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支
那
古
代
家
族
制
度
研
究

　

加
藤
常
賢
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

咄
和
十
五
年
九
月
十
二
日

　

岩
波
書
店
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
川
、
六
七
一
頁
、
定
偵
六
圓

　

本
書
は
加
藤
博
士
十
五
乍
の
研
究
成
果
だ
け
あ
っ
て
、
さ
う
あ
っ
さ
り

と
讃
め
る
も
の
で
は
な
い
。
昨
年
出
た
亥
那
に
開
す
る
著
述
は
、
寝
こ
ろ

ん
で
讃
め
る
も
の
や
讃
ま
な
く
て
も
良
い
も
の
。
が
多
い
中
に
、
本
書
の
如

ぎ
は
も
つ
と
も
心
を
潜
め
て
讃
ま
る
べ
き
も
の
だ
ら
う
。
私
は
で
き
る
だ

け
ゆ
っ
く
り
と
1
1
回
讃
み
、
そ
の
大
骨
だ
け
は
わ
か
っ
た
っ
も
り
だ
が
、

詳
細
な
考
誕
の
隅
々
ま
で
は
理
解
し
得
た
自
信
が
な
い
。
そ
の
大
骨
の
更

に
あ
ら
ま
し
だ
け
で
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

緒
言
に
よ
る
と
、
博
士
は
家
族
道
徳
を
理
解
す
る
鴛
に
、
そ
の
基
礎
で

あ
る
家
族
制
度
の
究
明
に
向
は
れ
、
経
典
の
紳
聖
性
が
儒
者
か
ら
奪
っ
た

史
的
眼
光
を
取
戻
し
て
、
支
那
古
代
家
族
制
度
を
歴
史
的
馳
遷
の
下
に
眺

め
る
こ
と
に
努
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
支
那
家
族
制
を
型
胎
か
ら
通
観
し
て

氏
族
型
ほ
、
宗
族
型
渋
、
家
族
型
胎
の
三
段
階
の
疑
遷
に
規
定
し
、
そ
の

内
容
を
次
の
如
く
分
類
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

血
族
的
氏
族
制
…
…
姓

一
ヽ
氏
族
型
蔵
＼

　
　
　
　
　
　

／
領
土
的
氏
族
制
…
…
氏

二
ヽ
宗
族
型
蔵
づ

三
、
家
族
型
泣
〈

宗
族
政
血
族
制
…
…
小
宗
（
血
族
的
大
家
族
制
）

宗
族
的
家
制
…
…
大
宗
（
封
建
的
氏
）

三

　

族

　

制
Ｔ
・
・
・
曾
祖
宗
四
型
泣
―
胆
宗
型
流

軍
家
族
制

　

こ
の
Ｉ
、
一
石
姓
氏
大
宗
小
宗
に
就
い
て
の
史
的
回
迪
の
過
陛
の
研
究

が
上
編
「
古
代
家
族
制
の
型
倣
的
研
究
」
で
あ
り
、
支
那
で
特
に
酸
達
し

た
宗
族
組
織
を
中
心
と
す
る
細
織
に
就
い
て
は
下
編
「
爾
雅
鐸
１
　
の
親
族

絹
織
及
蒔
謂
の
研
究
」
か
お
り
、
最
後
に
三
族
制
の
考
察
が
結
尾
と
な
っ

て
ゐ
る
。
こ
れ
が
本
書
の
構
成
で
あ
る
。

　

上
編
は
支
那
古
代
家
族
制
度
の
基
礎
で
あ
る
姓
制
度
印
ち
血
族
的
氏
族

制
の
研
究
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
族
組
織
は
、
族
及
佃
人
の
有
土
を
條
件
と

す
る
氏
制
度
と
併
存
し
、
氏
を
中
心
と
す
る
地
域
的
血
僅
絹
織
へ
と
移
行

し
た
。
こ
の
時
に
は
、
姓
は
氏
よ
り
も
廣
い
血
族
集
固
、
氏
は
血
族
中
の

一
分
涙
と
し
て
土
地
を
中
心
と
せ
る
も
の
と
し
て
判
別
さ
れ
て
ゐ
た
。
兄

弟
相
続
、
兄
弟
絡
身
共
院
で
あ
っ
た
。
（
氏
の
族
制
）
し
か
し
周
の
封
建

制
度
が
行
は
れ
、
氏
の
家
制
の
狗
達
に
よ
り
、
封
建
的
家
の
雌
重
、
嫡
子
相

続
制
の
確
立
、
大
宗
制
度
の
完
成
を
見
た
。
宗
組
織
は
宗
印
ち
凧
廟
を
中

心
と
す
る
血
族
集
固
制
ど
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
生
人
中
心
の
姓
制
度
ヽ

は
、
封
建
的
始
祀
中
心
の
大
宗
制
の
死
者
中
心
の
族
細
織
と
な
っ
た
。
（
氏

の
家
制
）
氏
の
蒔
呼
は
始
厠
か
ら
の
世
襲
的
封
建
財
阪
を
有
す
る
特
殊
地

位
の
標
示
で
あ
っ
た
が
、
春
秋
に
及
ん
で
官
職
世
襲
者
も
氏
を
蘇
す
る
に

６】
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月,り

　

至
り
、
姓
の
言
昿
か
氏
よ
り
階
級
の
高
い
諸
侯
の
特
賎
的
蒔
呼
と
考
へ
ら

　

れ
、
人
子
賜
姓
説
な
ど
、
か
起
っ
た
。
封
建
制
度
の
影
響
を
受
け
た
氏
制
度

　

は
、
血
族
観
念
の
扶
化
か
ら
氏
の
範
剛
が
血
族
範
剛
と
考
へ
ら
れ
、
逡
に

　

氏
が
姓
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
小
宗
制
度
の
起
原
は
、
禰
を
奉
ず

　

る
兄
弟
の
終
身
共
仕
共
財
生
活
か
ら
鼓
生
し
た
族
制
に
在
っ
た
が
、
そ
の

　

兄
弟
相
続
制
は
、
鍔
十
相
続
の
封
建
制
度
の
影
響
を
受
け
て
、
此
の
族
制

　

は
四
親
ま
で
の
在
廟
者
範
剛
の
血
族
集
幽
と
な
り
、
嫡
兄
が
次
弟
以
下
を

　

統
払
す
る
族
集
幽
と
な
っ
た
。
又
封
建
的
家
を
特
殊
化
せ
ん
認
に
庶
長
子

　

が
兄
弟
集
幽
を
統
括
す
る
と
い
ふ
族
生
活
か
ら
の
一
励
化
が
回
生
し
た
。

　

最
後
に
は
小
宗
内
に
四
小
宗
が
起
り
、
族
集
幽
的
意
味
は
稀
薄
に
な
っ
た

　

が
、
更
に
後
に
は
父
生
存
中
の
み
の
共
仕
に
よ
る
三
族
組
織
が
生
じ
、
四

Ｉ
宗
す
ら
宗
譜
上
の
名
目
的
存
在
と
化
し
^
結
局
姓
氏
宗
三
者
は
全
く
混

　

融
し
て
し
ま
っ
た
。

　
　

以
Ｌ
は
１
　
編
の
あ
ら
す
ぢ
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
脳
へ
る
べ
ぐ
も

　

な
い
詳
細
眠
密
な
考
誰
と
明
快
な
理
論
と
が
あ
る
。
姓
氏
大
宗
小
宗
の
各

　

間
題
に
就
い
て
、
・
肢
く
諦
家
の
學
説
を
批
川
瞼
討
し
っ
J
l
’
前
暁
矛
盾
す

　

ろ
と
こ
ろ
の
た
い
整
以
一
た
る
理
論
、
が
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
。
先
づ
理
論
が
先

　

に
あ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
資
料
を
糸
統
づ
ぱ
る
揉
な
理
論
で
は
な
く
、
あ
く

　

さ
で
収
密
冷
静
な
考
誕
と
そ
れ
に
基
く
正
富
な
肘
隷
と
か
ら
打
出
さ
れ
て

　

来
た
理
論
で
あ
る
。
そ
の
Ｉ
貫
せ
る
理
論
膿
系
の
隅
か
ら
隅
ま
で
油
断
の

　

な
ら
ぬ
き
び
し
さ
で
あ
る
が
、
就
中
姓
制
度
の
母
系
起
原
説
批
判
（
第
一

章
第
三
節
）
、
姓
の
原
誕
の
哨
字
か
ら
の
説
明
（
第
一
章
第
四
節
）
、
姓

か
ら
氏
へ
の
分
離
過
裡
の
説
述
（
第
二
章
第
一
節
）
、
周
代
の
封
建
制
度

に
よ
る
族
生
活
の
崩
隨
に
開
す
る
理
論
（
第
I
I
W
第
三
節
）
、
氏
の
姓
化

　

（
第
i
l
≫
第
六
節
）
別
子
の
意
長
の
考
察
（
第
四
章
第
一
一
節
）
、
小
宗
固

膿
の
族
生
活
の
基
礎
を
治
兄
を
宗
と
す
る
兄
弟
共
雀
共
財
に
求
め
る
考
へ

　

（
第
五
章
第
二
節
第
三
節
）
、
そ
の
族
生
活
を
廟
制
の
根
嫁
と
す
る
解
謬

　

（
第
五
章
第
三
節
）
な
ど
は
特
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

下
編
は
、
上
編
に
説
か
れ
た
宗
族
組
織
を
中
心
と
す
る
爾
雅
謬
親
の
親

族
組
織
を
考
究
し
て
、
其
起
原
脱
遷
を
尋
ね
、
更
に
宗
族
母
宮
妻
窯
婚
姻

の
四
類
中
の
各
隠
謂
に
就
い
て
の
詳
密
な
考
察
か
ら
、
、
古
代
親
族
組
織
及

婚
姻
型
式
を
咽
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
下
編
は
単
に
爾
雅
作
親
の

組
織
を
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
眺
め
る
の
で
は
な
く
て
、
博
士
の
覗
野

は
遥
か
に
廣
い
。
そ
の
組
織
そ
の
も
の
は
或
時
代
の
型
蔵
を
示
し
て
ゐ
る

に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
史
的
限
光
は
、
親
族
組
織
の
本
質
起
原
優
遷
の
尋
求
へ

と
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

先
づ
第
一
章
は
宗
族
組
織
か
ら
始
ま
り
、
次
に
姻
族
の
二
宮
組
織
の
研

究
に
於
て
は
同
姓
不
婚
と
重
婚
就
中
婚
嬢
と
が
ら
、
二
族
辿
世
交
換
時
姻

　

（
９
乱
心
答
ヨ
）
を
原
始
的
婚
姻
型
式
と
し
て
結
論
さ
れ
た
。
こ
の
見

解
は
後
に
も
力
強
く
説
か
れ
て
ゐ
る
・
第
二
章
以
下
は
一
々
の
親
族
俗
謂

に
就
い
て
そ
の
起
原
的
息
味
。
冊
謂
酸
生
の
機
構
、
そ
の
鰹
潭
過
裡
、
被

荷
謂
者
の
地
位
な
ど
に
開
ず
る
詳
細
な
考
誕
記
述
で
あ
る
。
一
々
の
文
字
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μj

の
形
音
。
屁
か
ら
、
婚
姻
１
　
式
。
住
居
型
式
、
親
族
員
の
居
住
場
所
な
ど
に

開
す
る
誕
明
が
あ
る
。
今
旦

る
各
孵
謂
が
、
其
起
原
は
更
に
古
く
廣
い
群
族
生
活
に
あ
り
、
そ
れ
が
漸

次
狭
化
さ
れ
て
き
た
過
掃
が
、
個
々
の
蒔
謂
に
就
い
て
誕
か
れ
て
ゐ
る
ｏ

そ
の
全
喧
を
見
通
し
た
上
で
の
結
論
と
し
て
は
、
上
世
代
或
は
年
長
者
に

對
し
て
は
老
の
意
を
示
す
尊
敬
的
蒔
謂
、
同
世
代
或
は
同
年
者
に
對
し
て

は
次
第
次
序
の
意
を
有
す
る
蒔
謂
、
下
世
代
者
に
對
し
て
は
卑
小
の
意
を

有
す
る
孵
謂
を
使
用
す
る
こ
と
が
言
は
れ
て
ゐ
る
。
古
代
に
於
て
は
年
齢

に
よ
る
階
級
制
が
巌
重
で
あ
り
、
老
人
が
奪
重
さ
れ
、
長
幼
の
序
が
車
要

な
道
徳
と
な
る
。
そ
の
心
理
が
蒔
謂
の
上
に
穎
著
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
ｏ
個
々
の
蒔
謂
に
就
い
て
の
研
究
は
何
れ
を
と
っ
て
も
興
味
あ
る

も
の
で
あ
る
が
、
胆
即
ち
且
を
墳
墓
と
し
、
人
に
就
い
て
謂
っ
て
ぱ
先
行

の
人
と
し
（
第
一
一
章
第
一
一
節
）
、
父
を
老
者
の
意
と
し
い
第
三
章
第
一
節
）
、

或
は
弟
ｂ
ｒ
０
t
ｈ
ｅ
ｒ
を
と
解
し
（
第
五
章
第
四
節
）
、
姉
娘
と
姉
妹
と
の
置
別

を
男
女
の
分
離
生
活
か
ら
解
き
（
第
六
章
第
四
節
）
、
亜
を
集
團
穴
居
生
活

か
ら
次
第
順
序
の
意
と
す
る
（
第
十
五
章
）
な
ど
は
、
そ
の
考
讃
、
解
樟

の
方
法
に
於
て
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
先
の
一
一
族
交
換
婚
姻
組

織
に
就
い
て
は
、
第
八
章
従
母
・
従
母
昆
弟
に
豊
富
な
原
始
１
　
會
學
の
知

識
を
駆
使
し
て
論
ぜ
ら
れ
、
ま
た
第
九
章
甥
・
舅
’
姑
で
は
、
こ
れ
ら
の
梧

謂
の
鶏
特
の
用
ひ
方
が
、
一
方
的
又
は
交
互
的
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ
　
　
ｃ
ｏ
ｕ
ｓ
i
n
婚
姻
開

係
か
ら
明
快
に
設
明
さ
れ
て
ゐ
る
ｏ
こ
の
1
1
章
は
下
編
中
の
最
も
興
味
深

　

い
と
こ
ろ
で
、
博
士
の
創
見
が
は
っ
き
り
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。

　
　

こ
の
外
に
附
鉄
と
し
て
Ｉ
、
昭
穆
制
度
考
、
こ
、
脇
考
が
あ
る
・
前
者
。

‘
は
昭
穆
制
度
を
原
始
趾
會
學
上
の
結
婚
階
級
（
ヨ
ａ
ｒ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
　
ｃ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
を
）
參
考

と
し
、
後
者
は
ｓ
ｏ
ｒ
ｏ
'
ａ
ｔ
ｅ
を
參
考
と
し
っ
ｔ
極
め
て
整
っ
た
論
旨
が

展
開
さ
れ
て
ゐ
て
、
と
も
に
本
文
と
胞
く
開
聯
す
る
論
文
で
あ
る
。
。
。

　

以
上
で
簡
草
な
紹
介
を
終
＆
が
ヽ
・
へ
ｙ
を
片
手
に
ゅ
っ
く
り
讃
め
ば
。

積
極
的
な
弱
鮎
は
見
っ
が
ら
ぬ
ま
で
I
#
｡
考
護
の
隅
々
ま
で
は
理
解
で
き

ぬ
ま
で
も
、
疑
問
を
懐
く
箇
處
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ

れ
は
草
な
る
疑
問
で
あ
っ
て
、
私
は
何
の
解
答
を
も
持
た
ぬ
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
ｉ
に
述
べ
て
も
無
意
味
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
氏
族
組
織
か
ら
三
族
制

へ
り
愛
遷
の
根
本
的
原
因
と
考
へ
ら
れ
る
家
族
経
済
型
式
の
愛
遁
に
就
い

て
は
ヽ
ほ
ん
の
少
し
附
け
足
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
（
五
七
三
頁
）
、
物
足
ら

ぬ
感
じ
が
す
る
。
こ
の
方
面
へ
の
研
究
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
ふ
。

そ
れ
は
本
書
の
直
接
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ら
■
^
'
･
Ｒ
。

　

本
書
を
讃
ん
で
何
よ
か
気
持
が
よ
か
っ
た
こ
と
は
、
全
膿
の
謄
系
と
研

究
方
法
と
が
は
っ
き
り
し
て
ゐ
る
こ
と
｀
で
あ
る
。
こ
の
様
な
臍
系
に
は
、

論
文
の
寄
せ
集
め
で
は
求
め
ら
れ
ぬ
味
が
あ
る
ｏ
方
法
は
あ
く
ま
で
周
到

巌
密
な
考
誕
で
あ
る
。
し
か
し
考
瞭
に
絡
る
の
で
は
な
く
ヽ
正
営
な
理
由

あ
る
解
仰
が
そ
れ
か
ら
進
め
ら
れ
る
。
所
謂
歴
史
的
展
生
的
見
解
が
全
堕

を
貢
い
て
ゐ
る
。
特
に
原
始
齢
會
學
の
研
究
成
果
を
批
判
的
に
と
り
入
れ

て
研
究
を
１
　
め
ら
れ
た
こ
と
は
ヽ
た
し
か
に
支
那
ぎ
代
家
族
制
度
に
開
す
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H2

る
研
究
を
前
進
さ
せ
た
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

〔
小
畑

　

龍
雄
〕

　
　
　

東
亜
古
文
化
研
究

　
　
　
　

原
田
淑
人
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
五
年
十
一
且
貧
行

　

本
書
は
明
治
末
年
以
来
三
十
有
訟
年
間
に
渉
る
著
者
の
論
文
四
十
入
篇

の
集
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
本
書
集
録
の
諸
論
文
を
要
約
す
る
な
ら

ば
、
先
づ
著
者
の
研
究
が
正
倉
院
御
物
に
よ
る
唐
代
文
化
の
閉
明
に
出
翌

さ
れ
更
に
そ
こ
に
見
ら
れ
る
東
西
爾
文
化
の
交
流
に
思
ひ
を
い
た
さ
れ
、

逞
に
は
ひ
ろ
く
考
古
學
上
よ
り
東
西
雨
文
化
の
闘
係
に
ま
で
酸
展
さ
れ
、

た
こ
と
が
本
書
の
根
幹
を
な
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
而
も
こ
の
根
幹
こ
そ
官

に
著
者
の
今
日
ま
で
に
辿
ら
れ
し
研
究
の
酸
匪
過
程
そ
の
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
東
亜
古
文
化
の
研
究
と
い
ふ
困
難
な
る
分
野
に
著
者
が
飛
自
の

方
法
も
て
開
拓
の
歩
を
進
め
ら
れ
、
既
に
過
云
に
於
て
そ
の
貴
重
な
る
ア

ル
バ
イ
ト
は
数
回
の
公
刊
を
見
て
ゐ
る
。
資
料
の
不
備
に
よ
く
う
ち
か
た

れ
る
べ
く
著
者
の
と
ら
れ
た
方
法
は
常
に
澄
物
の
み
で
な
く
む
し
ろ
文
献

に
重
鮎
を
置
か
れ
た
。
而
も
そ
の
文
献
の
渉
敏
駆
使
も
常
に
置
物
に
對
ｔ

る
深
さ
理
解
も
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ひ
い
て
著
者
拘
自
の
愚
問
膿
系

を
築
か
れ
た
所
以
と
思
ふ
。
そ
の
著
者
の
學
問
臍
系
は
古
く
は
『
支
那
房

代
の
服
飾
』
或
ひ
は
近
年
の
『
漢
六
朝
の
服
飾
』
に
於
て
置
憾
な
く
晟
揮

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
爾
書
に
よ
っ
て
充
分
著
者
の
學
間
膿
系

を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
今
新
た
に
本
書
を
手
に
す
る
時
、
更
に
さ
き
に

述
べ
た
如
き
著
者
の
辿
ら
れ
且
つ
晟
展
さ
れ
た
研
究
過
程
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
研
究
過
程
の
出
畿
駄
が
正
１
　
院
御
物
を
通

し
て
の
唐
代
文
化
の
明
明
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
著
者
の
と
ら
れ
た
桐

自
の
方
法
が
自
ら
定
ま
っ
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
正
に
對
蒔
的
に
又
方

法
的
に
新
し
き
分
野
開
拓
の
混
命
を
に
な
は
れ
た
輝
か
し
き
出
翌
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
か
く
て
著
者
の
と
ら
れ
た
方
法
、
そ
れ
に
よ
る
膿
系
、
陸

系
化
を
裏
づ
け
る
研
究
過
程
を
今
我
々
は
如
賓
に
知
る
こ
と
が
で
き
よ

　

次
に
本
書
中
の
一
人
の
論
文
を
紹
介
す
る
煩
を
避
け
て
大
陸
を
述
べ
て

見
よ
う
。
先
づ
唐
代
ひ
い
て
は
我
が
天
平
時
代
の
風
俗
を
考
察
せ
ら
れ
た

も
の
を
の
せ
る
が
、
か
ゝ
る
著
者
の
欲
求
は
自
ら
正
１
　
院
御
物
へ
の
注
目

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
唐
代
文
化
を
反
映
せ
る
御
物
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
感
が
官
に
波
斯
、
東
羅
馬
、
印
度
等
の
西
方
要
素
に
本
づ
く
こ
と
を

瞼
出
さ
れ
る
べ
く
努
力
さ
れ
た
の
が
「
正
倉
院
御
物
を
通
し
て
観
た
る
東

西
文
化
の
交
渉
」
の
一
論
で
あ
る
。
外
来
系
の
岡
紋
に
収
い
て
は
巴
紋
、

湊
代
の
騎
射
狩
猟
文
が
述
べ
ら
れ
る
。
古
鏡
開
係
の
も
の
と
し
て
は
海
獣

葡
萄
鏡
を
は
じ
め
唐
鏡
背
文
の
西
方
意
匠
や
賓
飾
、
或
ひ
は
又
古
鎗
の
背

紋
と
一
般
工
肪
岡
紋
と
の
関
係
等
が
破
璃
鏡
の
起
源
と
共
に
含
ま
れ
て
ゐ

る
。
次
に
は
古
代
の
刀
剣
で
あ
り
更
に
問
題
多
き
秦
の
金
人
、
銅
鼓
が
興

味
深
く
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
陶
器
、
陶
俑
そ
の
他
明
器
等
を
取
扱
っ
た
諸

論
文
中
に
は
従
来
不
明
な
り
し
支
那
南
北
朝
時
代
の
土
器
を
紹
介
さ
れ
た
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