
五
）︒

　
も
う
一
つ
の
古
典
的
か
つ
巨
視
的
な
時
代
区
分
で
あ
る
﹁
原
始
↓
古
代
↓
中

世
↓
（
近
世
）
↓
近
代
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
衝
撃
的
な
提
言
を
行
っ
た
の

が
井
上
章
一
に
よ
る
本
書
で
あ
る
︒
日
本
の
歴
史
学
で
は
明
治
時
代
の
議
論
を

経
て
︑
武
士
が
台
頭
す
る
平
安
時
代
後
半
以
降
が
中
世
の
起
点
と
さ
れ
る
が
︑

中
国
史
で
は
漢
帝
国
が
三
国
へ
と
分
裂
す
る
と
き
か
ら
を
中
世
と
す
る
見
方
が

有
力
で
あ
る
︒
井
上
は
︑
日
本
に
お
け
る
こ
の
中
世
の
﹁
遅
さ
﹂
を
問
題
と
し

た
︒

　
先
史
時
代
を
対
象
と
す
る
考
古
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
︑
現
状
の
日
本
歴
史

学
で
は
︑
国
家
が
確
立
す
る
奈
良
時
代
か
ら
古
代
が
始
ま
り
︑
そ
れ
よ
り
前
の

古
墳
時
代
は
原
始
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
井
上
が
本
書
で
重
視
す
る

ユ
ー
ラ
シ
ア
的
な
視
点
に
よ
れ
ば
︑
漢
帝
国
が
三
国
へ
と
分
裂
す
る
タ
イ
ミ
ン

グ
で
︑
三
国
の
う
ち
魏ぎ

の
強
い
影
響
を
受
け
て
古
墳
時
代
の
社
会
が
始
ま
っ
て

い
る
︒
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
︑
古
墳
時
代
を
中
世
に
併
行
さ
せ
う
る
可
能

性
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒

　
井
上
は
︑
日
本
の
先
史
時
代
の
こ
と
に
ま
で
深
く
は
言
及
し
て
お
ら
ず
︑
書

名
が
示し

唆さ

す
る
よ
う
に
﹁
日
本
に
古
代
は
﹂
な
い
︑
と
い
う
立
場
な
の
か
も
し
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れ
な
い
︒
し
か
し
︑
漢
帝
国
の
時
期
が
古
代
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
と
の
交

渉
が
北
部
九
州
に
﹁
王
﹂
や
﹁
国
﹂
を
生
み
出
し
て
日
本
列
島
の
社
会
の
中
核

を
形
成
し
て
い
た
弥
生
時
代
を
日
本
の
﹁
古
代
﹂
と
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
見
え

て
こ
よ
う
︒
井
上
の
こ
の
著
書
は
︑
前
項
で
述
べ
た
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
と
い

う
枠
組
み
の
見
直
し
と
も
密
接
に
関
連
し
つ
つ
︑
考
古
学
に
よ
る
日
本
や
日
本

人
・
日
本
国
の
生
成
論
に
︑
今
後
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
思

わ
れ
る
︒
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