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【
要
約
】
　
今
日
の
縄
文
時
代
集
落
論
の
課
題
と
し
て
、
e
集
団
が
ど
の
よ
う
な
諸
関
係
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
諸
閾
係
が
一
定
の
関
係
（
構
造
）

と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
の
か
《
社
会
組
織
の
問
題
》
、
⇔
諸
関
係
お
よ
び
構
造
の
地
域
性
、
時
代
性
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
比
較
作
業

が
可
能
か
《
社
会
組
織
比
較
の
問
題
》
、
こ
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
集
団
諸
関
係
の
考

古
学
資
料
に
お
け
る
所
在
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
集
落
空
間
の
分
割
と
分
割
構
造
に
集
団
諸
関
係
と
構
造
の
所
在
を
み
い
だ
し
、
縄
文
時
代
中
期
の
三
集

落
遺
跡
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
集
落
空
間
に
は
少
な
く
と
も
三
種
の
分
割
軸
が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
三
種
の
関
係
が
想
定
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
諸
関
係
は
、
　
「
分
割
と
結
合
」
の
側
面
に
お
い
て
一
つ
の
構
造
を
持
つ
。
こ
の
構
造
は
、
各
地
域
、
各
時
代
の
集
落
遺
跡
か
ら
抽
出
さ
れ
た
集
団
諸

関
係
の
比
較
尺
度
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
大
一
巻
二
号
　
一
九
七
八
年
三
月

隔
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
縄
文
時
代
中
期
の
集
落
を
と
り
上
げ
、

す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
空
間
構
成
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
落
を
形
成
し
た
集
団
の
諸
関
係
を
抽
出

　
集
団
の
活
動
は
、
集
落
空
間
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
何
故
集
落
空
間
を
と
り
あ
げ
た
の
か
、
ま
た
分
析
対
象
は
考
古

学
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
か
ら
如
何
に
す
れ
ば
集
団
の
諸
関
係
が
抽
出
可
能
か
。
ま
ず
こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
㈲
集
落
空
間
の
特
性
、
㈲

場
と
国
的
集
団
（
考
古
学
資
料
を
用
い
て
分
析
す
る
際
に
基
礎
と
な
る
べ
き
空
聞
把
握
の
方
法
）
、
⑥
考
古
学
資
料
の
分
析
方
法
、
の
三
項
目
を
設
け
て
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論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
の
　
集
落
空
間
の
特
性

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
集
落
空
間
は
、
一
定
の
景
観
中
に
、
　
「
居
を
定
め
る
」
と
い
う
意
図
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
　
「
住
む
」
と
い
う
活
動
は
諸
活

動
の
求
心
的
部
分
に
位
置
し
、
空
間
的
に
も
諸
活
動
は
「
住
ま
い
」
を
基
点
に
し
て
、
そ
の
周
囲
に
分
散
さ
れ
る
。
集
落
空
問
は
、
外
観
的
に

は
こ
の
諸
活
動
の
配
列
に
「
住
ま
い
」
を
中
心
に
し
て
一
定
の
区
画
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
集
落
空
間
は
「
住
む
」
と
い
う
活
動
を
基
点
に

し
た
諸
活
動
の
分
布
密
度
の
濃
さ
に
よ
っ
て
周
囲
の
空
間
か
ら
明
確
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
生
態
系
の
観
点
に
お
い
て
検
討
す

る
と
、
集
落
空
間
は
周
囲
の
空
間
に
比
し
て
人
間
活
動
の
密
度
が
最
も
濃
く
、
人
間
以
外
の
生
物
の
本
来
的
活
動
が
極
小
に
ま
で
下
げ
ら
れ
て

い
る
空
間
で
あ
り
、
人
間
が
ま
さ
に
主
人
と
し
て
在
る
空
間
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
活
動
分
布
密
度
の
濃
さ
と
活
動
の
多
様
性
が
一
定
区

画
の
中
で
空
間
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
そ
の
様
式
に
、
人
間
自
ら
の
諸
関
係
が
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
る
空
玉
と
し
て
集
落
空
間
は
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
特
性
か
ら
分
析
対
象
と
し
て
集
落
空
間
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

ω
場
と
目
的
集
団

　
（

　
ま
ず
従
来
の
集
落
研
究
に
お
い
て
集
落
空
間
の
構
成
と
集
団
の
諸
関
係
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
み
て
み
よ
う
。

　
ω
従
来
の
集
落
研
究
　
今
日
に
鋼
る
集
落
研
究
の
原
点
は
、
和
島
誠
一
氏
の
集
落
分
析
と
そ
の
理
解
に
求
め
ら
れ
る
。
和
島
幾
は
、
　
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

市
南
堀
貝
塚
の
分
析
に
お
い
て
、
集
落
空
間
に
住
居
祉
群
以
外
に
中
央
広
場
、
貝
塚
に
代
表
さ
れ
る
ゴ
ミ
捨
場
を
確
認
し
、
ま
た
自
然
条
件
を

加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
落
の
入
口
、
海
岸
へ
の
降
り
道
、
舟
置
場
、
湧
水
地
点
を
推
定
し
、
集
落
空
間
が
各
機
能
を
持
つ
「
揚
」
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
た
。
営
営
が
総
体
と
し
て
馬
蹄
形
の
集
落
形
態
に
収
束
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
共
同
体
規
制
を
認

め
、
自
然
条
件
と
生
産
用
具
か
ら
導
か
れ
る
生
産
様
式
と
、
　
「
規
綱
」
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
規
定
さ
れ
た
共
同
体
の
存
在
を
抽
出
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
隣
接
集
落
群
の
問
題
に
関
し
て
は
、
集
落
間
に
有
機
的
関
連
を
推
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
⑤

　
和
島
茂
の
以
上
の
分
析
と
理
解
に
対
し
、
そ
の
後
の
研
究
は
、
分
布
論
、
集
落
形
態
論
、
単
位
論
に
分
け
ら
れ
る
。
分
布
論
は
、
集
落
の
周
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囲
の
空
間
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
遺
跡
分
布
に
み
ら
れ
る
共
時
的
、
通
時
的
関
連
性
か
ら
、
遺
跡
群
を
抽
出
し
、
生
産
用
具
と
自
然
環

境
か
ら
想
定
さ
れ
る
生
産
様
式
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
跡
群
と
、
遺
跡
群
に
対
応
す
る
空
間
に
、
一
定
の
集
団
と
領
域
を
想
定
し
た

も
の
で
あ
る
。
集
落
形
態
論
は
、
和
島
氏
の
分
析
を
各
時
期
、
各
地
域
の
集
落
遺
跡
に
お
い
て
検
討
し
、
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
単
位
論
は
、

住
居
趾
分
布
の
変
遷
か
ら
住
居
埴
群
と
し
て
ま
と
ま
る
数
種
の
単
位
を
抽
出
し
、
諸
単
位
と
集
落
空
間
、
領
域
の
各
号
と
の
紺
応
関
係
に
「
規

制
」
を
認
め
、
そ
こ
に
各
単
位
の
性
格
と
集
団
の
翼
成
を
み
い
だ
し
て
い
る
。
以
上
、
集
落
の
空
聞
構
成
に
焦
点
を
あ
て
、
各
集
落
論
を
検
討

し
た
が
、
一
定
の
成
果
と
課
題
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
成
果
と
し
て
、
空
間
構
成
か
ら
「
規
制
」
の
存
在
を
抽
出
し
、
　
「
規
綱
」
に
よ

っ
て
ま
と
ま
る
人
々
一
一
定
の
集
団
一
の
存
在
を
明
確
に
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
　
「
規
制
」
の
分
析
は
、
社
会
の
拘
束
力

に
つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
1
集
団
が
ど
の
よ
う
な
諸
関
係
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
諸
関
係
が

一
定
の
関
係
と
し
て
統
合
さ
れ
る
の
か
一
こ
の
点
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
集
落
の
空
間
構
成
か
ら
如
何
に
し
て
集
圃
の
諸
関
係
が
抽
出
さ
れ
る
の
か
、
こ
れ
は
空
閲
構
成
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に

よ
っ
て
い
る
。
次
に
空
間
構
成
の
理
解
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
㈲
場
と
目
的
集
団
（
特
に
居
住
集
団
の
諸
関
係
の
位
置
に
つ
い
て
）
諸
活
動
の
目
的
遂
行
の
た
め
に
、
．
一
定
の
空
間
に
は
一
定
の
機
能
が
付
与
さ

れ
て
い
る
・
以
後
・
特
定
の
機
能
を
持
つ
空
間
霧
と
し
・
場
に
竺
つ
の
活
動
の
藩
論
認
め
る
こ
と
に
す
殉
・
；
の
活
甦
は
・
そ

れ
に
み
あ
う
集
団
（
特
定
の
活
動
遂
行
の
た
め
の
合
目
的
集
団
の
こ
と
、
以
後
層
的
集
団
と
す
る
）
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
場
に
は
一
つ

の
目
的
集
団
が
存
在
す
る
。
集
落
空
間
は
、
特
定
の
機
能
を
持
つ
種
々
の
場
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
周
囲
の
空
間
も
ま
た
、
集
落
空
間
に
補

完
的
な
場
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
集
落
空
間
、
周
囲
の
空
間
に
は
数
種
の
目
的
集
団
が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
空
間
の
構
成
と

は
場
と
場
の
関
係
総
体
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
、
目
的
集
団
間
に
も
一
定
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
間
構
成
は
目
的
集
団
の
構
成

に
変
換
で
き
る
（
第
一
図
）
。
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
集
団
の
諸
関
係
を
空
間
の
中
に
み
い
だ
し
得
る
糸
口
を
み
つ
け
た
と
い
え
る
。

　
よ
っ
て
、
今
糸
口
と
な
る
こ
の
目
的
集
団
間
の
関
係
な
る
も
の
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
関
係
は
一
面
で
は
生
活
様
式
に
還
元
さ
れ
る
。
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第1図　集落の空間構成と集団の諸関係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
な
わ
ち
、
目
的
集
団
間
の
関
係
は
、
居
住
集
団
、
祭
礼
（
広
場
）
集
団
、
葬
礼
（
墓
域
）
集
団
、
生
産

集
団
、
消
費
集
団
と
い
う
よ
う
に
、
場
に
対
応
す
る
活
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
集

団
の
そ
の
間
の
関
係
と
し
て
、
居
住
、
祭
礼
、
葬
礼
、
生
産
、
消
費
と
い
う
分
類
さ
れ
た
活
動
間
の

関
係
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
有
機
的
関
係
総
体
は
一
定
の
生
活
様
式
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
間
構
成
か
ら
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
活
動
そ
の
も
の
で
は

な
く
て
、
活
動
主
体
で
あ
る
集
団
の
諸
関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
目
的
集
団
間
の
関
係
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
集
落
空
間
は
場
に
分
割
さ
れ
、
各
々
に
目
的
集
団
が
想

定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
集
落
を
形
成
し
た
集
団
は
場
の
数
だ
け
分
割
さ

　
　
　
　
　
③

れ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
集
団
と
い
う
一
定
の
人
々
の
ま
と
ま
り
に
は
、
そ
の
構
成
員
間
に
一

定
の
関
係
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
を
第
一
図
の
よ
う
に
、
属
的
集
団
A
が
関
係
a
、
B
が
関
係
b
、

b
が
関
係
。
、
D
が
関
係
d
、
E
が
関
係
e
を
持
つ
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
と
、
集
落
を
形
成
し

た
集
団
の
構
成
員
は
、
a
、
b
、
c
、
d
、
e
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
集
落
を

形
成
し
た
集
団
の
目
的
集
団
へ
の
分
割
は
、
集
団
構
成
員
諸
関
係
の
分
割
に
対
応
し
、
目
的
集
団
は

集
落
を
形
成
し
た
集
団
の
諸
関
係
中
の
一
定
の
関
係
を
保
持
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
（
第
一
図
）
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
目
的
集
団
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
た
「
居
住

集
団
」
の
内
容
で
あ
り
、
対
応
す
る
場
の
特
質
で
あ
る
。
こ
の
集
団
の
活
動
目
的
は
「
住
む
」
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
他
の
活
動
成
果
の
も
と
に
成
立
し
、
か
つ
他
の
活
動
目
的
に
契
機

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
は
、
諸
活
動
の
起
点
と
し
て
、
ま
た
結
集
点
と
し
て
在
る
。
こ
の
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こ
と
は
、
諸
目
的
集
団
に
と
っ
て
、
こ
の
場
が
分
散
起
点
で
あ
り
、
か
つ
結
集
点
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
集
し
た
諸
目
的
集
団
は
、
こ

の
場
に
お
い
て
「
居
住
集
団
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
居
住
集
団
は
活
動
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
他
の
目
的
集
団
と
位
相
を
異
に

し
、
こ
の
性
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
空
間
レ
ベ
ル
に
お
け
る
突
出
し
た
場
の
主
体
と
し
て
、
明
確
に
他
の
目
的
集
団
か
ら
区
分
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
居
住
集
団
」
は
諸
目
的
集
団
の
共
通
分
母
と
し
て
、
そ
の
ま
と
ま
り
と
そ
の
成
果
を
具
現
し
、
諸
目
的
集
団
の
母
胎

と
し
て
の
内
容
を
与
え
た
「
集
落
形
成
集
団
」
の
実
体
に
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
居
住
集
団
の
活
動
と
対
応
す
る
場
の
特
質
を
検
討
し
た
が
、
諸
目
的
集
団
に
と
っ
て
、
　
「
居
住
集
団
」
と
「
集
落
形
成
集
団
」
は
、
同
一
の

内
容
を
持
つ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
し
た
集
落
の
空
間
構
成
に
お
け
る
、
集
落
空
間
の
場
へ
の
分
割
¢
集
落
形
成
集
団
の
目
的
集
団

へ
の
分
割
¢
集
落
形
成
集
団
の
諸
関
係
の
目
的
集
団
へ
の
分
割
¢
目
的
集
団
は
集
落
を
形
成
し
た
集
団
の
諸
関
係
中
の
一
定
の
関
係
を
保
持
す

る
、
と
い
う
一
連
の
理
解
に
潤
し
、
　
「
集
落
形
成
集
団
」
を
「
居
住
集
団
」
に
置
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
目
的
集
団
は
居
住
集
団
の
諸
関

係
中
の
一
定
の
関
係
を
保
持
す
る
」
と
い
う
結
論
に
到
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
集
落
空
聞
の
場
へ
の
分
割
」
は
、
　
「
居
住
空
間
の
場
へ
の
分

割
」
と
構
造
的
に
同
一
内
容
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
変
換
作
業
結
果
か
ら
、
空
問
の
構
成
と
集
団
の
諸
関
係
と
の
関
係
を
よ
り
良
く
理
解
で
き
る
。
先
に
、
空
間
の
構
成
は
場
と
場
の
関

係
総
体
と
し
た
が
、
こ
れ
は
居
住
空
間
と
他
の
場
の
関
係
と
し
て
具
体
的
に
把
握
さ
れ
る
。
　
一
方
、
集
団
の
諸
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
目
的

集
団
は
居
住
集
団
の
諸
関
係
を
分
割
保
持
す
る
が
、
こ
の
あ
り
方
は
、
居
住
集
団
が
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
よ

う
に
、
分
割
態
と
し
て
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
定
の
結
奇
態
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
居
住
集
団
の
諸
関
係
を
分
節
し
た
も
の
と
い
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
空
間
構
成
と
集
団
の
諸
関
係
に
は
次
の
関
係
が
成
立
す
る
。
場
の
形
成
－
集
団
諸
関
係
の
分
節
、
空
間
構
成
－
諸
関
係
の

関
係
－
集
団
構
造
。

　
以
上
、
集
落
の
空
間
構
成
は
居
住
空
間
と
他
の
場
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
こ
に
集
団
構
造
の
所
在
と
、
無
関
係
の
分
節
さ
れ
た
姿
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ゆ
え
に
残
さ
れ
た
作
業
は
、
考
古
学
資
料
を
用
い
て
、
居
住
空
間
か
ら
集
団
の
諸
関
係
を
抽
出
し
、
か
つ
集
落
の
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空
間
構
成
か
ら
諸
関
係
の
分
節
態
を
明
ら
か
に
す
る
、
そ
の
方
法
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
の
　
考
古
学
資
料
の
分
析
方
法

　
（

　
ω
居
住
空
間
に
お
け
る
集
団
の
諸
関
係
　
上
述
し
た
様
に
居
住
空
間
は
、
集
落
の
空
間
構
成
上
「
要
」
の
位
置
に
あ
り
、
集
団
の
諸
関
係
が

集
中
展
開
し
て
い
る
場
と
理
解
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
集
団
が
自
ら
の
存
在
を
住
居
趾
群
と
し
て
大
地
に
刻
ん
だ
空
間
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
考
古
学
上
、
集
団
な
る
一
定
の
人
々
の
ま
と
ま
り
を
可
視
的
に
具
体
的
に
把
握
で
き
る
唯
一
の
空
間
と
し
て
在
る
。

　
住
居
祉
群
か
ら
は
、
通
常
数
種
の
分
布
単
位
が
抽
出
さ
れ
る
が
、
最
小
単
位
は
一
基
の
住
居
肚
で
あ
り
、
最
大
単
位
は
全
住
居
肚
の
ま
と
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
で
あ
る
。
こ
の
最
大
、
最
小
単
位
の
間
に
隣
接
住
居
肚
群
の
ま
と
ま
り
と
し
て
把
握
さ
れ
る
中
間
単
位
も
知
ら
れ
る
。
居
住
空
間
は
一
基
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

住
居
趾
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
単
位
の
存
在
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
分
割
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
集
団
も
分
割
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
分
割
と
は
分
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
作
業
に
お
い
て
一
定
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
ま
と
ま
り
に
対

し
て
一
定
の
基
準
を
設
け
、
ま
と
ま
り
を
構
成
す
る
要
素
の
規
準
と
の
関
係
で
ま
と
ま
り
は
分
割
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
分
割
さ
れ
た

要
素
間
に
は
規
準
を
媒
介
に
し
て
一
定
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
は
、
規
準
の
内
容
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
分
割
さ
れ
た
集
団
間
に
は
分
割
に
対
応
す
る
関
係
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
集
団
の
関
係
は
そ
の
分
割
に
よ
っ
て
所
在
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
分
割
の
種
類
だ
け
抽
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
居
住
空
間
の
分
割
に
よ
っ
て
集
団
の
関
係
は
抽
出
さ
れ
、
そ
の

関
係
は
住
居
の
分
布
（
分
類
基
準
）
に
お
け
る
空
間
的
関
係
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
我
々
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
集
団
の
関
係
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
例
え
ば
、
集
落
空
間
に
お
い
て
住
居
群
の
ま
と
ま
り
が
北

部
と
南
部
に
み
ら
れ
る
と
し
て
も
、
北
部
と
南
部
の
関
係
が
そ
の
ま
ま
集
団
の
関
係
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
つ
の
文
化

現
象
の
内
容
は
、
所
在
に
よ
っ
て
意
識
の
中
に
あ
る
も
の
、
行
為
の
中
に
あ
る
も
の
、
外
界
の
物
体
の
中
に
あ
る
も
の
、
の
三
種
に
分
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
上
述
の
基
準
は
物
体
の
中
に
あ
る
も
の
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
抽
出
し
た
関
係
は
外
界
の
物
体
と
し
て
の

姿
を
．
持
つ
。
行
為
・
意
識
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
古
学
資
料
が
物
質
で
あ
る
以
上
、
集
団
の
社
会
的
関
係
等
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の
行
為
、
意
識
の
内
容
に
つ
い
て
は
間
接
的
に
し
か
把
握
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
述
し
て
き
た
集
団
の
関
係
は
、
　
「
分
か
れ
る
」
と
い
う
意

味
に
お
い
て
行
為
・
意
識
の
一
部
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
団
の
諸
関
係
は
、
行
為
・
意
識
の
領
域
に
お
い
て
は
分
割

と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
又
諸
関
係
の
関
係
、
す
な
わ
ち
集
団
の
構
造
は
分
割
構
造
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
居
住
空
間
の
分
割
と
集
団
の
関
係
を
捉
え
る
と
、
上
述
し
て
き
た
分
割
は
住
居
祉
群
の
分
布
に
よ
る
居
住
空
間
の
分
割
、
対
応
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
集
団
の
分
割
で
あ
っ
た
が
、
　
「
分
か
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
各
住
居
趾
構
成
要
素
の
形
態
分
類
、
要
素
の
有
無
に
よ
っ
て
も
居
住

空
間
は
分
割
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
居
肚
群
の
分
布
に
住
居
趾
構
成
要
素
の
形
態
分
類
、
要
素
の
有
無
を
重
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
布

に
よ
る
分
割
を
強
化
し
た
り
、
分
布
に
お
い
て
不
明
確
な
分
割
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
居
住
空
間
に
お
け
る
集

団
諸
関
係
の
分
析
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
し
か
し
、
問
題
は
居
住
空
間
に
分
布
す
る
全
て
の
遺
構
、
遺
物
を
動
員
し
た
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。

住
居
吐
構
成
要
素
に
は
、
祭
祀
、
生
産
、
消
費
等
に
関
与
す
る
遺
構
、
遺
物
が
属
し
、
し
た
が
っ
て
祭
祀
集
団
の
関
係
、
生
産
集
団
の
関
係
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

消
費
集
団
の
関
係
が
上
述
の
集
団
諸
関
係
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
諸
目
的
集
団
の
活
動
の
一
端
、
或
い
は
全
て
が

居
住
空
間
に
み
ら
れ
る
の
は
、
居
住
空
間
の
特
質
で
あ
り
、
諸
目
的
集
団
の
関
係
が
居
住
集
団
の
諸
関
係
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
㈲
㈲

で
述
べ
た
よ
う
に
、
居
住
集
団
の
諸
関
係
を
他
の
囲
的
集
団
が
分
割
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
全
て
集
団
の
諸
関
係
と
し
て
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
黒
鳥
、
遺
物
の
属
性
に
よ
っ
て
諸
関
係
の
分
節
さ
れ
た
在
り
方
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈹
集
団
諸
関
係
の
分
節
（
居
住
空
間
と
他
の
場
と
の
関
係
）
　
集
団
諸
関
係
の
分
節
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
居
住
空
間
に
お
け
る
他
の
目
的
集
団

の
活
動
を
表
象
す
る
遺
物
・
遺
構
の
分
布
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
㈲
㈲
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
居
住
空
間
と
他
の
揚
の
関
係
に
そ

の
所
在
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
居
住
空
間
に
は
数
種
の
分
割
軸
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
分
割
軸
が
他
の
場
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
を
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
集
団
諸
関
係
の
分
節
態
、
他
の
醤
的
集
団
の
諸
関
係
が
把
握
さ

れ
る
が
、
そ
の
集
団
と
し
て
の
実
態
は
、
各
目
的
集
団
が
保
持
す
る
関
係
を
函
数
と
し
て
居
住
集
団
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
は
、
居
住
空
間
の
揚
へ
の
分
割
は
居
住
集
団
の
他
の
目
的
集
団
へ
の
分
割
¢
居
住
集
団
の
諸
関
係
の
他
の
目
的
集
団
へ
の
分
割
¢
他
の
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目
的
集
団
は
居
住
集
団
の
諸
関
係
中
の
一
定
の
関
係
を
保
持
す
る
と
い
う
一
連
の
理
解
に
合
致
す
る
。
た
だ
、
考
古
学
に
お
い
て
活
動
空
間
は
、

ま
ず
遺
構
、
遺
物
の
存
在
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
、
空
間
を
形
成
す
る
諸
場
の
特
性
は
、
遺
物
、
遺
構
の
属
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
直
接
的
に
把
握
で
き
る
場
が
あ
る
一
方
、
集
落
外
の
場
i
生
産
の
場
等
は
、
遺
物
、
遺
構
、
集
落
立
地
を
総
合
す
る
生

活
様
式
の
一
部
と
し
て
想
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
様
な
場
と
居
住
空
間
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
り
、
対
応
す
る
目
的
集

団
の
実
態
も
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
、
上
述
し
た
よ
う
に
彼
ら
の
活
動
目
的
に
対
応
す
る
遺
物
、
遺
構
の
居
住
空
華
に
お
け

る
在
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
持
す
る
関
係
－
諸
関
係
の
分
節
1
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
関
係
は
活
動
の
一
側
面
に
対
「
応
ず
る

も
の
で
あ
り
、
全
て
で
は
な
い
。

　
以
上
、
考
古
学
資
料
を
用
い
て
居
住
空
間
か
ら
集
団
の
諸
関
係
を
分
析
す
る
方
法
、
集
落
の
空
間
構
成
か
ら
諸
関
係
の
分
節
さ
れ
た
姿
を
把

握
す
る
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
。
次
に
縄
文
時
代
中
期
の
三
集
落
遺
跡
を
と
り
あ
げ
、
具
体
的
に
集
団
の
諸
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
う
。

な
お
、
集
団
は
現
象
的
に
は
住
居
趾
群
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
記
述
で
は
便
宜
上
集
団
の
関
係
を
住
居
趾
群
の
関
係
と
し
て

表
わ
す
。

①
　
人
間
と
自
然
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
空
間
を
景
観
と
し
た
。
集
落

　
が
形
成
さ
れ
る
空
間
は
、
全
く
の
自
然
環
境
と
し
て
集
団
に
対
特
す
る
も
の
で
は

　
な
い
。
集
落
は
集
団
が
保
持
す
る
領
域
に
形
成
さ
れ
、
領
域
は
自
然
環
境
と
隣
接

　
集
落
を
形
成
す
る
集
団
と
の
関
係
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
景
観
と
は
領
域
の
意
味
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
概
念
的
に
領
域
と
集

　
落
空
間
の
境
界
は
明
確
で
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
諸
活

　
動
に
お
け
る
集
落
空
間
の
位
罎
で
あ
り
、
集
落
空
間
と
周
囲
の
空
闘
の
境
界
を
明

　
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
景
観
を
採
用
し
た
の
で
あ

　
る
。
後
述
す
る
様
に
、
集
蕩
空
間
は
人
間
の
空
間
と
し
て
あ
り
、
自
然
と
の
相
互

　
作
用
に
よ
っ
て
そ
の
多
く
が
決
定
さ
れ
る
景
観
と
明
確
に
区
別
ざ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
　
和
島
誠
一
「
南
堀
貝
塚
と
原
始
集
落
」
　
『
横
浜
市
史
』
1
二
九
五
六
年

③
市
原
寿
文
「
縄
文
時
代
の
共
同
体
を
め
ぐ
っ
て
」
『
考
古
学
研
究
』
第
六
巻
第

　
一
号
　
一
九
五
九
年
　
鎌
木
義
昌
・
高
橋
護
「
纒
文
文
化
の
発
展
と
地
域
性
　
瀬

　
戸
内
」
『
零
本
の
考
古
学
隔
H
　
一
九
六
五
年
置
二
四
五
一
二
四
八
頁
杉
原
荘

　
介
・
戸
沢
充
則
「
縄
文
時
代
の
社
会
と
生
活
」
　
『
市
川
市
史
』
第
一
巻
　
一
九
七

　
一
年
　
二
八
五
－
二
九
九
頁

④
麻
生
優
「
縄
文
時
代
後
期
の
集
落
」
『
考
古
学
研
究
』
第
七
巻
第
二
号
　
｝
九

　
六
〇
年
後
藤
和
民
「
原
始
集
落
研
究
の
方
法
論
序
説
」
　
『
駿
台
史
学
臨
第
二
七

　
号
　
一
九
七
〇
年
　
六
八
－
七
一
頁
、
　
一
〇
八
頁

⑤
　
水
野
正
好
「
縄
文
時
代
集
落
復
原
へ
の
基
礎
的
操
作
」
　
『
古
代
文
化
』
第
二
一

　
巻
三
．
四
号
　
一
九
六
九
年
　
菅
原
正
明
「
縄
文
晴
代
の
集
落
」
『
考
古
学
研
究
』

　
第
一
九
巻
第
二
号
　
｝
九
七
四
年
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⑥
　
一
つ
の
場
が
他
の
揚
に
変
移
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
兼
合
、
揚
に
対
応
す
る

　
空
間
に
は
二
つ
以
上
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る
。
空
聞
構
成
は
時
間
の
組
織
化
に
対

　
応
ず
る
。

⑦
墓
域
に
於
い
て
一
ぢ
の
集
団
が
存
在
す
る
。
生
者
と
死
者
で
あ
る
。
墓
域
は
集

　
団
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
鏡
の
歪
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
醤
的
集
団
は
死

　
者
を
指
す
。

⑧
　
し
か
し
、
か
り
に
祭
祀
集
団
と
生
産
集
団
を
例
に
あ
げ
る
と
、
両
集
団
は
別
個

　
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
一
致
す
る
か
、
一
方
に
包
摂
さ
れ
る
か
、

　
或
い
は
互
い
に
そ
の
　
部
を
形
成
す
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
集
落
を
形
成
し
た
集
団
は
、
目
的
集
団
の
総
和
で
は
な
い
。
こ
の
集
落
を
形
成
し

　
た
集
団
と
目
的
集
団
の
関
係
を
、
集
団
の
構
成
員
に
つ
い
て
み
る
と
、
彼
ら
は
数

　
種
（
全
て
で
は
な
い
）
の
目
的
集
団
に
重
複
し
て
属
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以

　
降
、
こ
の
目
的
集
団
が
保
持
す
る
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
目
的
集
団
は
、
集

　
落
形
成
集
団
の
諸
関
係
か
ら
抽
出
さ
れ
た
特
定
の
関
係
に
よ
っ
て
衷
と
ま
る
人
々

　
な
の
で
あ
る
。

⑨
　
墓
域
に
お
い
て
、
集
団
は
人
骨
群
と
し
て
よ
り
具
体
的
に
掘
握
で
き
る
。
墓
域

　
で
は
被
葬
集
団
の
専
制
上
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
遺
骸
に
残
さ
れ
た
生
前
の
活
動

　
の
蓑
象
や
痕
跡
（
歯
牙
変
形
、
骨
、
歯
の
消
耗
度
）
に
よ
っ
て
、
他
の
目
的
集
団

　
の
関
係
も
抽
出
で
き
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
様
な
居
住
空
間
の
在
り
方
と
異
な

　
っ
て
、
他
の
目
的
集
団
の
活
動
と
の
重
複
が
少
な
い
為
、
集
団
諸
色
係
の
分
節
や
、

　
分
節
さ
れ
た
関
係
に
よ
っ
て
他
の
目
的
集
団
の
実
体
を
被
葬
集
団
か
ら
抽
出
す
る

　
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
集
団
の
ま
と
ま
り
を
把
握
す
る
際
の
墓
域
集
団
の
戦
術
的

　
な
弱
点
は
、
人
骨
の
残
存
度
が
環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
例
え
人
骨
が

　
遺
存
し
な
く
と
も
そ
の
墓
制
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
い
ま
対
象
と
す
る
縄

　
文
時
代
中
期
の
資
料
で
は
不
明
な
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
増
幅
さ
れ
る
。
な
お
、

　
抜
歯
か
ら
集
団
の
諸
関
係
を
抽
出
し
た
も
の
に
、
鈴
木
尚
『
骨
』
　
一
九
六
〇
年

　
六
七
頁
春
成
秀
爾
「
抜
歯
の
意
義
」
一
、
二
『
考
古
学
研
究
』
第
二
〇
巻
第
二
、

　
三
号
　
一
九
七
四
年
が
あ
る
。

⑩
戸
沢
充
則
「
海
戸
遺
跡
に
お
け
る
集
落
（
住
居
趾
群
）
の
構
成
」
『
海
戸
』
第

　
二
次
調
査
報
告
霞
長
野
県
考
古
学
会
　
一
九
六
八
年
　
一
〇
二
一
一
〇
八
頁

　
水
野
正
好
注
⑤
　
菅
原
正
明
注
⑤
の
分
析
や
、
各
集
落
遺
跡
の
報
告
に
お
い
て
、

　
常
に
住
居
塊
群
分
析
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

⑪
居
住
空
間
の
最
小
の
分
割
は
、
一
住
居
内
空
間
の
分
割
で
あ
る
。
一
住
居
が
保

　
有
す
る
空
間
は
、
住
居
の
戸
口
に
よ
っ
て
二
様
相
を
呈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
開
口

　
に
よ
っ
て
全
居
住
空
間
と
連
関
を
持
つ
空
穴
単
位
と
し
て
在
り
、
閉
口
に
よ
っ
て

　
他
の
居
住
空
間
と
は
隔
絶
し
た
空
間
と
し
て
在
る
。
上
述
し
て
き
た
一
住
居
趾
に

　
よ
る
居
住
空
間
の
分
割
は
、
前
者
の
側
面
に
お
い
て
住
居
内
空
闘
を
と
ら
え
た
も

　
の
で
あ
る
。
今
問
題
に
し
て
い
る
住
居
内
空
間
の
分
割
は
、
一
般
的
に
間
取
り
と

　
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
後
者
の
側
面
に
お
け
る
住
居
内
空
聞
の
構
成
で
あ
る
。
し

　
た
が
っ
て
、
居
住
空
間
の
分
割
と
一
住
居
内
空
間
の
分
割
を
連
続
的
に
捉
え
る
こ

　
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
住
居
内
空
間
の
分
割
は
居
住
空
間
の
最
小
の
分
割

　
で
は
あ
る
が
、
分
割
さ
れ
た
集
団
間
の
翻
係
は
、
全
住
居
祉
の
ま
と
ま
り
を
最
大

　
単
位
と
し
た
と
こ
ろ
の
最
小
単
位
間
の
関
係
で
は
な
い
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、

　
複
数
の
住
居
に
分
か
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
分
か
れ
る
べ
き
集
団
が
｝
住
居
を
構

　
え
る
癒
合
は
別
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
住
屠
内
空
間
の
分
割
は
扱
わ

　
な
い
。
間
取
り
を
明
確
に
指
摘
で
き
る
住
居
肚
が
、
分
析
対
象
と
し
た
遺
跡
に
な

　
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
住
居
の
戸
鐵
は
居
住
空
間
の
構
成
に
お
い
て
重
要
で
あ
る

　
が
、
馬
面
決
定
に
不
明
確
な
点
が
残
り
、
ま
た
不
明
な
住
居
祉
群
が
多
数
に
の
ぼ

　
る
の
で
、
こ
れ
も
扱
わ
な
か
っ
た
。
な
お
、
間
取
り
と
社
会
組
織
の
関
係
に
つ
い

　
て
、
大
林
太
良
「
譲
文
時
代
の
社
会
組
織
」
　
『
季
刊
人
類
学
』
ニ
ー
二
　
一
九
七

　
一
年
　
四
七
一
五
五
頁
の
分
析
が
あ
る
。

⑫
石
田
英
一
郎
『
文
化
人
類
学
入
門
臨
一
九
七
六
年
七
｝
1
七
四
頁

⑬
住
居
肚
構
成
要
素
は
、
屋
根
、
柱
、
壁
体
、
周
溝
、
床
等
住
居
そ
の
も
の
を
構

　
成
す
る
要
素
、
な
ら
び
に
、
炉
、
石
壇
、
埋
甕
、
土
器
、
石
器
等
住
居
内
諸
活
動
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縄文時代中期における集落の空闘構成と集団の諸関係（丹羽）

　
に
伴
う
道
具
、
設
備
、
す
な
わ
ち
、
住
居
赴
で
検
出
さ
れ
た
遺
物
、
遺
構
の
全
て

　
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
態
分
類
お
よ
び
有
無
に
よ
っ
て
、
住
居
祉
群
は
分
類
さ
れ

　
る
。

⑭
住
居
肚
内
で
検
出
さ
れ
た
遼
物
、
遺
構
の
全
て
が
活
動
時
の
状
態
を
保
持
し
て

　
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
住
居
の
廃
絶
の
し
方
（
居
住
終
焉
に
伴
う
住
居
内
活
動
の

　
あ
り
方
）
に
よ
っ
て
、
遺
物
、
遺
構
の
活
動
時
の
あ
り
方
が
全
く
失
な
わ
れ
て
し

　
ま
っ
た
り
、
変
形
さ
れ
た
り
す
る
。
従
っ
て
、
遣
物
、
遺
構
の
残
存
状
態
か
ら
抽

　
出
さ
れ
た
関
係
を
、
本
来
的
な
活
動
に
伴
う
目
的
集
団
の
関
係
に
同
定
す
る
場
合
、

　
変
形
の
度
合
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
住
居
の
廃
絶
の
し
方
を
分

　
析
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
各
住
居
境
の
残
存
状
態
の
比
較
に

　
よ
っ
て
住
居
祉
群
の
分
類
も
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
集
団
の
関
係
が
抽
出
さ
れ

　
る
。
こ
の
関
係
は
、
集
団
の
住
居
廃
絶
活
動
に
於
け
る
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る

二
　
集
落
遺
跡
の
分
析

が
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
廃
絶
の
し
方
を
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
住
居
の
廃
絶
に
後
続
し
て
住
職
の
再
利
用
が
行
わ
れ
る
。
住
居
の
廃
絶
と
そ

の
後
の
活
動
の
分
析
は
、
土
器
廃
棄
パ
タ
ー
ン
研
究
に
み
ら
れ
る
。
可
児
通
宏

「
住
居
の
廃
絶
と
土
器
の
廃
棄
」
　
『
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
調
査
報
告
』
V

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
調
査
会
　
一
九
六
九
年
　
二
七
一
三
一
頁
原
嘉
藤
他

「
長
野
県
塩
尻
市
小
丸
山
遺
跡
緊
急
発
掘
調
査
報
止
口
」
『
長
野
県
考
古
学
会
誌
』
八

一
九
七
〇
年
　
四
一
－
四
二
、
五
｝
頁
樋
口
昇
一
「
土
器
廃
棄
に
関
す
る
一
問

題
」
　
『
信
濃
』
第
二
四
巻
第
＝
一
号
　
一
九
七
二
年
　
小
林
達
雄
「
縄
文
世
界
に

お
け
る
土
器
の
廃
棄
に
つ
い
て
」
　
『
国
史
学
』
九
三
　
一
九
七
四
年
永
峯
光
｝

他
『
貫
井
南
』
小
金
井
市
貫
井
南
遺
跡
調
査
会
　
一
九
七
四
年
　
五
｝
i
六
一
頁

桐
原
健
「
床
面
浮
上
土
器
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
　
『
信
濃
』
第
二
八
巻
第
八
号

一
九
七
六
年

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
a
　
高
根
木
戸
遺
跡
（
千
葉
県
船
橋
市
習
志
野
）

　
（

　
船
橋
市
域
を
北
か
ら
南
に
流
れ
る
海
老
川
の
一
支
流
に
よ
っ
て
高
郷
と
呼
ば
れ
る
台
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
本
遺
跡
は
、
こ
の
台
地
の
舌

状
に
突
出
し
た
部
分
に
立
地
す
る
。
台
地
の
平
均
標
高
二
七
米
、
水
田
面
と
の
比
高
一
五
米
を
計
る
。
な
お
、
当
台
地
は
郵
書
の
谷
頭
に
隣
接

し
、
海
老
川
支
流
の
最
奥
部
に
位
置
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
本
遺
跡
に
お
い
て
、
阿
玉
台
式
期
か
ら
加
曽
利
E
虚
説
期
に
わ
た
る
竪
穴
住
居
壮
群
、
勝
坂
式
期
か
ら
加
曽
利
E
m
式
期
に
わ
た
る
小
竪
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

群
、
加
曽
利
E
正
式
期
に
属
す
る
人
骨
群
、
加
曽
利
E
一
式
期
か
ら
加
曽
利
E
跡
式
期
に
わ
た
る
貝
プ
ロ
ヅ
ク
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
各
々

は
総
体
と
し
て
台
地
縁
辺
に
沿
い
つ
つ
内
部
に
向
か
い
、
中
央
空
白
部
（
以
後
、
広
場
と
称
す
る
）
の
周
り
を
円
弧
状
に
巡
っ
て
い
る
。
各
期
の

分
布
と
そ
の
変
遷
を
分
析
し
、
居
住
空
間
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
で
あ
る
居
住
集
団
の
諸
関
係
を
抽
出
し
よ
う
。
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ω
住
居
赴
群
の
分
布

　
住
居
趾
群
の
各
期
に
於
け
る
分
布
と
そ
の
変
遷
を
み
る
と
（
第
二
・
三
図
）
、
居
住
空
聞
の
形
成
に
お
い
て
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
④
住
居
趾
群
は
円
弧
状
の
配
列
を
み
せ
、
歴
史
総
体
と
し
て
外
側
か
ら
内
側
へ
移
動
す
る
が
、
始
期
H
を
除
く
感
謝
に
複
数
の
円
弧
と
し
て

把
握
さ
れ
る
住
居
肚
群
の
配
列
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
㈲
台
地
爾
側
の
住
居
赴
群
に
お
い
て
、
各
期
内
の
建
替
え
か
ら
想
定
さ
れ
る
隣
接
住
居
着
癖
の
居
住
空
間
の
場
の
巾
（
円
弧
上
の
巾
）
は
、
内

に
移
動
し
て
も
狭
く
な
ら
な
い
。

　
0
9
西
部
の
住
居
祉
群
と
南
部
の
住
居
趾
群
の
間
隔
が
後
葉
に
お
い
て
拡
が
る
。

　
　
　
　
　
　
傘
○

。
懸
露

8
榊

1期始

　
O

　
　
　
　
　
　
幻
　
　
㎞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　　

@　

@　

@　

z
鯉

　
び

第2図　高根木戸遺跡・倥居肚分布の変遷①

　　　　　　（黒円は小竪穴を示す）
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．
年

　
　
　
　
　
　
黛
。

。
羅
総

画
褥

盛期中葉

　　

@　

@　

@　

煖
c

Q
・
。
囑
璽
．

．
誹
稗

第3図　高根木戸遺跡・住居祉分布の変遷②

　
⇔
東
南
部
の
住
居
肚
群
の
移
動
が
、
台
地
縁
辺
に
併
行
す
る
の
で
な
く
、
住
居
肚
群
全
体
か
ら
み
る
と
円
弧
を
描
く
様
に
内
へ
綿
入
す
る
。

　
㈱
西
部
の
住
居
祉
群
は
、
他
の
住
居
赴
群
と
比
較
し
て
、
移
動
に
特
異
性
が
あ
る
。
以
上
、
五
点
が
居
住
空
間
の
形
成
に
関
し
て
注
目
さ
れ

る
。
各
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
④
盛
期
前
葉
、
中
葉
、
後
葉
に
お
い
て
、
居
住
空
聞
に
複
数
の
住
居
の
配
列
が
あ
る
現
象
は
、
一
つ
に
は
住
居
肚
群
の
歴
史
総
体
に
流
れ
と

し
て
の
内
へ
の
移
動
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
各
期
間
中
に
外
か
ら
内
へ
の
移
動
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
南
部
、

北
部
の
住
居
雄
群
に
は
こ
の
こ
と
が
対
応
し
よ
う
。
し
か
し
、
南
部
と
東
南
部
、
南
部
と
西
部
の
住
居
赴
野
間
に
は
移
動
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
場
合
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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第4図　高根木戸遺跡・住居一群の円弧状配列

第5図　高根木戸遺跡・住居祉群配列の変遷

古
い
円
弧
の
配
列
に
従
う
住
居
趾
と
、
新
し
い
円
弧
を
主
体
的
に
構
築
す
る
住
居
趾
が
存
在
す
る
。

が
円
弧
状
の
配
列
に
お
い
て
同
一
経
歴
を
持
ち
、
特
徴
あ
る
群
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

を
群
別
で
き
、
各
住
居
肚
の
居
住
空
間
形
成
に
お
け
る
上
述
し
た
対
応
関
係
は
、
こ
の
群
の
関
係
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
、
始
期
H
を
除
く
各
期
の
複
数
円
弧
状
配
列
の
存
在
は
、
居
住
空
間
形
成
に
対
す
る
各
群
の
役
割
の
差
異
に
由
来
す
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
遺
跡
の
居
住
空
聞
が
各
群
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
男
を
除
く
心
事
が
最
終

的
に
は
円
弧
皿
に
統
一
さ
れ
る
の
に
対
し
、
何
故
日
頃
は
従
来
の
円
弧
に
従
い
、
最
終
的
円
弧
皿
に
列
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
今
、
個
々
の
住
居
趾
の
各
期
の
動
き

　
に
注
目
す
る
と
、
円
弧
上
を
移
動
し
て

　
い
る
。
南
部
、
東
南
部
に
お
い
て
顕
著

　
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
全
住
居
趾
と
円
弧

　
の
関
係
を
み
る
と
、
第
四
図
の
様
に
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
本
の
円
弧
が
想
定
で
き
る
。
始
期
1
を

　
除
く
各
期
に
複
数
の
円
弧
が
存
在
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
前
葉
に
円
弧
1
、
1
、
『
、

　
皿
、
中
葉
に
円
弧
1
、
1
、
『
、
皿
、

　
後
葉
に
円
弧
1
、
皿
が
存
在
す
る
。
こ

　
れ
ら
の
円
弧
群
の
関
係
は
新
旧
の
要
素

　
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
各
住
居
祉
に
属

　
す
円
弧
に
注
目
す
れ
ば
、
各
期
に
は
、

住
居
趾
の
分
布
を
み
る
と
、
隣
接
住
居
趾

す
な
わ
ち
、
第
五
図
の
よ
う
に
住
居
肚
群
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こ
の
現
象
は
、
上
述
の
理
由
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。
次
に
設
定
し
た
㈲
の
問
題
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
㈲
南
。
群
に
対
応
す
る
居
住
空
間
の
円
弧
上
の
巾
は
、
内
へ
の
移
動
に
際
し
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
。
本
遺
跡
で
は
広
場
を
中
心
に
し
て
そ

の
周
囲
を
居
住
空
間
が
巡
っ
て
い
る
が
、
こ
の
居
住
空
間
は
上
述
し
た
様
に
隣
接
住
居
祉
群
の
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

集
落
空
間
の
構
成
に
対
し
一
つ
の
モ
デ
ル
を
想
定
す
る
と
、
第
六
図
に
な
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
居
住
空
間
の
分
割
軸
が
広
揚
の
中
心
か
ら

放
衆
状
に
出
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
居
住
空
間
が
内
へ
移
動
す
る
場
合
、
各
群
に
対
応
す
る
居
住
空
間
の
円
弧
上
の
巾
が
減
少
す
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
群
間
の
居
住
空
間
が
重
複
し
、
空
間
構
成
が
崩
壊
す
る
。
し
か
し
、
由
が
減
少
し
な
く
と
も
（
分
割
軸
が
広
場
の
中
心
か
ら
出
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

場
合
）
、
居
住
空
曇
が
重
層
化
す
る
と
、
重
複
は
免
が
れ
、
各
群
の
居
住
空
間
が
確
保
さ
れ
る
。
本
墨
跡
の
居
住
空
間
の
変
遷
は
、
こ
の
場
合
に

対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
南
。
群
の
居
住
空
閾
の
巾
が
減
少
し
な
か
っ
た
こ
と
、
南
。
群
と
東
群
の
間
に
円
弧
状
配
列
の
重
層
化
が
み
ら
れ
た

こ
と
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
、
束
群
が
最
終
的
円
弧
皿
に
列
し
な
か
っ
た
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
か
ら
、
居
住
空
間
の
構
成
に
お
い
て
、
本
遺
跡
居
住
空
間
の
各
群
に
対
応
す
る
分
割
軸
が
広
場
の
中
心
か
ら
出
ず
、
し
た
が
っ
て
広
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
分
割
す
る
こ
と
も
な
く
、
単
に
各
群
に
対
応
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か

〆　居住空間1　、

／fi．｝xx，，

居住空間の2分歪軸

、
・
黙

諺
懸

第6図空間構成モデル

し
、
重
層
化
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、
東
群
居
住
空
闊
の
重
層
化
は
、
避
け
え
た
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
北
へ
居
住
空
間
を
拡
大
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
。
北
に
明
確
な
る
居
住
空
間
の
境
界
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
境
界
は
、

第
六
図
に
お
け
る
居
住
空
間
の
二
分
半
軸
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
㊥
、
⇔
で
検
討
す
る
。

　
㊨
西
部
の
住
居
祉
群
と
南
部
の
住
居
赴
群
の
間
隔
が
後
葉
に
お
い
て
拡
が
る
現
象
は
、
南

a
群
の
本
集
落
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
南
b
群
の
内
へ
の
移

動
、
そ
れ
に
対
応
す
る
南
a
群
自
身
の
移
動
か
ら
居
住
空
間
が
狭
め
ら
れ
、
さ
ら
に
西
群
と
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重
層
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
南
a
群
は
居
住
空
間
を
喪
失
し
、
離
脱
に
到
っ
た
と
い
え
る
。
西
群
居
住
空
間
と
の
分
割
軸
が
、
重
層
化

を
許
さ
な
い
程
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
冨
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
分
割
軸
の
性
格
は
、
重
層
化
の
み
ら
れ
る
皿
盛

（
東
群
と
南
。
群
）
の
居
住
空
間
分
割
軸
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
先
に
東
群
層
住
空
間
北
部
の
境
界
が
明
確
な
こ

と
を
指
摘
し
た
が
、
東
群
と
南
a
群
が
共
に
「
南
側
居
住
空
間
」
の
端
部
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
　
「
北
側
居
住
空
芝
」
と
「
南
側
居
住
空
間
」

の
間
に
明
確
な
る
境
界
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
第
四
図
）
。

　
⇔
東
遊
が
台
地
縁
辺
に
沿
わ
ず
鰹
入
す
る
現
象
は
、
　
「
南
側
居
住
空
薫
」
の
端
部
に
位
置
す
る
こ
と
と
、
住
居
肚
群
全
体
の
円
弧
状
の
配
列

に
対
応
し
た
こ
と
、
こ
の
二
点
が
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。
な
お
、
東
群
居
住
空
聞
の
北
端
部
の
境
界
は
、
中
葉
か
ら
後
葉
に
か
け
て
の
、
ま

た
後
葉
内
で
の
住
居
堤
の
建
替
え
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
㈱
西
群
の
移
動
の
特
異
性
は
、
ω
で
み
た
よ
う
に
、
居
住
空
間
形
成
に
お
け
る
受
動
性
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
立
地
空
間
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
西
群
の
居
住
空
間
は
、
周
囲
に
対
し
若
干
高
く
な
っ
て
お
り
（
始
期
H
～
後
葉
の
一
時
期
）
、
こ
の
微
地

　
　
　
　
　
　
⑧

形
的
空
間
の
特
徴
が
、
居
住
空
聞
形
成
に
お
け
る
枠
組
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
居
住
空
間
形
成
に
お
い
て
、
西
群
に
受
動
的
立
場
を
と

ら
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
住
居
趾
群
の
分
布
と
そ
の
変
遷
か
ら
、
居
住
空
間
の
構
成
を
分
析
し
た
。
嘔
次
に
小
竪
穴
群
、
貝
ブ
F
ッ
ク
の
分
布
を
観
察
し
、
居
住

空
間
と
の
関
係
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
⑨

　
廷
分
　
小
竪
穴
群
の
分
布
と
広
場
空
間
の
形
成
　
小
竪
穴
群
の
分
布
を
み
る
と
、
居
快
空
間
と
の
関
係
か
ら
、
小
竪
穴
群
は
二
類
に
分
け
ら
れ

る
。
一
類
腿
住
居
と
場
を
共
有
し
な
い
群
（
北
部
に
ま
と
ま
っ
て
分
布
す
る
）
、
二
類
－
住
居
と
揚
を
共
有
す
る
小
竪
穴
群
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

構
築
過
程
を
検
討
す
る
と
、
共
に
始
期
1
か
ら
始
ま
り
、
住
居
群
の
構
築
よ
り
一
時
期
早
い
。
ま
た
、
居
住
空
聞
が
外
側
か
ら
内
側
へ
移
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
の
に
対
し
、
小
竪
穴
群
一
類
は
当
初
か
ら
居
住
空
間
内
項
の
内
側
に
、
二
類
の
一
部
は
当
初
か
ら
居
住
空
間
の
内
輪
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
小
竪
穴
索
隠
類
の
一
部
は
、
あ
ら
か
じ
め
居
住
予
定
空
間
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
内
限
は
居
住
空
間
の
内
限
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
小
竪
穴
群
構
築
過
程
か
ら
、
居
住
空
聞
の
内
側
へ
の
移
動
限
界
が
当
初
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
こ
と
は
、
居
住
空
間
の
内
側
へ
の
移
動
と
関
係
な
く
、
広
場
の
範
囲
が
当
初
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
広
場
が
不
変
の

も
の
と
し
て
在
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
、
我
々
は
、
小
竪
穴
群
の
構
築
過
程
か
ら
広
場
の
形
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、
小
竪
穴
群
一
類
は
居
住
空
間
の
内
側
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
広
場
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ω
で
分
析
し
た
居
住
空
間

の
構
成
と
広
場
は
、
ど
の
様
な
関
係
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
本
遺
跡
の
広
場
は
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
が
ら
第
四
図
の
X
空
間
と
Y
空
間
に
求
め
ら
れ
る
。
X
空
間
は
遣
構
の
み
ら
れ
な
い
空
間
で
あ
り
、

Y
空
間
は
小
竪
穴
群
一
類
の
構
築
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
広
場
は
、
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
空
間
（
場
）
に
分
離
さ
れ
る
。
今
、

X
空
間
と
居
住
空
間
の
関
係
を
み
る
と
、
ω
で
明
ら
か
な
様
に
、
西
群
と
南
a
群
と
の
境
界
と
東
出
居
住
空
間
の
北
の
境
界
に
よ
っ
て
居
住
空

間
は
南
北
に
二
分
割
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
境
界
を
結
ぶ
分
割
軸
は
、
X
空
間
を
も
南
北
に
二
分
割
す
る
。
一
方
、
居
注
空
間
は
隣
接
住
居

祉
群
の
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
も
分
割
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ω
㈲
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
分
割
軸
は
広
場
を
分
割
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
居
住
空
間
の
構
成
と
広
場
の
構
成
を
比
較
す
る
と
、
居
住
空
間
の
二
つ
の
分
割
軸
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
、
居
住
空
間
と
Y
空
間
の
関
係
を
み
る
と
、
Y
空
間
が
居
住
空
間
に
対
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
偏
在
性

か
ら
、
北
群
居
住
空
間
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
が
想
定
さ
れ
る
。

　
㈹
貝
ブ
ロ
ッ
ク
の
分
布
　
貝
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
居
住
空
間
か
、
そ
の
外
側
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
貝
の
投
棄
が
廃
絶
し
た
住
居
に
行
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
投
棄
さ
れ
た
住
居
雄
（
投
棄
空
間
）
と
居
住
空
間
の
関
係
を
み
る
と
、
各
群
の
居
住
空
間
に
は
対
応
す
る
投
棄
空
間
が

あ
る
様
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
盛
期
前
葉
の
状
況
で
あ
る
。
他
の
時
期
で
は
、
一
、
二
の
群
の
居
住
空
間
に
対
応
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が

特
定
群
の
居
住
空
間
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
居
住
空
間
の
構
成
に
対
す
る
投
棄
空
閾
の
関
係
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
以
上
、
高
根
木
戸
遺
跡
に
お
け
る
集
落
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
、
居
住
空
間
を
中
心
に
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
居
住
空
間
に
は
少
な
く
と

も
三
種
類
の
分
割
軸
の
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
つ
は
各
住
居
肚
問
に
存
在
す
る
も
の
、
残
り
二
つ
は
共
に
隣
接
す
る
住
居
趾
群
の
ま
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と
ま
り
間
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
広
場
の
分
割
軸
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
差
異
は
次
の

よ
う
に
表
わ
せ
る
。
一
つ
は
、
住
居
肚
群
、
広
場
を
南
北
に
二
分
割
す
る
軸
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
こ
の
二
分
割
さ
れ
た
各
群
を
細
分
割
す

　
⑪

る
軸
で
あ
る
。
後
者
は
広
揚
を
分
割
し
な
い
。
分
割
軸
に
は
一
定
の
関
係
が
対
応
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
屠
住
集
団
は
少
な
く
と
も
三
種
類
の
関

係
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
b
　
鶴
川
J
地
点
遺
跡
（
東
京
都
町
田
市
）

　
（

　
多
摩
丘
陵
の
南
部
、
鶴
見
川
上
流
の
開
析
谷
に
よ
っ
て
南
を
、
真
光
寺
の
支
流
に
よ
る
小
忌
谷
に
よ
っ
て
北
を
各
々
限
ら
れ
た
東
西
に
長
い

丘
陵
の
ピ
ー
ク
、
標
高
八
九
・
九
米
の
山
頂
部
に
本
遺
跡
は
位
置
す
る
。
こ
の
山
頂
部
は
、
南
北
に
長
軸
を
と
る
楕
円
形
の
平
坦
面
を
持
ち
、

東
西
を
小
谷
に
よ
っ
て
限
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
西
側
の
谷
頭
部
に
湧
泉
が
あ
る
。

　
こ
の
山
頂
部
平
坦
面
に
勝
坂
末
期
か
ら
加
曽
利
E
末
期
に
わ
た
っ
て
住
居
止
血
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
住
居
鮭
群
は
、
台
地
の
北
側
か
ら
東
、

南
、
南
西
へ
と
台
地
縁
辺
を
巡
っ
て
弧
状
に
並
ぶ
。
台
地
西
側
と
中
央
部
（
以
後
広
場
と
称
す
る
）
に
は
、
住
居
趾
群
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
配

列
は
長
期
間
に
わ
た
っ
た
住
居
赴
群
構
築
の
結
果
で
あ
る
。
上
述
し
た
高
根
木
戸
遺
跡
で
は
、
集
落
の
空
間
構
成
に
多
く
の
問
題
点
が
存
在
し

た
。
本
丁
跡
の
空
間
構
成
に
ど
の
様
に
対
応
す
る
の
か
、
こ
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
三
期
の
分
布
と
そ
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
し
ょ
う
。

　
ω
住
居
祉
群
の
分
布

　
④
勝
坂
末
期
の
分
布
（
第
七
図
）
　
六
二
の
存
在
を
み
る
が
、
台
地
の
外
縁
部
に
位
置
す
る
こ
と
や
、
以
降
の
住
居
杜
分
布
に
比
較
し
て
．
住

居
趾
閲
の
間
隔
の
広
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
集
落
形
成
初
期
の
住
居
槍
屋
が
以
降
の
居
住
空
間
の
外
縁
部
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
高
根
木
戸

遺
跡
と
同
様
で
あ
る
。

　
⑭
加
曽
利
£
1
式
期
の
分
布
（
第
八
図
）
　
住
居
滋
藤
の
本
格
的
形
成
が
み
ら
れ
る
。
勝
坂
末
期
と
の
関
係
を
み
る
と
、
全
体
と
し
て
内
へ
移

動
す
る
が
、
以
前
の
居
住
空
間
と
重
複
し
た
、
或
い
は
極
め
て
近
寄
っ
た
空
間
に
溝
築
空
間
が
設
け
ら
れ
る
場
合
（
A
類
）
と
、
以
前
の
居
住
空

間
と
離
れ
て
構
築
空
間
が
設
け
ら
れ
る
場
含
（
B
類
）
の
二
つ
に
、
当
期
の
居
住
空
間
の
形
成
が
分
か
れ
る
。
A
類
、
B
類
の
差
異
は
隣
接
住
居
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縄文晴代中期における集落の空間構成と集団の諸関係（丹羽）
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趾
問
に
お
い
て
、
以
前
の
住
居
趾
と
の
系
譜
の
差
異
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、

当
期
の
各
住
居
趾
を
群
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
a
～
i
群
の
存
在
が
認

め
ら
れ
、
各
々
対
応
し
た
居
住
空
間
が
設
定
で
き
る
（
a
～
。
－
空
間
）
。
　
A
類
に
a
、
b
、

d
、
f
、
h
、
i
群
が
、
B
類
に
c
A
e
、
9
群
が
各
々
属
す
る
。
今
、
各
戸
の
分
布

を
み
る
と
、
居
住
空
間
の
両
端
部
は
共
に
A
類
の
群
に
よ
っ
て
、
中
央
部
は
A
類
と
B

類
の
群
が
交
互
に
分
布
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
各
群
の
系
譜
の
差
異
と

配
列
に
一
定
の
関
係
が
存
在
す
る
様
で
あ
る
。

　
の
加
曽
利
E
I
週
期
の
分
布
（
第
八
図
）
　
当
期
の
住
居
肚
群
を
み
る
と
、
b
、
f
、

i
空
間
の
住
居
趾
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
内
i
空
間
の
住
居
蛙
は
、
古
墳
築
造
に
よ
る

削
平
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
a
、
c
、
d
、
e
、

9
、
h
空
間
に
住
居
赴
を
み
る
が
、
c
、
d
、
e
群
に
は
拡
張
洲
重
複
が
多
く
み
ら
れ
、

9
、
h
群
と
対
照
的
で
あ
る
。
住
屠
趾
群
全
体
か
ら
み
れ
ば
へ
東
側
住
居
二
三
と
西
側

住
居
一
群
の
差
と
な
り
、
以
前
の
東
西
の
相
同
的
な
在
軌
方
か
ら
変
化
し
て
い
る
。
こ

の
変
化
が
空
間
構
成
上
の
変
化
か
ど
う
か
、
各
住
居
肚
群
の
動
き
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
当
期
に
属
す
る
住
居
肚
は
、
さ
ら
に
編
年
区
分
可
能
で
あ
り
、
c
、
d
群
は
、
居
住

空
間
中
、
い
っ
た
ん
内
縁
へ
向
か
っ
た
後
外
縁
へ
と
移
動
し
た
事
が
わ
か
る
。
そ
の
内

縁
に
お
け
る
位
置
を
み
る
と
、
住
居
赴
群
全
体
の
弧
状
配
列
か
ら
離
脱
す
る
が
、
一
転

し
て
外
に
向
か
い
従
来
の
居
住
空
間
に
復
帰
す
る
。
こ
れ
は
、
当
期
に
空
間
溝
成
の
変

化
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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縄文時代中期における集落の空間構成と集団の諸関係（丹羽）

　
こ
の
。
、
d
群
の
動
き
は
、
後
述
す
る
e
群
の
動
き
と
共
に
、
変
化
の
否
定
と
い
う
消
極
的
側
面
で
は
な
く
、
従
来
の
居
住
空
間
の
構
成
を

明
確
に
す
る
と
い
う
積
極
的
側
面
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
c
、
d
群
の
動
き
を
み
る
と
、
二
丁
の
住
居
趾
が
呼
応
し
て
移
動
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
、
c
、
d
群
が
一
つ
に
ま
と
ま
る
群
で
溜
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
群
と
居
住
空
間
の
関
係
を
み
る
と
、

そ
の
移
動
範
囲
は
従
来
の
b
群
と
。
群
の
境
界
、
d
群
と
e
群
の
境
界
内
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
群
と
の
居
住
空
間
の
境
界
が
当
初
よ
り
明
確

に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
丁
が
同
一
歩
調
で
こ
の
境
界
内
を
い
わ
ば
左
右
に
移
動
す
る
こ
と
は
、
一
基
に
対

応
す
る
居
住
空
間
が
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
紺
と
な
る
一
基
と
の
関
係
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
二
基
よ
り
な
る
群
の
ま
と
ま
り
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
重
要
な
点
は
、
こ
の
群
の
当
初
に
定
め
ら
れ
た
居
住
空
間
の
巾
が
、

内
縁
部
に
お
い
て
も
減
少
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
高
根
木
戸
遺
跡
の
隣
接
住
居
趾
群
の
ま
と
ま
り
と
同
一
の
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
群

に
対
す
る
境
界
も
ま
た
、
広
場
の
中
心
か
ら
出
て
い
る
と
は
い
え
な
い
つ
広
場
を
分
割
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
e
群
を
み
る
と
、
c
、
d
群
に
比
較
し
て
、
居
住
空
間
が
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
e
群
が
居
住
空
間
の
中
心
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
e
群
の
内
縁
部
に
特
異
な
竪
穴
が
位
置
す
る
こ
と
も
、
e
群
の
特
殊
性
（
中
心
性
）
を
物
語
っ
て
い
る
。

以
上
、
当
期
に
お
い
て
、
c
、
d
群
が
一
つ
の
群
と
し
て
ま
と
ま
り
を
持
つ
こ
と
、
e
群
が
居
住
空
間
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。

　
こ
の
結
果
を
加
曽
利
E
I
式
期
に
遡
っ
て
み
る
と
、
住
居
趾
群
は
e
群
を
中
心
と
し
て
系
譜
類
型
の
同
じ
群
が
対
称
的
に
並
ん
で
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
各
県
の
居
住
空
間
は
、
c
、
d
群
で
み
ら
れ
た
様
に
隣
接
す
る
群
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
対
称
的
な
配
列
は
、
隣
接
す
る
群
の
ま
と
ま
り
に
お
い
て
み
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
ま
と
ま
り
を
検
討
す
る
と
、
1
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ハ
a
．
b
群
）
、
H
群
（
c
．
d
群
）
、
皿
群
（
f
．
9
群
）
、
W
群
（
h
・
．
－
群
）
の
成
立
を
み
る
。
1
群
と
W
群
、
∬
群
と
坦
群
は
、
各
署
を
形
成

す
る
住
居
肚
の
系
譜
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
同
一
内
容
を
持
ち
（
1
丁
目
W
群
は
〔
A
・
A
類
〕
、
H
群
と
皿
群
は
〔
A
・
B
類
〕
）
、
そ
の
配
列
に

あ
っ
て
、
e
群
を
中
心
に
対
称
的
な
誠
意
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
加
曽
利
E
I
式
期
の
住
居
赴
群
の
系
譜
の
差
異
と
配
列
の
関
係
は
、
以
上
の
119 （293）



よ
う
な
住
居
粧
群
の
有
機
的
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
e
群
と
竪
穴
祉
を
結
ぶ
線
分
を
広
場
に
延
長
す
る
と
、
広
場
、
居
住
空
間
は
二
分
割
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
遺
跡
住
居
趾
群
は
東
西

に
大
き
く
二
分
割
さ
れ
、
か
つ
隣
接
す
る
二
基
の
住
居
祉
群
に
よ
っ
て
各
々
は
さ
ら
に
二
分
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
対
称
的
な
配
列
に
よ
っ
て
一

つ
に
ま
と
ま
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
住
居
遠
島
、
広
場
の
二
分
割
註
は
、
高
根
木
戸
遺
跡
で
み
ら
れ
る
も
の
と
同
一
で
あ
る
。

　
⇔
加
曽
利
E
末
期
の
分
布
（
第
八
図
）
　
当
期
の
住
居
趾
群
を
み
る
と
、
東
、
西
に
若
干
観
察
で
き
る
程
度
で
あ
り
、
集
落
の
末
期
を
端
的
に

表
現
し
て
い
る
。
住
居
赴
群
の
減
少
は
、
一
群
と
、
H
、
皿
、
y
各
群
を
構
成
す
る
二
基
の
住
居
歯
群
の
内
の
一
基
が
欠
落
し
た
こ
と
に
よ
る
。

二
基
の
ま
と
ま
り
が
、
集
落
の
末
期
に
於
い
て
分
解
し
た
こ
と
は
、
本
遣
跡
の
勝
坂
末
期
の
住
居
肚
分
布
や
、
次
に
み
る
初
山
遺
跡
の
集
落
形

成
期
初
頭
の
状
況
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
当
期
の
住
居
赴
群
の
大
勢
は
、
そ
の
位
置
を
居
住
空
間
の
内
縁
に
と
る
。
c
群
は
居
住
空
間

の
中
位
に
位
置
す
る
が
、
c
群
居
住
空
間
の
内
縁
は
、
前
期
の
逸
脱
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
全
体
の
配
列
に
於
い
て
居
住
空
間

の
内
縁
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
e
群
は
当
初
の
位
置
を
厳
守
し
、
そ
の
特
異
性
を
朋
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
遺
跡
住
居
趾
群

．
は
歴
史
総
体
に
お
い
て
外
縁
か
ら
内
縁
へ
進
み
終
焉
す
る
。
こ
の
在
り
方
は
、
高
根
木
戸
遺
跡
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
e
群
住
居

肚
の
よ
う
な
存
在
は
高
根
木
戸
遣
跡
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
住
居
半
群
の
分
布
、
そ
の
変
遷
か
ら
居
住
空
間
の
構
成
を
分
析
し
た
。
次
に
遺
物
の
分
布
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
㈲
遺
物
の
分
布
（
第
九
図
）

　
④
土
偶
の
分
布
　
c
、
d
、
e
群
に
分
布
す
る
。

　
㈲
耳
栓
の
分
布
　
e
、
f
、
h
群
に
分
布
す
る
。

　
の
土
鈴
の
分
布
　
e
群
に
分
布
す
る
。

　
土
偶
、
耳
栓
の
分
布
を
み
る
と
、
各
々
は
菓
側
住
居
肚
群
（
土
偶
）
か
、
西
側
住
居
岩
群
（
耳
栓
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
e
群
に
は

双
方
が
出
土
し
て
い
る
。
一
方
、
土
鈴
と
い
う
特
殊
な
遺
物
が
e
群
に
限
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
以
上
の
遺
物
分
布
か
ら
、
e
群
は
菓
西
住
居
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第9図　鶴川」地点遺跡・遺物分布図

肚
群
双
方
に
共
通
項
を
持
ち
、
す
な
わ
ち
関
与
し
、
か
つ
独
立
し
た
存
在
と
い
え

⑮る
。
中
心
に
位
置
す
る
と
い
う
e
群
の
分
布
と
ま
さ
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
鶴
川
J
地
点
遺
跡
に
お
け
る
集
落
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
、
居
住
空
間

を
中
心
に
分
析
し
た
。
高
根
木
戸
遺
跡
と
同
様
の
空
間
構
成
を
展
開
す
る
も
の
の
、

e
群
、
中
央
竪
穴
肚
の
存
在
、
e
群
を
中
心
と
し
た
住
居
肚
群
の
対
称
的
な
配
列

は
、
高
根
木
戸
遺
跡
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

次
に
み
る
初
山
遣
跡
に
顕
著
で
あ
る
。

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
C
　
初
山
遺
跡
（
川
崎
市
向
ケ
丘
）

　
（

　
多
摩
川
南
岸
を
東
西
に
走
る
丘
陵
に
は
、
そ
れ
よ
り
派
生
し
た
多
く
の
台
地
を

み
る
が
、
本
遺
跡
は
北
に
派
生
し
た
台
地
上
に
立
地
す
る
。
台
地
は
東
西
巾
一
〇

〇
米
で
南
北
に
細
長
く
、
南
に
丘
陵
の
尾
根
が
続
く
。
遺
跡
標
高
約
八
八
米
を
計

る
。　

二
一
基
の
住
居
趾
が
、
こ
の
台
地
平
坦
部
に
検
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
分
布
を

観
察
す
る
と
、
倒
立
深
鉢
一
個
を
み
る
中
央
空
間
（
以
後
広
場
と
称
す
る
）
を
巡
っ

て
、
東
側
に
一
八
基
の
住
居
堤
が
弧
状
に
並
び
、
西
側
に
三
基
の
住
居
肚
が
群
在

す
る
。
こ
れ
ら
の
住
居
埴
群
は
、
勝
坂
－
式
、
加
曽
利
E
I
式
、
E
I
式
、
E
皿

式
期
の
四
期
に
編
年
区
分
さ
れ
て
い
る
。
各
期
の
分
布
と
そ
の
変
遷
を
分
析
し
、

居
住
空
間
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
で
あ
る
居
住
集

団
の
諸
関
係
を
抽
出
し
よ
う
。
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勝，坂　II式　期

　　　　　　皿
@　　　　触囁　　　　　　　　　、、，■　　　　　　　　　　○○⑳窒　　　・　○⑭

加留利E工式期
　　　　　　ρ
@　　　　⑳鳩・
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加蟹利Ell式期

　　　　　（蔀　　　　　　二二　　　　　　　　　、、ノ

第10図　初山遺跡・住居赴群分布の変遷
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ω
住
居
肚
群
の
分
布

　
各
課
の
分
布
と
そ
の
変
遷
を
観
察
す
る
と
（
第
一
〇
図
）
、
各
住
居
肚
の
一
連
の
建
替
え
作
業
か
ら
、
居
住
空
間
は
a
～
9
空
間
に
分
割
さ
れ

る
。
こ
の
居
倥
空
間
は
一
基
の
住
居
趾
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
．
各
居
住
空
間
の
住
居
玩
に
注
罠
す
る
と
、
a
、
b
、
e
、
f
空
間
の
住
居

構
築
は
、
広
場
に
対
し
外
縁
か
ら
始
ま
り
内
縁
へ
、
再
び
外
縁
へ
移
動
し
て
終
わ
る
。
一
方
、
c
、
d
、
g
空
間
の
そ
れ
は
、
内
縁
か
ら
始
ま

り
外
縁
へ
移
動
す
る
。
9
空
間
で
は
さ
ら
に
一
転
し
て
内
縁
に
移
動
し
て
終
わ
る
。
全
体
と
し
て
広
場
の
周
囲
を
弧
状
に
巡
る
住
居
祉
群
も
、
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各
住
居
鮭
に
設
定
さ
れ
た
空
間
に
於
い
て
異
な
る
動
き
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
住
居
趾
群
の
動
き
を
足
掛
り
に
し
て
本
遺
跡
の
空
間
構

成
を
検
討
す
る
と
、
次
の
諸
点
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
住
居
肚
群
の
経
歴
そ
の
動
き
の
差
異
が
示
す
住
居
趾
間
の
関
係
は
、
設
定
さ
れ
た
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
空
間
の
有
機
的
関
係
に
対
応
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
d
、
9
空
間
の
住
居
趾
（
以
後
d
群
、
9
群
と
称
す
る
。
同
様
に
各
空
間
に
対
応
す
る
住
居
肚
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
空
間
名
に
よ
っ
て
表
わ
す
一
図
一
〇
、
図
一
一
）
は
、
他
の
住
居
一
群
よ
り
一
時
期
遅
れ
て
、
加

工 且 皿

備　考

住
事
　
　
居
；
吐
　
　
群
　
象 a b c　　d e f

9

初現時期 O　O　O　爵　○　○ 鯵 勝軍且式期○
ﾁ曽利E工式期幽

経
　
歴

建　替　え ○　○ 幽　縷 ○　○ 鯵 外→内→外○
琅㈱O（艸内）麟

初期の建直し ㊧ o 鯵　○ ．○ 麟 ○ 有幽無○

埋　　　　甕 麟 ○ 麟　幽 O 翻 O 有幽無○

石　　　　棒 O　O　O　O　O　禽 ○ 有麟無○
遺
構
・
．
遺
物

有孔大珠 O　O　O　翻　○　○ ○ 有動無○

有孔鍔付土器 ○　○　○　○　○　○ 翻 有皆無○

第11図　初山遺跡・住居杜群の配列と諸関係

曽
利
E
I
式
期
に
初
蝶
を
み
、
か
つ
当
初
よ
り
内
縁
に
位
置
す
る
。
残
り
の
a
、
b
　
c

e
、
f
群
は
勝
坂
H
式
期
か
ら
始
ま
る
が
、
c
群
は
当
初
よ
り
内
縁
に
位
置
し
、
外
縁
か
ら

始
ま
る
a
、
b
、
e
、
f
群
と
異
な
る
。
以
上
の
各
回
の
差
異
を
構
築
さ
れ
た
居
住
空
間
と

の
関
係
で
み
る
と
、
c
・
d
群
は
東
側
居
住
空
間
中
真
中
に
位
置
し
、
9
群
は
独
り
西
側
に

位
置
す
る
。
　
一
方
、
　
一
つ
に
ま
と
ま
る
a
、
b
、
e
、
f
群
は
、
c
．
d
群
を
中
心
に
し
て
、

乱
・
b
群
と
e
・
f
群
の
ま
と
ま
り
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
移
動
の
異
な
る
群
（
a
．
b
群
、

c
・
d
群
、
e
・
f
群
）
が
交
互
に
並
び
、
住
居
肚
群
は
三
群
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
移
動

の
差
異
と
空
間
の
差
異
と
の
対
応
が
一
応
み
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
配
列
は
よ
く
見

る
と
お
か
し
い
。
東
側
住
居
肚
群
は
移
動
の
差
異
に
よ
っ
て
大
き
く
二
群
に
分
か
れ
る
の
に

対
し
、
空
間
的
に
は
三
群
に
分
か
れ
る
。
何
故
。
・
d
群
は
配
列
の
端
部
に
こ
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
む

で
あ
ろ
う
力

　
今
、
集
落
形
成
期
の
住
居
趾
を
み
る
と
、
a
、
c
、
f
群
の
住
居
趾
は
建
直
し
が
み
ら
れ
、

　
b
、
e
群
に
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
差
異
を
居
住
空
間
と
の
関
係
で
み
る
と
、
c
・
d
群123 （297）



を
中
心
に
し
て
両
脇
の
住
居
早
宮
中
、
遠
い
も
の
は
建
直
し
が
み
ら
れ
、
近
い
も
の
に
は
み
ら
れ
な
い
。
c
・
d
群
を
中
心
に
し
て
同
一
内
容

を
持
つ
群
（
a
・
b
群
、
e
・
f
群
）
が
対
称
的
に
分
布
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
配
列
に
お
け
る
対
称
性
は
、
こ
の
住
居
嘉
言
が
一
つ
の
ま
と
ま

り
と
し
て
在
る
こ
と
を
示
す
。
c
・
d
群
が
端
部
に
行
か
ず
中
心
に
き
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
c
・
d
群
の
位
置
は
、
住
居

趾
群
の
三
分
割
と
、
分
割
さ
れ
た
住
居
吐
群
の
結
合
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
移
動
の
差
異
に
よ
る
住
居
趾
骨
の
二
分
野
は
、
住
居

肚
群
の
配
列
と
の
関
係
で
み
る
と
、
三
分
割
さ
れ
た
住
居
趾
群
の
結
合
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
、
住
居
趾
群
の
移
動
と
空
間
の
矛
盾
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
住
居
趾
群
は
二
つ
の
関
係
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
住
居
肚
群
の
三
分
割
に
関
す
る
関
係
と
、
そ
の
結
合
に
関
す
る
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
関
係
の
所
在
は
何
処
に

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
つ
前
者
は
明
ら
か
で
あ
る
。
三
群
間
の
分
割
軸
上
に
あ
る
。
後
者
の
関
係
は
、
c
・
d
群
の
位
置
、
a
・
b
群
と

e
・
f
群
の
対
称
性
↓
配
列
（
中
心
と
両
端
）
”
居
住
空
間
の
三
分
割
に
表
象
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
関
係
も
又
三
群
雄
の
分
割
軸
上
に
あ

る
。
こ
の
結
合
と
分
割
の
所
在
に
於
け
る
重
複
が
、
上
述
の
矛
盾
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
住
居
趾
の
経
歴
、
そ
の
動
き
の
差
異

が
示
す
住
居
肚
間
の
関
係
は
、
各
々
に
伴
う
居
住
空
間
の
有
機
的
関
係
（
配
列
）
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
い
う
住
居
堤
間
の
関

係
の
一
つ
は
、
a
・
b
群
一
。
・
d
群
一
e
・
f
群
、
各
群
間
に
想
定
さ
れ
る
関
係
で
あ
り
（
分
割
に
関
す
る
関
係
）
、
各
群
は
二
基
の
住
居
趾
か

ら
成
立
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
隣
接
す
る
二
基
の
住
居
趾
群
間
の
関
係
と
い
え
よ
う
。
今
一
つ
は
、
住
居
趾
群
の
結
合
に
関
す
る
関
係
で
あ
る
。

こ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
㊨
で
論
ず
る
。
な
お
、
以
降
の
分
析
に
お
い
て
、
a
・
b
群
を
1
群
、
c
・
d
群
を
亘
群
、
e
・
f
群
を
皿
群
と
し
、

対
応
す
る
居
住
空
間
を
一
、
狂
、
皿
空
間
と
す
る
。

　
㈲
広
場
、
居
住
空
間
の
範
囲
と
住
居
赴
群
の
配
列
は
、
当
初
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
1
、
豆
、
皿
空
間
の
外
縁
は
、
広
場
を
巡
る
同
一
円
弧
上
に
在
り
、
1
、
皿
空
間
で
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
外
縁
は
当
初
の
住
居
構
築

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
居
住
空
間
の
外
縁
は
、
当
初
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
一
方
内
縁
は
、
一
、

H
、
巫
空
間
の
内
縁
が
同
一
円
弧
上
に
在
り
、
豆
空
闘
の
内
縁
は
当
初
の
住
居
構
築
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
縁
同
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様
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
居
住
空
間
の
内
縁
が
当
初
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
以
降
の
住
居
が
そ
れ
よ
り
内
に
侵

入
せ
ず
、
逆
に
内
か
ら
外
へ
の
動
き
を
み
せ
る
こ
と
は
、
広
場
の
範
囲
が
当
初
よ
り
決
定
さ
れ
、
し
か
も
不
可
侵
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
広
場
の
西
側
に
位
置
す
る
9
群
住
居
肚
の
動
き
は
、
東
側
住
居
趾
群
の
動
き
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
が
ら
（
共

に
外
縁
へ
向
か
う
）
、
広
場
の
中
心
も
又
設
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
場
に
於
け
る
空
問
構
成
の
不
変
性
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
居
住
空
間
範
囲
の
内
外
の
境
界
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
居
住
空
間
の
両
側
縁
の
設
定
、
な
ら
び
に
配
列
に
つ
い

て
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
集
落
形
成
期
の
住
居
玩
群
に
は
、
建
直
し
が
み
ら
れ
る
住
居
祉
と
み
ら
れ
な
い
住
居
肚
が
在
る
。
各
々
の
分
布
を
み
る
と
、

1
、
豆
、
皿
空
豆
に
は
必
ら
ず
建
直
し
が
み
ら
れ
る
住
居
珪
が
在
り
、
し
か
も
全
居
住
空
間
の
両
側
縁
と
中
心
に
位
置
す
る
。
建
直
し
の
み
ら

れ
る
住
居
肚
は
他
の
住
居
祉
に
比
較
し
て
そ
の
存
続
期
問
が
長
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
や
、
住
居
趾
群
が
以
降
引
き
続
い
て
構
築
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
集
落
形
成
期
初
頭
に
は
建
直
し
が
み
ら
れ
る
住
居
赴
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
以
上
の
集
落
形
成
期
の
住
居
趾
群

の
状
況
か
ら
、
居
住
空
間
の
両
側
縁
と
中
心
、
す
な
わ
ち
居
住
空
間
の
両
側
縁
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
る
範
囲
と
住
居
趾
群
の
配
列
は
、
当
初
よ

り
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
後
続
集
団
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
空
間
に
入
り
込
め
ば
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
の
広
場
の
分
割
軸
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
、
1
、
巫
、
9
空
間
の
分
割
軸
に
対
応
す
る
も
の
で
な
く
、
居
住
空
間
全
体
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
工
～
盃
空
間
に
は
各
々
二
基
の
住
居
趾
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
内
Φ
外
の
移
動
を
み
る
と
、
同
一
歩
調
を
と
り
つ
つ
内
に

向
か
う
に
従
っ
て
工
基
間
の
間
隔
は
広
く
な
る
。
一
基
の
住
居
が
保
有
す
る
罵
住
空
間
が
二
基
の
住
居
肚
群
の
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
こ
と
は
、
鶴
川
J
地
点
遺
跡
と
同
様
で
あ
り
、
又
、
逆
蓮
の
住
居
趾
群
が
保
有
す
る
居
住
空
間
の
変
化
は
、
高
根
木
戸
遺
跡
の
場
合
と
類
似

す
る
。
よ
っ
て
、
1
～
皿
空
間
の
間
の
分
割
軸
は
、
広
場
を
分
割
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
本
遺
跡
の
広
場
に
分
割
軸
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
9
群
一
号
肚
の
張
り
出
し
部
と
居
住
空
間
の
南
端
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⑰

部
を
結
ん
だ
線
分
を
想
定
す
る
と
、
広
場
の
倒
立
深
鉢
が
こ
の
線
分
に
の
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
線
分
に
一
定
の
意
味
を
想
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
第
一
〇
図
）
。
次
に
、
こ
の
線
分
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
広
場
と
藩
住
空
間
の
関
係
を
み
る
と
、
広
場
は
半
円
と

な
の
、
そ
の
周
囲
を
居
住
空
也
が
巡
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
高
根
木
戸
、
鶴
川
」
地
点
遺
跡
で
は
、
住
居
細
蟹
は
円
形
の
広

場
を
巡
り
、
相
対
峙
す
る
住
居
魚
群
間
に
引
か
れ
た
線
分
に
よ
っ
て
居
住
空
間
、
広
場
は
二
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
分
割
さ

れ
た
各
居
住
空
間
に
は
半
分
の
広
場
、
す
な
わ
ち
半
円
の
広
場
空
聞
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
に
み
ら
れ
る
空
間
構
成
か
ら
、
本
遺
跡

の
居
住
空
間
は
、
高
根
木
戸
、
鶴
川
J
地
点
遺
跡
の
二
分
割
さ
れ
た
一
方
の
居
住
空
間
に
、
想
定
線
分
は
広
場
の
工
分
割
軸
に
各
々
対
応
す
る

と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
遺
跡
の
広
揚
に
は
一
本
の
分
割
軸
が
存
在
す
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
分
割
軸
の
存
在
（
広
場
の
半
円
性
）
か
ら
、
本
遺
跡
住
居
肚
群
に
は
相
対
峙
す
る
今
一
つ
の
住
居
肚
群
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る

　
　
　
⑱

の
で
あ
る
。
こ
の
住
居
愈
愈
の
存
在
故
に
本
遺
跡
住
居
群
は
半
円
を
分
割
す
る
こ
と
な
く
、
一
つ
と
し
て
ま
と
ま
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
ω
で
分
析
し
た
住
居
鮭
群
結
合
に
関
す
る
関
係
は
、
こ
の
相
対
催
す
る
住
居
肚
群
間
の
関
係
に
同
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

関
係
は
、
住
居
肚
群
を
大
き
く
二
分
割
す
る
関
係
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
二
分
割
さ
れ
た
群
の
三
尊
分
割
が
そ
れ
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
位
の
分
割
関
係
は
、
下
位
分
割
の
結
合
関
係
に
変
換
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
住
居
趾
群
の
分
布
と
そ
の
変
遷
よ
り
、
集
落
の
空
間
構
成
を
分
析
し
、
居
住
集
団
の
諸
関
係
を
検
討
し
た
。
次
に
、
遺
物
の
分
布
が

ど
の
よ
う
に
紺
応
ず
る
か
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
㈹
遺
物
の
分
布
（
第
一
〇
図
・
＝
図
）

　
ω
埋
甕
の
分
布
　
埋
甕
の
分
布
を
み
る
と
、
c
、
d
食
間
に
分
割
軸
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
軸
に
よ
っ
て
埋
甕
の
配
列
に
対
称

性
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
対
称
性
は
、
住
居
趾
群
を
二
分
割
し
、
か
つ
結
合
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
住
居
趾
群
の
新

た
な
分
割
軸
が
設
定
で
き
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
隣
接
す
る
二
基
の
住
居
趾
間
に
お
け
る
埋
甕
の
分
布
を
み
る
と
、
共
に
埋
甕
を
持
つ
群

（
狂
群
）
、
一
方
が
埋
甕
を
持
つ
群
（
i
・
皿
群
）
と
住
居
要
心
は
二
分
割
さ
れ
、
か
つ
各
群
の
配
列
に
よ
っ
て
住
居
趾
群
は
三
分
割
さ
れ
る
。
こ
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れ
は
、
す
で
に
み
た
住
居
欝
欝
の
構
成
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
埋
甕
の
分
布
か
ら
二
つ
の
住
居
趾
群
の
構
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
二
つ
は
重
複
し
て
存
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
今
、
H
群
を
中
心
に
一
、
皿
群
の
埋
甕
の
配
列
を
み
る
と
、
そ
こ
に
対
称
性
が
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
上
述
し
た
集
落
形
成
期
初
頭
の

建
直
し
の
有
無
に
み
ら
れ
た
住
居
難
平
の
構
成
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
又
、
住
居
趾
の
初
現
時
期
、
建
替
え
、
埋
甕
の
分
布
、
有
孔
大
書
の

分
布
と
住
居
肚
群
の
三
分
割
の
関
係
を
み
る
と
、
常
に
一
、
皿
群
は
同
一
の
内
容
を
持
ち
、
亘
群
だ
け
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
住
居
趾
群
は

一
・
皿
群
と
H
群
に
分
か
れ
、
か
つ
配
列
に
よ
っ
て
三
群
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
於
け
る
住
居
肚
群
の
構
成
に
対
し
、
c
i
d
群
間

の
分
割
軸
は
有
機
的
な
関
係
を
持
た
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
分
割
軸
は
存
在
の
可
能
性
が
少
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
上
述
の
住
居
趾
群
の
構
成
に
お
い
て
、
何
故
H
群
は
常
に
他
群
と
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
そ
の
特
異
性
を
導
く
も
の

は
何
か
、
そ
れ
は
、
多
く
は
d
群
の
特
異
性
に
よ
る
の
で
あ
る
。
図
一
一
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
住
居
趾
群
の
初
現
時
期
、
埋
甕
を
持
つ
群
と

集
落
形
成
期
初
頭
の
建
直
し
の
あ
っ
た
群
と
の
有
機
的
関
係
、
有
孔
大
葬
の
分
布
に
於
い
て
、
皿
盛
を
他
の
一
、
晶
群
か
ら
区
分
す
る
の
は
、

・
d
群
の
特
異
性
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
H
群
の
特
異
性
の
分
析
は
、
d
群
の
特
異
性
の
分
析
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次

項
は
、
こ
の
特
異
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
㈲
有
孔
大
面
・
有
孔
鍔
付
土
器
の
分
布
　
有
孔
大
珠
は
d
群
一
〇
号
肚
（
覆
土
）
、
有
孔
面
付
土
器
は
9
群
三
号
趾
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
出
土
は
、
そ
の
属
性
か
ら
両
群
の
特
異
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
住
居
祉
群
に
対
し
て
特
異
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

両
群
の
密
接
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
に
加
曽
利
E
一
式
期
に
始
ま
る
こ
と
、
d
群
九
号
祉
の
斜
面
は
9
群
一
号
趾
の
盤
石
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
が
示
す
両
群
の
密
接
さ
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
、
両
群
の
分
布
を
み
る
と
、
d
群
は
東
側
居
住
空
間
の
中
心
に
在
り
、
9
群
は
広
場
、
居
住
空
間
の
二
分
割
軸
の
起
点
に
在
る
。
こ
の
分

割
軸
は
、
い
わ
ば
集
落
空
問
の
中
心
軸
で
あ
り
、
9
群
は
中
心
軸
の
起
点
に
位
置
す
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
両
鐙
は
、
分
布
に
お
い
て
も

他
群
に
比
し
て
密
接
な
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
密
接
さ
は
何
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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広
場
、
居
住
空
曇
の
二
分
割
軸
を
み
る
と
、
こ
の
分
割
軸
は
、
本
遺
跡
住
居
肚
群
に
相
対
時
す
る
今
一
つ
の
群
の
存
在
を
想
定
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
各
々
は
半
円
の
広
場
空
間
を
保
有
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
分
割
軸
は
、
広
場
、
居
住
空
間
を
半
分
に
分
割
す
る
と
同
時
に
半
分

の
広
場
、
居
住
空
間
の
結
合
軸
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
場
の
二
分
割
軸
上
に
て
こ
の
二
分
は
結
合
す
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

分
割
軸
の
起
点
に
位
置
す
る
9
群
は
、
両
群
の
結
合
の
表
象
と
し
て
在
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
第
一
一
図
で
明
ら
か
な
様
に
、
虚
蝉
の
特

異
性
は
住
居
肚
群
の
対
称
性
を
生
み
出
し
、
そ
の
特
異
性
は
d
群
の
特
異
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
d
群
の

特
異
性
は
本
遺
跡
細
辛
肚
群
の
結
合
の
表
象
と
し
て
在
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
9
群
が
分
割
さ
れ
た
対
群
と
の
結
合

の
蓑
象
で
あ
り
、
そ
こ
に
各
群
の
ま
と
ま
り
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
d
群
が
本
遺
跡
住
居
肚
群
の
結
合
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
在
っ
た
こ
と
、

以
上
が
d
群
と
9
群
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
d
群
、
9
群
の
特
異
性
、
そ
の
密
接
な
つ
な
が
り
は
、
本
遺
跡
住
居
群

群
の
結
合
と
、
さ
ら
に
対
群
と
の
結
合
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
有
孔
大
玉
、
有
孔
鍔
付
土
器
の
分
布
を
、
住
居
肚
群
の
構
成
か
ら
検
討
し
、
d
群
、
9
群
の
特
異
性
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
分
析
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
9
群
は
、
そ
の
分
布
か
ら
集
会
所
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
東
側
住
居
肚
群
が
二
基
か
ら
な
る
住
居
肚
群
の
ま
と
ま
り

を
形
成
す
る
の
に
対
し
、
常
に
一
基
か
ら
成
立
す
る
。
こ
の
点
も
9
群
住
居
趾
が
他
の
住
居
趾
と
異
な
る
性
格
を
持
つ
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。

　
の
石
棒
の
分
布
　
f
群
が
ら
二
点
出
土
し
て
い
る
。
第
一
一
図
で
明
ら
か
な
様
に
、
a
群
と
f
群
は
同
一
の
内
容
を
持
ち
、
豆
群
を
中
心
に

し
て
対
称
的
な
分
布
を
展
開
す
る
が
、
石
棒
出
土
の
有
無
に
よ
っ
て
そ
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
石
棒
に
み
る
住
居
雄
群
の
配
列

は
、
H
群
を
中
心
に
し
て
両
脇
に
一
、
一
群
が
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
石
棒
を
起
点
に
す
る
と
、
巫
↓
H
↓
正
善
の
方
向
性
を
示
す
の
で

あ
る
。
H
群
を
中
心
と
し
た
配
列
に
は
、
1
、
銭
轡
の
対
称
性
か
ら
、
住
居
赴
群
の
結
合
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
遺
跡
住
居
趾
群
に

想
定
さ
れ
た
対
群
に
対
し
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
存
在
を
こ
の
配
列
は
示
す
。
分
割
で
あ
る
。
一
方
、
石
棒
に
み
ら
れ
る
配
列
に
は
群

と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
配
列
に
は
紺
群
と
の
結
合
が
想
定
さ
れ
る
。
石
棒
の
こ
の
出
土
状
況
は
長
野
県
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

野
市
与
助
尾
根
遺
跡
と
同
様
で
あ
る
。
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以
上
、
本
遺
跡
の
空
間
構
成
を
分
析
し
、
居
住
集
団
の
諸
関
係
を
抽
出
し
た
。
住
居
趾
群
は
三
種
の
分
割
軸
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
本
遺
跡
住
居
叢
論
に
絹
対
毒
す
る
今
一
つ
の
住
居
赴
群
間
、
隣
接
す
る
二
基
の
住
居
趾
能
間
、
二
基
の
住
居
趾
間
に
各
々
存

在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
居
住
集
団
は
こ
の
三
種
の
分
割
軸
に
対
応
す
る
三
種
の
関
係
を
持
つ
と
い
え
る
。
ま
た
、
本
遺
跡
で
は
、
こ
の
分
割

禽
竜
に
一
定
の
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
分
割
軸
に
は
分
割
と
結
合
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、

下
位
の
分
割
軸
に
お
け
る
結
舎
に
変
換
で
き
る
「
関
係
」
で
あ
る
。

上
位
の
分
割
軸
に
於
け
る
分
割
は
、

縄文時代中期における集落の空間構成と集団の諸関係（丹羽）

①
　
八
幡
一
郎
編
『
高
根
木
戸
』
船
橋
市
教
育
委
員
会
　
高
根
木
戸
遣
跡
調
査
団

　
皿
九
七
｝
年
自
然
環
境
の
記
述
は
本
書
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
の
住
居
祉
分

　
布
変
遷
図
は
本
書
を
参
考
に
し
た
。

②
　
本
遺
跡
の
住
居
塘
群
は
始
期
H
、
盛
期
前
葉
、
中
葉
、
後
葉
の
四
期
に
編
年
さ

　
れ
て
い
る
。
各
々
阿
玉
台
式
、
加
曾
利
E
I
、
E
正
、
E
脛
戸
越
期
に
対
応
す
る
ゆ

　
八
幡
一
郎
編
注
③
　
一
九
七
一
年

③
時
期
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
盛
期
前
葉
）
か
ら
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ

　
た
。

④
　
住
居
埴
の
検
出
状
態
を
み
る
と
、
二
基
以
上
の
住
居
坂
が
応
報
し
て
い
る
場
合

　
が
あ
る
。
新
し
い
住
居
肚
が
古
い
住
居
塩
の
プ
ラ
ン
（
保
有
面
積
）
を
全
面
的
に

　
再
使
用
す
る
場
合
（
床
は
一
般
的
に
貼
床
す
る
、
プ
ラ
ン
は
拡
大
さ
れ
る
場
合
が

　
多
い
）
と
、
新
た
な
プ
ラ
ン
を
採
用
す
る
揚
合
が
あ
る
。
前
者
を
建
直
し
、
後
者

　
を
建
替
え
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
住
居
肚
重
複
現
象
の
変
遷
を
た
ど
る
と
、
一
住

　
居
に
対
応
す
る
居
佐
空
間
が
把
握
さ
れ
、
住
居
の
系
譜
が
抽
出
さ
れ
る
。
又
、
隣

　
接
す
る
住
居
坂
群
の
分
布
変
遷
を
た
ど
れ
ば
、
重
複
関
係
に
な
い
住
居
壌
間
に
そ

　
の
系
譜
を
求
め
る
事
も
で
き
る
が
、
分
布
の
変
遷
パ
タ
ー
ン
が
問
題
と
な
る
。
こ

　
の
場
合
も
建
替
え
と
呼
ぶ
。
建
替
え
、
建
直
し
に
つ
い
て
、
水
野
正
好
「
縄
文
臨

　
代
集
落
復
原
へ
の
基
礎
的
操
作
」
　
『
古
代
文
化
臨
第
二
一
巻
三
・
四
号
　
一
九
六

　
九
年
　
四
一
七
頁
宮
坂
光
昭
「
縄
文
中
期
集
落
復
元
の
基
礎
的
検
討
」
『
信
濃
』

　
第
二
三
巻
第
四
号
　
一
九
七
一
年
の
分
析
が
あ
る
。

　
　
　
　
ノ

⑥
円
弧
且
は
、
南
部
住
居
堤
群
の
移
動
に
注
目
し
て
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑥
康
群
と
爾
。
群
の
居
住
空
間
の
関
係
を
指
す
。
広
場
か
ら
み
て
、
語
群
に
対
応

　
す
る
居
住
空
間
が
重
複
し
て
い
る
様
子
を
い
う
。

⑦
　
論
難
に
対
応
す
る
居
住
空
間
の
円
弧
上
の
巾
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
重

　
層
化
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
。

⑧
　
貝
の
花
遣
跡
（
八
幡
一
郎
編
著
『
貝
の
花
貝
塚
』
東
京
教
育
大
学
文
学
部
史
学

　
方
法
論
教
室
一
九
七
三
年
）
中
期
の
住
居
祉
群
は
南
北
二
群
に
分
割
さ
れ
、
本
格

　
的
集
落
形
成
が
み
ら
れ
る
中
期
の
丑
期
に
は
全
体
と
し
て
円
弧
状
の
配
列
を
展
開

　
す
る
が
、
窪
期
の
南
桑
の
配
列
は
、
全
体
の
円
弧
に
従
わ
ず
、
む
し
ろ
立
地
す
る

　
微
地
形
（
現
在
の
等
高
線
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
）
に
従
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

　
は
、
微
地
形
的
特
徴
が
、
群
と
し
て
の
個
別
性
の
表
象
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
本

　
格
的
集
落
形
成
に
際
し
て
、
群
と
し
て
の
個
別
性
が
、
住
居
祉
群
の
ま
と
ま
り
に

　
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

⑨
小
竪
穴
は
一
般
的
に
土
塀
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
対
応
す
る
が
、
報
告
書
の

　
命
名
に
よ
っ
た
。
小
竪
穴
の
用
途
に
は
諸
説
が
あ
る
が
（
零
落
、
逃
し
穴
、
賠
蔵

　
穴
等
）
、
本
遺
跡
で
は
貯
蔵
穴
と
し
て
の
用
途
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
土

　
城
の
一
部
は
倒
木
痕
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
（
能
登
健
「
発
掘
調
査
と
遺

　
跡
の
琳
賢
察
」
　
『
僑
濃
』
第
二
六
巻
第
三
号
　
　
一
九
七
四
年
　
六
七
－
七
五
百
ハ
）
、
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本
造
跡
で
は
不
明
で
あ
る
。
本
稿
で
は
人
工
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
構
築
過
程
を
．

　
問
題
に
し
た
。
倒
木
説
は
、
各
集
落
遺
跡
で
明
確
に
指
摘
さ
れ
れ
ば
、
集
落
空
間

　
の
形
成
上
興
味
あ
る
即
題
を
展
開
し
よ
う
。

⑩
居
住
空
間
の
内
限
に
始
期
王
、
H
の
小
竪
穴
が
み
ら
れ
る
。
又
、
時
期
は
不
明

　
で
あ
る
が
、
盛
期
後
葉
の
住
居
肚
の
床
が
、
小
竪
穴
を
覆
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

⑬
こ
の
分
割
軸
は
、
北
～
東
群
の
各
住
居
語
群
問
に
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
全
て
が
同
一
種
類
に
属
す
も
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
各
群
の
内
容
（
共
時
態

　
と
し
て
推
定
さ
れ
る
芦
数
）
が
不
明
で
あ
り
、
各
群
が
同
様
の
住
居
祉
群
単
位
で

　
あ
る
と
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑫
大
場
磐
雄
・
永
峯
光
マ
小
出
義
治
編
「
鶴
川
～
地
点
」
『
鶴
川
七
言
群
』
鶴

　
川
中
跡
調
査
団
　
一
九
七
二
年
自
然
環
境
の
記
述
は
本
書
に
よ
っ
た
。

⑬
大
場
磐
雄
他
編
注
⑫
四
二
一
四
四
頁
、
七
六
－
七
七
頁
加
曾
利
E
H
式
期

　
で
、
建
替
え
を
行
な
っ
た
。
、
d
、
e
群
に
お
い
て
、
居
住
空
間
の
外
縁
に
近
い

　
倥
居
坂
か
ら
新
し
い
要
素
を
も
っ
た
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

⑭
1
、
皿
、
W
群
の
勝
坂
末
期
か
ら
岩
団
利
E
I
謙
虚
へ
の
移
行
に
お
け
る
動
き
、

　
或
い
は
加
曾
利
E
I
式
期
の
動
き
を
み
る
と
、
H
群
と
岡
様
に
隣
接
す
る
二
基
の

　
住
居
塊
は
同
一
歩
調
を
と
り
、
1
～
W
各
群
は
、
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
つ

　
こ
と
が
わ
か
る
。
楽
だ
、
以
降
で
述
べ
る
住
屠
祉
群
の
有
機
的
配
列
も
、
こ
の
点

　
を
積
極
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
各
群
は
、
水
野
正
好
注
④
　
四
一
ご
一
頁
の
中

　
で
分
析
さ
れ
た
隣
接
住
居
坂
群
の
ま
と
ま
り
目
⊥
一
棟
一
石
群
に
対
応
す
る
も
の
で

　
あ
る
。

⑮
　
e
群
は
他
の
住
居
肚
群
（
a
～
i
群
）
と
異
な
っ
て
、
終
始
対
と
な
る
群
を
持

　
た
な
い
。
こ
の
点
も
そ
の
特
殊
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
布
に
思
い

　
て
異
な
る
も
の
の
、
後
述
す
る
初
山
遺
跡
西
側
住
居
祉
群
と
問
一
の
内
容
を
持
つ
。

⑯
渡
辺
誠
『
川
崎
市
初
山
遺
跡
第
三
次
調
査
論
考
臨
一
九
七
一
年
自
然
環
境
の

　
記
述
は
本
書
に
よ
っ
た
。

⑰
　
居
住
空
間
の
南
端
部
を
形
成
す
る
a
群
住
居
鮭
（
勝
坂
∬
式
期
～
加
曾
爾
E
韮

式
期
）
と
騒
群
一
号
肚
（
加
里
利
E
皿
式
期
）
は
時
間
的
に
ズ
レ
が
あ
り
、
こ
の

　
線
分
は
想
定
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
9
群
一
無
菌
は
9

　
群
の
一
員
と
し
て
在
る
こ
と
よ
り
、
一
号
肚
の
張
り
出
し
部
が
示
す
住
居
の
方
向

　
性
は
、
9
群
の
性
格
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
よ
っ
て
9
群

　
一
号
肚
と
a
群
間
に
線
分
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
線
分
が
、
居

　
住
空
間
の
内
縁
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
内
外
の
関
係
に
於
け
る
広
場
の
境
界
に
対

　
し
て
、
広
場
の
今
　
つ
の
境
界
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑯
　
初
山
遣
跡
住
居
斌
群
の
在
り
方
は
、
貝
の
花
遺
跡
後
期
前
半
の
住
居
阯
群
に
対

　
応
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
員
の
花
遺
跡
中
期
後
半
の
住
居
杜
群
は
南
北
二
群
構
成
で

　
あ
っ
た
が
、
後
期
前
半
に
到
っ
て
、
南
群
が
隣
接
す
る
栗
力
沢
遺
跡
を
形
成
し
、

　
貝
の
花
遺
跡
は
北
群
の
末
高
に
よ
る
一
群
構
成
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
貝
の

　
花
遺
跡
が
南
画
渠
力
沢
遺
跡
集
団
の
墓
地
と
し
て
在
っ
た
こ
と
の
可
能
性
が
指
摘

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
広
場
が
中
期
後
半
同
様
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
（
も
っ
と

　
も
住
居
祉
群
に
は
広
場
の
半
分
が
対
応
す
る
が
）
は
、
両
群
の
つ
な
が
り
が
維
持

　
さ
れ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
貝
の
花
遺
跡
後
期
前
半
の
住
居
趾
群
の
動
向
、

　
墓
地
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
関
根
孝
夫
「
集
落
」
　
『
貝
の
花
貝
塚
』
東
京
教
育

　
大
学
文
学
部
史
学
方
法
論
教
室
　
一
九
七
三
年
　
五
六
七
一
五
七
六
買
の
分
析
に

　
よ
る
。

⑲
　
大
分
割
、
小
分
割
の
差
異
を
、
上
、
下
の
レ
ベ
ル
差
に
置
き
換
え
た
。
こ
の
こ

　
と
は
、
ω
G
D
に
お
い
て
分
析
し
た
住
居
肚
群
の
配
列
が
分
割
よ
り
結
合
を
重
視
し

　
て
い
る
、
す
な
わ
ち
小
分
割
よ
り
大
分
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
い
え

　
よ
う
。

⑳
　
覆
土
か
ら
の
出
土
で
あ
っ
て
、
｝
○
号
構
成
員
と
の
直
接
的
闘
係
は
無
い
様
に

　
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
出
土
は
d
空
間
で
あ
り
、
有
孔
大
忌
と
d
群
住
居
祉

　
と
の
結
び
つ
き
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑳
渡
辺
誠
注
⑯
三
－
四
頁

⑳
　
渡
辺
誠
注
⑯
　
三
頁
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⑬
　
与
助
尾
根
遺
跡
（
宮
坂
英
べ
「
与
助
尾
根
遣
跡
の
発
掘
調
査
」
　
『
避
難
』
茅
野

　
町
教
育
委
員
会
　
一
九
五
七
年
）
の
住
居
肚
群
は
東
西
に
二
分
割
さ
れ
る
が
（
水

　
野
正
好
注
④
　
一
〇
一
一
一
頁
）
各
群
の
端
都
を
形
成
す
る
住
居
祉
に
石
棒
が
出

　
駕
し
て
い
る
。
大
林
太
良
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
（
大
林
太
良
「
縄
文
時
代
の
社
会

　
組
織
」
　
『
季
刊
人
類
学
』
一
一
の
一
一
　
一
九
七
一
年
　
穴
○
～
六
二
頁
）
、
石
棒
は

　
集
落
の
内
、
外
界
の
接
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
住
居
蛙
群
両
端
に

　
お
け
る
石
棒
の
出
土
は
、
集
落
空
間
の
完
結
性
と
、
二
群
に
分
割
さ
れ
る
住
居
肚

　
群
が
｝
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
初
山

遺
跡
の
石
棒
の
出
土
状
況
は
、
与
助
尾
根
遺
跡
に
於
け
る
二
分
割
さ
れ
た
一
方
の

群
の
石
棒
の
出
土
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
集
落
空
閥
に
つ
い
て
み
る

と
、
本
遺
跡
妻
問
は
完
結
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
仮
に
対
群
の
存
在
を
本
台
地

に
求
め
る
と
、
住
居
祉
群
の
南
端
に
続
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
現
状
は
、
集

落
空
間
の
内
・
外
の
関
係
が
具
体
的
条
件
（
自
然
条
件
－
台
地
上
）
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
集
団
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。

鴨

縄文時代中期における集落の空間構成と集団の諸関係（丹羽）

三
　
集
落
の
窒
間
構
成
と
集
団
の
諸
関
係

　
高
根
木
戸
、
鶴
川
J
地
点
、
初
山
の
三
集
落
遺
跡
に
お
い
て
、
居
住
空
間
を
中
心
に
集
落
の
空
間
構
成
を
分
析
し
、
集
団
の
諸
関
係
を
抽
出

し
た
。
そ
の
結
果
を
要
約
す
る
。

　
の
　
住
居
蛙
群
の
分
割
（
第
＝
一
図
）

　
（

　
住
居
肚
群
は
三
種
の
有
機
的
な
分
割
軸
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
各
々
を
A
、
B
、
C
分
割
軸
と
す
る
と
、
A
分
割
軸
は
住
居
趾
群
を
大

き
く
二
分
割
す
る
も
の
で
あ
る
。
B
分
割
払
は
A
分
割
軸
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
各
論
を
さ
ら
に
分
割
す
る
も
の
で
あ
り
、
鶴
川
」
地
点
、
初

山
両
遺
跡
で
は
隣
接
す
る
二
藍
の
住
居
祉
の
ま
と
ま
り
に
分
割
す
る
。
高
根
木
戸
遺
跡
で
は
、
隣
接
す
る
住
居
祉
は
ま
と
ま
る
も
の
の
、
そ
の

内
容
（
住
居
肚
数
）
は
不
明
で
あ
る
。
c
分
割
軸
は
B
分
割
軸
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
各
群
を
さ
ら
に
分
割
す
る
も
の
で
あ
り
、
鶴
川
J
地
点
、

初
山
両
遺
跡
で
は
隣
接
す
る
二
住
居
千
歯
分
割
軸
で
あ
る
。
高
根
木
戸
遺
跡
で
は
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
三
分
右
軸
は
、
各
々
の
所
在
に
お
い

て
異
な
り
、
が
つ
集
落
の
空
間
構
成
か
ら
、
A
分
割
軸
と
B
、
C
分
割
翰
に
二
分
さ
れ
る
。
A
分
割
軸
は
広
場
を
二
分
割
す
る
が
、
B
、
C
分

割
軸
は
広
場
の
分
割
軸
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
様
に
三
分
割
軸
は
明
確
に
区
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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第12図集団の諸関係と構造（初山遣跡より）

で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
隣
接
集
落
の
住
居
語
群
と
の
分
割
軸
に
対
応
す
る
関
係
で
あ
る
。

に
体
系
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
各
関
係
の

　
の
　
集
団
諸
関
係
の
分
節

　
（

　
第
二
章
で
は
居
住
空
間
に
お
け
る
遺
物
、
遺
構
の
分
布
、
集
落
の
空
間
構
成
か
ら
分
析
さ
れ
た
諸
関
係
を
全
て
集
団
の
諸
関
係
と
し
て
ま
と

あ
、
遺
物
、
遺
構
の
属
性
、
場
の
属
性
か
ら
想
定
さ
れ
る
個
別
目
的
集
団
の
諸
関
係
を
検
討
し
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
要
約
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
三
集
落
遺
跡
に
お
け
る
広
幅
集
団
は
X
、
A
の
関
係
を
持
つ
。
鶴
川
J
地
点
遺
跡
土
偶
祭
祀
集
団
は
X
の
関
係
（
e
群
の
出
土
）
、
A
の
関
係

（
東
金
の
出
土
一
西
面
に
み
な
い
）
、
　
B
の
関
係
（
二
目
の
出
土
一
二
群
一
群
に
み
な
い
）
を
持
つ
。
　
同
遺
跡
耳
栓
集
団
は
X
の
関
係
（
e
群
の
出
土
）
、

A
の
関
係
（
西
群
の
出
土
一
士
群
に
み
な
い
）
、
C
の
関
係
（
猛
f
、
W
h
群
の
出
土
一
二
基
の
住
居
肚
群
の
内
、
一
基
に
出
土
を
み
、
今
一
基
に
み
な
い
）

を
持
つ
。
同
遺
跡
土
鈴
集
団
は
X
の
関
係
（
e
群
の
出
土
）
を
持
つ
。
初
山
遺
跡
雪
雑
集
団
は
A
の
関
係
（
d
群
の
出
土
1
居
住
空
間
に
お
け
る
配
列
）
、

　
の
　
分
割
軸
に
対
応
す
る
集
団
の
諸
関
係
と
そ
の
構
造

　
（

　
分
割
軸
に
は
一
定
の
関
係
が
対
応
す
る
。
よ
っ
て
集
団
は
三
種
類
の
関
係
を
持
つ
と
い
え
る
。
A
分

割
軸
に
A
の
関
係
、
B
分
割
軸
に
B
の
関
係
、
C
分
割
軸
に
C
の
関
係
を
設
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
初

山
遺
跡
で
は
一
つ
の
分
割
軸
に
二
種
の
関
係
が
重
複
し
た
。
す
な
わ
ち
、
A
分
割
軸
に
お
け
る
分
割
は

B
分
割
軸
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
各
群
を
結
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
を
第
＝
一
図
の
様

に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
各
関
係
を
連
結
す
る
線
分
は
、
上
位
分
割
に
於
け
る
分
割
が
下
位
分
割
に

於
け
る
結
合
に
置
換
で
き
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
変
換
関
係
は
、
A
の
関
係
と
B
の
関
係
が
、

又
B
の
関
係
と
C
の
関
係
が
A
　
「
結
合
と
分
割
」
の
関
係
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
初
山

遺
跡
に
お
け
る
二
種
の
関
係
の
重
複
現
象
は
、
こ
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
結
合

と
分
割
」
の
側
面
に
於
け
る
集
団
諸
関
係
の
構
造
で
あ
る
。
な
お
、
第
一
二
図
の
X
の
関
係
は
、
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
様
に
、
各
関
係
は
「
結
合
と
分
割
」
の
関
係

　
　
「
分
け
る
」
と
い
う
機
能
に
よ
る
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
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C
の
関
係
（
I
a
、
皿
f
群
の
出
土
1
二
基
の
住
居
肚
群
の
内
、
一
基
に
出
土
を
み
、
今
一
基
に
み
な
い
）
を
持
つ
。
同
遺
跡
有
孔
鍔
付
土
器
集
団
は
X

の
関
係
（
9
群
の
出
土
）
を
持
つ
。
同
遺
跡
有
孔
大
愚
集
団
は
A
の
関
係
（
d
群
の
出
土
）
を
持
つ
。
同
遺
跡
石
棒
祭
祀
集
団
は
X
の
関
係
（
f
群
の

出
土
－
居
住
空
間
に
お
け
る
配
列
）
を
持
つ
。

　
な
お
、
上
記
各
関
係
は
分
割
を
意
味
し
、
結
合
の
関
係
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
高
根
木
戸
遺
跡
の
貝
ブ
ロ
ッ
ク
以
外
、
生
産
、
消
費

を
直
接
的
に
示
す
遺
物
、
遣
構
は
扱
わ
な
か
っ
た
。
高
根
木
戸
遺
跡
の
貝
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
集
団
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
の
　
集
落
空
間
の
形
成
と
放
棄
（
文
化
の
技
術
的
限
界
と
集
団
の
構
造
）

　
（

　
三
集
落
の
形
成
か
ら
放
棄
の
過
程
を
観
察
し
た
結
果
、
居
住
空
間
の
形
成
に
よ
る
空
間
構
成
の
破
壊
が
二
遺
跡
で
み
ら
れ
た
。

　
空
間
構
成
は
次
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
。
ω
広
場
の
範
囲
は
当
初
よ
り
設
定
さ
れ
、
不
変
で
あ
る
。
㈲
居
住
空
間
は
広
場
の
周
囲
を
円
環
状

に
巡
る
が
、
居
住
空
間
を
二
分
割
す
る
境
界
は
広
場
も
二
分
割
し
、
か
つ
侵
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
0
9
隣
接
住
居
登
高
に
設
定
さ
れ
た
居
住
空

闘
は
、
定
め
ら
れ
た
範
囲
を
持
ち
、
他
群
と
の
境
界
は
広
場
を
分
割
し
な
い
。
⇔
居
住
空
間
の
内
限
は
当
初
よ
り
設
定
さ
れ
て
お
り
、
外
限
も

ま
た
、
多
く
は
自
然
条
件
の
制
約
よ
り
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
空
間
構
成
に
対
し
、
住
居
趾
群
は
ま
ず
空
間
の
明
確
な
る
境
界
（
台
地
縁
辺
部
）
に
構
築
さ
れ
、
後
内
部
に
移
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

居
住
空
聞
の
生
産
は
、
集
落
空
間
の
形
成
期
に
完
了
し
、
以
後
は
一
方
的
な
消
費
に
よ
っ
て
空
間
は
消
滅
す
る
。
も
っ
と
も
、
住
居
肚
群
の
外

か
ら
内
へ
の
動
き
に
対
し
、
内
か
ら
外
へ
の
動
き
に
よ
っ
て
居
住
空
間
の
消
極
的
再
生
産
も
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
居
住
空
間
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
住
居
趾
群
の
配
列
（
空
間
構
成
）
が
崩
壊
す
る
の
で
あ
る
。
高
根
木
戸
、
鶴
川
J
地
点
遺
跡
（
1
群

と
H
群
の
配
列
）
で
は
、
居
住
空
問
の
「
重
層
化
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
上
述
の
空
間
蔵
番
に
お
け
る
㈲
の
の
矛
盾
と
し
て
把
握
さ
れ

る
。　

居
住
空
間
の
形
成
か
ら
消
滅
の
過
程
は
、
縄
文
時
代
文
化
の
技
術
的
限
界
（
台
地
突
端
部
に
集
落
を
形
成
す
る
、
縁
辺
部
に
ま
ず
居
住
車
留
を
設
定

す
る
、
竪
穴
住
居
肚
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
居
住
空
間
の
形
成
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
空
間
構
成
の
矛
盾
⑭
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の
は
、
集
団
諸
関
係
の
分
割
軸
に
お
け
る
所
在
か
ら
、
A
の
関
係
と
B
の
関
係
間
に
お
こ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
居
住
空
間
の
確

保
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
集
団
の
存
続
（
技
術
的
限
界
に
よ
っ
て
成
立
）
は
、
空
問
構
成
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
集
団
構
造
の
諸
関
係
間
に
不
安
定
な
要

因
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
文
化
の
技
術
的
限
界
に
嚇
す
る
集
団
構
造
の
持
つ
矛
盾
で
あ
る
。

①
　
初
山
遺
跡
と
隣
接
集
落
住
居
祉
群
と
の
分
割
軸
に
は
、
直
分
割
軸
が
対
応
す
る

　
が
、
X
分
割
軸
は
そ
れ
よ
り
上
位
の
分
割
軸
を
意
味
す
る
。

②
　
土
偶
は
廃
棄
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
が
、
土
偶
の
製
作
か
ら
廃
棄
の
全

　
過
程
に
土
偶
祭
式
の
展
開
を
想
定
し
た
。
土
偶
は
殆
ん
ど
が
壊
れ
た
状
態
で
出
土

　
す
る
こ
と
、
埋
納
（
与
助
尾
根
遺
跡
で
は
土
器
の
中
に
首
部
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、

　
ま
た
後
・
晩
期
東
北
地
方
の
例
で
あ
る
が
、
埋
納
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
で
検
出
さ

れ
て
い
る
）
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
は
、
土
偶
の
廃
棄
に
祭
式
の

展
開
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
く
廃
棄
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し

て
炉
る
鶴
川
～
地
点
遺
跡
耳
栓
、
初
山
遺
跡
有
孔
鍔
付
土
器
、
有
孔
大
珠
に
目
的

集
団
を
想
定
し
た
が
、
彼
ら
の
活
動
は
い
ず
れ
も
廃
棄
活
動
に
限
定
し
て
想
定
し

た
も
の
で
あ
る
。
土
偶
の
出
土
状
態
に
関
し
て
、
野
口
義
麿
「
土
偶
・
土
版
」

『
日
本
原
始
美
術
2
』
一
九
六
四
年
を
参
照
し
た
。
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四
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
集
団
の
諸
関
係
に
対
す
る
集
落
空
間
構
成
の
あ
り
方
か
ら
、
集
団
の
諸
関
係
を
抽
出
す
る
方
法
論
を
構
築
し
、
三
集
落
遺
跡
を
具
体

的
に
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
か
ら
今
後
の
課
題
を
検
討
す
る
。

　
の
　
住
居
趾
群
の
分
割
（
特
殊
な
住
居
堤
群
の
問
題
）

　
（

　
住
居
証
群
の
分
割
軸
と
広
場
の
関
係
に
お
い
て
、
初
山
、
鶴
川
J
地
点
両
遺
跡
で
は
B
分
割
軸
は
広
場
を
分
割
し
な
か
っ
た
が
、
貝
の
花
遺

　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

跡
（
千
葉
県
松
戸
市
）
中
期
後
半
の
住
居
肚
群
、
潮
見
台
遺
跡
（
神
奈
川
県
川
崎
市
）
中
期
後
半
の
住
居
趾
群
に
お
い
て
は
、
B
分
割
軸
の
一
つ
が

広
場
を
二
分
割
す
る
（
第
一
三
図
）
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
分
割
軸
は
住
居
肚
群
を
紺
称
的
（
量
的
に
）
に
二
分
割
し
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
A

分
割
軸
と
異
な
る
。
い
わ
ば
、
見
か
け
の
二
分
割
軸
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
割
軸
で
他
の
住
居
趾
群
と
画
さ
れ
た
隣
接
す
る
凝

霜
の
住
居
肚
群
（
貝
の
花
遣
跡
は
検
討
を
要
す
る
）
は
、
他
の
隣
接
す
る
二
基
の
住
居
祉
群
と
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
鶴
川

J
地
点
遺
跡
の
亙
群
、
初
山
遺
跡
の
H
群
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
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潮見台遺跡
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第13図　見かけの二分割軸（点線で示す。実線はA分割軸）

　
し
か
し
、
他
の
住
居
趾
群
に
対
し
特
異
で
あ
る
点
で
一
致
す
る
こ
れ
ら
各
群
も
、
他
の
住

居
語
群
に
対
す
る
関
与
の
し
方
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
貝
の
花
、
潮
見
台

両
一
跡
で
は
分
割
軸
の
在
り
方
か
ら
、
他
の
住
居
祉
群
全
体
に
関
与
す
る
よ
う
で
あ
り
、
鶴

川
」
地
点
、
初
山
両
遺
跡
で
は
二
分
割
さ
れ
た
一
方
の
群
へ
の
関
与
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の

差
異
は
、
或
い
は
二
群
の
結
合
を
表
象
す
る
「
集
会
所
」
と
呼
ば
れ
る
様
な
特
異
な
構
築

物
（
鶴
川
J
地
点
遺
跡
e
群
、
初
山
遺
跡
9
群
）
の
有
無
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、

縄
文
時
代
中
期
後
半
の
特
殊
な
住
居
杜
群
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
住
居
趾
群
の
諸
関
係
上
の

位
置
に
よ
っ
て
二
種
に
分
け
ら
れ
る
。
貝
の
花
、
潮
見
台
両
遺
跡
の
特
殊
住
居
赴
群
は
X
の

関
係
（
見
か
け
の
広
場
二
分
割
軸
に
所
在
）
、
鶴
川
J
地
点
、
初
山
両
遺
跡
特
殊
住
居
洋
才
は
A

の
関
係
（
B
分
割
軸
に
所
在
）
を
持
つ
。

　
四
遺
跡
は
時
期
を
同
じ
く
し
、
初
山
遺
跡
と
潮
見
台
遺
跡
は
地
域
も
同
じ
く
し
て
い
る
。

ま
た
、
四
遺
跡
は
A
、
B
、
C
三
関
係
に
よ
る
「
結
合
と
分
割
」
の
構
造
を
持
つ
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
集
団
の
生
活
様
式
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
り
、
し
か
も
、

そ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
超
え
て
同
一
の
集
団
構
造
の
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
鶴
川
」
地
点
、
初
山
両
遺
跡
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
住
居
趾
群
の

存
在
が
、
集
団
の
諸
関
係
に
付
加
す
べ
き
関
係
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
諸
関
係
の
補
完
的
役

割
を
荷
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
貝
の
花
、
潮
見
台
両
遺
跡
に
お
い
て
、
特
殊
な
住
居
歯
群
の
他
の
住
居
杜
群
に
対

す
る
差
異
性
は
、
集
落
空
間
の
直
径
的
分
割
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
同
心
円
分
割
に
よ
っ
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③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
示
す
も
の
と
し
て
、
後
期
の
大
湯
遺
跡
（
秋
田
県
鹿
角
郡
大
湯
町
）
に
お
け
る
野
中
堂
、
万
座
両
環
状
組
石
群
が
在
る
。
両
環
状
組
石
群
は
、

内
帯
と
外
帯
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。
住
居
祉
群
と
組
石
群
は
異
な
る
も
の
の
、
構
造
上
、
数
童
上
、
内
帯
は
中
期
の
特
殊
な
住
居
趾
群
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
形
態
の
明
確
さ
か
ら
、
定
式
化
さ
れ
た
在
り
方
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
期
の
特
殊
な

住
農
赴
群
は
二
種
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
対
応
す
る
も
の
か
、
大
湯
遺
跡
を
形
成
し
た
集
団
の
諸
関
係
が
明
確
で
な
い
現
在
、
不
明
で
あ
る
。

中
期
に
お
け
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
、
後
期
以
降
ど
の
様
に
展
開
さ
れ
る
の
か
、
中
期
の
集
団
構
造
の
持
つ
問
題
を
知
る
上
に
も
、
縄
文
時
代
文
化

の
動
向
を
知
る
上
階
重
要
な
線
題
堂
．
事
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ビ
　
　
リ
　
　
じ
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ

　
b
　
集
団
構
造
の
比
較
、
お
よ
び
諸
関
係
の
復
原

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
話

　
第
三
章
㈲
に
お
い
て
、
A
、
、
．
B
、
C
三
関
係
は
、
　
「
結
合
と
分
割
」
の
側
面
に
お
い
て
一
つ
の
構
造
を
持
つ
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
が
、

こ
の
構
造
を
使
っ
て
各
個
跡
を
比
較
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
住
居
趾
分
布
、
動
き
が
示
す
分
布
指
向
性
、
遺
物
の
分
布
状
況
に
よ
っ
て
、
黄
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

割
軸
の
有
無
、
明
確
さ
（
強
、
弱
）
が
決
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
業
か
ら
各
分
割
軸
に
対
応
す
る
関
係
の
集
団
に
お
け
る
比
重
が
把
握
さ
れ
、
こ

の
結
果
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鶴
川
J
地
点
遺
跡
東
群
（
1
、
∬
群
）
は
、
図
一
1
諺
W
切
〉
○
、
西
群
（
皿
、
y
群
）
は
、
メ
ー
1

諺
V
切
く
O
、
初
山
遺
跡
は
、
×
1
1
》
V
切
〈
O
、
高
根
木
戸
遺
跡
北
、
西
群
は
、
図
目
》
、
南
a
、
b
、
c
、
東
北
は
、
×
匪
》
〉
切
～
と
表
わ
せ

よ
う
。
今
後
、
資
料
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
諸
関
係
お
よ
び
構
造
の
地
域
性
、
時
代
性
が
把
握
で
き
よ
う
。

　
し
．
の
よ
う
に
各
関
係
は
「
結
合
と
分
割
」
に
よ
っ
て
｝
つ
の
構
造
を
形
成
す
る
が
、
各
関
係
を
集
団
の
具
体
的
な
諸
関
係
に
復
原
す
る
為
に

は
、
新
た
な
作
業
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
民
族
学
資
料
と
の
構
造
的
比
較
で
あ
る
。
民
族
学
資
料
の
構
造
的
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

集
団
の
構
造
と
、
考
古
学
資
料
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
集
団
の
構
造
を
比
較
同
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
学
資
料
に
お
け
る
具
体
的
事
象
を

考
古
学
資
料
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
諸
関
係
に
置
換
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
上
述
し
た
集
団
の
構
造
は
、
　
「
結
合
と
分
割
」
に
お
け
る
集
団
の
構
造
で
あ
り
、
全
て
の
社
会
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
民
族
学
資
料
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
性
は
形
態
（
住
居
肚
群
の
分
布
等
）
比
較
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
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単
な
る
形
態
の
比
較
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
、
鶴
川
J
地
点
e
群
住
居
赴
と
初
出
遺
跡
g
群
住
居
趾
が
分
布
上
異
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ

の
住
居
趾
群
諸
関
係
に
お
け
る
位
置
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
形
態
は
構
造
の
表
現
態
と
し
て
あ
る
が
、
構
造
が
諸
関
係
の
分
析
態
と
し
て
あ
る
一
方
、
形
態
は
結
合
体
と
し
て
あ
る
。
関
係
に
と
っ
て
両

極
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
全
て
の
事
象
の
比
較
作
業
は
、
諸
関
係
に
お
け
る
位
置
、
す
な
わ
ち
事
象
の
関
係
性
が
問
題
と
な
る
。
関
係
の
比

較
作
業
に
お
い
て
も
ま
た
、
諸
関
係
に
お
け
る
位
置
が
問
題
と
な
る
。
集
団
の
構
造
は
諸
関
係
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
構
造

比
較
が
必
要
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
住
居
祉
分
布
か
ら
住
居
肚
群
の
単
位
を
抽
出
し
、
住
居
滑
津
の
構
造
を
分
析
す
る
方
法
を
「
単
位
論
」

と
し
た
が
、
　
「
単
位
論
」
は
、
単
位
問
に
分
割
軸
を
想
定
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
関
係
の
所
在
を
求
め
な
い
為
に
、
集
団
の
構
造
を
分
析
す
る

こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
集
団
の
諸
関
係
を
復
原
す
る
に
あ
た
っ
て
は
形
態
比
較
を
行
な
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
分
析
し
た
集
団
の
構
造
は
、
復
原
す
る
に
あ
た
っ
て
は
難
点
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
そ
の
個
別
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

抽
象
性
（
考
古
学
資
料
と
民
族
学
資
料
と
の
比
較
作
業
に
対
し
て
）
を
あ
わ
せ
持
つ
構
造
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
八
幡
一
郎
編
著
『
貝
の
花
貝
塚
』
東
京
教
育
大
学
文
学
部
史
学
方
法
論
教
室

　
一
九
七
三
年
　
な
お
、
第
一
三
図
の
員
の
花
遺
跡
住
居
坂
分
布
図
に
お
い
て
、
縦

　
線
の
住
居
肚
は
中
期
後
半
－
期
に
、
粗
の
斑
点
の
住
居
肚
は
中
期
後
半
H
期
に
、

　
密
の
斑
点
の
住
居
祉
は
後
期
前
半
－
期
に
、
白
抜
き
の
臆
面
肚
は
後
期
前
半
丑
期

　
に
各
々
属
す
る
。
編
年
は
、
前
掲
書
に
よ
っ
た
。

②
　
関
俊
彦
他
『
潮
見
台
遺
跡
』
｝
九
七
一
年
住
居
赴
群
は
分
布
と
そ
の
構
成
要

　
素
か
ら
二
分
割
さ
れ
る
。
丹
羽
佑
一
「
縄
文
時
代
中
期
の
集
団
構
造
」
　
『
小
林
行

　
雄
先
生
退
官
記
念
論
文
集
彼
称
）
』
所
収
予
定
の
論
文
に
て
分
析
し
た
。

③
　
空
間
分
割
の
用
語
は
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
臆
ス
ト
ロ
ー
ス
『
構
造
人
類
学
駈
生

　
松
敬
三
訳
一
九
七
二
年
　
｝
四
八
一
一
七
九
頁
に
よ
っ
た
。

④
　
後
藤
守
｝
「
大
湯
町
環
状
列
石
」
　
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
』
第
二
　
一

　
九
五
三
年

⑤
A
、
B
、
C
三
関
係
に
よ
る
「
結
合
と
分
割
」
の
構
造
に
お
い
て
、
A
の
関
係

　
に
お
け
る
分
割
は
、
B
の
関
係
に
お
け
る
結
舎
、
B
の
関
係
に
お
け
る
分
割
は
、

　
C
の
関
係
に
お
け
る
結
合
に
鐙
換
さ
れ
る
か
ら
、
各
関
係
に
分
割
の
意
味
を
持
た

　
せ
る
と
、
こ
の
構
造
は
、
集
団
の
A
の
関
係
が
強
く
な
る
と
B
の
関
係
が
弱
く
な

　
り
、
C
の
関
係
が
強
く
な
る
こ
と
、
ま
た
B
の
関
係
が
強
く
な
る
と
A
の
関
係
、

　
C
の
関
係
が
弱
く
な
る
こ
と
を
示
す
。
各
集
団
の
構
造
は
、
、
こ
の
構
造
を
「
尺

　
度
」
に
し
て
比
較
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
料
は
「
尺
度
」
に
対
応
す
る
も
の

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
資
料
が
示
す
集
団
の
構
造
が
、
　
「
尺

　
度
」
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
集
団
の
構
造
と
「
尺
度
」
の
差
異

　
が
、
集
団
諸
関
係
の
矛
盾
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
こ
に
集
団
構
造
の
持
つ
問
題
点

　
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

⑥
丹
羽
佑
一
注
②
に
て
試
み
た
。
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Jane　Addams：　The　Making　of　Her　Reform　Thought

by

Hiroshi　Tsunematsu

　　Jane　Addams　Who　founded　Hull　House，　a　’famous　settlement　house，　in

Chlcago　was　one　of　the　prominent　progressives　as　well．　She　has　been

regarded　as　a　precursory　advocate　of　social　welfare　state．　ln　the　society

dominated　by　laissez－falre　ideology，　how　could　she　get　such　an　idea？

The　purpose　of　this　article　ls　to　make　it　clear　that　it　was　an　only

alternative　for　Jane，　who　tried　to　solve　the　problems　raised・by　an

industrial，　urbanized　and　immigrant－crowded　society．

Spatial　Composition　of　the　Settlements　and　Relation

of　the　Groups　in　the　Middle　6fノ励。π縄文Period

by

Yuichi　Niwa

　　Tltere　are　two　themes　at　present　in　the　study　of　settlement－sites　in

／bmon　period．　One　is　a　problem　of　social　organization，　that　is　what

sorts　of　relations　are　among　the　groups　of　people　and　how　these　rela－

t20ns　are　united　as　a　structure．　The　other　is　a　problem　of　comparison

of　the　social　organizations，　that　is　how　one　can　compare　the　relations

or　structures　in　order　to　determine　their　localities　and　eras．　Therefore，

marks　of　the　relations　must　be　identified　in　archaeological　materials

before　anything．

　　In　this　art2cle，　the　author　analyzes　three　settlement－sites　in　the　middle

of　the　period，　assuming　that　the　structures　of　division　of　the　inhabited．

space　would　indicate　the　relations　and　their　struetureS．　Thus　it　is　con－

cluded　that’there　exist　at　least　three　sorts　of　divlding　axes，　to　which

three　sorts　of　relatlons　may　correspond．　The　structure　which　is　ab－

stracted　from　the　aspects　of　‘　division　and　unity　’　of’　the　relations　will

be　an　effective　standard　when　one　compares　the　relations　of　groqps　in

the　sites　of　different　areas　and　periods．
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