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【
要
約
】
　
畿
内
地
方
の
弥
生
土
器
に
は
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
大
き
な
変
化
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
畿
内
弥
生
土
器
を
構
成
す

る
各
器
財
の
系
列
を
復
原
し
て
そ
の
変
化
を
概
観
し
、
同
時
に
編
年
の
重
要
な
指
標
と
さ
れ
る
箆
描
沈
線
文
、
櫛
描
文
、
延
線
文
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ

な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
様
が
描
か
れ
る
器
種
の
関
係
を
整
理
し
た
結
果
、
各
器
種
が
櫛
描
文
の
有
無
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な

わ
ち
櫛
描
文
型
器
種
と
非
櫛
描
文
型
器
種
に
分
か
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
罫
描
文
型
の
諸
器
種
と
非
龍
王
文
型
の
諸
器
種
の
展

開
の
状
況
を
、
筆
者
が
考
え
る
土
器
編
年
の
中
に
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
器
様
式
の
推
移
を
分
析
し
た
結
果
、
中
期
か
ら
後
期
へ
の
土
器
の
変
化
が
、

よ
り
本
質
的
に
は
新
旧
の
器
種
、
つ
ま
り
櫛
描
文
型
の
諸
器
種
と
非
墨
描
文
型
の
諸
罪
種
が
漸
進
的
に
交
替
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
の
早
期
、
土
器
の
新
旧
の
器
種
の
転
換
が
進
行
す
る
過
程
に
は
、
畿
内
の
倭
人
社
会
が
、
旧
習
に
代
え
て
次
の
古
墳
晴
代
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
新
し
い
習
俗
・
祭
儀
形
態
を
発
達
さ
せ
て
い
っ
た
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
史
林
七
二
巻
一
号
　
一
九
八
九
年
一
月

畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

は
　
じ
　
め
　
に

弥
生
時
代
の
前
期
、
広
く
爾
日
本
に
波
及
し
た
遠
賀
川
式
土
器
が
次
第
に
変
容
を
遂
げ
、
各
地
域
で
独
自
な
弥
生
土
器
の
様
式
が
成
立
し
、

発
展
し
て
い
っ
た
あ
り
様
は
、
弥
生
文
化
の
定
着
と
発
展
の
跡
を
そ
の
ま
ま
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
畿
内
地
方
は
、
弥
生

文
化
の
形
成
の
時
点
に
お
い
て
は
周
辺
的
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
次
の
古
墳
時
代
に
お
い
て
は
転
じ
て
前
方
後
円
墳
に
象
徴
さ
れ
る
強
大
な
権

力
の
栄
え
る
中
心
的
な
地
域
と
な
る
。
前
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
畿
内
地
方
の
弥
生
土
器
の
推
移
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
だ
し

た
社
会
や
習
俗
の
変
化
が
自
ず
か
ら
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

（1）1



畿
内
地
方
の
弥
圭
羅
・
小
林
行
欝
が
箏
嚢
か
ら
第
v
嚢
ま
で
五
つ
の
様
式
に
編
年
を
お
こ
な
ゆ
暴
走
を
並
別
期
第
E

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

様
式
か
ら
第
W
様
式
を
中
期
、
第
V
様
式
を
後
期
に
あ
て
て
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
う
ち
型
録
様
式
・
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

わ
ち
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
は
都
出
比
呂
志
氏
が
説
く
よ
う
に
非
常
に
大
き
な
変
化
が
み
と
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
第
皿
様
式
・
第
W
様
式
の

土
器
は
つ
く
り
が
非
常
に
丁
寧
で
、
器
表
を
飾
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
に
は
、
細
か
な
地
域
色
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
煩
雑
な
ま
で
に
器
種
が

細
か
く
分
化
し
て
い
る
こ
と
も
特
微
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
V
様
式
の
土
器
は
、
つ
く
り
が
著
し
く
粗
雑
化
す
る
と
と
も
に
器
表
を
飾
る

文
様
も
ほ
と
ん
ど
姿
を
潜
め
、
地
域
色
が
失
わ
れ
て
畿
内
全
体
が
｝
体
化
す
る
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
塁
壁
が
再
編
成
さ
れ
て
高
杯
や
鉢
の
小

型
品
の
比
重
が
増
す
。

　
た
だ
し
、
研
究
の
現
状
を
み
る
と
、
こ
の
変
化
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
共
通
に
認
識
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
変
遷
の
過
程
や
そ
の
具
体

的
な
様
相
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
お
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
に
く
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
第
盃
様
式
か
ら
第
V
様
式
の
土
器
は
、
文
様
の
変
化
を
手
が
か
り
に
編
年
が
お
こ
な
わ
れ
、
櫛
描
文
の
段
階
か
ら
凹
線
文
の
段

階
を
へ
て
無
文
の
段
階
に
至
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
文
様
と
器
種
の
関
係
に
つ
い
て
の
十
分
な
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の

理
解
は
一
面
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
か
ん
が
み
、
文
様
自
体
の
分
析
に
加
え
て
、
文
様
が
描
か
れ
る
興
言
に
つ

い
て
も
検
討
を
お
こ
な
い
、
そ
の
変
化
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
様
の
変
化
が
器
種
、
駈
上
講
成
の
変
化
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
有
機
的

に
進
行
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
壁
皿
様
式
・
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
土
器
様
式
の
推
移
の
あ
り
方
を
構
造
的
に
解
明
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
が
、
背
後
に
社
会
態
勢
の
変
動
を
と
も
な
っ
た
大
き
な
土
器
様
式
の
変
革
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
そ

の
性
格
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
と
考
え
る
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
細
か
な
地
域
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
弥
生
時
代
に
お
い
て
は
土
器
が
常
に
主
体
的
な
変
化
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
深
沢
芳
樹
氏
が
説
く
畿
内
南
部
（
大
和
．
河
内
）
に
地
域
を
絞
っ
て
検
討
を
進
め
た
い
と
思
う
。

　
①
　
末
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙
二
郎
『
大
和
唐
古
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
』
京
　
　
　
　
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
十
六
冊
、
一
九
四
三
年
。
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②
　
小
林
行
雄
「
弥
生
式
文
化
」
（
『
日
本
文
化
史
大
系
』
第
一
巻
　
原
始
文
化
、
｝

　
九
三
八
年
）
。

③
都
出
比
呂
志
「
畿
内
第
五
様
式
に
お
け
る
土
器
の
変
革
」
（
『
考
古
学
論
考
』
小

林
行
雄
博
±
古
稀
記
念
論
文
集
、
一
九
八
二
年
）
。

④
　
深
沢
芳
樹
「
弥
生
時
代
の
近
畿
」
（
『
岩
波
講
座

　
化
と
地
域
性
、
一
九
八
六
年
）
。

口
本
考
古
学
』
第
五
論
文

畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

第
淵
章
　
＋
［
器
編
年
の
再
検
討

　
周
知
の
よ
う
に
、
小
林
行
雄
氏
の
畿
内
弥
生
土
器
の
編
年
的
研
究
の
成
果
が
、
一
つ
の
帰

結
点
と
し
て
実
証
的
な
か
た
ち
で
最
も
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
四
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
刊
行
さ
れ
た
奈
良
県
唐
古
遣
直
の
報
告
書
で
あ
る
。
そ
の
後
、
小
林
氏
自
身
に
よ
っ
て
、

唐
古
瞳
子
に
お
い
て
は
良
好
な
資
料
の
乏
し
か
っ
た
第
V
様
式
の
細
別
の
試
み
が
、
大
阪
府

西
ノ
辻
遺
跡
の
資
料
に
よ
・
て
お
こ
な
わ
れ
る
な
ぬ
・
各
饗
の
細
別
化
は
進
行
し
た
が
・

編
年
の
体
系
的
な
枠
組
み
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
弥
生
時
代
の
集
落
遺
跡
の
調
査
が
著
し
く
進
展
し
、
良
好
な
資
料
が
蓄
積
さ
れ

た
現
在
、
第
皿
様
式
と
第
W
様
式
の
弁
別
に
関
す
る
問
題
や
、
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ

の
移
行
の
問
題
、
第
V
様
式
の
細
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
非
常
に

細
か
な
議
論
が
闘
わ
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
て
、
結
局
、
本
稿
が
最
も
関
心
と
し
て
い
る

第
皿
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
か
け
て
の
土
器
の
編
年
に
は
な
お
共
通
の
理
解
が
得
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
④

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
次
章
以
下
で
の
考
察
に
先
立
っ
て
、
こ
の
第
巫
様
式
か
ら
第
V
様

式
の
土
器
の
編
年
に
つ
い
て
問
題
点
の
整
理
を
お
こ
な
い
、
筆
者
の
意
見
を
示
し
て
お
く
こ

表1　第皿様式～第V様式の土器編年

内河和大

喜志溝5，亀井SK＝3144
Jll　　jヒ，　fit　“b　S　K3060

国府土城3，加美方形周溝墓

偬井SXO3，

西ノ辻1

（西ノ辻N・D）

城山3エ区SBO1
長原SBO工，西ノま土】3

国府SDO1上気
北鳥池下層

唐古・鍵S　XIOI（20），

唐：古・鍵SK105（22）

四分SE680

唐古・鍵SD204・第14層（19）

清水風SDO1，（唐古北砂）

唐土・鍵SK104上層（20）

四分SE813

唐中・鍵　Pit　5（3），　唐古70号

四分SD666中層

四分SE760（唐古45号）

四分S　E147e（纒金工）

三下
　新

W

古

V申
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と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
新
し
い
撮
土
資
料
を
網
羅
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
困
難
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
力
量
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
代
え
て
、
編
年
の
基
準
資
料
と
な
っ
て
い
る
庖
古
遺
跡
の
土
器
と
西
ノ
辻
遺
跡
の
土
器
を
中
心
に
す
え
て
、
関
連
す
る

そ
の
他
の
資
料
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
1
）
。

4　（4）

（胴

j
　
第
皿
様
式
と
第
W
様
式
の
弁
別

　
畿
内
の
弥
生
土
器
編
年
の
基
準
資
料
と
な
っ
た
唐
古
遺
跡
の
土
器
の
う
ち
、
第
皿
様
式
と
第
W
様
式
を
設
定
す
る
基
準
資
料
と
な
っ
た
の
は
、

粗
砂
が
厚
く
堆
積
し
た
北
方
砂
層
と
呼
称
さ
れ
た
自
然
流
路
か
ら
出
土
し
た
土
器
で
あ
る
。
報
告
書
で
は
、
第
W
様
式
に
は
八
二
号
竪
穴
な
ど

竪
穴
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
資
料
が
存
在
し
た
が
、
第
皿
様
式
に
限
っ
て
竪
穴
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
資
料
に
か
け
て
い
て
、
北
方

砂
層
に
お
い
て
第
W
様
式
と
混
在
す
る
状
態
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
小
林
行
雄
氏
は
両
者
の
分
離
が
不
分
明
で
あ
る
と
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

わ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
う
ち
風
霜
文
を
持
つ
も
の
を
壷
皿
様
式
、
無
線
文
を
持
つ
も
の
を
第
W
様
式
と
し
て
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
佐
原
焼
冷
は
、
こ
の
分
類
を
受
け
て
小
林
行
雄
氏
が
櫛
羅
文
を
描
く
こ
と
か
ら
第
皿
様
式
と
し
て
分
類
を
お
こ
な
っ
た
北
方
砂
層

出
土
土
器
の
う
ち
、
ひ
と
つ
の
土
器
の
な
か
で
櫛
描
文
と
凹
線
文
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
も
の
を
第
皿
様
式
新
段
階
と
し
て
捉
え
、
櫛
描
文
の

み
を
描
き
凹
線
文
を
含
ま
な
い
第
斑
様
式
古
段
階
と
垂
線
文
が
発
達
し
て
櫛
描
文
を
駆
逐
す
る
第
配
様
式
と
の
間
に
お
い
て
理
解
す
る
変
遷
観

　
　
　
　
　
⑥

を
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
河
内
地
方
な
ど
で
大
規
模
な
集
落
遺
跡
の
調
査
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
小
林
氏
や
佐
原
氏
が
第
W
様

式
と
し
て
捉
え
た
発
達
し
た
凹
線
文
を
も
つ
土
器
の
み
で
様
式
を
構
成
す
る
段
階
が
、
少
な
く
と
も
畿
内
南
部
で
は
存
在
せ
ず
、
凹
線
文
が
発

達
す
る
段
階
に
も
な
お
櫛
描
文
が
引
き
続
い
て
描
か
れ
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
り
、
櫛
斯
文
の
土
器
を
第
皿
様
式
、
無
線
文
の
土
器
を
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

W
様
式
と
し
て
分
離
す
る
上
述
の
編
年
観
と
現
実
の
資
料
の
あ
り
方
と
の
齪
齢
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
大
和
地
方
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

唐
古
・
鍵
遺
跡
第
一
九
次
調
査
溝
ω
0
8
蒔
の
第
【
四
層
、
同
音
二
二
次
調
査
井
戸
ω
国
H
β
上
層
、
清
水
風
遺
跡
河
道
ω
σ
O
H
、
四
分
遺



畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

跡
溝
G
Q
O
①
。
。
O
出
土
の
土
器
群
が
、
ま
た
河
内
地
方
に
お
い
て
も
枚
挙
に
は
い
と
ま
が
な
い
が
、
国
府
遺
跡
土
坑
ω
囚
O
。
。
、
加
美
遺
跡
く
－
H

　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

号
方
形
周
溝
墓
、
巨
摩
廃
寺
遺
跡
土
坑
九
の
土
器
群
な
ど
が
典
型
的
に
こ
の
状
況
を
示
し
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
。

　
井
藤
払
子
氏
は
、
附
帯
様
式
か
ら
第
W
様
式
へ
の
土
器
の
推
移
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
櫛
難
文
と
凹
線
文
が
編
年
的
に
明
確
に
分
離
で
き

な
い
と
い
う
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
第
皿
様
式
と
第
W
様
式
を
講
論
・
W
様
式
と
し
て
ま
と
め
、
土
器
様
式
の
中
で
櫛
描
文
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

凹
線
文
の
し
め
る
割
合
が
増
し
て
ゆ
く
過
程
を
考
慮
し
な
が
ら
、
改
め
て
編
年
の
細
分
を
お
こ
な
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
井
藤
氏
が
示
す
第

皿
・
W
様
式
の
細
別
編
年
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
第
一
段
階
　
凹
線
言
出
現
前
。
水
差
し
の
出
現
。
高
杯
な
ど
の
円
盤
充
填
法
の
登
場
。
叩
き
目
手
法
の
確
実
な
存
在
。

　
　
第
二
段
階
　
櫛
描
文
の
盛
用
。
凹
線
文
の
出
現
。

　
　
第
三
段
階
　
凹
線
文
の
冒
用
。
器
台
の
確
実
な
出
現
。
叩
き
目
手
法
、
体
部
外
面
下
半
の
箆
潮
り
の
流
行
。

　
　
第
四
段
階
　
無
文
化
傾
向
が
強
い
。
た
だ
し
、
櫛
感
文
、
凹
線
文
も
残
存
。
函
ノ
赴
N
式
の
段
階
。

　
こ
の
井
藤
氏
の
編
年
観
に
よ
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
列
挙
し
た
無
線
文
の
発
達
す
る
土
器
群
は
す
べ
て
第
三
段
階
に
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

改
め
て
唐
綴
遺
跡
の
北
方
砂
層
出
土
の
土
器
群
を
み
る
と
、
若
干
あ
る
い
は
新
し
く
あ
る
い
は
古
い
指
話
を
持
つ
も
の
を
含
み
な
が
ら
も
、
基

本
的
に
は
こ
れ
ら
の
第
三
段
階
の
様
相
を
示
す
土
器
群
と
近
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
年
再
び
調
査
が
進
め

ら
れ
て
い
る
同
遺
跡
で
は
、
こ
の
凹
線
文
の
発
達
す
る
時
期
に
、
北
方
砂
層
と
同
様
の
粗
砂
層
が
遺
跡
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
遺
跡
全
体
が
激
し
い
洪
水
の
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
北
方
砂
層
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
の

粗
砂
層
に
含
ま
れ
る
土
器
群
が
、
磨
滅
の
少
な
い
大
き
な
破
片
か
ら
成
り
、
か
つ
い
ず
れ
も
凹
線
文
が
発
達
す
る
一
方
で
な
お
櫛
描
文
が
盛
行

し
て
い
る
井
藤
氏
の
第
三
段
階
の
状
況
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
北
方
砂
層
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
長
時
間
を
か
け
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
は
、
洪
水
な
ど
の
原
因
に
よ
っ
て
短
期
間
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
報
告
書
に
お
い
て
分
離
が
不
分
明
と
し
な
が
ら
も
第
皿
様
式
と
第
W
様
式
に
分
離
し
て
記
述
さ
れ
た
北
方
砂
層
の
土
器
群
は
、
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若
干
新
古
の
も
の
を
混
入
し
は
す
る
も
の
の
、
む
し
ろ
基
本
的
に
槍
一
つ
の
様
相
に
ま
と
め
て
捉
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
唐
古
遺
跡
の
第
皿
様
式
と
第
W
様
式
の
編
年
の
問
題
点
は
、
小
林
氏
慮
身
が
雷
う
よ
う
に
両
者
の
分
離
が
不
分
明
と
い
う
よ
り
は
、
本
来

の
器
皿
様
式
、
井
藤
氏
の
第
一
段
階
・
第
二
段
階
の
資
料
が
偶
然
欠
如
し
て
い
た
た
め
に
、
も
と
も
と
は
櫛
露
文
の
土
器
と
凹
線
文
の
土
器
が

組
み
合
っ
て
基
本
的
に
一
つ
の
様
相
を
な
し
て
い
た
北
方
砂
層
の
資
料
か
ち
、
櫛
描
文
の
土
器
と
凹
線
文
の
土
器
を
そ
れ
ぞ
れ
壷
皿
様
式
、
第

W
様
式
と
し
て
無
理
に
分
離
を
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
の
土
器
様
式
の
姿
が
歪
め
ら
れ
て
理

解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
唐
古
・
鍵
遺
跡
で
は
、
最
近
に
な
り
、
従
来
欠
如
し
て
い
た
井
藤
氏
の
言
う
第
一
段
階
、
第
二
段
階
の
良
好
な
資
料
が
よ
う
や
く
得
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
る
。
第
一
段
階
の
資
料
は
同
遺
跡
第
二
〇
次
調
査
で
大
型
井
戸
ω
区
H
O
同
か
ら
出
土
し
た
土
器
群
、
第
二
段
階
の
資
料
は
第
二
二
次
調
査
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

井
戸
ω
渓
一
8
の
上
層
か
ら
出
土
し
た
土
器
群
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
北
方
砂
層
の
土
器
よ
り
も
型
式
学
的
に
先
行
す
る
内
容
を
持
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
他
遺
跡
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
第
一
段
階
の
様
相
を
示
す
資
料
と
し
て
は
、
大
和
地
方
で
は
四
分
遺
跡
井
戸
Q
り
団
①
。
。
O
、
河
内
地
方
で

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
喜
志
遺
跡
溝
五
、
亀
井
遺
跡
土
坑
G
。
図
ω
日
濠
な
ど
が
あ
り
、
第
二
段
階
の
様
相
を
示
す
資
料
と
し
て
は
、
大
鷹
地
方
で
は
、
四
分
遣
跡
井

戸
ω
畏
。
・
⑱
河
内
地
方
で
は
川
北
遺
跡
覇
書
冊
恥
亀
井
遺
堕
坑
巽
G
・
動
な
ど
多
数
の
資
料
が
あ
る
・

　
こ
れ
ら
の
土
器
群
を
比
較
す
る
と
、
井
藤
氏
も
言
う
よ
う
に
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
と
で
は
、
無
線
文
の
有
無
、
各
器
種
の
形
態
上
の
変

化
を
除
け
ば
、
製
作
技
術
、
職
種
構
成
の
点
で
決
定
的
な
違
い
が
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
第
三
段
階
に
な
る
と
、
形
態
上
の
変
化
に
加

え
、
内
面
箆
削
り
技
法
が
採
用
さ
れ
、
器
台
や
短
頸
壼
が
出
現
す
る
な
ど
製
作
技
術
、
器
種
構
成
の
点
で
非
常
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
井
藤
氏
の
第
皿
・
W
様
式
の
第
一
段
階
を
第
皿
様
式
古
段
階
、
第
二
段
階
を
第
巫
様
式
新
段
階
、
第
三
段
階
を
第
W
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
井
藤
氏
が
西
ノ
辻
N
式
に
対
応
さ
せ
る
第
四
段
階
に
つ
い
て
は
、
ま
た
幾
つ
か
の
問
題
を
含
む
の

で
節
を
改
め
て
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
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（
二
）
　
第
耳
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
移
行

畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

　
従
来
、
唐
古
遺
跡
の
編
年
を
補
う
か
た
ち
で
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
移
行
期
の
状
況
を
示
す
基
準
資
料
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
大
阪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
⑳

府
西
ノ
辻
遣
跡
の
一
九
四
一
年
置
ら
一
九
四
二
年
に
か
け
て
の
調
査
で
、
N
地
点
の
上
層
と
1
地
点
か
ら
地
点
を
異
に
し
て
出
土
し
た
土
器
群

で
あ
る
。
調
査
者
の
小
林
行
雄
氏
は
、
西
ノ
辻
N
地
点
の
土
器
す
な
わ
ち
西
ノ
辻
N
式
は
第
y
様
式
末
の
様
相
を
示
す
も
の
、
西
ノ
辻
－
地
点

の
土
器
す
な
わ
ち
西
ノ
辻
－
式
は
第
V
様
式
初
頭
の
様
相
を
示
す
も
の
と
位
置
づ
け
を
お
こ
な
い
、
以
後
こ
れ
が
常
識
化
し
た
理
解
の
仕
方
に

　
　
　
　
⑭

な
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
近
年
、
河
内
平
野
や
奈
良
盆
地
で
は
、
こ
れ
ま
で
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
移
行
期
の
様
相
を

示
す
良
好
な
土
器
群
が
よ
う
や
く
蓄
積
さ
れ
、
資
料
の
評
価
が
改
め
て
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ノ
辻
N
式
を
第
W
様
式
等
と
み
る
井
藤
暁
子
茂
の
意
見
、
従
来
ど
お
り
西
ノ
辻
N
式
を
第
y
様
式
末
、
西
ノ
辻
－
式
を
第
V
様
式
の
初
頭
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
理
解
し
な
が
ら
も
両
者
が
同
時
並
存
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
森
岡
秀
人
氏
の
意
見
、
ま
た
西
ノ
辻
N
式
が
第
W
様
式
の
土
器
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
く
、
む
し
ろ
第
V
様
式
初
頭
の
土
器
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
寺
沢
薫
染
、
心
骨
隆
裕
氏
の
意
見
な
ど
が
対
立
し
、
現
在
で
は
、

西
ノ
辻
N
式
と
1
式
に
関
す
る
捉
え
方
が
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
関
連
す
る
新
し
い
資
料
の
中
で
、
特
に
ま
と
ま
り
の
み
ら
れ
る
大
阪
府
亀
井
遺
跡
の
土
器
集
積
遺
構
ω
区
O
ω
の
一
・
∬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

層
か
ら
出
土
し
た
土
器
群
と
奈
良
県
唐
古
・
鍵
遺
跡
の
第
二
〇
次
調
査
で
井
戸
ω
囚
H
O
蒔
の
最
上
層
か
ら
出
土
し
た
土
器
群
を
例
に
と
り
、
若

干
の
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
両
者
は
い
ず
れ
も
出
土
時
の
知
見
か
ら
短
期
間
に
廃
棄
さ
れ
た
埋
没
し
た
一
括
性
の
高
い
土

器
群
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
か
つ
ほ
ぼ
共
通
す
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

　
両
者
の
土
器
群
を
構
成
す
る
器
種
に
は
、
広
口
壷
、
長
頸
壷
、
短
頸
壷
、
（
台
付
）
無
頸
壷
、
台
付
鉢
B
、
高
杯
A
、
器
台
、
甕
が
あ
り
、
い

ず
れ
も
ほ
と
ん
ど
文
様
を
も
た
な
い
。
こ
れ
ら
の
藤
野
の
う
ち
、
第
－
様
式
か
ら
第
V
様
式
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
広
口
壷
や
甕
を
は
じ
め
、
第
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y
様
式
に
現
わ
れ
て
第
V
様
式
に
盛
行
す
る
短
頸
壷
や
霊
台
、
出
現
は
さ
か
の
ぼ
る
が
第
y
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
か
け
て
著
し
い
発
達
を
み

せ
る
高
杯
な
ど
は
、
第
W
様
式
と
第
V
様
式
の
双
方
に
認
め
ら
れ
る
器
種
で
あ
る
。
一
方
、
（
台
付
）
無
下
壷
や
台
付
鉢
B
は
第
皿
様
式
か
ら
第

W
様
式
に
盛
行
す
る
が
第
V
様
式
に
は
続
か
な
い
と
さ
れ
て
い
た
丙
種
で
あ
り
、
逆
に
、
長
頸
壷
、
小
型
鉢
は
第
V
様
式
に
著
し
く
発
達
す
る

が
第
W
様
式
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
器
種
で
あ
る
。
ま
た
、
第
W
様
式
に
発
達
し
て
い
た
水
差
形
土
器
、
壷
F
、
高
杯
A
の
存
在
は
認
め

ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
言
種
構
成
に
関
し
て
は
、
両
者
の
土
器
群
は
第
W
様
式
と
第
V
様
式
の
中
間
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
器
種
構
成
だ
け
か
ら
で
は
、
こ
の
状
況
が
単
に
第
W
様
式
と
第
V
様
式
の
混
在
を
示
し
て
い
る
可
能
性
も
捨
て
さ
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
各
号
種
の
個
女
を
改
め
て
見
直
す
と
、
た
と
え
ば
、
広
口
壷
や
甕
な
ど
に
み
る
肥
厚
し
て
面
を
な
す
口
縁
部
が
、
大
き
く
拡
張
さ
れ
て
文

様
帯
と
な
っ
て
い
た
第
W
様
式
の
そ
れ
と
、
ほ
と
ん
ど
面
を
な
さ
ず
丸
く
お
さ
ま
る
か
た
ち
に
な
る
典
型
的
な
第
V
様
式
の
そ
れ
と
の
間
に
お

い
て
型
式
学
的
な
変
化
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
第
W
様
式
や
第
V
様
式
通
有
の
も
の
と
は
形
態
上
の
変
化
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
を
混
在
と
み
な
し
て
、
あ
る
も
の
は
第
W
様
式
、
あ
る
も
の
は
第
V
様
式
と
し
て
分
離
し
て
理
解
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、
器
種
構
成

の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
両
者
が
組
み
合
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
状
況
は
一
つ
の
様
梱
と
し
て
評
価
を
お
こ
な
う
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
土
器
群
の
様
相
は
、
各
器
種
と
も
無
文
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
、
叩
き
技
法
は
ま
だ
顕
著
で
な
い
が
内
面
に
粘
土
の
継
目
を
そ
の

ま
ま
残
す
な
ど
土
器
の
つ
く
り
が
粗
雑
に
な
り
、
お
そ
ら
く
は
土
器
の
製
作
に
回
転
台
を
用
い
な
く
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
第
V
様
式
を

特
徴
づ
け
る
長
藤
壷
、
小
型
鉢
や
各
種
の
記
号
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
寺
沢
薫
氏
ら
の
説
く
よ
う
に
第
V
様
式
の
最
初
頭
に

位
置
づ
け
て
考
え
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
国
で
改
め
て
河
内
平
野
や
奈
良
盆
地
を
眺
め
る
と
、
こ
れ
と
同
じ
様
相
を
示
す
土
器
群
が
点
々
と
存
在
し
、
豊
岡
卓
史
氏
が
指

　
　
　
　
　
⑰

摘
す
る
よ
う
に
、
亀
井
遺
跡
や
唐
古
・
鍵
遺
跡
で
は
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
る
な
ら
ば
、
摂
津
地
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
芝
谷
遺
跡
第
一
二
号
住
居
堤
出
土
土
器
、
山
城
地
方
で
は
中
臣
遺
跡
住
居
赴
山
嵐
毛
玉
器
、
紀
俳
北
部
で
は
滝
ケ
峯
遺
跡
H
－
①
㎝
地
点
出
土

8　（8）
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⑩

土
器
な
ど
、
各
地
域
で
こ
の
二
つ
の
土
器
群
と
類
似
す
る
様
相
を
も
つ
資
料
が
存
在
し
、
こ
の
段
階
に
は
畿
内
一
円
で
土
器
が
ほ
ぼ
共
通
す
る

様
相
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
畿
内
内
部
に
お
け
る
細
か
な
地
域
色
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
本
稿
で
は
、
第
V
様
式
初
頭
を
示
す
こ
の
土
器
の
様
相
を
、
亀
井
遺
跡
ω
図
－
O
ω
の
土
器
の
報
告
者
、
宮
崎
泰
史
氏
の
呼
称
に
な
ら
っ
て
、

か
り
に
「
亀
井
式
」
と
呼
ん
で
お
く
こ
ど
に
し
た
い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
亀
井
式
と
西
ノ
辻
N
式
・
1
式
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
順
序
は
逆
に
な
る
が
ま
ず
西
ノ
辻
－
式
の

方
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
西
ノ
妙
工
式
を
構
成
す
る
器
種
に
は
広
口
壷
、
長
頸
壷
、
短
頸
壷
、
台
付
無
頸
壷
、
高
杯
A
、
小
型
鉢
、
甕
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

亀
井
式
に
み
ら
れ
た
器
種
で
あ
る
。
ま
た
、
少
数
の
器
種
の
脚
質
端
部
な
ど
に
数
条
の
凹
線
文
や
浮
文
を
見
る
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
文
様
を
持

た
な
い
こ
と
も
亀
井
式
と
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
各
器
質
と
も
内
面
あ
る
い
は
早
早
に
成
形
時
の
粘
土
紐
の
接
合
痕
を
残
し
て
い
る
点
、
第
V

様
式
の
甕
に
通
有
の
叩
き
貝
が
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
点
も
両
者
の
共
通
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
亀
井
式
と
西
ノ
辻
－
式
の
相

異
点
は
、
翠
玉
の
細
部
の
形
態
の
差
異
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
形
態
的
差
異
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
変
化
が
大
き
い
の
は
長
頸
壷
と
高
杯
で
あ
る
。

亀
井
式
の
高
杯
が
口
縁
部
が
短
く
直
立
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
ノ
赴
－
式
の
そ
れ
は
口
縁
部
が
や
や
長
く
延
び
て
外
反
度
の
強
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。
広
口
壷
に
つ
い
て
は
、
竿
縁
端
部
の
装
飾
の
状
況
を
別
に
す
れ
ば
、
亀
井
式
に
比
べ
る
と
西
ノ
辻
－
式
の
方
が
、
頸
部
と

体
部
の
境
界
が
明
瞭
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
い
ず
れ
も
亀
井
式
の
方
が
よ
り
第
W
様
式
に
近
い
特
徴
を
持
ち
、
爾
ノ
辻
－
式
の
方
が
第
V
様
式
で
も
後
に
発
達
す
る

特
徴
を
も
ち
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
両
者
が
若
干
の
編
年
的
な
先
後
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
亀
井
式
と
西
ノ
辻
工
式
は
、
こ
の
よ
う
な
亜
種
ご
と
の
型
式
学
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
器
種
構
成
や
製
作
技
術
に

大
き
な
違
い
が
な
く
ほ
ぼ
共
通
す
る
特
徴
を
も
つ
以
上
、
若
干
の
新
古
の
差
を
持
ち
な
が
ら
も
、
大
局
的
に
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
様
式
内
容
を
持

っ
て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
一
方
の
西
ノ
辻
N
式
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
西
ノ
辻
N
地
点
の
土
器
に
含
ま
れ
る
器
種
に
は
、
広
口
壷
、
高
杯
A
、
鉢

B
、
小
形
台
付
鉢
、
嚢
が
あ
り
、
広
口
壷
の
口
縁
部
端
面
に
円
形
浮
文
を
持
つ
ほ
か
は
や
は
り
全
く
文
様
が
な
い
。
従
来
こ
の
土
器
が
第
W
様

式
末
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
土
器
が
全
く
文
様
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
第
W
様
式
を
特
徴
づ
け
る
鉢
8
が
存
在
し
、
広
口
壷
や
野

壷
A
、
甕
の
形
態
や
製
作
技
術
が
第
W
様
式
よ
り
も
古
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
検
討
し
た
第

V
様
式
初
頭
の
亀
井
式
の
段
階
に
も
な
お
鉢
B
は
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
W
様
式
の
鉢
B
が
転
々
文
や
凹
線
文
で
装
飾
し
、
口
縁
端

部
が
粘
土
帯
に
よ
っ
て
段
状
口
授
を
な
す
こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
こ
と
を
顧
み
る
な
ら
ぼ
、
N
地
点
の
鉢
B
は
、
む
し
ろ
無
文
化
が
進
行
し
、

口
縁
端
部
の
退
化
が
著
し
い
亀
井
式
の
そ
れ
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
甕
の
口
縁
端
部
に
し
て
も
、
広
く
拡
張
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
文
様
帯
と
な
っ
て
い
た
第
膨
様
式
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
退
化
の
著
し
い
亀
井
式
の
も
の
に
近
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
西
ノ
辻
N
地
点
の
土
器
群
は
、
第
W
様
式
の
末
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
亀
井
式
、
す
な
わ
ち
第
V
様
式
初
頭
に
対
応
す
る
様
相
を
示
し
て

い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
と
も
あ
れ
、
従
来
こ
の
西
ノ
辻
N
地
点
の
土
器
の
帰
属
が
定
ま
り
き
ら
な
か
っ
た
原
因
は
、
公
褒
さ
れ
た
資
料
数
が
二
点
と
非

常
に
少
な
く
、
器
種
構
成
の
あ
り
方
が
一
般
に
誤
解
を
招
い
て
い
た
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
資
料
が
充
実
し
て
き
た
現
在
で
は
、
混

乱
を
避
け
る
た
め
に
も
西
ノ
辻
N
地
点
の
土
器
は
基
準
資
料
と
し
て
用
い
な
い
方
が
よ
い
と
思
う
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
検
討
の
結
果
を
腕
ま
え
て
、
亀
井
式
（
西
ノ
辻
R
式
）
と
西
ノ
辻
－
式
を
合
わ
せ
て
第
V
様
式
の
古
段
階
と
し
て
捉
え
、

そ
の
中
で
両
者
を
新
古
の
関
係
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

10　（10）

（
三
）
　
第
V
様
式
の
細
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
第
V
様
式
は
、
一
九
三
五
年
に
小
林
行
雄
・
藤
沢
一
夫
の
両
氏
に
よ
っ
て
穂
積
．
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
前
様
式
ま
で
伴
っ
て
い
た
石
器
類
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

姿
を
消
す
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
も
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
唐
心
遺
跡
の
調
査
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
予
想
ど
お
り
、
第
V
様
式
が
編
年
的
に
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準
則
文
土
器
と
土
師
器
の
間
に
位
概
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
資
料
の
不
足
か
ら
第
V
様
式
自
体
の
細
別
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

号
竪
穴
の
上
層
か
ら
繊
土
し
た
土
器
が
第
V
様
式
の
母
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
け
に
留
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
、
坪
井
清
足
氏
は
、
唐
古
遺
跡
と
西
ノ
辻
遺
跡
の
土
器
を
軸
に
、
西
ノ
辻
工
式
↓
西
ノ
辻
E
式
↓
西
ノ
辻
D
式
↓
唐
古
四
五
号
竪
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

上
層
式
と
い
う
第
V
様
式
の
変
遷
観
を
明
ら
か
に
し
、
都
出
比
呂
志
氏
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
叩
き
技
法
の
発
達
に
よ
っ
て
甕
や
壷
の
形
態
が

徐
々
に
球
形
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
手
が
か
り
に
し
て
、
河
内
地
方
の
第
V
様
式
が
、
叩
き
技
法
の
顕
著
で
な
い
西
ノ
辻
－
式
（
摘
心
）
、
叩
き
技

法
が
明
確
化
し
た
西
ノ
辻
E
（
D
）
式
・
上
六
万
寺
式
（
中
心
）
を
へ
て
、
叩
き
技
法
の
全
面
開
花
に
よ
っ
て
甕
の
球
形
化
が
進
行
し
た
北
鳥
池
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

層
式
（
新
相
）
に
細
分
で
き
る
こ
と
を
明
快
に
示
し
て
い
る
。
以
後
、
第
V
様
式
の
細
別
に
関
し
て
は
、
各
地
域
で
は
研
究
が
深
め
ら
れ
細
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

議
論
が
展
開
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
叩
き
技
法
の
発
達
の
点
か
ら
土
器
の
形
態
変
化
を
説
明
し
た
都
出
比
呂
志
氏
の
説
を

う
け
て
い
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
都
出
比
呂
志
氏
の
編
年
観
に
し
た
が
い
、
第
V
様
式
を
古
・
中
・
新
の
三
段
階
に
区
分
し
て
理
解
す
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

都
出
氏
の
編
年
観
と
は
細
部
に
お
い
て
違
い
が
あ
り
、
都
出
氏
が
西
ノ
辻
E
式
と
岡
じ
中
段
階
に
位
置
づ
け
る
西
ノ
辻
D
式
を
藤
田
三
郎
氏
の

教
示
に
し
た
が
っ
て
古
段
階
の
資
料
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
る
。
都
出
氏
は
西
ノ
辻
D
式
の
鱗
雲
壷
、
器
台
、
特
殊
な
高
杯
が
第
V
様
式
の

中
で
も
新
し
い
特
徴
を
も
つ
と
す
る
が
、
叩
き
技
法
の
痕
跡
を
残
さ
な
い
甕
、
口
縁
部
が
短
く
直
立
す
る
高
嶺
A
、
頸
部
の
長
大
な
長
丁
寧
な

ど
は
ま
さ
し
く
前
述
の
亀
井
式
の
特
微
で
あ
っ
て
、
特
殊
な
高
嶺
も
亀
井
式
の
段
階
に
類
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
古
段
階
に
つ
い
て
は
前
節
で
既
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
の
で
、
中
段
階
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
和
地
方
で
は
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
三
次
調
査
井

　
　
鯵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

農
学
一
嵩
、
四
分
遺
跡
溝
ω
U
①
①
①
中
層
の
土
器
群
、
河
内
地
方
で
は
城
山
遺
跡
火
災
住
居
肚
ω
山
区
住
居
雄
ω
切
O
一
の
土
器
群
が
代
表
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
新
段
階
の
資
料
と
し
て
は
、
大
和
地
方
で
は
四
分
遺
跡
溝
ω
O
①
①
①
上
層
、
唐
古
遺
跡
第
四
五
号
竪
穴
、
四
分
遺
跡
井

　
　
　
　
＄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

戸
ω
国
蕊
O
、
河
内
地
方
で
は
国
府
玉
傷
溝
ω
U
O
同
上
層
、
北
鳥
池
遺
跡
下
層
の
土
器
群
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
古
段
階
か
ら
新
段
階
の
土
器
群
を
通
観
す
る
と
、
壷
や
甕
が
叩
き
技
法
の
発
達
に
よ
っ
て
球
形
化
を
進
め
て
ゆ
く
過
程
に
加
え
て
、
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各
器
種
が
全
体
と
し
て
一
律
に
小
型
化
・
粗
雑
化
を
進
め
て
ゆ
く
過
程
、
広
口
壷
の
口
無
端
部
が
面
を
失
っ
て
ゆ
く
過
程
、
長
漏
壷
の
頸
部
が

徐
女
に
縮
小
し
て
ゆ
く
過
程
、
高
杯
A
の
口
々
端
部
が
外
反
度
を
強
め
て
ゆ
く
過
程
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
自
然
な
推
移
を
示
し
て
い
る

こ
と
は
上
に
述
べ
た
土
器
群
の
変
遷
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
難
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

エ2（12）

①
　
遣
跡
の
広
が
り
が
確
認
さ
れ
、
現
在
は
唐
古
・
鍵
遺
跡
と
名
称
が
改
め
ら
れ
て

　
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
う
が
、
学
史
的
な
意
味
に
用
い
る
場
合
に
限
っ
て
「
唐
古

　
霊
跡
」
を
使
用
す
る
。
田
原
本
町
教
育
委
員
会
・
奈
良
県
立
桜
原
考
古
学
研
究
所

　
『
昭
和
五
二
年
唐
古
・
鍵
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
、
一
九
七
八
年
。

②
　
末
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙
一
川
漁
『
大
和
唐
古
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
』
京

　
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
欝
第
一
六
斑
、
一
九
四
三
年
。

③
　
小
林
行
雄
「
大
阪
府
枚
岡
市
額
田
町
西
ノ
辻
遺
跡
一
地
点
の
土
器
」
（
小
林
行
雄

　
・
杉
原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
資
料
編
一
、
｝
九
五
八
年
）
。

④
　
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
井
藤
暁
子
「
近
畿
」
（
佐
原
翼

　
編
『
弥
生
土
器
1
』
、
一
九
八
三
年
）
。

⑤
　
前
掲
注
②
文
献
。

⑥
　
佐
原
虞
「
畿
内
地
方
」
（
小
林
行
雄
・
杉
原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
本
編

　
二
、
一
九
六
八
年
）
。

⑦
曾
我
恭
子
「
弥
生
式
土
器
（
中
期
）
」
（
『
瓜
生
堂
遺
跡
』
資
料
編
、
一
九
七
二

　
年
）
。

⑧
田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
国
・
鍵
遺
跡
第
工
ハ
・
一
八
・
一
九
次
発
掘
調
査

　
概
報
」
（
『
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
二
、
一
九
八
一
囲
年
）
。

⑨
冊
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
吉
・
鍵
遣
三
戸
二
二
・
二
四
・
二
五
次
発
掘
調
査

　
概
報
」
（
『
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
四
、
一
九
八
六
年
）
。

⑩
奈
良
県
立
樋
原
考
古
学
研
究
所
「
天
理
市
清
水
風
遺
跡
」
（
2
九
八
六
年
奈
良

　
県
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
、
一
九
八
七
年
）
。

⑪
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
富
発
掘
調
査
報
告
盟
』
奈
良
國
立
文

　
化
財
研
究
所
学
報
第
三
七
冊
、
㎝
九
八
○
年
。

⑫
　
山
本
雅
靖
「
河
内
西
府
遺
跡
出
土
の
弥
生
式
土
器
1
1
一
土
坑
出
土
の
弥
生
式

　
土
器
群
の
紹
介
と
そ
の
製
作
技
術
に
つ
い
て
i
i
」
（
『
大
阪
文
化
誌
』
第
三
号
、

　
一
九
八
二
年
）

⑬
永
島
勲
臣
慎
・
田
中
清
美
「
大
阪
市
加
美
遣
跡
の
弥
生
壁
代
中
期
墳
丘
墓
」
（
『
月

　
刊
文
化
財
』
、
　
一
九
八
五
年
）
。

⑭
大
阪
府
教
育
委
員
会
・
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
巨
摩
・
瓜
生
堂
』
近
畿
自
動

　
車
道
天
理
～
吹
田
線
建
設
に
伴
う
塊
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
、
…
九
八

　
一
年
。

⑮
井
藤
暁
子
「
畿
内
の
櫛
描
紋
土
器
」
（
金
関
恕
・
佐
原
眞
編
『
弥
生
文
化
の
研

　
究
』
第
4
巻
　
弥
生
土
器
韮
、
一
九
八
七
年
）
。

⑯
　
前
掲
注
⑧
文
献
。

⑰
先
に
掲
げ
た
近
在
の
濤
水
風
遣
跡
自
然
河
道
ω
U
露
も
岡
様
の
砂
層
堆
稜
を
示

　
し
て
い
る
。
清
水
風
遺
跡
は
唐
古
・
鍵
遺
跡
の
北
西
六
〇
〇
m
に
位
置
す
る
遺
跡

　
で
、
こ
の
自
然
河
道
O
Q
u
O
一
は
ち
ょ
う
ど
北
方
砂
層
の
延
長
上
に
あ
た
り
、
流
れ

　
の
方
向
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
両
者
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

⑱
田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
古
・
鍵
遣
跡
第
二
〇
次
発
掘
調
査
概
報
」
（
『
田
原

　
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
二
二
』
三
、
一
九
入
六
年
置
。

⑲
　
前
掲
注
⑨
文
献
。

⑳
前
掲
注
⑪
文
献
。

⑳
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
喜
志
遺
跡
・
爽
阪
田
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
・
M
一
富
田

　
林
市
喜
志
・
羽
曳
野
市
東
阪
田
所
在
i
』
、
　
九
八
三
年
。

．



畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

⑫
　
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
亀
井
隔
近
幾
自
動
車
道
天
理
～
吹
田
線
建
設
に
伴
う

　
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
、
一
九
八
三
年
。

⑬
　
前
掲
注
⑪
文
献
。

⑳
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
用
北
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
』
、
一
九
八
一
年
。

⑯
　
前
掲
注
⑫
文
献
。

⑳
　
佐
原
藁
氏
の
言
う
第
罪
様
式
新
段
階
は
、
第
W
様
式
と
筆
†
者
が
考
え
る
資
料
が

　
主
体
で
あ
っ
て
、
内
容
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
。
た
と
え
ば
佐
原
氏
は
、

　
国
府
遣
跡
土
坑
ω
園
O
ω
の
資
料
を
第
皿
様
式
新
段
階
に
位
鍛
づ
け
て
い
る
。
佐
原

　
翼
編
『
弥
生
土
器
1
』
、
一
九
八
○
年
。

⑰
　
春
繰
戸
氏
は
、
凹
線
文
出
現
以
降
を
典
麗
様
式
と
す
る
が
具
体
的
な
編
年
案
は

　
提
示
し
て
い
な
い
（
「
大
和
弥
生
社
会
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
1
石
野
氏
の
批
判
に
対

　
し
て
一
」
『
古
代
学
研
究
』
九
五
号
、
…
九
八
一
年
）
。
ま
た
藤
田
三
郎
氏
も
か
つ

　
て
凹
線
文
以
降
を
第
W
様
式
と
み
る
説
に
養
同
し
て
い
る
が
、
現
在
は
意
見
を
改

　
め
ら
れ
て
い
る
由
で
あ
る
（
「
鋼
鐸
鋳
造
年
代
に
つ
い
て
」
『
古
代
学
研
究
』
第
一

　
〇
〇
号
、
一
九
八
三
年
』
）
。
　
一
方
、
溝
口
孝
司
馬
は
、
い
く
つ
か
の
巡
廻
に
つ
い

　
て
、
文
様
と
細
部
形
態
の
相
関
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
H
様
式
～
凸
型
様

　
式
の
推
移
を
説
明
す
る
が
、
器
種
構
成
の
変
化
に
よ
っ
て
様
式
の
界
線
を
ひ
く
視

　
点
は
筆
者
と
同
様
で
あ
り
、
ま
た
筆
者
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
論
に
達
し
て
い
る
（
「
土

　
器
に
お
け
る
地
域
色
i
弥
生
時
代
中
期
の
中
都
瀬
戸
内
・
近
畿
を
素
材
と
し
て

　
…
」
『
古
文
化
談
叢
』
第
一
七
集
、
…
九
八
七
年
）
。

⑱
　
小
林
行
雄
「
大
阪
府
枚
岡
市
額
田
町
西
ノ
単
離
跡
N
地
点
の
土
器
」
（
小
林
行
雄

　
・
杉
原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
資
料
編
一
、
　
一
九
五
八
年
）
。

＠
　
前
掲
注
②
文
献
。

⑳
　
た
だ
し
、
佐
原
貫
氏
は
、
西
ノ
辻
N
式
が
様
式
と
し
て
存
在
す
る
の
は
中
河
内

　
の
山
麓
や
高
所
に
限
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
、
第
W
様
式
末
に
位
置
づ
け
な
が
ら
も

　
幾
分
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
佐
原
爽
「
大
和
規
と
淀
川
」
（
『
古
代
の

　
日
本
』
第
五
巻
　
近
畿
、
｝
九
七
〇
年
）
。

⑪
　
前
掲
注
⑮
文
献
。

⑫
　
森
岡
秀
人
「
西
ノ
辻
N
式
並
行
土
器
群
の
動
態
－
畿
内
第
M
様
式
の
整
商
作
業

　
と
関
連
し
て
一
」
（
『
森
貞
次
郎
博
士
古
稀
記
念
古
文
化
論
集
』
、
一
九
八
二
年
）
。

⑳
　
寺
沢
前
掲
注
⑳
文
献
。

⑱
　
芋
本
隆
裕
「
畿
内
第
V
様
式
土
器
」
（
金
関
恕
・
佐
原
真
編
『
弥
生
文
化
の
研

　
究
』
第
四
巻
　
弥
生
土
器
H
、
　
一
九
八
七
年
）
。

⑳
　
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
亀
井
遺
跡
H
』
寝
屋
川
市
南
部
流
域
下
水
道
事
業
長

　
吉
ポ
ン
プ
場
築
造
工
事
闘
連
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
皿
、
一
九
八
四
年
。

曾
　
前
掲
注
⑱
文
献
。

⑳
　
豊
岡
庫
之
「
畿
内
第
V
様
式
暦
年
代
の
試
み
」
（
『
古
代
学
研
究
』
第
～
○
八
号

　
・
第
一
〇
九
号
、
一
九
八
五
年
）
。

⑱
　
原
口
正
一
二
「
芝
谷
遣
跡
」
（
由
薗
畑
黛
巾
史
編
箕
辮
委
員
ム
調
潮
局
槻
｛
巾
中
門
赫
弟
六
巻
一
　
考

　
古
塁
、
一
九
七
三
年
）
。

⑳
　
京
都
市
文
化
観
光
局
・
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
『
中
臣
遺
跡
発
掘
調
査
概

　
報
昭
和
五
七
年
度
』
、
一
九
八
三
年
。

⑳
　
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
『
滝
ケ
峯
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
、
一
九
七
二
年
。

⑪
　
前
掲
注
⑳
文
献
。

⑫
　
西
ノ
辻
－
地
点
の
土
器
に
は
亀
井
式
に
認
め
ら
れ
る
台
付
鉢
B
と
盤
台
が
欠
け

　
て
い
る
。
し
か
し
、
西
ノ
辻
工
地
点
の
土
器
は
四
〇
数
個
と
い
う
量
的
に
限
定
さ

　
れ
た
資
料
で
あ
る
か
ら
、
台
付
鉢
B
と
器
台
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
検

　
討
の
余
地
が
あ
る
。
第
皿
様
式
、
第
膵
様
式
に
盛
行
す
る
子
種
で
あ
っ
た
台
付
鉢

　
B
は
と
も
か
く
、
第
W
様
式
と
第
V
様
式
の
双
方
に
逓
有
の
尊
台
に
つ
い
て
は
偶

　
然
に
欠
落
し
て
い
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
た
だ
｝
点
問
題
と
な
る
の
は
、
乾
杯
A
の
形
態
で
あ
る
。
亀
井
式
の
高
命
A
が

　
口
業
が
屈
曲
し
て
短
く
立
ち
上
が
る
特
微
を
持
つ
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で

　
あ
る
が
、
こ
の
西
ノ
辻
N
式
の
そ
れ
は
、
ゆ
る
や
か
に
湾
曲
す
る
皿
状
の
も
の
で

　
あ
っ
て
、
第
頂
様
式
・
第
W
様
式
に
広
く
み
ら
れ
る
も
の
と
共
通
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
書
う
な
ら
ば
、
脚
端
部
の
拡
張
が
著
し
く
な
い
点
な
ど

　
は
第
W
様
式
よ
り
も
後
出
の
要
素
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑭
　
森
本
六
爾
・
小
林
行
雄
「
弥
生
式
文
化
末
期
の
研
究
」
（
『
考
古
学
』
第
六
巻
第

　
三
号
、
一
九
三
五
年
）
。

⑮
　
小
林
行
雄
「
弥
生
式
文
化
」
（
『
日
本
文
化
史
体
系
』
第
一
巻
　
原
始
文
化
、
一

　
九
三
八
年
目
。

⑯
　
前
掲
注
②
文
献
。

＠
　
幅
坪
井
清
足
「
紳
穂
欝
帆
式
土
器
」
（
『
日
本
考
古
学
辞
典
』
、
　
｝
九
六
二
年
）
。

⑱
　
都
出
比
呂
志
「
古
墳
出
現
前
夜
の
集
団
関
係
－
淀
川
水
系
を
中
心
に
一
」
（
『
考

　
古
学
研
究
』
第
二
〇
巻
第
四
号
、
｝
九
七
照
年
）
。

⑲
　
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
寺
沢
薫
「
大
和
に
お
け
る
第

　
V
様
式
土
器
の
細
別
と
二
、
三
の
問
題
」
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
『
奈
良

　
市
六
条
山
里
跡
』
奈
良
梁
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
四
集
、
　
一
九
八
○
年
）
。
森

　
岡
秀
人
「
畿
内
第
V
様
式
の
編
年
細
分
と
大
師
山
遣
跡
鵬
土
土
器
の
占
め
る
位
置
」

　
（
『
河
内
長
野
大
師
山
』
関
西
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
五
冊
、
一
九
七
七

　
年
）
。
豊
岡
前
掲
注
⑳
文
献
。
森
国
克
行
「
遺
物
及
び
そ
の
考
察
i
第
V
様
式
の

　
型
式
細
分
に
つ
い
て
」
（
高
槻
市
数
育
委
員
会
『
安
満
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
1
9

　
地
区
の
調
査
』
高
槻
市
文
化
財
調
査
報
告
霧
第
一
〇
冊
、
一
九
七
七
年
）
。

⑩
　
小
林
行
雄
「
大
阪
府
枚
岡
市
額
田
町
西
ノ
辻
D
・
E
・
F
・
H
地
点
の
土
器
」

　
（
小
林
行
雄
・
杉
原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
資
料
編
一
、
一
九
五
八
年
）
。

⑭
亀
井
遺
跡
。
弓
据
O
Q
。
、
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
二
〇
次
調
査
ω
麹
H
O
禽
に
類
例
が
あ
る
。

⑫
　
寺
沢
薫
琉
の
ご
好
意
に
よ
り
実
見
。
田
原
本
町
教
育
委
員
会
・
奈
良
県
立
橿
原

　
考
古
学
研
究
所
『
昭
和
五
二
年
度
唐
古
・
鍵
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
、
　
一
九
七
八

　
年
。

⑳
前
掲
注
⑪
文
献
。

⑭
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
・
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
城
山
（
そ
の
二
）
』
近
畿
自
動

　
車
道
天
理
～
吹
田
線
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
、
一
九
八

　
七
年
。

曾
　
大
阪
市
文
化
財
協
会
『
（
改
訂
）
長
原
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
、
一
九
八
二
年
。

⑳
　
前
掲
注
⑪
文
献
。

⑰
　
前
掲
注
②
文
献
。
従
来
、
上
溜
式
と
下
層
式
に
分
け
て
蒔
期
が
想
定
さ
れ
て
い

　
た
が
、
土
器
群
の
埋
没
過
程
の
検
討
と
四
分
遺
跡
井
戸
ω
濁
器
O
出
土
資
料
と
の

　
比
較
か
ら
両
者
を
単
一
の
様
栢
に
ま
と
め
て
捉
え
る
豊
岡
卓
窓
際
の
説
に
し
た
が

　
う
。
前
掲
注
⑳
文
献
。

⑱
　
前
掲
注
⑪
文
献
。

⑲
　
甫
亦
井
毅
彦
「
国
府
遣
跡
ω
U
O
一
出
土
の
弥
生
土
器
」
（
藤
井
寺
市
教
育
委
員
会

　
『
石
川
流
域
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
H
』
藤
井
寺
市
文
化
財
報
告
第
二
集
、
一
九

　
八
七
年
）
。

⑳
　
定
本
隆
裕
「
北
鳥
池
遺
跡
出
土
土
器
の
再
整
理
」
（
『
東
大
阪
市
遺
跡
保
護
調
査

　
会
年
報
、
一
九
八
○
年
』
）
。

14　（14）

第
二
章
　
文
様
の
変
化
と
器
種
の
変
遷

　
畿
内
弥
生
土
器
の
編
年
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
重
要
な
指
標
に
な
っ
て
い
る
の
は
箆
描
沈
黒
文
、
櫛
描
文
、
銀
線
文
と
い
う
文
様
の
変
化
で

あ
る
。
一
方
、
畿
内
弥
生
土
器
は
、
総
体
と
し
て
み
た
場
合
、
非
常
に
豊
か
な
尊
詠
で
構
成
さ
れ
、
乱
騰
の
個
々
が
漸
進
的
な
変
化
を
示
し
て



畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

い
る
。
本
章
で
は
、
第
皿
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
い
た
る
土
器
様
式
の
推
移
を
大
き
く
捉
え
る
た
め
に
、
第
－
様

式
の
段
階
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
文
様
と
器
種
の
変
化
の
あ
り
方
を
相
互
に
曲
面
づ
け
な
が
ら
跡
づ
け
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。

（一

j
　
文
様
の
検
討
（
図
1
）

　
ま
ず
、
箆
描
三
線
文
（
1
）
は
、
箆
状
の
工
具
を
用
い
て
沈
線
を
一
本
ず
つ
別
々
に
器
表
に
巡
ら
せ
る
文
様
で
あ

っ
て
、
第
一
様
式
の
土
器
を
細
微
づ
け
て
い
る
。
古
い
段
階
ほ
ど
沈
線
の
条
数
が
少
な
く
、
新
し
く
な
る
に
つ
れ

て
沈
魚
の
条
数
が
増
す
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
、
広
口
壼
に
最
も
顕
著
な
推
移
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

当
初
は
頸
部
と
語
部
の
ニ
ケ
所
に
あ
た
か
も
口
縁
部
と
肩
部
、
無
題
と
腹
部
を
区
画
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
一
～
二
条
の
沈
線
が
描
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
三
～
五
条
と
次
第
に
沈
線
の
数
を
増
し
、
最
後
に
は
ま
す
ま
す

沈
線
の
条
数
が
増
す
と
と
も
に
、
二
つ
の
文
様
帯
が
一
体
化
し
て
と
き
に
は
」
○
数
条
も
の
蟻
蜂
か
ら
な
る
幅
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

広
い
帯
状
の
文
様
帯
へ
と
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
櫛
描
文
（
2
～
3
）
は
、
先
端
が
櫛
の
よ
う
に
分
れ
た
原
体
を
用
い
て
、
数
条
の
沈
線
を
一
つ
の
操
作
で

描
く
文
様
で
あ
る
。
新
し
い
段
階
の
箆
描
導
線
文
が
多
数
の
測
線
を
一
本
ず
つ
別
々
に
描
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、

櫛
描
文
で
は
綴
じ
条
数
を
描
く
た
め
の
操
作
の
回
数
を
減
ら
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
直
線
文
、
波
状
文
、
流
水

文
、
簾
状
文
、
扇
形
文
、
列
点
文
な
ど
の
種
類
が
あ
る
が
、
時
期
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
第
豆
様
式
で
は
列
点

文
、
簾
状
文
の
存
在
は
稀
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
種
類
の
文
様
で
も
表
現
に
は
違
い
が
あ
り
、
た
と
え
ば
時
期
に

よ
る
変
化
の
最
も
顕
著
な
波
状
文
で
は
、
は
じ
め
手
首
の
ひ
ね
り
に
よ
っ
て
原
体
の
軸
の
向
き
を
変
え
な
が
ら
山

と
谷
を
描
く
ぎ
ご
ち
な
い
表
現
（
3
）
だ
っ
た
も
の
が
、
後
に
は
原
体
の
向
き
を
一
定
に
保
っ
た
ま
ま
上
下
の
振
幅

5．凹線三2．櫛描直線文　3．櫛描波状文（N）4．櫛描波状文（翫）

　　　　　図1　各種の文様と断面模式図

1．箆描沈線文
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③

だ
け
で
山
と
谷
を
描
く
表
現
（
4
）
へ
と
変
化
す
る
。

　
…
方
、
凹
線
文
（
5
）
は
、
一
種
の
沈
線
文
で
あ
っ
て
、
㎝
本
ず
つ
別
女
に
描
く
と
い
う
点
で
は
箆
描
沈
線
文
と
同
様
で
あ
る
が
、
描
出
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
回
転
撫
で
に
よ
っ
て
器
表
を
沈
み
込
ま
せ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
W
様
式
に
盛
行
す
る
が
、
第
V
様
式
に
も
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

化
し
て
沈
線
状
の
表
現
に
な
っ
た
も
の
が
「
部
の
こ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
土
器
編
年
の
指
標
的
な
文
様
の
う
ち
、
群
言
矢
線
文
が
多
条
化
し
て
櫛
論
文
が
成
立
し
、
複
雑
に
発
達
し
て
ゆ

く
過
程
は
、
文
様
慮
体
の
型
式
学
的
な
変
化
と
し
て
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
ど
が
で
き
、
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
凹
線
文
が
退
化
し
て
文
様
と

し
て
の
性
格
を
失
っ
て
ゆ
く
過
程
も
同
じ
く
自
然
な
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
櫛
描
文
と

凹
線
文
に
つ
い
て
は
、
文
様
の
性
格
、
由
来
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
て
、
文
様
自
体
の
型
式
学
的
に
連
続
す
る
変
化
と
し
て
は
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
視
点
を
変
え
て
眺
め
る
と
、
そ
の
う
ち
発
達
し
た
櫛
描
文
と
凹
線
文
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
重
要
な
共
通
点
を
認
め
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
発
達
し
た
櫛
歯
文
と
斜
線
文
は
、
と
も
に
土
器
を
あ
る
程
度
の
一
定
し
た
速
さ
で
回
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
始
め
て
描
出
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
佐
原
虞
氏
は
、
畿
内
地
方
の
弥
生
土
器
の
志
津
文
が
回
転
台
を
用
い
て
土
器
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
描
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
に
畿
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

型
櫛
描
文
の
名
を
与
え
て
い
る
。
佐
原
茂
の
い
う
回
転
台
は
、
文
字
ど
お
り
土
器
を
回
転
さ
せ
る
台
で
あ
る
が
、
競
櫨
と
は
異
な
り
、
水
挽
き

に
よ
っ
て
土
器
を
成
形
す
る
も
の
で
は
な
く
、
粘
土
紐
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
成
形
を
行
な
っ
て
か
ら
、
器
表
の
調
整
や
文
様
の
墨
字
を
容
易

に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漉
櫨
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
高
速
回
転
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
し
か
し
、
第
蔵
様
式
に

み
る
波
状
文
の
表
現
（
4
）
な
ど
は
、
回
転
塗
上
の
土
器
の
回
転
が
速
さ
に
は
欠
け
る
に
し
て
も
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ

　
　
　
　
　
　
⑦

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
佐
原
氏
が
回
転
台
の
使
用
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
第
一
様
式
新
段
階
の
多
条
化
し
た
寸
描
沈
線
文
は
土

器
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
回
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
回
転
は
極
め
て
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
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ま
た
第
H
様
式
の
櫛
三
文
に
し
て
も
、
波
状
文
の
表
現
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
土
器
の
回
転
の
ス
ピ
ー
ド
は
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
豆
様
式
か
ら
半
信
様
式
・
第
W
様
式
に
か
け
て
の
櫛
繁
文
の
種
類
や
表
現
に
み
る
変
化
、
す
な
わ
ち
列
雷
文

や
簾
状
文
が
発
達
し
、
波
状
文
の
描
き
方
が
巧
み
に
な
る
と
い
う
変
化
は
、
土
器
の
回
転
技
術
が
不
安
定
な
も
の
か
ら
よ
り
安
定
し
た
も
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
土
器
を
安
定
し
た
速
さ
で
回
転
さ
せ
る
技
術
の
発
達
は
、
櫛
論
文
だ
け
に
限
ら
ず
土
器
製
作
の
過
程
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
影
響
を
与
え

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
影
響
が
顕
著
な
の
は
、
最
終
的
な
仕
上
げ
の
段
階
に
、
器
表
を
指
あ
る
い
は
布
や
皮
な
ど
を
用
い
て
横
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
な
で
上
げ
る
回
転
撫
で
技
法
の
発
達
で
あ
る
。
雪
線
文
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
回
転
撫
で
技
法
を
駆
使
し
て
描
く
器
表
調
整
を
兼
ね
る
性
格
の

文
様
で
あ
っ
て
、
第
W
様
式
に
お
け
る
艦
籍
文
の
発
達
は
、
こ
の
段
階
に
は
土
器
の
回
転
技
術
が
高
度
に
発
達
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
H
様
式
に
大
和
地
方
で
み
ら
れ
る
甕
の
口
縁
部
が
棚
毛
目
を
そ
の
ま
ま
残
し
、
端
部
を
押
さ
え
て
整
え
る
だ

け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
W
様
式
を
代
表
す
る
甕
の
口
縁
部
が
端
部
を
大
き
く
拡
張
し
て
数
条
の
凹
線
文
を
描
く
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る

こ
と
は
、
回
転
撫
で
技
法
の
発
達
、
つ
ま
り
土
器
に
安
定
し
た
回
転
を
与
え
る
技
術
の
発
達
が
や
は
り
第
皿
様
式
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
発
達
し
た
櫛
要
文
と
凹
線
文
が
、
こ
の
よ
う
に
文
様
と
し
て
の
系
譜
に
違
い
が
あ
り
、
か
っ
と
も
に
第
皿
様
式
に
お
け
る
安
定
し
た
回
転
技

術
の
発
達
に
よ
っ
て
技
術
的
に
成
立
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
が
第
璽
様
式
新
段
階
・
第
y
様
式
と
時
間
的
な
重
な
り
が
大

き
い
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
く
、
ま
た
両
者
が
第
V
様
式
初
頭
の
亀
井
式
の
段
階
に
軌
を
一
に
し
て
衰
退
す
る
こ
と
も
回
転
技
術
の
衰
退
を
背

後
に
お
い
て
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
　
櫛
描
文
型
器
種
と
非
櫛
描
文
型
器
種

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
素
描
藻
琴
文
、
櫛
描
文
、
凹
線
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
器
種
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
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か
。　

弥
生
土
器
の
器
思
想
成
が
、
深
黒
と
浅
鉢
か
ら
成
る
縄
文
土
器
と
は
異
な
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
賠
蔵
主
の
壷
、
煮
沸
用
の
甕
、
供
膳
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

鉢
・
高
杯
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
畿
内
弥
生
土
器
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
壷
、
甕
、
鉢
・
高
杯
と
い
う
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

本
的
な
組
合
せ
は
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
も
の
の
、
各
器
種
は
、
文
様
や
形
態
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
細
か
く
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
ま
ず
壷
網
に
は
、
広
口
壷
、
壷
D
、
二
重
竿
縁
壷
、
直
口
器
、
細
頸
董
B
、
水
差
し
形
土
器
、
壷
F
、
将
器
壷
、
長
頸
壷
、
小
形
台
付
壷
が

認
め
ら
れ
る
。
鉢
・
無
記
壷
類
に
は
、
台
付
無
野
壷
A
、
台
付
無
野
壷
B
、
台
付
粉
雪
壷
C
、
鉢
A
、
鉢
B
・
台
付
鉢
B
、
鉢
C
、
双
把
手
付

台
付
鉢
、
小
形
台
付
鉢
、
小
形
鉢
、
手
あ
ぶ
り
形
土
器
。
高
言
類
に
は
、
過
載
A
、
高
調
B
、
高
杯
C
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
脚

台
の
み
が
独
立
し
た
器
種
と
し
て
器
台
が
あ
る
。
甕
類
に
は
、
甕
A
、
甕
B
、
甕
C
、
甕
D
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
か
、
壷
や
甕
の
蓋

も
土
器
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
器
種
と
前
飾
で
検
討
し
た
文
様
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
文
様
自
体
の
検
討
か
ら
は
系
譜
に
つ
な
が
り

の
み
ら
れ
な
か
っ
た
櫛
描
文
と
話
線
文
が
、
描
か
れ
る
器
種
と
い
う
点
で
も
連
続
性
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
以
下
、
具
体
的
な
状
況
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
箆
撃
沈
線
文
を
描
く
器
種
に
は
、
広
口
壷
、
無
混
播
B
、
鉢
A
、
鉢
B
、
高
書
B
、
甕
A
が
あ
り
、
櫛
描
文
を
単
純
に
描
く
器
種
に
は
、

広
口
壷
、
直
三
盛
、
細
口
壷
A
、
水
差
形
土
器
、
無
野
壷
B
、
台
付
無
頸
壷
C
、
鉢
A
、
鉢
H
・
台
付
鉢
B
、
高
岳
A
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
箆
撃
沈
線
文
を
描
い
て
い
た
器
種
の
う
ち
、
高
議
B
、
甕
A
を
除
く
広
口
壷
、
無
謀
壷
B
、
鉢
A
、
鉢
B
は
そ
の
ま
ま
櫛
註
文
を
描
く
器

種
へ
と
移
行
し
て
い
る
。

　
一
方
、
凹
線
文
を
単
純
に
描
く
語
種
に
は
、
水
差
形
土
器
、
鉢
A
、
壷
D
、
壷
F
、
短
頸
壷
、
台
付
無
頸
壷
A
、
論
難
A
、
高
鷲
B
、
器
台
、

甕
D
が
存
在
し
、
広
口
壷
、
鉢
B
・
台
付
鉢
B
に
も
心
線
文
を
単
純
に
描
く
例
が
稀
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
青
磁
に
お
け
る
凹
線
文

の
施
文
労
農
や
条
数
は
多
様
で
あ
っ
て
、
器
台
の
よ
う
に
体
部
の
全
面
に
わ
た
っ
て
多
数
条
の
巻
線
文
を
描
い
て
い
る
よ
う
な
器
種
も
あ
れ
ば
、
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畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

甕
D
の
よ
う
に
口
縁
端
部
だ
け
に
二
～
三
条
の
二
線
文
を
描
い
て
い
る
だ
け
の
器
種
も
あ
る
。

　
初
登
沈
線
文
、
点
描
文
、
凹
線
文
は
、
こ
の
よ
う
に
同
じ
一
つ
の
土
器
に
他
の
文
様
を
心
え
ず
に
単
純
に
描
か
れ
る
場
合
の
ほ
か
に
互
い
に

共
存
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
箆
描
唇
線
文
と
櫛
描
文
、
櫛
描
文
と
凹
線
文
の
共
存
例
が
存
在
す
る
の
に
面
し
て
、
箆
描
記
線
文
と

凹
線
文
の
共
存
例
は
な
い
。
箆
画
図
線
文
と
櫛
描
文
が
同
一
個
体
内
に
お
い
て
共
存
す
る
例
は
、
た
と
え
ば
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
二
二
次
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ω
国
卜
。
O
H
出
土
の
広
口
壷
や
四
分
遺
跡
ω
魏
ぱ
お
の
広
口
壷
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
稀
な
例
で
あ
っ
て
、
箆
描
沈
線
文
か
ら

櫛
描
文
へ
の
変
化
が
自
然
に
連
続
す
る
変
化
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
過
渡
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と

思
わ
れ
る
。
一
方
、
櫛
逸
文
と
凹
線
文
が
個
体
内
で
共
存
す
る
例
は
、
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
示
す
器
種
に
は
、
広
口

壷
、
細
口
壷
A
、
無
頸
壷
B
、
鉢
B
・
台
付
鉢
B
が
存
在
し
、
水
差
形
土
器
に
も
例
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
櫛
描
文
は
描
く
煎
種
、
描
か
な
い
器
種
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
五
線
文
は
、
櫛
描
文
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
広
範
な
器
種
に
描
か
れ
て
い
る
状
況
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
し
ば
し
ば
第
皿
様
式
・
第
W
様
式
の
土
器
を
記
述
す

る
際
に
、
櫛
描
文
の
土
器
、
轟
轟
文
の
土
器
と
い
う
分
類
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
分
類
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
畿
内
弥
生
土
器
を
構
成
す
る
器
種
は
、
櫛
描
画
の
有
無
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
捉
え
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
凹
線
文
は
、
櫛
描
文
を
描
く
器
種
と
櫛
心
耳
を
描
か
な
い
器
種
が
組
み
合
う
状
況
の
上
に
、
双
方
の
器
種
を
貫
い
て
描
か
れ
る
技

術
的
性
格
の
強
い
文
様
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
器
種
に
み
る
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
櫛
描
文
型
器
種
、
爆
砕
描
文

型
器
種
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
三
）
　
各
器
種
の
型
式
単
的
変
遷
（
図
2
～
図
7
）

以
下
で
は
、
畿
内
弥
生
土
器
編
年
の
標
式
遺
跡
と
な
っ
た
唐
古
・
鍵
遺
跡
の
所
在
す
る
大
和
地
方
の
資
料
を
中
心
に
、
前
節
で
述
べ
た
器
種

の
二
つ
の
グ
ル
…
。
フ
に
つ
い
て
、
特
に
文
様
と
の
関
わ
り
に
留
意
し
な
が
ら
、
各
質
種
の
型
式
学
的
な
変
化
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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a
　
櫛
描
文
型
器
種

　
広
口
壷
（
図
2
1
1
～
9
）
　
球
形
の
体
部
か
ら
口
頸
部
が
漏
斗
状
に
開
く
壷
で
あ
る
。
第
一
様
式
か
ら
第
V
様
式
を
通
℃
て
み
ら
れ
、
箆
描

沈
線
文
が
多
条
化
し
て
櫛
描
文
が
成
立
し
、
さ
ら
に
櫛
描
法
が
複
雑
に
発
達
し
て
ゆ
く
過
程
を
最
も
自
然
に
跡
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
器
種
で

あ
る
・
広
。
壷
A
広
言
B
に
細
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
噸
ほ
ぼ
同
あ
変
化
を
示
す
の
で
・
こ
㌧
」
で
竺
帯
し
て
記
述
す
る
・
第

H
・
第
N
様
式
の
広
口
壷
B
に
は
畿
内
内
部
に
お
い
て
も
細
か
な
地
域
色
が
存
在
し
、
摂
津
・
北
河
内
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
で
は
頸
部
や
口

縁
端
部
に
突
帯
文
や
凹
線
文
を
描
く
も
の
が
発
達
す
る
の
に
た
い
し
て
、
中
・
爾
河
内
で
は
隆
線
文
の
発
達
が
み
ら
れ
な
い
（
8
．
9
）
。
ま
た

大
和
に
お
い
て
も
凹
線
文
だ
け
を
描
く
も
の
は
発
達
せ
ず
、
頸
部
や
口
縁
端
部
に
凹
線
文
を
も
つ
場
合
で
も
体
部
に
は
櫛
描
文
を
盛
ん
に
描
い

て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
和
地
方
で
は
、
箆
描
沈
線
文
↓
櫛
描
文
↓
櫛
描
文
＋
凹
線
文
と
い
う
推
移
を
へ
て
、
腸
線
文
の
み
の
も
の
を
ほ
と
ん
ど

欠
い
た
ま
ま
、
そ
の
ま
ま
無
文
へ
の
変
化
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
河
内
地
方
の
一
部
で
は
、
櫛
言
文
＋
路
線
文
の
段
階
が
欠
如
し
て
、
櫛
斜
文
の

段
階
か
ら
い
き
な
り
無
文
の
段
階
へ
と
推
移
し
て
い
る
状
況
が
君
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
文
様
の
変
化
に
沿
っ
て
形
態
の
変
化
も

同
時
に
進
行
し
、
た
と
え
ば
口
写
端
部
を
み
る
と
、
大
和
地
方
の
場
合
、
箆
鷺
沈
線
文
の
段
階
で
は
単
に
丸
く
お
さ
ま
る
か
た
ち
だ
っ
た
も
の

が
、
櫛
難
文
の
段
階
で
は
面
を
な
す
よ
う
に
な
り
、
櫛
描
文
＋
凹
線
文
の
段
階
で
は
上
下
に
大
き
く
拡
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
文
様
を
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

う
段
階
に
な
る
と
再
び
面
を
失
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
わ
か
る
。

・
直
口
蓋
（
図
3
－
2
～
3
）
　
径
の
大
き
い
筒
状
の
口
頸
部
が
倒
卵
形
の
体
部
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
立
ち
上
が
る
壷
で
あ
る
。
櫛
属
文
を
も
つ
。

第
皿
様
式
に
み
ら
れ
る
。

　
細
口
壷
A
（
図
3
i
4
～
6
）
　
算
盤
玉
形
の
体
部
か
ら
筒
状
の
口
頸
部
が
や
や
内
鰹
、
気
味
に
立
ち
上
が
る
壷
で
あ
る
。
第
皿
様
式
か
ら
第
W

様
式
に
か
け
て
み
ら
れ
る
が
、
第
H
様
式
に
み
ら
れ
る
直
口
の
壷
（
図
3
－
1
）
も
体
部
の
形
態
か
ら
み
る
と
こ
の
細
口
壷
A
の
系
列
に
連
な
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
群
雲
様
式
古
段
階
に
は
小
型
品
が
も
っ
ぱ
ら
で
、
各
種
の
櫛
乱
文
を
描
い
て
い
る
が
、
次
の
段
階
に
は
大
型
晶
が
登
場

し
、
第
y
様
式
に
は
頸
部
下
端
や
口
縁
部
に
凹
線
文
を
描
く
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
河
内
地
方
で
は
凹
線
文
を
受
け
つ
け
ず
、
代
わ
り
に
解
状
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文
を
煩
雑
な
ま
で
に
描
い
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

　
水
差
形
土
器
（
図
3
…
7
～
1
1
）
　
短
い
筒
状
の
口
頸
部
を
持
ち
、
算
盤
玉
将
の
体
部
の
首
部
に
横
方
向
の
把
手
が
つ
く
壷
で
あ
る
。
指
を
か

け
る
た
め
、
口
縁
部
の
把
手
側
を
半
円
状
に
く
ぼ
め
て
い
る
も
の
が
多
い
。
第
餌
様
式
か
ら
第
W
様
式
に
盛
行
す
る
器
種
で
あ
る
。
第
V
様
式

初
頭
の
亀
井
式
の
段
階
に
も
み
ら
れ
る
が
、
形
態
は
著
し
く
退
化
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
文
様
に
は
、
櫛
描
文
だ
け
を
描
く
も
の
、
櫛
描

文
と
旦
夕
文
を
兼
ね
備
え
る
も
の
の
ほ
か
に
、
凹
線
文
だ
け
を
描
く
も
の
が
第
W
様
式
に
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
墨
描
文
を
も
つ
8
や
9
と
全

線
文
の
み
の
1
0
と
の
間
に
は
調
整
や
形
態
の
点
で
若
干
の
違
い
が
あ
り
、
一
系
的
な
変
化
と
し
て
は
捉
え
に
く
い
面
も
あ
る
が
。
河
内
地
方
で

は
、
第
W
様
式
の
段
階
に
、
凹
線
文
を
発
達
さ
せ
る
型
式
と
同
時
に
、
凹
線
文
の
代
わ
り
に
簾
状
文
を
発
達
さ
せ
る
型
式
が
盛
行
し
て
い
る
。

　
無
勢
壷
B
・
台
付
無
機
壷
B
（
図
4
－
1
～
5
）
　
算
盤
甲
形
の
器
体
を
持
つ
文
字
ど
お
り
の
無
子
壷
で
あ
る
。
笹
縁
端
部
に
二
孔
一
対
の
紐

孔
を
う
が
ち
、
脚
台
が
つ
く
こ
と
も
あ
る
。
第
一
様
式
か
ら
第
V
様
式
古
段
階
に
か
け
て
み
ら
れ
る
器
種
で
あ
る
。
箆
描
幹
線
文
が
櫛
描
文
に

お
き
変
わ
り
、
次
第
に
櫛
投
文
が
発
達
し
て
ゆ
く
過
程
に
と
も
な
っ
て
、
口
縁
端
部
が
同
時
に
型
式
学
的
な
変
化
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

口
縁
端
部
は
、
は
じ
め
は
丸
く
単
純
に
お
さ
ま
る
か
た
ち
だ
っ
た
も
の
が
、
次
に
は
ゆ
る
や
か
に
外
反
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
外
反
度
の

進
ん
だ
段
階
を
へ
て
、
つ
い
に
は
粘
土
帯
を
貼
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
口
縁
端
部
を
表
現
す
る
い
わ
ゆ
る
段
状
口
縁
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
段
状
口
縁
の
段
階
で
は
、
悪
縁
端
部
が
文
様
帯
と
な
り
、
大
和
地
方
で
は
凹
線
文
が
、
河
内
地
方
で
は
簾
状
文
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

次
の
第
V
様
式
古
段
階
に
な
る
と
、
文
様
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
、
口
縁
端
部
も
わ
ず
か
に
肥
厚
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
へ
と
変
化
す
る
。

　
台
付
無
書
置
C
　
体
部
に
精
緻
な
簾
状
文
を
描
き
、
そ
の
上
に
粘
土
紐
帯
を
縦
方
向
に
貼
付
す
る
精
製
の
器
種
で
あ
る
。
脚
台
を
持
つ
こ
と

を
常
と
す
る
。
河
内
地
方
を
中
心
に
盛
行
す
る
器
種
で
あ
り
、
従
来
第
皿
様
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
諸
遺
跡
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

知
見
か
ら
む
し
ろ
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
初
頭
に
伴
う
も
の
と
理
解
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　
鉢
A
（
図
4
－
1
0
～
1
3
）
　
体
部
が
ゆ
る
や
か
に
立
ち
上
が
り
、
単
純
な
口
縁
部
を
も
つ
鉢
で
あ
る
。
第
一
様
式
か
ら
第
W
様
式
に
か
け
て
み

ら
れ
る
。
第
－
様
式
か
ら
濫
発
様
式
へ
は
罫
描
導
線
文
が
櫛
描
文
へ
自
然
に
移
行
し
て
ゆ
く
が
、
第
y
様
式
に
盛
行
す
る
も
の
は
櫛
寄
文
の
代

23　（23）
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畿内弥生±器の推移と画期（桑原）

わ
り
に
凹
線
文
だ
け
を
描
く
型
式
で
あ
っ
て
、
そ
の
閲
の
推
移
は
明
瞭
で
な
い
。
櫛
描
画
と
凹
線
文
を
兼
ね
備
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら

れ
な
い
。

　
鉢
B
・
台
付
鉢
B
（
図
4
－
6
～
9
）
　
口
止
端
部
が
外
反
な
い
し
は
外
算
す
る
鉢
で
あ
る
。
第
一
様
式
か
ら
第
W
様
式
に
み
ら
れ
、
第
V
様

式
古
段
階
に
も
残
存
す
る
が
、
そ
の
間
の
形
態
上
の
変
化
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
大
和
地
方
で
は
、
広
口
壷
や
無
玉
壷
B
と
同
様
に
、
箆

描
垂
線
文
↓
櫛
描
文
↓
櫛
落
文
＋
凹
面
文
↓
（
凹
線
文
）
↓
無
文
と
い
う
推
移
が
認
め
ら
れ
る
が
、
中
南
河
内
地
方
で
は
下
線
文
の
発
達
が
み
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
文
様
の
変
化
に
沿
う
よ
う
に
、
形
態
に
つ
い
て
も
鮮
や
か
な
変
化
が
あ
り
、
た
と
え
ば
腹
部
の
発
達
や
亡
霊
端
部
の
形

態
な
ど
に
無
頸
壷
B
と
類
似
す
る
細
か
な
型
式
学
的
な
変
遷
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
b
　
非
櫛
描
文
型
器
種

　
壼
D
（
図
5
1
1
～
4
）
　
形
態
は
広
口
壷
に
類
似
し
て
い
る
が
、
甕
と
同
様
の
調
整
を
お
こ
な
う
。
ま
た
、
欝
欝
に
煤
が
付
着
し
て
い
る
場

合
が
多
い
こ
と
も
甕
と
同
様
の
特
立
で
あ
る
。
稀
に
横
方
向
の
把
手
が
つ
く
も
の
が
存
在
す
る
。
第
皿
様
式
か
ら
第
W
様
式
に
か
け
て
み
ら
れ

　
　
　
　
　
⑰

る
器
種
で
あ
る
。
広
口
壷
と
は
異
な
っ
て
櫛
描
文
を
持
た
ず
、
第
皿
様
式
に
は
外
面
は
刷
毛
目
調
整
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
第
W
様
式
に

は
叩
き
目
を
器
表
に
残
す
も
の
が
多
く
な
る
。
ま
た
、
口
上
端
部
は
は
じ
め
無
文
で
あ
っ
た
も
の
が
後
に
は
拡
張
さ
れ
て
数
条
の
凹
線
文
を
描

く
よ
う
に
変
化
す
る
。
こ
の
段
階
に
は
口
縁
部
の
内
側
に
一
対
の
紐
孔
を
持
つ
も
の
が
多
い
。

　
二
重
口
縁
壷
（
図
2
1
1
0
）
　
通
常
の
広
口
壷
の
ロ
縁
端
部
に
あ
た
る
部
分
か
ら
口
縁
部
が
さ
ら
に
外
接
し
て
立
ち
上
が
る
壷
で
あ
る
。
第
V

様
式
の
新
段
階
に
出
現
し
、
庄
内
式
、
布
留
式
へ
と
続
く
。
文
様
は
持
た
な
い
。

　
細
口
壷
B
（
図
3
1
1
2
）
　
細
口
壷
A
と
同
様
、
算
盤
面
形
を
し
た
体
部
か
ら
細
い
筒
状
の
口
径
部
が
立
ち
上
が
る
壷
で
あ
る
が
、
細
口
壷
A

と
は
系
列
が
つ
な
が
ら
な
い
。
第
V
様
式
に
み
ら
れ
、
文
様
を
持
た
な
い
。

　
壼
F
（
図
5
i
7
・
8
）
　
倒
卵
形
の
体
部
か
ら
頸
部
が
外
開
き
に
立
ち
上
が
り
、
さ
ら
に
口
縁
部
が
上
方
に
延
び
る
董
で
あ
る
。
第
皿
様
式

か
ら
第
y
様
式
に
か
け
て
み
ら
れ
る
。
体
部
に
絵
顧
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
体
部
は
刷
毛
目
調
整
を
お
こ
な
う
が
、
口
縁
部
に
数
条
の

25　（25）
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畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

凹
線
文
を
描
く
第
W
様
式
の
も
の
に
な
る
と
、
欄
毛
目
の
下
に
叩
き
目
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
例
が
多
い
。
ま
た
頸
部
下
端
の
突

撃
を
み
る
と
、
は
じ
め
は
貼
付
し
た
粘
土
帯
の
上
を
指
で
押
捺
し
て
い
た
も
の
が
、
次
に
は
指
の
代
わ
り
に
割
り
板
な
い
し
は
箆
状
の
工
具
を

用
い
て
刺
突
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
り
、
最
後
に
は
、
突
鼻
が
失
わ
れ
て
刺
突
だ
け
が
直
接
器
表
を
め
ぐ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
鮮
や
か
な
型

式
学
的
な
変
化
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
変
化
は
絵
画
の
時
期
を
決
定
す
る
手
が
か
り
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

　
短
頸
壷
（
図
5
－
5
・
6
）
倒
卵
形
の
器
体
か
ら
筒
状
の
短
い
口
頸
部
が
ま
っ
す
ぐ
に
立
ち
上
が
る
壷
で
あ
る
。
櫛
描
文
は
持
た
な
い
。
稀

に
横
方
向
の
把
手
の
つ
い
た
も
の
が
存
在
す
る
。
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
盛
行
す
る
器
種
で
あ
る
が
、
河
内
地
方
で
は
第
W
様
式
の
段
階

で
は
発
達
せ
ず
、
第
V
様
式
に
な
っ
て
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
W
様
式
に
は
、
口
縁
部
に
数
条
の
凹
線
文
を
描
き
、
頸
部
下
端

に
壷
F
と
同
様
の
刺
突
を
巡
ら
せ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
第
y
様
式
に
は
双
方
と
も
失
わ
れ
る
。
ま
た
第
W
様
式
に
は
器
表
に
絵
画
を
描
く

例
が
あ
り
、
第
V
様
式
に
は
記
号
を
も
つ
例
が
多
い
。

　
長
三
差
（
図
5
…
1
0
）
　
球
形
あ
る
い
は
算
盤
玉
形
の
体
部
か
ら
長
い
飼
畜
の
口
頸
部
が
立
ち
上
が
る
無
文
の
壷
で
あ
る
。
第
V
様
式
に
盛
行

す
る
。
頸
部
は
は
じ
め
長
大
で
あ
っ
た
も
の
が
、
第
V
様
式
の
中
で
次
第
に
縮
小
し
、
外
面
の
磨
き
調
整
も
省
略
化
の
方
向
に
向
か
う
。
頸
部

や
体
部
の
外
面
に
記
号
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。

　
小
形
台
付
壷
（
図
5
1
9
）
　
脚
台
を
持
ち
口
縁
部
が
直
立
す
る
小
形
の
壺
で
あ
る
。
第
V
様
式
新
段
階
に
新
し
く
出
現
し
、
文
様
を
持
た
な

い
。
外
面
は
磨
き
仕
上
げ
。

　
台
付
無
頸
壼
A
　
口
受
端
部
に
蝶
理
一
対
の
発
孔
を
二
組
も
ち
、
脚
台
に
は
大
き
な
円
孔
を
う
が
つ
虻
田
壷
で
あ
る
。
第
三
様
式
に
限
っ
て

み
ら
れ
、
発
達
し
た
凹
線
文
を
描
く
。

　
鉢
C
（
図
4
－
1
5
）
　
口
縁
端
部
が
屈
曲
し
て
外
に
開
く
無
文
の
鉢
で
あ
る
。
第
V
様
式
に
新
し
く
出
現
し
、
型
式
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
庄
内

式
、
布
留
式
へ
と
続
く
。
大
形
品
に
は
小
さ
な
円
錐
形
の
脚
台
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。

　
双
把
手
付
台
帯
電
　
深
い
登
口
の
台
付
の
鉢
に
一
対
の
把
手
が
つ
く
。
第
y
様
式
に
み
ら
れ
、
大
和
地
方
で
は
凹
線
文
を
描
く
が
、
河
内
地

27　（27）



方
で
は
刺
突
文
を
描
く
も
の
が
あ
る
。

　
小
形
台
付
鉢
（
図
6
－
1
2
・
1
3
）
　
丸
み
を
帯
び
た
深
い
小
形
の
鉢
に
脚
台
が
つ
く
。
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
古
段
階
に
み
ら
れ
、
第
W
様

式
の
も
の
は
凹
線
文
を
持
つ
が
後
に
失
わ
れ
る
。

　
小
形
鉢
（
図
6
i
1
6
）
　
粗
製
の
小
形
鉢
で
あ
る
。
第
V
様
式
に
現
わ
れ
て
庄
内
式
へ
と
続
く
。
底
部
に
焼
成
前
の
穿
孔
を
持
つ
も
の
が
多
く
、

器
表
は
撫
で
あ
げ
て
仕
上
げ
る
も
の
と
叩
き
目
を
そ
の
ま
ま
残
す
も
の
が
あ
る
。

　
手
あ
ぶ
り
形
土
器
（
図
3
－
1
4
）
　
口
縁
端
部
が
外
接
す
る
鉢
に
半
円
状
の
ド
ー
ム
が
つ
く
器
種
で
あ
る
。
や
や
張
り
出
し
た
腹
部
の
中
位
に

回
状
の
突
帯
を
持
つ
。
第
V
様
式
の
新
段
階
に
現
わ
れ
て
、
庄
内
式
、
布
留
式
へ
と
続
く
。

　
高
杯
A
（
図
6
－
－
～
6
）
　
口
縁
部
が
ゆ
る
や
か
に
立
ち
上
が
る
全
面
磨
き
仕
上
げ
の
高
島
で
あ
る
。
第
－
様
式
か
ら
第
V
様
式
を
通
じ
て

み
ら
れ
、
土
師
器
へ
と
受
け
継
が
れ
る
器
種
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
い
だ
の
形
態
の
変
化
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
第
－
様
式
で
は
稀

な
器
種
で
あ
っ
た
が
、
第
H
様
式
か
ら
第
W
様
式
の
間
に
発
達
し
、
第
V
様
式
で
は
最
も
主
要
な
機
種
と
な
る
。
第
亘
様
式
に
は
櫛
描
文
を
描

く
も
の
が
存
在
す
る
が
、
大
和
地
方
で
は
第
皿
様
式
に
な
る
と
無
文
化
す
る
。
河
内
地
方
で
は
蝶
蝿
様
式
の
段
階
に
刺
突
文
を
持
つ
も
の
が
あ

る
。
杯
部
の
変
化
を
み
る
と
、
第
－
様
式
で
は
杯
部
と
口
縁
部
の
区
別
に
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
だ
っ
た
の
が
、
第
∬
様
式
か
ら
第
皿
様
式
に

か
け
て
杯
部
が
大
き
く
発
達
し
、
さ
ら
に
第
y
様
式
に
は
杯
部
と
口
縁
部
が
稜
を
な
し
て
明
確
に
分
か
れ
、
口
縁
部
の
上
端
と
下
端
に
数
条
の

三
線
文
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
第
V
様
式
に
な
る
と
凹
線
文
の
退
化
に
よ
っ
て
再
び
無
文
と
な
り
、
口
縁
部
は
次
第
に
外
反
度
を
強
め

て
ゆ
く
。
脚
部
の
変
化
を
み
る
と
、
第
一
様
式
で
は
丈
の
低
い
中
実
の
つ
く
り
で
あ
っ
た
も
の
が
、
第
H
様
式
に
は
や
や
高
い
も
の
と
な
り
、

第
一
・
第
W
様
式
に
は
円
盤
充
填
法
の
採
用
に
よ
っ
て
柱
状
部
が
著
し
く
伸
長
す
る
。
第
V
様
式
に
は
柱
状
部
と
裾
部
の
区
別
が
失
わ
れ
て
、

脚
部
は
杯
部
下
端
か
ら
斜
め
に
ま
っ
す
ぐ
延
び
て
接
地
す
る
も
の
と
な
る
。
な
お
、
第
V
様
式
中
段
階
ま
で
は
円
盤
充
填
法
は
引
き
続
い
て
み

ら
れ
る
。

　
高
杯
B
（
図
6
！
7
～
1
0
）
　
皿
状
の
杯
部
か
ら
口
縁
部
が
鍔
状
に
水
平
に
延
び
出
す
高
杯
で
あ
る
。
第
－
様
式
か
ら
第
W
様
式
に
み
ち
れ
る
。 28　（28）
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乱
軍
の
変
化
は
、
第
－
様
式
で
は
口
縁
部
上
面
を
広
く
拡
張
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
が
、
墨
壷
様
式
に
な
る
と
、
口
縁
部
が
比
量
に
延
び
出

す
よ
う
に
な
り
、
第
一
様
式
に
み
ら
れ
た
口
縁
部
の
内
面
へ
の
拡
張
は
突
帯
へ
と
変
化
す
る
。
第
皿
様
式
に
は
口
乞
端
部
が
さ
ら
に
下
方
へ
垂

下
す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
、
第
N
様
式
に
は
垂
下
す
る
口
縁
端
部
に
思
葉
の
凹
線
文
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
脚
部
の
変
化
は
高
杯
A
と
ほ

ぼ
同
様
の
変
化
を
示
す
。

　
高
杯
C
（
図
6
i
1
1
）
　
皿
を
少
し
深
く
し
た
よ
う
な
部
を
も
つ
早
撃
で
あ
る
。
第
V
様
式
に
出
現
し
、
庄
内
式
へ
と
続
く
。

　
器
台
（
図
6
－
1
4
・
1
5
）
　
上
下
端
が
外
方
に
開
く
中
空
の
筒
状
品
で
あ
る
。
器
体
に
は
円
孔
を
う
が
つ
も
の
が
多
い
。
第
W
様
式
か
ら
第
V

様
式
に
み
ら
れ
る
。
第
W
様
式
に
は
口
裏
端
部
や
憤
怨
に
凹
線
文
を
描
く
が
、
第
V
様
式
に
は
退
化
し
て
無
文
と
な
る
。

　
甕
（
図
7
）
　
砲
弾
形
の
器
体
か
ら
口
縁
部
が
外
反
し
て
開
く
煮
沸
用
の
器
で
あ
る
。
第
－
様
式
か
ら
第
V
様
式
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
基
本
的

な
器
種
で
あ
る
が
、
細
か
く
み
る
と
各
様
式
に
み
ら
れ
る
甕
の
間
に
は
一
系
列
の
変
化
と
し
て
は
理
解
し
難
い
場
合
が
あ
り
、
複
数
の
系
列
の

甕
が
消
長
し
な
が
ら
順
を
追
っ
て
推
移
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
第
H
様
式
か
ら
第
皿
様
式
に
か
け
て
は
河
内
地
方
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

大
和
地
方
お
よ
び
そ
の
他
地
方
の
問
に
は
系
列
の
異
な
る
甕
が
明
瞭
な
地
域
性
を
発
現
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
概
観

す
る
。

甕
A
（
1
）
　
如
意
状
の
口
縁
部
を
持
ち
、
口
縁
端
部
に
は
刻
み
目
を
持
つ
も
の
が
多
い
。
第
－
様
式
の
段
階
に
遠
賀
川
式
土
器
が
分
布
す
る
西

日
本
の
広
域
に
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
－
様
式
で
も
新
し
い
段
階
に
な
る
と
、
型
式
学
的
な
変
化
を
遂
げ
て
、
畿
内
地
方
の
独
自
性
を

示
す
よ
う
に
な
る
。
口
縁
部
下
側
に
描
か
れ
る
箆
乱
撃
線
文
は
途
中
ま
で
は
多
条
化
し
て
ゆ
く
過
程
が
辿
れ
る
が
、
第
－
様
式
新
段
階
の
後
半

に
は
文
様
が
失
わ
れ
る
も
の
が
多
く
な
る
。

甕
B
（
2
・
3
）
　
体
部
外
面
に
縦
方
向
の
、
口
縁
部
内
面
に
横
方
向
の
荒
い
刷
毛
目
を
か
け
る
い
わ
ゆ
る
大
和
型
の
甕
で
あ
り
、
口
回
端
部
に

は
刻
み
目
を
持
つ
。
第
H
様
式
か
ら
第
皿
様
式
に
、
大
和
か
ら
山
城
を
へ
て
摂
津
へ
至
る
地
域
で
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
様
式
か
ら
第

皿
様
式
の
問
に
口
縁
部
の
形
態
と
製
作
技
法
に
変
化
が
あ
る
。

30　（30）



畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

甕　A
1

u
甕C

4

甕　B

曜　x，x

．穣　直

＼＿」ク　2

甕　D

皿

5

r
v

N

V

3

グ7

　　　図7各器種の変化（6）
1～3・5唐古・鍵　4・6四分　7山賀

O　20cm
8亀井

31　（31）



甕
C
（
4
・
5
）
　
外
齎
を
縦
方
向
に
磨
き
あ
げ
て
仕
上
げ
る
い
わ
ゆ
る
河
内
型
の
甕
で
あ
り
、
第
∬
様
式
か
ら
第
V
様
式
古
段
階
の
河
内
地
方

・
和
泉
地
方
に
み
ら
れ
る
。
体
部
の
形
態
が
砲
弾
形
の
も
の
か
ら
倒
卵
形
の
大
き
く
腹
部
の
張
り
出
す
形
態
へ
と
変
化
す
る
。

甕
D
（
6
～
8
）
　
口
縁
部
が
鋭
く
外
反
し
、
体
部
を
叩
き
あ
る
い
は
刷
毛
目
に
よ
っ
て
仕
上
げ
る
甕
で
あ
る
。
額
皿
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
か

け
て
発
達
し
、
第
V
様
式
の
擁
へ
と
連
な
っ
て
ゆ
く
。
第
雇
様
式
か
ら
第
W
様
式
に
か
け
て
は
畿
内
か
ら
中
部
瀬
戸
内
に
至
る
広
い
地
域
で
共

　
　
　
　
　
　
　
⑲

通
し
て
み
ら
れ
る
。
第
皿
様
式
に
は
巨
巌
端
部
は
わ
ず
か
な
面
を
持
つ
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
第
配
様
式
に
な
る
と
、
大
き
く
拡
張
さ
れ
て
数
条

の
揚
足
文
を
描
く
も
の
が
現
れ
る
。
ま
た
、
第
皿
様
式
に
は
体
部
は
叩
き
目
が
残
る
も
の
も
あ
る
が
刷
毛
目
を
か
け
て
丁
寧
に
仕
上
げ
て
い
た

も
の
が
、
第
W
様
式
に
は
そ
の
ま
ま
叩
き
目
を
残
す
も
の
が
主
流
と
な
る
。
そ
し
て
第
V
様
式
に
は
専
ら
叩
き
に
よ
る
仕
上
げ
と
な
り
、
つ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
が
著
し
く
粗
雑
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
都
出
比
呂
志
氏
が
説
く
と
お
り
で
あ
る
。

32　（32）

①
　
佐
原
虞
氏
は
、
こ
の
箆
描
沈
線
文
の
変
化
を
軸
に
蕊
～
第
－
様
式
を
古
・
中
・
新
の

　
3
段
階
に
黒
鯛
す
る
。
佐
原
翼
「
山
城
に
お
け
る
弥
生
式
文
化
の
成
立
－
畿
内
第

　
i
様
式
の
細
別
と
雲
の
宮
珍
奇
出
土
土
器
の
占
め
る
位
澱
⊥
（
『
史
林
』
第
五
〇

　
巻
第
五
母
、
一
九
六
七
年
）
。

②
　
支
出
体
が
中
空
の
細
管
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
列
点
文
の
表
現
（
図
1

　
－
2
）
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
第
配
様
式
の
段
階
に
は
割
り
板
の
断
面
を
利
用
し
て

　
描
い
た
板
描
廉
状
文
（
図
1
．
1
5
）
が
あ
る
。

③
　
佐
原
華
氏
の
表
現
を
か
り
る
な
ら
ば
、
前
者
は
「
手
で
描
く
」
波
状
文
、
後
者

　
は
「
土
器
が
描
く
」
波
状
文
で
あ
る
。
小
林
行
雄
・
佐
原
戯
『
紫
雲
出
』
香
川
県

　
三
豊
郡
詫
間
町
紫
雲
出
山
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
、
　
　
九
六
四
年
。

④
　
前
掲
注
③
文
献
。

⑤
数
条
を
ま
と
め
て
描
く
い
わ
ゆ
る
擬
凹
線
も
認
め
ら
れ
る
。
前
掲
注
③
文
献
。

⑥
佐
原
眞
「
弥
生
式
土
器
製
作
技
術
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
i
櫛
三
文
と
回
転

　
台
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
『
私
た
ち
の
考
古
学
』
二
〇
号
、
一
九
五
九
年
）
。

⑦
　
佐
原
翼
氏
が
正
し
く
指
摘
す
る
と
お
り
、
発
達
し
た
櫛
描
文
に
つ
い
て
み
る
と
、

三
原
体
の
見
か
け
上
の
動
き
は
、
直
線
文
、
波
状
文
、
簾
状
文
に
つ
い
て
は
右
回

　
り
、
列
点
文
に
つ
い
て
は
左
隠
り
で
あ
っ
て
、
回
転
台
の
回
転
の
方
向
が
自
在
で

　
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
皿
様
式
の
流
水
文
は
、
土
器
の
回
転
の
方
向
を
小
刻

　
み
に
変
え
な
が
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
注
③
文
献
。

⑧
第
聾
様
式
の
櫛
描
文
は
佐
原
眞
氏
の
言
う
畿
内
型
櫛
描
文
の
初
期
の
も
の
、
第

　
遷
・
第
W
様
式
の
櫛
秘
文
は
真
正
の
畿
内
型
櫛
描
文
と
捉
え
ら
れ
る
。

⑨
佐
原
眞
氏
は
、
こ
こ
で
言
う
回
転
撫
で
を
ヨ
コ
ナ
デ
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
仕

　
上
げ
の
段
階
に
器
表
を
横
方
向
に
撫
で
る
調
整
は
、
た
と
え
ば
土
器
の
國
転
技
術

　
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
縄
文
土
器
に
も
認
め
ら
れ
、
そ
れ
と
は
区
別
が
必
要
で

　
あ
る
。
前
掲
注
③
文
献
。

⑩
　
小
林
行
雄
「
弥
生
式
土
器
の
…
様
式
構
造
」
（
『
考
古
学
評
論
』
第
一
巻
㎞
第
一
宙
万

　
日
本
先
史
土
器
論
、
　
一
九
三
五
年
）
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
小
林
氏
の
「
形
式
」
に

　
あ
た
る
概
念
を
佐
原
二
二
に
な
ら
っ
て
「
置
銭
」
と
呼
び
か
え
て
い
る
。

⑪
　
器
種
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
考
に
は
し
て
い
る
が
、
実
状
に
即

　
し
て
か
な
り
の
改
変
を
加
え
て
い
る
。
佐
原
翼
「
畿
内
地
方
」
（
小
林
行
雄
・
杉
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原
荘
介
編
『
弥
生
式
土
器
集
成
』
本
編
二
、
　
一
九
六
八
年
）
ひ

⑫
田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
二
二
・
二
四
二
一
五
次
発
掘
調
査

　
概
報
」
（
『
困
原
本
町
蔵
埋
文
化
財
調
査
概
要
』
四
、
一
九
八
六
年
）
。

⑬
　
傷
心
株
立
又
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
報
告
皿
』
奈
良
国
立
文

　
化
財
研
究
所
学
報
第
三
七
斑
、
｝
九
八
○
年
。

⑭
第
H
様
式
か
ら
第
爆
様
式
に
か
け
て
頸
部
が
著
し
く
長
く
延
び
る
も
の
が
あ
る
。

　
な
お
、
河
内
地
方
の
広
口
壷
に
は
森
井
貞
雄
氏
が
分
析
を
加
え
て
い
る
。
森
井
貞

　
雄
「
河
内
地
方
の
畿
内
皿
・
W
様
式
編
年
の
一
視
点
」
（
『
大
阪
文
化
誌
』
第
｛
五

　
号
、
　
一
九
入
二
年
）
。

⑮
大
和
地
方
の
広
日
壷
は
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
古
段
階
へ
の
推
移
が
不
自
然

　
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
W
様
式
の
広
口
壷
の
口
回
端
部
は
上
下
方
の
両
方
へ
大
き

　
く
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
V
様
式
古
段
階
の
そ
れ
は
下
方
へ
の

　
み
拡
張
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
W
様
式
の
広
口
壷
は
器
種
構
成

　
に
占
め
る
割
合
の
低
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
V
様
式
古
段
階
に
な
る
と

　
「
躍
主
要
器
種
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
不
自
然
で
あ
る
。
口
縁
端
部
を
下
方

　
に
の
み
拡
張
す
る
と
い
う
特
徴
は
、
河
内
地
方
で
は
第
皿
・
第
痒
様
式
以
来
み
ら

　
れ
る
も
の
で
あ
り
、
口
縁
端
部
に
関
す
る
限
り
、
広
口
壷
が
自
然
な
推
移
を
み
せ

　
る
の
は
河
内
地
方
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
大
和
地
方
の
第
V
様
式
古
段
階
の

第
三
章
　
土
器
様
式
の
推
移
と
画
期

　
広
口
壷
は
、
形
態
の
近
似
す
る
壼
D
が
第
W
様
式
に
お
い
て
著
し
く
盛
行
す
る
器

　
種
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ぼ
、
壷
D
か
ら
の
型
式
変
化
と
し
て
あ
ろ
い

　
は
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑱
　
文
殊
雀
三
「
大
和
河
床
出
土
の
貨
泉
∵
鉢
・
台
付
無
爵
壷
・
蓋
に
つ
い
て
一
瓜

　
破
遺
跡
出
土
資
料
の
紹
介
（
　
）
…
」
（
『
大
阪
擁
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
」
八

　
冊
、
　
　
九
八
六
年
）
。

⑰
　
第
H
様
式
に
み
ら
れ
る
無
文
の
広
口
壷
を
先
駆
的
な
形
態
と
し
て
考
え
る
こ
と

　
も
可
能
で
は
あ
る
。

⑯
　
松
本
洋
明
「
弥
生
土
器
の
考
察
－
弥
生
時
代
中
期
の
大
和
型
の
甕
を
中
心
と
し

　
て
一
」
（
『
宋
永
先
生
早
早
記
念
獣
呈
論
文
集
』
、
　
…
九
八
六
年
）
。

⑲
松
本
洋
明
氏
の
雷
う
畿
内
型
甕
で
あ
る
。
前
掲
注
⑯
文
献
。
な
お
大
和
地
方
に

　
お
け
る
大
和
型
甕
か
ら
汎
瀬
戸
内
型
甕
へ
の
移
行
の
状
況
に
つ
い
て
は
藤
田
三
郎

　
氏
の
分
析
が
あ
る
。
藤
田
董
郎
「
土
坑
ω
×
δ
一
出
土
甕
の
分
析
－
弥
生
中
期
に

　
お
け
る
甕
の
一
様
掘
1
」
（
田
原
本
町
教
育
委
m
貝
会
『
唐
古
［
・
舳
蜷
遺
跡
第
二
〇
次

　
発
掘
調
査
回
報
』
閏
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
三
、
一
九
八
六
年
）
。

⑳
　
都
出
比
呂
志
「
古
墳
出
現
前
夜
の
集
団
関
係
－
淀
用
水
系
を
中
心
に
一
」
（
『
考

　
古
学
研
究
』
第
二
〇
巻
第
四
暑
、
一
九
七
四
年
）
。

　
櫛
描
文
型
重
職
と
非
櫛
描
文
型
忙
種
は
、
畿
内
弥
生
土
器
の
推
移
の
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
縮
互
に
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、
第
玉
様
式
か
ら
第
V
様
式
の
各
様
式
に
お
い
て
両
者
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
組
合
わ
さ
る
か
を
、
第
一
章
で
の
土
器
編
年
の

結
果
を
踏
ま
え
て
通
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
第
皿
様
式
・
第
y
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
土
器
の
変
化
の
様
相
を
調
べ

直
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
2
）
。
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第
工
様
式
　
文
様
か
ら
す
れ
ぼ
箆
血
沈
線
文
の
段
階
で
あ
る
。
器
種
構
成
の
状
況
を
典
型
的
に
示
す
資
料
と
し
て
、
唐
心
・
鍵
遺
跡
第
二
〇

次
調
査
ω
§
㎝
の
憲
か
ら
ま
と
ま
ぞ
出
土
し
た
癖
の
三
編
を
例
に
と
ろ
乞
こ
の
土
車
は
約
七
〇
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
・
器

種
の
種
類
は
多
く
な
く
、
広
口
壷
が
四
一
点
、
鉢
が
八
点
、
甕
が
九
点
に
、
壷
蓋
が
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
、
広
口
壷
に
は
貼

付
突
帯
文
や
彩
文
を
持
つ
も
の
が
あ
る
が
、
文
様
を
持
た
な
い
も
の
も
あ
る
。
鉢
A
は
小
形
贔
に
は
箆
描
話
線
文
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
大
形

品
は
文
様
を
持
た
な
い
。
こ
の
土
器
群
は
、
董
の
文
様
構
成
か
ら
す
る
と
、
佐
原
眞
氏
の
い
う
新
段
階
の
初
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
な
お
、

第
－
様
式
を
構
成
す
る
器
品
と
し
て
類
例
は
少
な
い
が
、
他
に
高
杯
A
、
高
杯
B
、
無
記
壷
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
に

も
箆
描
沈
線
文
を
描
く
も
の
と
無
文
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
第
一
様
式
を
構
成
す
る
各
人
種
は
、
概
し
て
箆
描
沈
線

文
を
持
っ
て
い
て
、
無
文
の
も
の
も
存
在
し
は
す
る
が
、
後
の
語
種
の
分
化
が
ま
だ
明
確
化
し
て
い
な
い
と
捉
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
第
－
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

末
葉
の
状
況
を
唐
言
・
鍵
遺
跡
第
二
〇
次
調
査
土
坑
ω
囚
鎗
b
⊃
の
土
器
群
で
み
る
と
、
器
品
準
線
文
が
著
し
く
多
条
化
す
る
一
方
で
、
箆
轟
沈

え
文
を
持
つ
も
の
の
比
率
が
低
下
し
、
逆
に
無
文
の
も
の
の
比
率
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
器
種
の
分
化
の
始
ま
り
を
示
し
て
い
る
と
も
中

線
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
第
工
様
式
　
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
二
二
次
調
査
井
戸
の
国
冨
〇
一
、
四
分
遺
跡
溝
ω
∪
①
。
。
O
の
資
料
が
あ
る
。
箆
描
脚
線
文
が
櫛
描
文
に
お
き
変

わ
っ
た
段
階
で
あ
り
、
櫛
描
文
は
、
扇
形
文
、
流
水
文
を
含
む
が
、
ほ
と
ん
ど
が
直
線
文
で
あ
る
。
煎
種
に
は
、
広
口
壷
、
直
口
壷
、
無
形
壷

B
、
鉢
A
、
鉢
B
、
高
杯
A
、
高
然
B
、
甕
B
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
直
口
壷
は
第
－
様
式
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
器
種
で
あ
る
。
櫛
描
文
を
も
つ

器
種
は
、
広
口
壷
、
直
口
重
、
無
言
壷
B
、
鉢
A
、
鉢
B
、
高
杯
A
で
あ
る
が
、
広
口
壷
、
鉢
A
、
高
杯
A
に
は
第
－
様
式
と
同
様
に
文
様
を
，

持
た
な
い
も
の
が
あ
る
。
甕
は
ま
っ
た
く
文
様
を
失
い
、
高
禄
B
も
類
例
は
少
な
い
が
文
様
を
持
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
－

様
式
は
、
櫛
描
文
型
器
種
と
非
櫛
描
文
型
事
忌
の
分
化
が
現
わ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
第
豆
様
式
　
馬
匹
様
式
古
段
階
は
、
発
達
し
た
櫛
時
文
が
単
純
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
段
階
の
櫛
描
文
は
、
回
転
台
を
用
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

文
様
を
巧
み
に
描
き
分
け
て
お
り
、
直
線
文
、
波
状
文
、
流
水
文
、
簾
状
文
、
落
研
文
な
ど
の
種
類
が
み
ら
れ
る
。
櫛
描
文
型
の
器
種
と
し
て
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畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

　　　　　　　　　　表2　器種構成の変遷と文様の推移（大和地方）

1 ∬　　｝』m（古）i　　N ・司・中 V新

1広　・壷　… 2，0
2，3　13，3／4，41　4’，o　1　o e

櫛
描
文
型
器

直　　口　　壷

水差形土剛

堅瀦・｛・
C壷頸無付台

器
種

鉢 A 1

2

鉢B・台付鉢B

壷 D

二重旧縁壼

2

2

1，0 2，　O

細頸壼引
網 F

短　　頸　　壷

　　　長　　頸　　写
糊

描
文
型
器
種

C鉢

叩
　
描

双掘手付台付鉢

1小形台付刀

工　　形　　鉢

手あぶり形土器

匿杯・
器 台

A

国璽 B

D

1，　e

1

1，0

2

o

e

2，　3

3

3

3

3

2，3

o

4

4

4

4

4

4，0

4，　O

4

4

3／4

3，　3／4，　4

3／4，e

3

3，　4

3／4，　4

4，　e

4

4

4

4

4

4，0

4，　O

4

4

o

o

3

o

o

o

o

o

4’，O

o

4’，　O

4’，　O

o

o

o

o

e

o

o

o

o

｝

A
U
一
〇

o

o

o

e

o

o

o

o

o

o

1．箆描二線文　　2．櫛描直線文

4’．擬蹟線，退化凹線　　0．無文

3．各種眉描文　　3／4．櫛描文＋凹線文　　4．凹線文
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は
、
広
口
壷
、
上
口
壷
、
細
口
壷
A
、
水
差
形
土
器
、
聖
君
壷
B
、
鉢
A
、
台
付
鉢
B
が
あ
り
、
非
業
平
文
型
の
無
文
の
器
種
と
し
て
は
、
壷

D
、
壷
F
、
高
杯
A
、
高
直
B
、
聾
B
、
甕
D
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
細
口
壷
A
、
水
差
形
土
器
、
壷
D
、
壷
F
は
、
第
π
様
式
に
は
み

ら
れ
な
か
っ
た
器
種
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
発
達
し
た
櫛
描
文
を
描
く
器
種
が
盤
行
ず
る
…
方
で
、
壷
D
や
壷
F
の
出
現
に
よ
っ
て
非
櫛

描
文
型
の
器
種
が
一
定
の
割
合
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
櫛
描
文
型
下
種
と
非
櫛
描
文
型
器
種
の
分
化
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
な

お
、
昇
平
文
が
出
現
す
る
第
皿
様
式
新
段
階
の
状
況
を
み
る
と
、
簾
状
文
の
頻
度
が
増
し
、
一
部
の
器
種
に
凹
線
文
が
描
か
れ
始
め
る
な
ど
の

変
化
は
あ
る
が
、
器
種
構
成
の
状
況
に
は
基
本
的
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

　
第
W
様
式
　
話
線
文
が
著
し
く
発
達
す
る
段
階
で
あ
る
が
、
凹
線
文
が
単
純
に
み
ら
れ
る
例
は
な
く
、
櫛
舞
文
と
混
在
す
る
の
が
一
般
的
な

あ
り
方
で
あ
る
。
大
和
地
方
で
は
、
心
髄
文
は
、
直
線
文
の
比
率
が
減
る
一
方
で
、
簾
状
文
の
頻
度
が
増
し
、
櫛
歯
体
の
代
わ
り
に
型
板
の
断

面
を
用
い
て
条
線
を
描
く
板
描
墨
描
文
が
存
在
し
て
い
る
。
含
ま
れ
る
器
種
に
は
櫛
描
文
型
の
五
種
と
し
て
は
広
口
壷
、
細
口
壷
A
、
水
差
形

土
器
、
無
骨
壷
B
、
台
付
無
頸
壷
C
、
鉢
A
、
鉢
B
・
台
付
鉢
B
、
非
櫛
描
文
型
の
器
種
と
し
て
は
壷
D
、
壷
F
、
短
頸
壷
、
台
付
無
頸
壷

A
、
双
把
手
付
台
付
鉢
、
小
形
台
付
鉢
、
高
杯
A
、
高
杯
B
、
器
台
、
甕
D
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
台
付
無
恥
壷
C
、
賢
愚
壷
、
台
付
無

二
壷
A
、
双
把
手
付
台
付
鉢
、
小
形
台
付
鉢
、
雲
台
は
第
盟
様
式
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
軽
種
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
に
非
常
に
多
く
の
新
艶

種
が
繊
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
櫛
描
文
型
器
種
と
非
櫛
描
文
型
器
種
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
前
様
式
と
同
様
で
あ
る
が
、
た

だ
、
器
台
、
短
頸
壷
な
ど
の
新
型
字
種
の
出
現
に
よ
っ
て
非
櫛
描
文
型
の
器
楽
が
大
き
く
発
達
す
る
…
方
で
、
櫛
描
文
型
の
軽
種
が
器
種
構
成

全
体
に
占
め
る
比
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
土
鋸
の
無
文
化
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
様
式
ま
で
は
専

ら
櫛
描
文
を
描
い
て
い
た
櫛
描
文
型
の
瓦
器
種
は
、
こ
の
段
階
で
は
、
櫛
捻
文
と
同
蒔
に
下
線
文
を
描
く
こ
と
が
一
般
的
と
な
り
、
水
差
形
土

器
や
鉢
A
の
よ
う
に
櫛
描
文
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
し
ま
う
も
の
も
現
わ
れ
る
。
凹
線
文
は
双
方
の
諸
器
種
を
貫
い
て
み
ら
れ
る
技
術
的
性
格
の

濃
厚
な
文
様
で
あ
っ
て
、
櫛
描
文
型
器
種
に
描
か
れ
る
櫛
解
文
を
決
し
て
駆
逐
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
一
方
、
河
内
地
方
の
一
部
で
は
、
櫛
描
文
と
り
わ
け
艶
状
文
が
第
W
様
式
の
段
階
に
む
し
ろ
異
常
な
発
達
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
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畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

櫛
描
文
型
器
種
と
非
櫛
描
文
型
雅
種
が
緯
み
合
っ
て
様
式
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
大
和
地
方
と
同
様
で
あ
る
が
、
大
和
地
方
と
は
異
な
っ
て

櫛
描
文
型
の
諸
器
種
が
罫
線
文
を
受
け
つ
け
ず
、
逆
に
簾
状
文
を
繁
辱
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
非
櫛
描
文
型
の
諸
器
種
は
大
和
地
方
と
同

様
に
発
達
し
た
罫
線
文
を
描
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。
な
お
、
大
和
地
方
の
第
W
様
式
に
通
有
の
短
頸
壷
は
、
こ
の
段
階
で
は
発
達
し
て
い
な

い
。

　
第
V
様
式
　
土
器
の
器
表
か
ら
つ
い
に
文
様
が
失
わ
れ
る
段
階
で
あ
る
。
古
・
申
・
新
の
三
段
階
に
分
か
れ
る
が
、
各
段
階
は
器
種
構
成
に

お
い
て
変
化
が
み
ら
れ
、
実
質
的
に
は
、
た
と
え
ば
第
H
様
式
と
第
遜
様
式
の
変
化
、
第
皿
様
式
と
第
W
様
式
の
変
化
に
対
応
し
得
る
だ
け
の

内
容
を
持
っ
て
い
る
。

　
古
段
階
を
構
成
す
る
全
種
に
は
、
櫛
描
文
型
器
種
と
し
て
広
口
壷
、
無
頸
壷
B
、
鉢
B
が
、
非
本
縄
文
型
器
質
と
し
て
短
頸
壷
、
長
頸
壷
、

小
形
台
付
鉢
、
小
形
鉢
、
高
杯
A
、
高
杯
C
、
器
台
、
甕
D
が
あ
る
が
、
前
様
式
ま
で
と
は
異
な
り
、
櫛
描
文
型
の
諸
器
種
は
櫛
碑
文
を
ほ
と

ん
ど
描
か
な
く
な
り
、
凹
線
文
も
ま
た
早
撃
に
失
わ
れ
て
い
る
。
前
様
式
ま
で
に
み
ら
れ
た
細
口
壷
A
、
水
差
形
土
器
、
魔
D
、
壷
F
、
台
付

無
頸
壷
A
、
双
把
手
付
台
付
鉢
、
高
騰
B
が
姿
を
消
し
、
長
頸
壷
、
小
形
鉢
が
新
し
く
出
現
す
る
。
中
段
階
に
な
る
と
、
さ
ら
に
無
頸
壷
B
、
鉢

B
が
姿
を
消
し
、
細
口
壷
B
、
鉢
C
が
登
場
し
、
新
段
階
に
は
、
二
重
口
縁
壷
、
小
形
台
付
壷
、
手
あ
ぶ
り
形
土
器
が
新
し
く
加
わ
っ
て
い
る
。

　
第
W
様
式
ま
で
に
盛
行
し
て
い
た
櫛
描
文
型
の
質
種
が
残
存
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
広
口
壷
を
別
と
す
れ
ば
、
第
V
様
式
の
古
段
階
ま
で
で

あ
っ
て
、
中
段
階
に
は
か
つ
て
の
櫛
描
文
型
の
諸
器
種
は
完
全
に
駆
逐
さ
れ
、
非
櫛
描
文
型
器
量
の
み
で
様
式
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
非
櫛
描
文
型
器
種
に
は
次
の
庄
内
式
、
さ
ら
に
は
布
留
男
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
器
量
が
多
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
第
V
様
式
の
土
器
は
、
鰻
重
の
再
編
、
土
器
の
無
文
化
、
粗
雑
化
な
ど
、
前
様
式
ま
で
の
土
器
と
の
変
化
の
大
き
さ
が
個
別
に

強
調
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
す
べ
て
、
相
互
に
関
連
し
な
が
ら
進
行
し
た
不
可
分
の
現
象
と
し
て
一
体
的
に
捉
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
器
種
が
大
き
《
交
替
す
る
こ
と
に
こ
そ
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
土
器
が
無
文
化
す
る
こ
と
に
し
て
も
、
土
器
が
単
に
文
様
を
描
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
よ
り
本
質
的
に

は
、
第
W
様
式
の
急
速
に
進
行
し
た
本
来
櫛
描
文
を
必
要
と
し
な
い
新
し
い
惣
髪
芸
文
形
の
器
種
の
成
長
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
櫛
描
文
形
の
器

種
が
存
在
の
意
義
を
失
っ
て
衰
退
し
た
結
果
、
土
器
様
式
全
体
と
し
て
の
無
文
化
が
達
成
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
土
器
の

つ
く
り
が
粗
雑
化
し
て
ゆ
く
こ
と
も
、
本
来
櫛
描
文
誓
文
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
回
転
台
が
、
櫛
描
文
と
運
命
を
と
も
に
し
て
土
器
製
作
の
場

か
ら
失
わ
れ
て
い
っ
た
た
め
に
、
回
転
を
用
い
た
丁
寧
な
調
整
が
省
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
菰
野
的
な
現
象
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
　
田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
古
・
鍵
論
調
第
二
〇
次
発
掘
調
査
概
報
」
（
『
田
原
　
　
　
　
概
報
」
（
『
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
報
』
四
、
一
九
八
六
年
）
。

　
　
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
報
』
三
、
一
九
八
六
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
報
告
皿
』
奈
良
国
立
文

　
②
前
掲
注
①
文
献
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
化
財
研
究
所
学
報
第
三
七
冊
、
…
九
八
○
年
。

　
③
　
田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
古
・
鍵
遣
跡
第
ニ
ニ
・
二
四
・
二
五
次
発
掘
調
査
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第
四
章
　
土
器
様
式
の
変
革
と
背
景

　
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
、
畿
内
地
方
の
弥
生
土
器
に
お
け
る
中
期
か
ら
後
期
へ
の
変
化
、
馬
長
様
式
・
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
土

器
の
変
化
が
よ
り
本
質
的
に
は
器
種
の
大
き
な
交
替
、
つ
ま
り
在
来
の
櫛
描
文
型
の
諸
罪
種
と
新
型
の
非
櫛
描
文
型
の
害
毒
種
の
交
替
が
漸
進

的
に
進
行
す
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
い
ま
畿
内
地
方
の
弥
生
土
器
か
ら
土
師
器
へ
の
推
移
全
体
を
通
し
て
み
る
な
ら

ば
、
第
－
様
式
か
ら
第
皿
様
式
・
第
W
様
式
へ
の
土
器
の
推
移
が
、
文
様
面
に
お
い
て
も
、
器
種
構
成
の
面
に
お
い
て
も
内
的
な
自
然
な
発
展

と
し
て
理
解
で
き
、
ま
た
第
V
様
式
の
土
器
が
次
の
庄
内
式
・
布
申
訳
の
土
器
と
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
第
皿
様
式
・
第

y
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
土
器
の
推
移
は
、
土
器
様
式
の
非
常
に
大
き
な
転
換
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
「
土
器
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
様
式
の
追
求
、
あ
る
い
は
結
果
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
の
成
立
と
そ
の
変
遷
を
導
い
た
も
の
一
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

様
式
変
化
の
背
景
の
追
求
ほ
ど
重
要
な
も
の
は
な
い
」
と
は
、
西
弘
海
氏
の
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
前
後
の
時
代
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
本
稿



畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

で
明
ら
か
に
し
た
第
巫
様
式
・
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
土
器
の
変
革
に
匹
敵
す
る
土
器
様
式
の
大
き
な
転
換
現
象
の
例
と
し
て
は
、
縄

文
土
器
か
ら
弥
生
土
器
へ
の
変
化
、
五
世
紀
代
に
お
け
る
須
恵
器
の
導
入
に
よ
る
新
し
い
土
器
様
式
の
成
立
、
西
氏
の
言
う
七
世
紀
初
頭
に
お

け
る
金
属
器
を
指
向
す
る
土
器
様
式
へ
の
転
換
な
ど
が
あ
げ
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
背
後
に
は
西
氏
も
説
く
と
お
り
、
い
ず
れ
も
重
要
な

歴
史
事
象
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
平
皿
様
式
・
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
土
器
様
式
へ
の
転
換
の
背
景
に
は
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
歴
史
事
象
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
土
器
が
大
き
な
変
化
を
示
す
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
か
け
て
の
畿
内
弥
生
社
会
が
や
は
り
大
き
な
変
革
期
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

主
要
な
利
器
が
石
製
品
か
ら
鉄
製
品
へ
と
移
行
し
て
完
全
な
鉄
器
時
代
に
は
い
る
な
ど
の
事
実
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
で

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
④

あ
る
。
ま
た
集
団
関
係
も
変
化
を
示
し
、
た
と
え
ば
中
南
河
内
の
生
駒
山
西
麓
部
、
奈
良
盆
地
南
部
、
摂
津
東
部
な
ど
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

よ
う
に
、
核
と
な
る
大
規
模
な
環
濠
集
落
が
点
的
に
散
在
し
て
い
た
状
況
か
ら
、
小
規
模
な
集
落
が
拡
散
し
て
数
を
増
し
、
平
時
に
多
数
の
高

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

地
性
集
落
が
成
立
す
る
。
竪
穴
住
居
の
平
面
形
が
円
形
か
ら
方
形
へ
と
変
化
す
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
さ
ら
に
墓
制
に
お
い
て
も
変
化
が
み

ら
れ
、
第
皿
様
式
の
段
階
に
は
瓜
生
堂
・
加
美
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
複
数
の
主
体
部
を
持
つ
家
族
墓
的
な
性
格
の
方
形
低
墳
丘
墓
が
集

落
の
近
辺
に
発
達
し
て
い
た
が
、
第
V
様
式
古
段
階
の
巨
摩
廃
寺
遺
跡
の
例
を
境
に
、
以
後
は
顕
著
な
例
が
み
ら
れ
な
く
な
り
、
庄
内
式
以
降

の
段
階
に
な
る
と
、
集
落
近
く
に
群
を
な
し
て
営
ま
れ
る
低
墳
丘
墓
は
耳
環
あ
る
い
は
中
心
埋
葬
が
特
別
に
卓
越
す
る
も
の
ぽ
か
り
で
構
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
隔
絶
し
た
規
模
を
持
つ
前
方
後
円
墳
が
や
が
て
築
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
畿
内
地
方
に
、
貨
泉
、
漢
鏡
な
ど
中
国
系
の
文
物
の
直
接
的
な
流
入
が
顕
著
化
す
る
の
が
第
V
様
式
の

古
段
階
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
諸
文
物
の
年
代
観
を
手
が
か
り
に
、
従
来
紀
元
二
〇
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
た
第
V
様
式
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

始
ま
り
の
年
代
が
、
大
き
く
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
紀
元
一
〇
〇
年
を
前
後
す
る
頃
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
翻
っ
て
、
再
び
土
器
を
み
る
と
、
こ
の
第
y
様
式
か
ら
第
V
様
式
を
特
微
づ
け
て
い
る
の
が
、
畿
内
南
部
を
中
心
に
分
布
す
る
絵
画
と
記
号

で
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
委
ね
た
い
が
、
筆
者
が
検
討
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
第
W
様
式
の
絵
画
は
比
較
的
表
現
の
具
象
性
が
高
く
、
断
片
が

39　（39）



、
多
い
も
の
の
、
壷
F
や
爆
撃
壷
の
肩
部
に
、
鹿
、
建
物
、
人
物
、
舟
、
魚
、
鳥
な
ど
の
画
題
が
組
み
合
っ
て
情
景
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
の
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

か
る
例
が
次
第
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
　
「
方
、
第
V
様
式
の
絵
画
は
、
龍
の
図
像
を
捌
と
す
れ
ば
、
表
現
の
抽
象
化
が
著
し
く
、
記
号
と
同
様
、

長
頸
壷
あ
る
い
は
広
口
壷
の
肩
部
に
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
第
W
様
式
の
具
象
的
な
場
面
を
構
成
す
る
絵
画
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

金
関
恕
氏
の
説
く
よ
う
に
、
日
常
の
風
景
と
い
う
よ
り
は
、
農
耕
神
・
祖
霊
神
を
ま
つ
る
祭
場
あ
る
い
は
祭
儀
の
場
面
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
第
W
様
式
の
絵
画
が
華
華
・
祭
儀
の
場
面
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弥
生
人
の
観
念
世
界
を
示
し
て
い

た
の
に
対
し
て
、
第
V
様
式
の
絵
画
と
記
号
は
そ
れ
を
さ
ら
に
抽
象
的
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
A
こ
れ
ら
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
へ
の
土
器
の
絵
画
の
あ
り
方
の
変
化
が
銅
鐸
の
絵
画
の
そ
れ
と
基
本
的
に
共
通
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
銅
鐸
は
、
突
線
鉦
一
式
の
段
階
を
境
に
著
し
い
大
形
化
を
遂
げ
、
「
聞
く
銅
鐸
」
か
ら
「
見
る
銅
鐸
」
へ
と
変
質
す
る

恥
四
〇
数
例
の
銅
鐸
絵
画
の
う
ち
大
半
が
外
縁
付
鉦
式
・
扁
平
鉦
式
の
「
闇
銅
鐸
」
に
属
し
て
い
て
・
こ
れ
ら
に
は
聾
嚢
の
土
器
の

絵
画
と
同
じ
よ
う
に
、
複
数
の
画
題
が
組
み
合
っ
て
情
景
を
構
成
し
て
い
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
突
線
鉦
2
式
以
降
の
絵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
⑫

画
銅
鐸
は
六
例
と
著
し
く
数
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
静
岡
県
悪
ケ
谷
鐸
、
敷
地
鐸
の
よ
う
に
、
表
現
が
抽
象
的
な
動
物
を
単
独
で
描
く
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
最
古
の
銅
鐸
が
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
通
説
の
よ
う
に
扁
平
鉦
式
の
段
階
が
第
W
様

式
に
並
行
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
銅
鐸
の
変
質
と
土
器
様
式
の
変
革
の
過
程
、
銅
鐸
絵
画
と
土
器
の
絵
画
の
変
化
の
過
程
は
軌
を
一
に
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
第
W
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
か
け
て
畿
内
の
弥
生
土
器
が
非
常
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
、
そ
の
変
化
が
器
種
構
成
の
転
換
、
つ
ま
り
櫛
描
文

型
の
諸
下
種
が
衰
え
て
、
第
W
様
式
に
著
し
く
発
達
す
る
下
樋
描
文
型
の
諸
器
種
と
交
替
す
る
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に

示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
最
後
に
改
め
て
、
新
し
く
台
頭
す
る
非
櫛
描
文
型
の
諸
器
種
の
内
容
を
吟
味
す
る
と
、
短
頸
壷
、
長
頸
壷
、
小
形
鉢
、

鉢
C
、
高
杯
A
、
玉
台
と
、
頸
が
直
立
す
る
液
体
用
の
壷
と
供
専
用
の
捧
げ
る
器
が
多
く
祭
儀
的
な
性
格
を
思
わ
せ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、

ま
た
次
の
庄
内
式
さ
ら
に
は
布
留
式
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
も
多
い
。
そ
し
て
、
大
変
興
味
深
い
こ
と
に
、
絵
画
や
記
号
が
描
か
れ
る
器
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⑬

種
は
、
壷
F
、
軍
記
壷
、
長
餌
壷
、
広
口
壷
と
、
変
化
の
あ
ゆ
方
に
若
干
の
検
討
の
余
地
を
残
す
広
口
壷
を
別
と
す
れ
ば
、
実
は
い
ず
れ
も
こ

の
非
情
描
文
型
の
器
種
に
属
し
て
い
る
。
櫛
描
文
お
よ
び
櫛
描
文
を
描
く
器
種
が
弥
生
中
期
を
特
徴
づ
け
る
独
自
な
盗
難
・
儀
礼
と
結
び
つ
い

た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
右
の
よ
う
な
新
し
い
意
義
を
担
う
櫛
解
文
を
描
か
な
い
業
種
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
背
後
の
社
会
の
変
化
な
ど
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
同
時
に
そ
れ
ら
が
結
び
つ
い
た
閣
俗
や
儀
礼
が
新
し
い
も
の
へ
と
置
き
替
わ
っ

た
こ
と
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
難
航
様
式
・
第
罪
様
式
か
ら
第
V
様
式
に
か
け
て
み
ら
れ
る
土
器
の
新
旧
の
三
種
の
交
替
は
、
や
は
り
縄
文
土
器
か
ら
弥
生

土
器
へ
の
変
化
、
須
恵
器
の
導
入
な
ど
に
も
比
肩
す
る
土
器
様
式
の
一
大
変
革
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
景

に
は
、
弥
生
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
激
し
い
社
会
の
変
化
の
う
ね
り
の
中
で
、
畿
内
の
倭
人
社
会
が
、
旧
習
を
捨
て
て
、
次
の
古
墳
時
代

へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
新
し
い
習
俗
ひ
い
て
は
祭
儀
形
態
を
強
力
に
発
達
さ
せ
て
い
っ
た
事
情
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

畿内弥生土器の推移と画期（桑原）

①
　
西
弘
海
「
土
器
様
式
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
（
『
考
古
学
論
考
』
小
林
行
雄
博
士

　
古
稀
記
念
論
文
集
、
一
九
八
二
年
、
四
四
七
頁
）
。

②
小
林
行
雄
「
弥
生
式
文
化
」
（
『
日
本
文
化
史
体
系
』
第
～
巻
原
始
文
化
、
一

　
九
三
八
年
）
。

③
寺
沢
薫
「
大
和
弥
生
社
会
の
展
開
と
そ
の
特
質
」
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
瞼

　
四
、
一
九
七
九
年
）
。

④
原
口
正
三
「
大
阪
府
安
満
遺
跡
と
周
辺
の
遺
跡
」
（
金
関
恕
・
佐
原
眞
編
『
弥
生

　
文
化
の
研
究
』
第
七
巻
弥
生
集
落
、
一
九
八
六
年
）
。
た
だ
し
、
　
原
訟
正
三
氏

　
は
、
安
満
遺
跡
を
母
集
落
と
す
る
天
神
山
遺
跡
、
芝
谷
遣
跡
、
古
曾
部
遺
跡
の
拡

　
散
と
発
展
の
暗
期
を
第
W
様
式
と
み
る
が
、
本
稿
で
示
し
た
土
器
の
編
年
観
か
ら

　
す
れ
ば
、
第
V
様
式
古
段
階
と
捉
え
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

⑤
　
酒
井
龍
一
「
弥
生
時
代
中
期
・
畿
内
社
会
の
構
造
と
セ
ト
ル
メ
ソ
ト
シ
ス
テ
ム
」

　
（
『
奈
良
大
学
文
化
財
学
報
』
第
三
集
、
一
九
八
四
年
）
。

⑥
　
都
出
比
呂
志
「
古
墳
出
現
前
夜
の
集
団
関
係
－
淀
川
水
系
を
中
心
に
一
」
（
『
考

　
古
学
研
究
』
第
一
囲
○
巻
第
四
号
、
　
一
九
七
四
年
）
。
豊
岡
五
聖
「
畿
内
第
V
様
式

　
暦
年
代
の
試
み
」
（
『
古
代
学
研
究
』
第
一
〇
八
・
一
〇
皆
野
、
一
九
八
五
年
）
。
た

　
だ
し
、
核
と
な
る
環
濠
集
落
も
ひ
き
つ
づ
い
て
発
展
が
み
ら
れ
、
庄
内
式
、
あ
る

　
い
は
そ
の
直
前
の
時
期
ま
で
無
様
に
存
続
す
る
。
都
出
比
呂
志
「
環
濠
集
落
の
成

　
立
と
解
体
」
（
『
考
古
学
研
究
』
第
三
一
巻
第
三
弩
、
一
九
八
三
年
）
。

⑦
　
寺
沢
薫
「
弥
生
時
代
舶
載
製
品
の
東
方
流
入
」
（
『
考
古
学
と
移
住
・
移
動
』
同

　
葛
鰹
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
ズ
旺
、
　
一
九
八
践
年
）
。
森
岡
秀
人
「
弥
生
時
代
暦
年

　
代
を
め
ぐ
る
近
畿
第
V
様
式
の
時
漁
歌
」
（
『
信
濃
』
第
三
七
巻
第
四
号
、
一
九
八

　
五
年
）
。
前
掲
注
⑥
豊
岡
文
献
。
か
つ
て
佐
原
翼
氏
は
、
石
面
が
大
形
化
し
て
高

　
地
性
集
落
が
発
達
す
る
第
麗
様
式
宋
を
「
倭
国
［
大
乱
」
の
時
期
に
あ
て
て
、
紀
元

　
一
八
○
年
前
後
と
推
定
し
、
第
V
様
式
を
「
卑
弥
呼
の
時
代
か
ら
古
墳
の
成
立
に

　
お
よ
ぶ
約
一
〇
〇
年
闇
」
つ
ま
り
紀
元
三
世
紀
と
み
る
説
を
示
し
て
い
る
が
、
現
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在
で
は
意
見
を
改
め
ら
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
田
辺
昭
三
・
佐
原
眞
「
弥
生
文
化

　
の
発
展
と
地
域
性
　
近
畿
」
（
和
島
誠
一
編
『
日
本
の
考
古
学
』
珊
　
弥
生
時
代
、

　
一
九
六
六
年
）
。

⑧
竜
の
図
像
が
第
V
様
式
に
新
し
く
現
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
弥
生
人
の
意

　
識
の
中
に
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
を
こ
の
時
期
に
な
っ
て
視
覚
的
に
衷
わ
す
よ
う

　
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
中
国
製
の
諸
文
物
が
近
畿
地
方

　
に
直
接
流
入
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
顕
著
化
す
る
の
が
上
述
の
よ
う
に
第

　
V
様
式
古
粥
占
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
段
階
に
、
竜
の
観
念
そ

　
の
も
の
が
大
陸
か
ら
新
し
く
導
入
さ
れ
た
可
能
性
の
方
が
蓋
然
性
が
商
い
。

⑨
金
関
恕
「
呪
術
と
祭
り
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
考
古
学
』
第
四
巻
集
落
と
祭
祀
、

　
一
九
八
六
年
）
。

⑩
国
中
琢
「
『
ま
つ
り
』
か
ら
『
ま
つ
り
ご
と
』
へ
」
（
坪
井
清
足
・
岸
俊
男
編
『
古

　
代
の
日
本
』
第
五
巻
　
近
畿
、
一
九
七
〇
年
）
。

⑪
梅
原
宋
治
『
鋼
製
の
研
究
』
、
～
九
二
七
年
。

⑫
前
掲
注
⑪
文
献
。

⑬
第
二
二
叉
⑬
参
照
。

　
　
挿
　
図
　
出
　
典

末
永
雅
雄
・
小
林
行
雄
・
藤
岡
謙
二
郎
『
大
和
唐
古
弥
生
式
遺
跡
の
研
究
』

京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
一
六
冊
、
一
九
四
三
年
。

　
　
図
2
－
5
・
1
0
、
図
3
1
1
・
2
・
6
、
図
4
1
2
・
6
・
9
・
1
！
、

図
5
1
3
・
5
・
8
～
1
0
、
図
6
1
1
・
2
・
7
・
8
、
図
7
－
1
。

田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
一
六
・
一
八
・
一
九
次
発
掘

調
査
概
報
」
（
『
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
二
、
一
九
八
二
年
）
。

　
　
図
2
－
1
、
図
3
1
3
・
1
1
、
図
4
1
1
3
、
図
5
i
6
・
7
、
図
6

一
3
・
4
・
1
3
、
図
7
－
7
。

田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
一
ご
一
・
二
四
・
二
五
次
発
掘

調
査
概
報
」
（
『
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
四
、
一
九
八
六
年
）
。

　
　
図
2
1
3
・
6
、
図
3
i
4
・
7
・
8
、
図
4
1
5
・
1
2
、
図
5
－

2
・
4
、
図
7
－
2
・
3
。

田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
唐
古
・
鍵
遺
跡
第
二
七
・
二
八
次
発
掘
調
査
概

報
」
（
『
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
八
、
一
九
八
七
年
）
。

　
　
図
2
－
2
。

田
原
本
町
教
育
委
員
会
『
多
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
－
第
七
・
八
次
調
査
1
』

田
原
本
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
集
、
一
九
八
五
年
。

　
　
図
4
－
1
・
1
0
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
報
告
皿
』
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
三
七
冊
、
一
九
八
○
年
。

　
　
図
2
－
4
・
7
、
図
3
1
5
・
1
2
、
図
4
1
3
・
7
・
8
・
1
1
・
1
4

・
1
5
、
図
5
－
6
・
1
1
・
1
2
・
1
5
・
1
6
、
図
7
1
6
・
8
。

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
「
天
理
市
清
水
風
遺
跡
」
（
岡
奈
良
県
遺
跡

発
掘
調
査
尊
報
一
九
八
六
年
度
』
、
一
九
八
七
年
目
。

　
　
図
3
－
1
0
、
図
6
－
1
0
・
1
4
。

大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
亀
井
』
近
畿
自
動
車
道
天
理
～
吹
田
線
建
設
に

伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
報
告
審
、
一
九
八
三
年
。

　
　
図
2
1
8
、
図
6
1
9
、
図
7
－
5
。

大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
山
賀
（
そ
の
三
）
』
近
畿
自
動
車
道
天
理
～
吹
田

線
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
、
一
九
八
四
年
。
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図
7
…
4
。

山
本
雅
靖
「
河
内
属
府
遺
跡
出
土
の
弥
生
式
土
器
一
一
土
坑
出
土
の
弥

生
式
土
器
群
の
紹
介
と
そ
の
製
作
技
術
に
つ
い
て
一
」
（
『
大
阪
文
化
誌
』

第
三
号
、
一
九
八
二
年
目
。

　
　
図
2
－
9
。

　
門
謝
辞
〕
小
稿
は
一
九
八
七
年
度
に
京
都
大
学
に
提
出
し
た
修
士
論
文

の
一
部
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
小
稿
を
作
成
す
る
過
程
に
お
い
て

は
小
野
山
節
先
生
か
ら
数
々
の
御
三
醇
を
頂
き
、
佐
原
翼
先
生
に
は
原
稿

を
校
閲
し
て
頂
い
た
。
原
稿
お
よ
び
図
面
の
作
成
に
当
っ
て
は
岡
村
秀
典

氏
の
御
指
遵
を
受
け
た
。
菱
田
哲
郎
氏
を
始
め
と
す
る
京
都
大
学
考
古
学

研
究
蜜
の
諸
学
兄
、
お
よ
び
藤
田
三
郎
氏
、
豆
苗
和
之
氏
を
始
め
と
す
る

唐
古
弥
生
文
化
研
究
会
（
田
原
本
）
の
諸
氏
か
ら
は
、
日
ご
ろ
よ
り
多
々

の
御
助
言
、
御
援
助
を
頂
い
て
い
る
。
資
料
の
観
察
に
際
し
て
は
、
石
神

幸
子
、
井
藤
暁
子
、
岡
内
三
輿
、
置
田
雅
昭
、
斉
藤
明
彦
、
木
下
正
史
、

木
下
亘
、
田
中
清
美
、
寺
沢
薫
、
深
沢
芳
樹
の
各
氏
の
お
世
話
に
な
り
、

有
益
な
御
教
示
を
頂
い
た
。
宋
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
京

畿内弥生土器の推移と画期（桑陳）
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Transition　and　Evolution　of　Kinai畿内Yayoi　Pottery

KuwABARA　Hisao

　　Yayoi　pottery　of　the　Kinai　distri¢t　is　thought　to　have　undergone　a

great　change　between　the　middle　phase　and　the　late　phase．　In　this

paper，　1　first　examine　the　change　in　pottery　surface　patterning　and　the

relation　of　pottery　types　to　these　pεしtterns，　dividing　the　various　types

largely　into　two　groups：　comb　patterned　and　non－comb　patterned．　I

then　examine，　chronologically，　how　these　two　pottery　types　developed．

1　conclude　that　the　change　between　the　middle　and　late　phases　can　be

understood　as　being　the　result　of　a　gradual　shift　from　comb　patterned

to　non－comb　patterned　types．　1　be！ieve　that　this　great　evolution　in

pottery　styles　refiects　the　changing　social　conditions，　customs　and

rel至gious　forms　which　occurred　towards　the　beginning　of　the楠吻％古

墳era．

Nam　Sach　Power　in　the　Early　Years　of

　　　　　　the　Le・　Dynasty　in　Vietnam

YAo　Takao

　　After　Vietnam　achieved　1ndependence　during　the　tenth　century，　there

was　a　factionai　power　in　the　Nam　S6ch南策（冊）Iocated　on　the　eastern

border　of　the　Hδng　Ha紅河delta，　The　Nam　Sach　depended，　econom－

ically，　on　the　transportation　between　the　port　of　V会n　Dδn乱訴and　the

capital，　and　on　the　agricultural　land　brought　uncler　cultivation　during

the　Tran陳period．

　　The　Nam　Sach　resisted　the　policies　of　the　Hδ胡dynasty　which　had

，usrped　the　Tran　throne　and　cooperated　with　ehe　invading　Ming　forces．

As　the　Ming　forces　came　to　exploit　salt　and　various　rare　goods，　the

Nam　Sach　repeatedly　resis£ed　the　Ming　presence　in　Vietnarn．　However，

because　the　Nam　Sach　had　not　supported　L芭Lg’i黎利加the　s亡ruggle

for　independence，　there　were　many　diMculties　in　it’s　attempt　to　participate

in　the　Le　political　power．　Militarily，　important　posts　were　held　by　the
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