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出
土
文
字
資
料
に
よ
る
日
本
古
代
社
会
集
団
の
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本
論
文
の
目
的
は
、
第
一
に
、
出
土
文
字
資
料
が
遺
跡
の
理
解
と
評
価
に
有
効
で
あ
り
、
出
土
文
字
資
料
と
遺
跡
を
総
体
的
に
把

握
す
る
こ
と
が
日
本
古
代
史
研
究
の
可
能
性
を
開
く
有
用
な
研
究
方
法
で
あ
る
こ
と
を
実
例
を
も
っ
て
示
す
こ
と
、
第
二
に
、
出
土

文
字
資
料
を
あ
る
社
会
集
団
の
内
部
で
作
成
・
使
用
さ
れ
た
文
字
資
料
と
し
て
捉
え
、
当
該
集
団
の
人
的
構
成
・
活
動
実
態
な
ど
を

具
体
的
に
解
明
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
出
土
文
字
資
料
に
よ
る
研
究
方
法
の
確
立
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。 

 

第
一
部
「
社
会
集
団
と
し
て
の
仏
教
界
」
で
は
、
飛
鳥
池
遺
跡
北
地
区
出
土
木
簡
群
を
主
な
検
討
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
七
世

紀
後
半
の
大
寺
内
部
社
会
集
団
の
構
成
、
大
寺
の
機
能
と
役
割
、
大
寺
と
諸
寺
と
の
関
係
性
、
大
寺
と
諸
寺
を
包
括
す
る
京
内
寺
院

と
い
う
枠
組
み
の
意
義
、
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

第
一
章
「
飛
鳥
池
遺
跡
北
地
区
出
土
木
簡
と
飛
鳥
寺
」
で
は
、
こ
の
木
簡
群
（
北
地
区
木
簡
）
が
飛
鳥
寺
の
人
と
物
の
管
理
を
掌

る
三
綱
所
の
現
業
部
門
（
飛
鳥
寺
三
綱
政
所
と
仮
称
）
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
木
簡
群
の
出
土
地
で
あ
る
飛

鳥
池
遺
跡
北
地
区
は
そ
の
業
務
空
間
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
こ
の
木
簡
群
の
分
析
に
よ
り
、
七
世
紀
後
半
（
天
武
朝
～
文
武

朝
）
に
お
け
る
飛
鳥
寺
の
僧
侶
集
団
の
内
部
構
成
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
の
飛
鳥
寺
の
僧
侶
集
団
で
は
禅
院
の
住

持
で
あ
る
道
昭
が
主
導
的
な
地
位
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
道
昭
は
禅
院
に
居
住
し
道
昭
招
来
の
新
し
い
教
学
や
禅
行
を
学
ぶ

弟
子
僧
達
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
飛
鳥
寺
の
僧
侶
集
団
は
寺
院
全
体
と
禅
院
と
い
う
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
た
と
推
定

し
た
。
ま
た
天
武
朝
初
期
の
飛
鳥
寺
で
は
、
多
額
の
封
戸
施
入
、
道
昭
の
禅
院
還
住
、
三
綱
政
所
の
活
動
開
始
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
相
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継
い
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
二
章
「
大
寺
制
の
成
立
と
都
城
」
で
は
、
大
寺
の
機
能
、
お
よ
び
大
寺
制
の
下
で
飛
鳥
寺
が
担
っ
た
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

天
武
朝
初
期
に
制
度
的
に
成
立
し
た
大
寺
と
は
都
城
を
構
成
す
る
一
部
分
で
あ
り
、
政
治
の
場
お
よ
び
官
人
の
集
住
空
間
と
し
て
の

宮
都
、
仏
事
の
場
お
よ
び
僧
侶
の
集
住
空
間
と
し
て
の
大
寺
と
い
う
機
能
分
担
が
行
わ
れ
て
い
た
。
大
寺
に
求
め
ら
れ
た
機
能
と
は

国
家
的
仏
事
に
お
い
て
多
人
数
の
僧
侶
を
動
員
し
て
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
で
あ
り
、
天
武
朝
初
期
の
制
度
的
成
立
と
同
時
に
行
わ

れ
た
大
寺
へ
の
永
年
寺
封
施
入
の
意
義
は
、
経
典
読
誦
集
団
を
養
成
す
る
た
め
の
一
切
経
書
写
を
目
的
と
し
た
寺
院
経
営
基
盤
の
整

備
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
天
武
朝
初
期
に
お
け
る
飛
鳥
寺
の
画
期
と
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
大
寺

重
点
化
政
策
の
現
れ
で
あ
り
、
道
昭
の
禅
院
還
住
の
目
的
は
玄
奘
由
来
の
道
昭
招
来
経
典
を
一
切
経
書
写
の
本
経
と
し
て
活
用
す
る

た
め
、
三
綱
政
所
設
置
の
目
的
は
一
切
経
書
写
を
含
む
大
寺
と
し
て
の
大
規
模
整
備
事
業
を
実
施
す
る
た
め
と
推
定
し
た
。 

 

第
三
章
「
飛
鳥
寺
と
諸
寺
の
禅
行
」
で
は
、
飛
鳥
池
遺
跡
北
地
区
か
ら
出
土
し
た
寺
名
木
簡
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い

る
一
二
の
寺
名
を
大
和
国
内
の
諸
寺
に
比
定
し
た
。
そ
れ
ら
の
寺
院
の
一
部
は
山
林
修
行
の
拠
点
寺
院
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
一
二
ヶ
寺
と
飛
鳥
寺
禅
院
と
の
間
に
修
行
に
伴
う
人
や
物
の
往
来
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
禅
院
は
道
昭

が
主
導
す
る
禅
行
の
教
育
機
関
で
あ
り
、
飛
鳥
寺
に
所
属
す
る
沙
弥
や
僧
侶
が
こ
こ
で
禅
行
を
学
び
、
大
和
国
内
各
地
の
諸
寺
に
滞

在
し
て
山
林
修
行
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
禅
院
は
こ
う
し
た
修
行
拠
点
寺
院
に
所
属
す
る
修
行
者
へ
の
教
育
機
能
も

担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
、
大
寺
と
都
城
所
在
国
（
大
和
国
）
内
の
諸
寺
が
修
行
者
の
往
来
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
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第
四
章
「
都
城
近
郊
寺
院
と
大
寺
」
で
は
、
都
城
の
大
寺
と
都
下
の
諸
寺
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
た
。
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
た
の
は
平
城
京
東
郊
の
春
日
寺
で
あ
る
。
ま
ず
文
献
史
料
と
地
上
遺
構
の
検
討
に
よ
り
春
日
寺
跡
の
位
置
を
特
定
し
、

春
日
離
宮
の
隣
接
地
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。
ま
た
、
春
日
離
宮
の
一
施
設
で
あ
る
春
日
酒
殿
が
、
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た

苑
池
遺
構
を
中
心
と
す
る
一
画
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
春
日
寺
は
春
日
離
宮
に
縁
の
あ
る
皇
族
の
仏
事
を
勤
修
し
た
寺

院
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で
大
寺
の
僧
に
よ
る
講
経
が
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
檀
越
の
繋
が
り
や
大
寺
と
の
至
近
関
係
に
よ

っ
て
、
大
寺
の
僧
侶
に
よ
る
出
張
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
大
寺
と
都
下
の
諸
寺
の
間
に
は
、

第
三
節
で
見
た
よ
う
な
修
行
を
媒
介
と
す
る
関
係
の
他
に
も
様
々
な
相
互
関
係
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。 

 

第
五
章
「
京
内
寺
院
と
都
城
」
で
は
、
都
下
諸
寺
の
法
制
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
諸
史
料
に
「
京
内
寺
院
」
と
あ

る
寺
院
は
僧
綱
の
管
轄
対
象
寺
院
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
う
京
内
は
京
職
の
管
轄
す
る
京
域
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
令
制

で
も
京
職
の
管
轄
対
象
に
寺
院
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
僧
綱
は
、
七
世
紀
前
半
に
全
国
の
寺
院
の
資
財
と
僧
尼
を

把
握
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
が
、
天
武
朝
初
期
に
大
寺
制
が
成
立
す
る
と
同
時
に
大
寺
三
綱
が
構
成
員
に
加
わ
り
、
そ
の
管
轄
範
囲

も
「
京
内
寺
院
」
に
限
定
さ
れ
た
。「
京
内
寺
院
」
と
は
、
大
寺
を
は
じ
め
と
す
る
国
家
的
仏
事
が
日
常
的
に
行
わ
れ
る
都
城
近
郊
寺

院
群
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
僧
綱
が
こ
れ
ら
の
寺
院
の
人
員
構
成
を
把
握
管
理
し
て
い
た
と
考
え
た
。 

 

第
二
部
「
地
域
社
会
集
団
の
変
容
と
仏
教
」
で
は
、
寺
院
遺
跡
の
出
土
文
字
資
料
、
仏
像
銘
文
、
遺
存
地
名
と
い
っ
た
断
片
的
文

字
資
料
を
活
用
し
、
遺
跡
・
遺
物
の
検
討
も
加
え
て
、
寺
院
造
営
の
主
体
と
な
っ
た
造
寺
知
識
集
団
の
実
態
解
明
を
試
み
た
。 

 

第
一
章
「
古
代
の
造
寺
と
社
会
」
で
は
、
主
に
備
中
国
賀
陽
郡
の
栢
寺
を
素
材
と
し
て
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
地
方
寺
院
の
造
寺
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集
団
に
つ
い
て
検
討
し
、
造
寺
が
教
化
僧
―
檀
越
―
知
識
と
い
う
構
造
を
も
つ
知
識
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
当
該
地
域
で
の
社
会

的
地
位
の
確
立
を
目
論
む
地
方
有
力
者
が
檀
越
と
し
て
造
寺
知
識
を
結
集
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
知
識
結
集
の
求
心

性
を
訴
求
す
る
た
め
に
、
そ
の
造
寺
が
天
皇
の
為
の
仏
事
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
理
念
と
、
造
寺
を
通
じ
て
共
に
菩
提
の
境
地
に
至

る
た
め
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
理
念
が
、
共
に
標
榜
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
地
方
有
力
者
に
よ
る
地
位
確
立
の
手
段
と

し
て
造
寺
が
選
択
さ
れ
た
結
果
、
白
鳳
寺
院
の
爆
発
的
増
加
と
い
う
現
象
が
全
国
的
に
生
じ
た
が
、
そ
の
理
由
は
社
会
結
合
を
実
現

す
る
た
め
の
知
識
結
集
と
い
う
仕
組
み
が
造
寺
に
最
初
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
、
七
世
紀
後
半
以
降
、
各
地
で
造
寺
を
契

機
と
す
る
知
識
集
団
が
結
集
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。 

 

第
二
章
「
知
識
寺
院
と
地
域
社
会
」
で
は
、
主
に
河
内
国
大
県
郡
の
鳥
坂
寺
、
お
よ
び
同
寺
を
含
む
河
内
六
寺
を
素
材
と
し
て
七

世
紀
後
半
の
河
内
国
に
お
け
る
造
寺
集
団
に
つ
い
て
検
討
し
、
河
内
六
寺
で
は
造
寺
知
識
の
基
礎
的
結
集
範
囲
は
特
定
の
サ
ト
な
い

し
は
ム
ラ
で
あ
り
、
さ
ら
に
文
字
瓦
の
地
名
か
ら
、
基
礎
的
範
囲
以
外
の
知
識
結
縁
も
受
け
入
れ
て
い
た
と
推
定
し
た
。
地
方
の
造

寺
知
識
は
コ
ホ
リ
規
模
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
河
内
六
寺
の
結
集
範
囲
は
そ
れ
よ
り
小
さ
く
、
地
方
の
事
情
に
よ
っ
て
知
識
集
団

の
結
集
範
囲
は
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
川
の
対
岸
に
当
た
る
隣
評
地
域
か
ら
の
造
寺
知
識
へ
の
参
加
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
造
寺
に
は
異
な
る
地
域
に
分
布
す
る
複
数
の
集
団
が
共
通
目
標
に
よ
り
結
合
す
る
と
い
う
結
集
力
が
あ
り
、
そ
う
し

た
造
寺
知
識
の
結
集
に
よ
っ
て
地
域
に
お
け
る
社
会
集
団
の
変
容
が
促
さ
れ
た
と
考
え
た
。 

 

第
二
章
補
論
「
智
識
寺
小
考
」
で
は
、
河
内
六
寺
の
う
ち
唯
一
サ
ト
名
を
寺
名
に
冠
し
な
い
智
識
寺
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
創
建

当
初
の
智
識
寺
で
は
河
内
国
司
を
檀
越
と
す
る
一
国
規
模
の
知
識
結
集
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
八
世
紀
後
半
に
は
永
年
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寺
封
が
施
入
さ
れ
、
天
皇
が
寺
院
資
財
の
運
用
に
直
接
関
与
し
た
こ
と
、
九
世
紀
後
半
に
は
河
内
国
司
を
造
寺
別
当
と
し
て
修
理
が

行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
智
識
寺
の
創
建
時
に
お
け
る
知
識
結
集
で
は
檀
越
の
有
す
る
公
権
力
を
背
景
と
し
た
強
制
力
が
あ
る
程

度
働
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
八
世
紀
後
半
以
降
は
大
寺
と
な
っ
て
公
的
性
格
が
よ
り
強
ま
っ
た
と
考
え
た
。 

 

第
三
部
「
地
域
社
会
集
団
の
変
容
と
律
令
制
」
で
は
、
長
登
銅
山
跡
出
土
木
簡
群
を
主
な
検
討
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
官
営
採

銅
事
業
の
特
質
と
そ
れ
が
地
域
社
会
に
与
え
た
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

第
一
章
「
官
営
採
銅
事
業
と
地
域
社
会
の
変
容
」
で
は
、
こ
の
木
簡
群
を
作
成
使
用
し
た
長
門
国
採
銅
所
に
お
け
る
官
営
採
銅
事

業
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
木
簡
の
分
析
に
よ
る
と
、
長
登
銅
山
で
生
産
さ
れ
た
銅
の
用
途
は
官
司
・
貴
族
・
寺
院
な
ど
の
需

要
に
限
定
さ
れ
た
。
銅
山
労
働
者
が
課
丁
と
し
て
納
付
す
べ
き
調
銅
に
つ
い
て
も
労
働
名
目
の
振
り
替
え
に
よ
り
官
採
体
制
の
下
で

一
括
生
産
が
行
わ
れ
て
お
り
、
銅
生
産
機
構
お
よ
び
銅
資
源
の
国
家
に
よ
る
独
占
が
官
営
採
銅
事
業
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

こ
う
し
た
独
占
的
生
産
体
制
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
七
世
紀
前
半
頃
か
ら
存
在
し
た
民
間
の
銅
生
産
技
術
者
集
団
は
役
丁
と
し

て
徴
発
さ
れ
て
採
銅
所
に
お
け
る
官
営
採
銅
事
業
に
従
事
し
た
が
、
そ
の
徴
発
範
囲
は
関
門
海
峡
を
挟
む
両
岸
二
国
の
産
銅
地
に
広

が
り
、
採
銅
所
の
所
在
郡
で
あ
る
美
祢
郡
に
と
ど
ま
ら
ず
、
長
門
国
全
域
、
お
よ
び
対
岸
の
豊
前
国
に
ま
で
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
一
部
の
産
銅
地
で
は
民
間
技
術
者
集
団
が
消
滅
し
、
技
術
の
継
承
に
断
絶
が
生
じ
た
所
も
確
認
で
き
た
。 

 

第
二
章
「
官
営
採
銅
事
業
と
雇
役
制
」
で
は
、
官
営
採
銅
事
業
に
お
け
る
役
丁
徴
発
制
度
と
し
て
雇
役
制
が
導
入
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
雇
役
制
は
年
度
予
算
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
る
拘
束
力
の
強
い
労
役
制
度
で
あ
り
、
そ
の
導
入
目
的
と
は
銭
貨

発
行
数
量
を
国
家
が
一
元
的
に
管
理
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。
採
銅
所
に
お
け
る
雇
役
制
で
は
、
本
来
中
央
に
送
る
べ
き
庸
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を
当
該
国
内
に
と
ど
め
て
役
丁
の
功
食
に
充
て
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
、
採
銅
郡
で
は
庸
米
の
ほ
ぼ
全
量
が
採
銅
所
に
送
ら
れ
て

郡
全
体
が
官
営
採
銅
事
業
の
下
に
取
り
込
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
雇
役
制
を
は
じ
め
と
す
る
官
営
採
銅
事
業
で
の
諸
制
度
は
国
家

に
よ
る
強
力
な
独
占
性
と
拘
束
性
を
備
え
て
お
り
、
産
銅
地
の
地
域
社
会
集
団
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
体
制
内
に
組
み
込
み
、
地
域
社
会

構
造
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
。 

 

第
四
部
「
出
土
文
字
資
料
の
諸
相
」
で
は
、
類
例
の
少
な
い
出
土
文
字
資
料
を
取
り
上
げ
、
現
状
の
形
状
や
記
載
様
式
な
ど
に
基

づ
き
、
原
形
を
保
っ
て
い
な
い
木
簡
の
原
状
復
原
を
試
み
、
木
簡
の
作
成
目
的
や
使
用
実
態
を
検
討
し
た 

 

第
一
章
「
木
に
記
さ
れ
た
暦
」
で
は
、
石
神
遺
跡
出
土
の
具
注
暦
木
簡
を
検
討
対
象
と
し
た
。
暦
注
や
入
節
日
の
干
支
の
組
み
合

わ
せ
か
ら
、
具
注
暦
の
年
代
は
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）
、
表
面
は
三
月
、
裏
面
は
四
月
の
暦
日
を
記
し
た
も
の
と
判
定
し
た
。
二

次
的
整
形
に
よ
り
現
状
で
は
穿
孔
円
盤
形
を
し
て
い
る
が
、
元
来
は
横
幅
四
〇
㎝
強
の
大
型
木
簡
で
、
表
裏
面
と
も
に
一
ヶ
月
分
の

暦
を
記
し
て
い
た
形
状
が
復
元
で
き
た
。
表
裏
面
全
体
に
わ
た
っ
て
刻
界
線
が
施
さ
れ
て
お
り
、
紙
の
具
注
暦
か
ら
転
写
さ
れ
た
こ

と
、
表
裏
は
数
度
に
わ
た
っ
て
削
り
直
さ
れ
て
お
り
、
一
ヶ
月
分
の
暦
を
何
度
も
書
き
換
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
大
型
木
簡
に
暦
を
記
し
た
理
由
と
し
て
、
官
司
に
お
い
て
官
人
が
共
同
利
用
し
て
い
た
状
況
を
想
定
し
た
。 

 

第
二
章
「
地
方
官
衙
と
歌
木
簡
」
で
は
、
秋
田
城
跡
出
土
の
歌
木
簡
を
検
討
対
象
と
し
た
。
同
伴
す
る
荷
札
木
簡
の
新
釈
読
案
に

よ
り
、
木
簡
の
年
代
は
従
来
の
説
よ
り
や
や
遡
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
歌
木
簡
は
現
状
で
歌
が
表
裏
と
も
同
一
側
に

寄
せ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
来
は
そ
の
反
対
側
方
向
に
も
う
少
し
幅
が
広
が
っ
て
お
り
、
表
面
は
少
な
く
と
も
二
首
以
上

の
歌
が
記
さ
れ
て
い
た
と
復
原
し
た
。
歌
木
簡
の
用
途
と
し
て
は
、
新
春
儀
礼
に
お
い
て
唱
和
さ
れ
る
歌
の
記
録
も
し
く
は
準
備
、
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あ
る
い
は
そ
れ
に
関
わ
る
歌
集
か
ら
の
抜
き
書
き
な
ど
、
複
数
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。 

 

以
上
の
計
四
部
に
わ
た
り
、
都
城
周
辺
に
お
け
る
僧
尼
集
団
、
地
方
に
お
け
る
造
寺
知
識
集
団
、
産
銅
地
に
お
け
る
銅
生
産
技
術

者
集
団
、
お
よ
び
官
司
内
に
お
け
る
官
人
集
団
と
い
う
、
古
代
社
会
を
構
成
す
る
様
々
な
社
会
集
団
の
実
態
と
変
容
過
程
に
つ
い
て

考
察
し
、
こ
れ
ら
の
社
会
諸
集
団
が
決
し
て
国
家
か
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
集
団
内
部
で
は
そ

れ
ぞ
れ
に
自
律
性
を
も
ち
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
や
構
成
員
の
離
合
集
散
な
ど
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
集
団
の
姿
は
変
化
し
続
け

て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
出
土
文
字
資
料
を
用
い
て
遺
跡
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
歴
史
研
究
に
お
け
る
出
土
文

字
資
料
の
有
効
性
を
端
的
に
示
し
、
社
会
集
団
内
部
資
料
と
し
て
捉
え
た
出
土
文
字
資
料
に
よ
る
研
究
の
方
法
論
を
提
示
し
た
。 


