
古
墳
出
現
期
の
社
会
と
土
器
の
移
動

次

山

淳

【
要
約
】
　
土
器
の
移
動
は
、
縄
文
時
代
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
る
。
な
か
で
も
古
墳
出
現
期
の
土
器
の
移
動
は
、
須
恵
器
出
現
以
前
の
広

域
流
通
を
果
た
し
て
い
な
い
生
産
体
制
の
も
と
に
あ
っ
て
、
日
本
列
島
の
各
地
の
土
器
が
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
圏
を
越
え
て
広
域
か
つ
長
距
離
に
移
動
す
る

点
に
特
徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
移
動
先
の
土
器
様
式
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
土
器
の
移
動
は
、
人
の
動
き
や
物
資
流

通
、
あ
る
い
は
情
報
の
流
れ
を
反
映
し
、
古
墳
の
出
現
や
成
立
過
程
、
ま
た
広
域
流
通
機
構
の
あ
り
か
た
を
考
察
す
る
う
え
で
の
材
料
と
な
っ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
土
器
の
移
動
か
ら
読
み
取
ら
れ
て
き
た
古
墳
出
現
期
の
社
会
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
土
器
の
生
産
体
制
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
入
り
と
出

の
双
方
向
の
土
器
の
移
動
、
流
通
機
構
と
集
落
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
整
理
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
七
巻
［
号
　
二
〇
一
四
年
一
月

古墳出現期の社会と土器の移動（次山）

は
　
じ
　
め
　
に

　
土
器
の
移
動
が
、
縄
文
時
代
以
来
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
空

間
規
模
に
視
点
を
お
い
て
み
る
と
、
住
居
内
・
集
落
内
で
の
日
常
的
な
ご
く
身
近
の
持
ち
運
び
か
ら
、
地
域
内
で
の
集
落
間
の
移
動
、
さ
ら
に

様
式
圏
を
越
え
る
遠
距
離
に
及
ぶ
も
の
ま
で
様
々
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
多
様
な
要
因
が
背
景
に
あ
り
、
そ
の
土
器
を
携
え
た
人
の

移
動
が
介
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
へ
の
移
行
期
に
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
る
土
器
の
移
動
現
象
に
つ
い
て
、
そ
こ
か
ら

ど
の
よ
う
な
社
会
の
あ
り
か
た
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
の
か
を
研
究
史
を
念
頭
に
整
理
し
、
そ
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、

7　（7）



当
該
期
の
土
器
の
移
動
は
広
く
日
本
列
島
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
西
日
本
の
事
例
を
主
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。

　
西
日
本
に
お
け
る
古
墳
出
現
期
の
土
器
の
移
動
の
特
質
に
つ
い
て
整
理
し
た
森
岡
秀
人
は
、
弥
生
時
代
後
期
ま
で
の
移
動
と
二
つ
の
点
で
大

き
く
異
な
る
と
し
、
第
一
は
、
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
遠
隔
地
間
で
移
動
や
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
こ
と
、
第
二
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

高
率
の
搬
入
土
器
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
あ
げ
た
。
こ
れ
に
加
え
れ
ば
、
畿
内
な
ど
一
部
の
地
域
ば
か
り
で
な
く
複
数
の
地
域
の

土
器
が
広
範
囲
に
移
動
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
地
域
も
複
数
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
出
入
り
と
も
に
多
い
の
が
畿
内
で
あ
り
、
畿
内
が
こ
の
動

き
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
古
墳
出
現
期
の
土
器
の
移
動
の
特
質
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
意
味
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
各
地
域
で
弥
生
土
器
の
地
域
性
の
理
解
が
進
む
な
か
で
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
具
体
的
な
土
器
の
移
動
の
事
例
に
雷
及
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
一
九
六
八
年
、
「
弥
生
式
土
器
か
ら
土
師
器
へ
」
と
題
し
た
論
考
に
お
い
て
、
大
筆
義
一
は
東
海
地
方
西
部
の
弥
生
時
代
後
期

か
ら
古
墳
時
代
中
期
に
い
た
る
編
年
関
係
を
整
理
し
、
特
徴
的
な
口
縁
部
形
態
か
ら
「
S
字
口
縁
」
と
名
づ
け
た
甕
が
、
関
東
か
ら
近
畿
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
ぶ
広
域
に
分
布
す
る
こ
と
を
示
し
た
（
第
一
図
）
。
こ
の
甕
の
型
式
変
化
の
あ
り
か
た
と
各
地
で
の
出
土
例
を
対
比
し
、
そ
の
伝
播
の
消
長
を

あ
と
づ
け
た
う
え
で
、
S
字
状
口
縁
台
付
甕
の
拡
散
す
る
「
元
屋
敷
式
期
」
に
、
東
海
地
方
に
お
い
て
畿
内
の
形
態
を
受
け
継
ぐ
土
器
が
出
現

す
る
こ
と
か
ら
、
同
時
期
に
み
ら
れ
る
畿
内
お
よ
び
東
海
両
地
域
の
他
地
域
へ
の
影
響
関
係
の
あ
り
か
た
を
、
「
大
和
政
権
に
よ
る
国
家
統
～

へ
の
胎
動
の
前
史
」
と
し
て
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
理
解
の
背
景
に
は
、
弥
生
土
器
と
古
墳
時
代
の
素
焼
き
の
土
器
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
る
土
師
器
と
の
境
界
を
、
地
域
性
か
ら
統
　
的
な
様
式
へ
の
変
化
に
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
一
九
七
〇
年
を
前
後
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
奈
良
県
纏
向
遺
跡
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
盆
地
縁
辺
の
遺
跡
群
で
の
発
掘
調
査
は
、
広
域
か
つ
多

量
の
土
器
が
、
箸
墓
古
墳
を
ふ
く
む
初
期
の
古
墳
の
築
造
さ
れ
た
こ
の
地
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を

踏
ま
え
一
九
七
八
年
に
、
西
日
本
の
土
師
器
を
概
述
し
た
西
弘
海
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
明
瞭
な
地
域
的
特
色
を
も
つ
在
地
の
土
器
に
混
じ
っ

て
、
畿
内
の
叩
き
技
法
で
作
ら
れ
た
甕
が
分
布
す
る
こ
と
、
そ
の
範
囲
が
北
九
州
か
ら
関
東
に
及
ぶ
こ
と
、
逆
に
後
期
後
半
か
ら
次
の
終
末
期
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（
庄
内
黙
諾
）
に
か
け
て
、
東
海
・
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
の
土
器
が
畿
内
に
流
入
し
、
山
陽
の
土
器
が
九
州
に
、
東
海
の
土
器
が
中
部
高
地
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

関
東
に
流
入
す
る
こ
と
を
あ
げ
、
広
範
囲
に
わ
た
り
畿
内
の
勢
力
を
中
心
と
す
る
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

「
古
墳
出
現
前
夜
に
お
け
る
こ
の
顕
著
な
現
象
は
、
そ
の
範
囲
が
も
っ
と
も
古
い
古
墳
の
分
布
す
る
範
囲
に
ほ
ぼ
」
致
す
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、

各
地
域
の
首
長
墓
と
し
て
、
巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
一
「
古
墳
時
代
」
の
成
立
と
無
関
係
で
は
な
い
」
と
し

た
。
土
器
に
見
ら
れ
る
活
発
な
地
域
間
の
交
流
が
、
前
方
後
円
墳
の
出
現
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
古
墳
時
代
社
会
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
ひ
と
つ

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
畿
内
か
ら
他
地
域
へ
の
土
器
の
移
動
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
古
墳
文
化
、
あ
る
い
は
畿
内
勢
力
の
展
開
過
程
を
読
み
取
る
手

が
か
り
と
さ
れ
た
。

　
『
魏
志
』
に
記
さ
れ
た
「
倭
国
大
乱
」
を
、
鉄
を
は
じ
め
と
す
る
必
需
物
資
の
交
易
・
流
通
機
構
に
関
わ
る
政
治
的
な
主
導
権
を
畿
内
勢
力

が
奪
取
す
る
過
程
で
あ
る
と
考
え
た
岩
崎
卓
也
は
、
愛
知
県
伊
保
遺
跡
や
福
岡
県
今
川
遺
跡
の
土
器
に
、
在
地
の
伝
統
的
な
土
器
と
は
全
く
異

な
る
畿
内
の
技
法
が
孤
立
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
畿
内
の
勢
力
が
要
所
ご
と
に
人
間
の
移
動
を
と
も
な
う
拠
点
づ
く
り
を
お

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
な
っ
た
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
人
間
の
動
き
の
結
節
点
を
古
墳
の
成
立
と
関
わ
り
の
深
い
も
の
と
と
ら
え
、
土
器
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

み
え
る
畿
内
か
ら
北
部
九
州
へ
の
影
響
の
強
ま
り
を
こ
う
し
た
交
易
上
の
要
事
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
都
出
比
呂
志
も
、
「
倭
国
乱
」
の
背

景
に
、
鉄
の
輸
入
経
路
を
め
ぐ
る
西
日
本
の
首
長
間
の
争
い
、
特
に
北
部
九
州
地
方
の
首
長
連
合
と
畿
内
地
方
を
中
心
と
す
る
首
長
連
合
と
の

闘
い
が
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
、
方
形
低
墳
丘
墓
（
方
形
周
溝
墓
）
が
北
部
九
州
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
と
も
に
、
「
畿
内
地
方
で
発

達
し
た
庄
内
式
土
器
の
製
作
技
法
が
北
部
九
州
を
含
む
各
地
の
土
器
製
作
技
法
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
争
い
が
畿
内
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

方
の
首
長
連
合
の
優
位
の
も
と
に
収
束
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。
」
と
、
こ
の
仮
説
を
土
器
を
も
ち
い
て
補
強
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
須
恵
器
出
現
以
前
の
広
域
流
通
を
果
た
し
て
い
な
い
生
産
体
制
の
も
と
に
あ
っ
て
、
古
墳
出
現
期
に
み
ら
れ
る
遠
隔
地
問
の
土

器
の
移
動
は
、
土
器
自
体
の
流
通
品
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
人
や
集
団
、
他
の
物
資
の
流
通
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
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古墳出現期の社会と土器の移動（次山）

な
情
報
の
動
き
を
読
み
取
る
材
料
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　
以
下
で
は
、
土
器
の
移
動
現
象
か
ら
読
み
取
ら
れ
て
き
た
古
墳
出
現
期
の
社
会
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
土
器
の
生
産
体
制
、
畿
内
を
中
心

と
す
る
双
方
向
の
土
器
の
移
動
（
畿
内
へ
の
土
器
の
移
動
、
畿
内
か
ら
の
土
器
の
移
動
）
、
そ
し
て
物
資
流
通
機
構
と
集
落
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い

う
観
点
か
ら
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
あ
る
地
域
（
様
式
圏
）
の
型
式
学
的
な
特
徴
の
認
め
ら
れ
る
土
器
が
、
異
な
る
様
式
圏
で
出
土
す
る
場
合
、
こ
れ
を
「
外
来
系
土
器
偏

と
い
う
。
や
や
単
純
化
し
て
い
う
と
、
外
来
系
土
器
に
は
、
A
　
土
器
自
体
が
製
作
地
か
ら
移
動
し
た
も
の
（
搬
入
土
器
）
。
こ
の
場
合
、
胎
土

は
搬
出
地
（
製
作
地
周
辺
）
の
も
の
と
な
る
。
B
　
人
が
移
動
し
て
、
移
動
先
で
元
い
た
場
所
の
作
り
方
で
土
器
を
つ
く
る
も
の
、
C
　
出
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
た
遺
跡
の
人
が
模
倣
し
て
つ
く
る
も
の
、
が
あ
り
、
後
二
者
の
場
合
、

　
①
森
岡
秀
人
「
土
師
器
の
移
動
一
西
日
本
」
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
第
六
巻

　
　
土
師
器
と
須
恵
器
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
。

　
②
大
量
義
一
「
弥
生
式
土
器
か
ら
土
師
器
へ
…
東
海
地
方
西
部
の
場
合
1
」

　
　
明
々
咽
吉
岡
厘
山
人
泌
ず
文
必
†
部
研
究
訟
醐
集
X
L
圃
睡
　
史
泌
ず
一
山
ハ
、
　
名
古
屋
大
巌
†
文
学
部
、

　
　
一
九
六
八
年
。

　
③
小
林
行
雄
「
後
説
」
『
弥
生
式
土
器
集
成
図
録
正
編
』
東
京
考
古
学
会
、
一

　
　
九
三
九
年
。

　
④
西
弘
海
門
西
日
本
の
諾
意
器
」
『
世
界
陶
磁
全
集
瞬
二
、
臨
本
古
代
、
小
学

　
　
館
、
～
九
七
八
年
。

そ
の
胎
土
は
出
土
し
た
遺
跡
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
も
の
と
な
る
。

　
⑤
岩
崎
卓
也
「
古
墳
と
地
域
社
会
」
糊
日
本
考
古
学
を
学
ぶ
』
三
原
始
・
古
代

　
　
の
社
会
、
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
。

　
⑥
岩
崎
卓
也
「
古
墳
出
現
期
の
一
考
察
」
『
中
部
高
地
の
考
古
学
皿
』
長
野
県
考

　
　
古
学
会
、
～
九
八
四
年
。

　
⑦
都
出
比
呂
志
門
日
本
古
代
の
国
家
形
成
論
序
説
－
前
方
後
円
墳
体
制
の
提
唱

　
　
i
」
『
日
本
史
研
究
匝
第
三
四
三
号
、
日
本
史
研
究
会
、
～
九
九
一
年
。

　
⑧
今
村
啓
爾
「
異
系
統
土
器
の
出
会
い
一
土
器
研
究
の
可
能
性
を
求
め
て

　
　
一
」
同
異
系
統
土
器
の
出
会
い
』
同
成
社
、
二
〇
｝
｝
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
【
　
土
器
の
生
産
体
制
と
移
動

土
器
の
移
動
を
考
え
る
う
え
で
、
当
該
期
の
土
器
の
生
産
体
湖
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
専
業
的
で
な
く
、
ロ
ク
ロ
も
使
用
し
な
い
土
器
」
を
「
原
始
土
器
」
と
よ
ん
だ
都
出
比
呂
志
は
、

後
に
こ
の
用
語
を
再
整
理
し
、
「
ロ
ク

ll　（ll）



ロ
を
使
用
せ
ず
、
専
業
的
で
な
い
土
器
を
自
家
消
費
を
主
な
目
的
と
す
る
土
器
と
い
う
意
味
で
仮
に
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
α
o
ヨ
Φ
ω
け
8
な
土
器
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
た
。
そ
こ
に
は
、
土
器
作
り
の
技
法
そ
の
も
の
が
製
作
者
の
所
属
す
る
共
同
体
か
ら
規
制
を
受
け
、
技
法
の
み
な
ら
ず

甘
受
に
つ
い
て
も
、
所
属
す
る
集
団
の
個
性
が
現
れ
や
す
く
、
あ
る
意
味
で
は
「
集
団
の
表
象
と
な
り
う
る
」
土
器
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
。
都
出
は
、
縄
文
・
弥
生
土
器
な
ど
の
「
原
始
土
器
」
を
含
み
、
か
つ
専
業
生
産
で
な
い
一
部
の
土
師
器
を
も
包
括
す
る
概
念
と
し
て
、

自
家
需
要
、
自
家
消
費
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
土
器
」
「
自
家
生
産
土
器
」
「
自
給
土
器
」
の
用
語
を
用

い
る
と
す
る
。
ま
た
、
古
墳
時
代
以
降
の
土
師
器
に
お
い
て
、
自
家
需
要
の
た
め
の
集
落
ご
と
の
生
産
と
専
業
者
に
よ
る
生
産
と
が
、
ど
の
よ

う
な
比
率
で
共
存
し
あ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
べ
き
課
題
と
し
て
あ
げ
た
。

　
弥
生
時
代
後
期
に
集
落
単
位
の
自
給
的
な
土
器
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
岡
山
県
百
問
川
原
尾
島
遺
跡
で
の
土
器
焼
成
遺
構
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

焼
成
時
破
損
品
の
あ
り
が
た
か
ら
、
宇
垣
匡
雅
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
（
百
間
川
遺
跡

の
時
期
区
分
に
よ
る
後
1
～
阿
仁
、
W
期
に
つ
い
て
は
不
明
確
）
を
通
じ
て
焼
成
時
破
損
品
が
認
め
ら
れ
、
後
歌
期
に
は
焼
成
遺
構
と
考
え
ら
れ
る

土
坑
が
検
出
さ
れ
て
い
る
（
第
二
図
）
。
一
方
、
原
尾
島
遺
跡
の
東
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
百
間
川
面
基
・
今
谷
遺
跡
に
お
い
て
、
原
尾

島
遺
跡
の
焼
成
遺
構
と
同
時
期
（
後
二
期
）
の
焼
成
破
損
晶
と
み
て
よ
い
長
頸
壼
が
出
土
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
二
つ
の
集
落
で
は
、
こ
の
時

期
そ
れ
ぞ
れ
に
土
器
の
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
焼
成
遺
構
の
中
か
ら
出
土
し
た
長
撃
発
は
製
作
手
法
の
違
い
か

ら
四
種
に
区
分
さ
れ
た
（
第
二
図
A
～
D
）
。
こ
れ
を
製
作
者
に
よ
る
差
と
読
み
取
り
、
土
器
製
作
は
集
落
内
の
各
世
帯
で
な
さ
れ
、
焼
成
は
共

同
作
業
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。

　
さ
ら
に
、
焼
成
時
破
損
晶
が
弥
生
出
代
終
末
期
に
な
る
と
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
他
集
団
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
土
器
を
入
手
し

使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
原
尾
島
遺
跡
で
の
生
産
が
減
少
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
理
由
を
こ
の
時
期
か
ら
盛
行
し
、
強
い
規
格
性
と
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

整
の
斉
一
性
の
認
め
ら
れ
る
「
吉
備
形
甕
」
（
第
六
図
）
の
生
産
と
供
給
に
求
め
た
。

　
弥
生
時
代
後
期
か
ら
終
末
期
に
か
け
て
、
集
落
単
位
の
土
器
生
産
に
、
「
吉
備
穴
掘
」
の
よ
う
な
地
域
内
で
の
分
業
に
も
と
つ
く
集
約
的
な
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古墳出親期の社会と土器の移動（次山）
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生
産
に
よ
る
製
品
の
加
わ
っ
た
重
層
的
な
あ
り
か
た
が
、
西
日
本
の
い
く
つ
か
の
地
域
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
罪
種
を
生
産
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
て
、
讃
岐
の
「
香
東
川
下
流
域
産
土
器
（
下
川
津
B
類
土
器
）
」
、
阿
波
の
「
東
阿
波
型
土
器
」
と
呼
ば
れ
る
土
器
群
が
、
ま
た
限
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

器
種
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
、
河
内
の
「
河
内
形
体
内
面
甕
」
、
大
和
の
「
大
和
形
庄
内
形
甕
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
こ
れ
ら
の
土
器
は
、
胎
土
、
色
調
、
器
壁
の
薄
さ
に
代
表
さ
れ
る
上
製
の
製
作
技
術
、
箭
形
な
ど
の
特
徴
に
よ
っ
て
搬
入
土
器
と
し
て
識
別

さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
、
素
地
粘
土
あ
る
い
は
混
和
材
の
採
取
地
、
製
作
の
時
期
と
変
遷
、
型
式
学
的
特
徴
（
形
態
・
製
作
技
術
）
、
器
種

構
成
、
遺
跡
内
に
お
け
る
地
場
生
産
の
土
器
と
の
比
率
に
よ
る
製
作
地
と
供
給
範
囲
、
供
給
量
な
ど
が
検
討
さ
れ
、
主
要
供
給
圏
内
で
の
移
動

と
そ
の
外
部
へ
の
移
動
の
あ
り
か
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
製
作
地
で
の
生
産
単
位
は
必
ず
し
も
一
箇

所
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
こ
う
し
た
上
製
の
土
器
群
の
模
倣
に
よ
る
二
次
的
な
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
よ
り
複
雑
な
地
域
構
造
が
解
明
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
一
方
、
様
式
圏
外
へ
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
移
動
の
ル
ー
ト
、
搬
出
量
の
時
系
列
的
な
変
化
や
地
域
差
、
移
動
の
方
向
性
な
ど

の
視
点
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
、
地
域
聞
の
関
係
を
探
る
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

　
讃
岐
地
域
の
香
東
川
下
流
域
産
土
器
を
例
に
、
そ
の
空
汁
的
な
構
造
を
み
て
い
こ
う
（
第
三
図
）
。
こ
の
土
器
は
、
高
松
平
野
申
央
部
の
香
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

川
下
流
域
で
製
作
さ
れ
、
石
清
尾
山
西
南
麓
が
素
地
粘
土
の
採
取
地
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
角
閃
石
の
細
粒
を
多
最
に
含
み
、
灰
褐
色
か
ら
暗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

榿
色
を
呈
す
る
胎
土
を
特
徴
と
す
る
。

　
こ
の
粘
土
を
使
用
し
た
土
器
生
産
は
、
弥
生
時
代
後
期
初
頭
に
開
始
さ
れ
、
採
取
推
定
地
に
近
い
上
天
神
遺
跡
、
大
田
下
・
須
川
遺
跡
で
は
、

後
期
を
通
じ
て
出
土
土
器
の
大
部
分
を
こ
の
種
の
土
器
が
占
め
、
こ
の
範
囲
を
主
要
な
供
給
圏
と
す
る
。
約
二
・
五
～
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
東
に

は
な
れ
た
大
池
遺
跡
、
浴
・
松
ノ
木
遺
跡
な
ど
で
は
三
～
七
割
と
な
り
、
平
野
の
縁
辺
部
で
は
二
～
三
割
ま
で
低
下
す
る
。
出
土
量
に
は
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

差
が
あ
り
、
必
ず
し
も
製
作
地
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
同
心
円
状
に
移
動
量
が
逓
減
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
、
地
域
内
で
の
遺
跡
間

関
係
を
復
元
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
隣
接
す
る
阿
波
や
、
瀬
戸
内
海
を
挟
ん
だ
対
岸
の
播
磨
・
備
前
地
域
、
四
国
北
岸
に
沿
っ
た
伊
予
へ
の
移
動
も
一
定
量
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の

14　（14）



古墳出現期の社会と土器の移動（次山）
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第3図　香東川下流域産土器の主要供給圏と域外主要搬出先（大久保2003）
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地
域
で
は
在
地
製
作
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
後
期
後
葉
段
階
に
な
る
と
、
技
術
基
盤
の
移
転
に
よ
り
吉
野
川
下
流
域
で
「
東
阿
波
型
土
器
」

の
製
作
が
は
じ
ま
る
。
兵
庫
県
川
島
遺
跡
二
〇
溝
で
は
、
全
体
の
四
〇
％
に
お
よ
ぶ
讃
岐
の
形
態
の
土
器
が
認
め
ら
れ
る
が
、
搬
入
品
は
四
％

　
　
⑫

で
あ
る
。

　
伊
予
の
今
治
・
松
山
両
平
野
で
は
、
搬
入
品
と
在
地
製
作
品
が
存
在
し
、
特
に
多
種
多
量
に
出
土
す
る
限
ら
れ
た
遺
跡
と
、
少
数
出
土
の
遺

跡
が
あ
る
。
前
者
に
は
他
の
地
域
の
外
来
系
土
器
も
多
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
中
心
集
落
と
後
背
集
落
の
関
係
が
読
み
取
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
こ
の
地
域
で
は
技
術
の
継
続
性
と
定
着
性
に
乏
し
く
様
式
的
な
影
響
関
係
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
遠
隔
地
へ
の
移
動
を
み
る
と
、
西
方
で
は
備
後
、
安
芸
、
筑
前
な
ど
に
出
土
例
が
知
ら
れ
て
お
り
、
東
方
で
は
河
内
、
摂
津
、
和
泉
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
大
和
で
の
出
土
が
あ
る
。

　
製
作
地
か
ら
の
搬
出
形
態
に
も
と
づ
い
て
空
間
的
な
構
造
を
整
理
す
る
と
、
製
作
地
と
主
要
供
給
圏
、
そ
の
周
辺
に
何
段
階
か
の
供
給
圏
の

関
係
が
あ
り
、
こ
の
範
囲
が
お
お
む
ね
様
式
圏
と
一
致
す
る
。
そ
の
外
縁
部
に
対
し
て
隣
接
地
域
へ
の
移
動
、
さ
ら
に
遠
隔
地
移
動
と
い
う
あ

り
か
た
が
理
解
さ
れ
る
。

　
ま
た
伊
予
で
は
、
香
東
川
下
流
域
の
特
微
を
示
す
も
の
と
在
地
の
重
土
の
も
の
以
外
に
、
第
三
の
緑
土
と
も
言
え
る
製
品
の
搬
入
が
指
摘
さ

　
　
　
⑮

れ
て
お
り
、
様
式
圏
内
の
二
次
的
な
製
作
単
位
に
よ
る
土
器
が
移
動
す
る
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
製
作
単
位
の
複
数
化
は
、
吉
備
形
甕
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
吉
備
南
部
で
は
、
備
中
の
足
守
川
流
域
が
吉
備
形
甕
の
｝
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

的
な
製
作
地
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
備
前
地
域
へ
の
搬
出
も
認
め
ら
れ
る
。
一
方
で
備
前
地
域
産
の
吉
備
形
甕
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お

⑰り
、
製
作
単
位
の
分
化
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
備
中
形
（
産
）
吉
備
形
」
と
「
備
前
形
（
産
）
吉
備
形
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
は
、
他
地
域
で
の
搬
入
品
に
つ
い
て
も
、
韓
土
の
相
違
の
認
め
ら
れ
た
も
の
の
再
検
討
を
促
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
識
別
す
る
こ
と

に
よ
り
、
例
え
ば
「
吉
備
系
」
と
し
て
い
た
も
の
を
「
備
中
系
」
と
「
備
前
系
」
に
区
別
す
る
な
ど
、
よ
り
細
別
さ
れ
た
地
域
（
製
作
単
位
）

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
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以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
特
定
の
製
作
単
位
は
、
香
東
川
下
流
域
産
土
器
の
よ
う
に
在
来
の
弥
生
土
器
生
産
の
中
か
ら
特
化
し
て
成
立
す

る
場
合
と
、
東
証
波
型
土
器
の
よ
う
に
生
産
体
制
も
含
め
た
か
た
ち
で
の
技
術
移
転
に
よ
り
成
立
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
う
し
た
生
産
体
制
の

成
立
と
、
そ
の
体
制
を
支
え
る
技
術
基
盤
の
移
転
が
、
古
墳
出
現
期
の
土
器
の
移
動
の
あ
り
か
た
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
視
点
と
な
っ
て

き
て
い
る
。

古墳出現期の社会と土器の移動（次山）

①
都
出
比
呂
志
「
原
始
土
器
と
女
性
」
噸
日
本
女
性
史
㎞
第
一
巻
原
始
・
古
代
、

　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
。

②
都
出
比
呂
志
魍
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
二

　
九
一
・
二
九
二
頁
。

③
宇
垣
匡
雅
「
土
壌
1
に
つ
い
て
」
魍
百
間
川
原
尾
島
遺
跡
三
旭
川
放
水
路

　
（
百
間
川
）
改
修
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
双
㎞
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報

　
告
八
八
、
岡
山
県
教
育
委
員
会
他
、
　
一
九
九
四
年
。
宇
垣
匡
雅
「
弥
生
土
器
の
焼

　
成
坑
一
百
間
川
原
尾
島
遺
跡
検
出
例
に
つ
い
て
一
山
噸
古
代
の
土
師
器
生
産

　
と
焼
成
遺
構
』
真
南
社
、
へ
九
九
七
年
。

④
河
合
忍
「
吉
備
南
部
弥
生
時
代
後
期
か
ら
終
魚
期
に
お
け
る
土
器
生
産
に
つ

　
い
て
一
岡
山
市
百
間
川
原
尾
島
遺
跡
出
土
土
器
の
検
討
を
通
し
て
一
」
『
み

　
ず
ほ
別
冊
　
弥
生
研
究
の
群
像
－
七
節
忠
昭
・
森
岡
秀
人
・
松
本
岩
雄
・
深
澤

　
芳
樹
さ
ん
還
暦
記
念
1
』
大
和
弥
生
文
化
の
会
、
二
〇
＝
二
年
。

⑤
大
久
保
徹
也
「
高
松
平
野
香
東
川
下
流
域
産
土
器
の
生
産
と
流
通
」
『
初
期
古

　
墳
と
大
和
の
考
古
学
㎞
学
生
社
、
二
〇
〇
三
年
。
従
来
の
下
川
津
B
類
土
器
は
、

　
香
東
川
下
流
域
産
土
器
の
う
ち
、
後
期
中
葉
～
古
墳
時
代
初
頭
の
段
階
の
も
の
と

　
す
る
（
大
久
保
徹
也
「
下
川
津
遺
跡
に
お
け
る
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
前

　
半
の
土
器
に
つ
い
て
」
『
瀬
戸
大
橋
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
孤

　
下
川
津
遺
跡
㎞
香
川
県
教
育
委
員
会
他
、
一
九
九
〇
年
）
。
以
下
、
特
に
断
り
の

　
無
い
限
り
香
東
川
下
流
域
産
土
器
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
上
記
文
献
お
よ
び
以
下

　
の
文
献
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
大
嶋
和
則
「
伝
統
的
交
易
圏
の
解
体
」
噌
香
川
考

　
古
』
第
五
号
、
香
川
考
古
刊
行
会
、
一
九
九
六
年
。
大
嶋
和
則
「
高
松
平
野
の
集

　
落
聞
に
お
け
る
庄
内
併
行
期
の
土
器
相
一
い
わ
ゆ
る
下
川
津
B
類
土
器
の
製
作

　
に
つ
い
て
一
」
魍
続
文
化
財
学
論
集
㎞
水
野
正
好
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
　
第

　
一
分
冊
、
文
化
財
学
論
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
年
。

⑥
栗
林
誠
治
「
四
国
島
出
土
の
東
阿
波
型
土
器
」
噛
真
珠
㎞
第
四
号
、
徳
島
県
埋

　
蔵
文
化
財
研
究
会
、
二
〇
〇
四
年
目

⑦
田
三
元
浩
「
畿
内
地
域
に
お
け
る
古
墳
時
代
初
頭
土
器
群
の
成
立
と
展
開
」

　
『
日
本
考
古
学
』
第
二
〇
号
、
請
雨
考
古
学
協
会
、
二
〇
〇
五
年
。

⑧
森
下
友
子
「
胎
土
1
類
土
器
に
つ
い
て
」
噸
太
田
下
・
須
川
遺
跡
㎞
高
松
東
道

　
路
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
第
四
冊
　
香
川
県
教
育
委
員
会
他
、

　
一
九
九
五
年
。

⑨
偏
光
顕
微
鏡
に
よ
る
岩
石
鉱
物
の
同
定
お
よ
び
相
対
的
な
含
有
最
比
、
お
よ
び

　
X
線
回
折
法
・
蛍
光
X
線
分
析
法
に
よ
る
平
素
含
有
率
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る

　
（
清
水
芳
裕
門
中
間
土
井
坪
遺
跡
出
土
土
器
の
焦
土
の
特
徴
と
材
料
の
検
討
」

　
魍
四
国
横
断
自
動
車
道
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
第
三
十
二
冊

　
中
聞
西
井
坪
遺
跡
E
　
本
文
編
』
香
川
県
教
育
委
員
会
他
、
一
九
九
九
年
。
）

⑩
大
嶋
和
則
門
高
松
平
野
の
集
落
間
に
お
け
る
庄
内
併
行
期
の
土
器
相
i
い
わ

　
ゆ
る
下
川
津
B
類
土
器
の
製
作
に
つ
い
て
…
」
（
前
掲
註
⑤
）
。

⑪
梅
木
謙
一
「
西
部
瀬
戸
内
地
方
に
お
け
る
庄
内
智
東
四
国
系
土
器
の
検
討
」

　
『
考
古
論
集
』
河
瀬
正
利
先
生
退
官
記
念
論
集
、
二
〇
〇
四
年
。
梅
木
謙
一
「
松

　
山
寮
若
草
町
選
跡
出
土
の
庄
内
期
東
四
国
系
土
器
の
検
討
」
噸
地
域
と
古
文
化
㎞
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同
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
。

⑫
太
子
町
教
育
委
員
会
欄
川
島
・
立
岡
遺
跡
隠
一
九
七
一
年
。
大
久
保
徹
也
「
下

　
川
津
遺
跡
に
お
け
る
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
隣
代
前
半
の
土
器
に
つ
い
て
」

　
（
前
掲
註
⑤
）

⑬
広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
隅
西
と
東
の
弥
生
土
器
卑
弥
呼
の
時
代
の
安

　
芸
・
備
後
』
二
〇
〇
三
年
、
九
頁
。
編
綴
市
教
育
委
員
会
『
博
多
四
一
－
博
多

　
遺
跡
群
第
七
〇
次
発
掘
調
査
報
告
一
』
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三

　
七
〇
集
、
　
一
九
九
四
年
、
　
一
〇
⊥
ハ
習
貝
。

⑭
山
田
隆
一
「
大
阪
府
出
土
の
讃
岐
・
阿
波
・
播
磨
系
土
器
」
『
邪
馬
台
国
時
代

　
の
阿
波
・
讃
岐
・
播
磨
と
大
和
㎞
ふ
た
か
み
邪
馬
台
國
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
六
資
料
集
、

　
香
芝
市
教
育
委
員
会
他
、
二
〇
〇
六
年
。
川
部
浩
罰
「
古
墳
時
代
開
始
期
に
お
け

二
　
纏
向
遣
跡
へ
の
土
器
の
移
動
と
そ
の
解
釈

　
る
大
和
地
域
と
四
國
北
東
部
地
域
の
地
域
間
交
流
－
大
和
地
域
出
土
の
四
國
北

　
東
部
地
域
産
・
系
土
器
の
集
成
と
そ
の
性
格
を
め
ぐ
る
基
礎
的
研
究
1
」
『
研

　
殖
九
紀
要
㎞
第
～
六
集
、
　
（
財
）
由
良
大
和
士
］
代
文
化
研
売
九
協
ム
耳
、
二
〇
一
一
濫
＋
。

⑮
梅
木
謙
一
「
松
由
市
若
草
町
遺
跡
出
土
の
庄
内
期
東
四
国
系
土
器
の
検
討
扁

　
（
前
掲
註
⑪
）
。

⑯
河
合
忍
「
吉
備
南
部
弥
生
時
代
後
期
か
ら
終
末
期
に
お
け
る
土
器
生
産
に
つ

　
い
て
一
岡
山
市
菖
間
辮
原
尾
島
遺
跡
出
土
土
器
の
検
討
を
通
し
て
一
㎏
（
前

　
掲
註
④
）

⑰
亀
山
行
雄
「
吉
備
の
外
来
系
土
器
」
隅
邪
馬
台
国
時
代
の
吉
櫨
と
大
和
㎞
シ
ン

　
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
集
、
香
芝
市
教
育
委
員
会
他
、
二
〇
〇
二
年
。

　
次
に
、
畿
内
へ
の
土
器
の
移
動
の
例
と
し
て
奈
良
県
纏
向
霊
跡
を
と
り
あ
げ
、
土
器
の
移
動
を
め
ぐ
る
諸
説
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

　
一
九
六
八
年
、
奈
良
県
佐
紀
遺
跡
（
平
城
宮
跡
）
の
調
査
で
、
自
然
流
路
出
土
土
器
の
申
に
東
海
地
方
の
S
字
状
口
髭
台
付
甕
が
多
数
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
報
告
者
で
あ
る
安
達
厚
三
は
、
「
東
日
本
的
な
S
字
状
口
話
土
器
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
は
、
畿
内
に
お
い

て
は
新
し
い
事
実
」
で
あ
る
と
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

　
さ
ら
に
一
九
七
一
年
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
奈
良
県
纏
向
遺
跡
辻
地
区
・
東
田
地
区
の
発
掘
調
査
で
は
、
基
幹
水
路
（
大
溝
）
、
土
坑
群
、
旧

河
道
お
よ
び
纏
向
石
塚
古
墳
・
矢
倉
古
墳
の
周
濠
か
ら
、
弥
生
時
代
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
の
土
器
が
多
量
に
出
土
し
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
か
に
東
海
・
瀬
戸
内
・
山
陰
地
域
の
特
徴
を
も
つ
土
器
の
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。

　
佐
紀
遺
跡
、
纏
向
遺
跡
な
ど
奈
良
盆
地
の
北
辺
か
ら
東
辺
に
か
け
て
所
在
す
る
古
墳
群
に
隣
接
す
る
同
時
期
の
集
落
遺
跡
で
の
こ
う
し
た
成

果
を
ふ
ま
え
、
奈
良
県
布
留
遺
跡
山
口
池
地
区
で
の
層
位
的
出
土
資
料
を
検
討
し
た
置
田
雅
昭
は
、
明
ら
か
な
搬
入
品
よ
り
も
む
し
ろ
各
地
の
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古墳撮現期の社会と土器の移動（次山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

影
響
の
見
ら
れ
る
資
料
の
多
い
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
の
上
で
「
大
和
に
お
け
る
古
式
土
師
器
に
、
こ
の
よ
う
な
各
地
の
土
器
の
影
響
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
単
に
そ
れ
ら
の
地
域
が
大
和
の
交
易
圏
内
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
大
和
に
お
け
る
多
数
の
前
期
古
墳
の
存
在
と
関
連

し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
」
と
し
、
大
和
に
お
い
て
古
墳
を
築
造
す
る
に
あ
た
り
、
東
海
な
ど
の
各
地
か
ら
使
役
の
た
め
に
駆
り
出
さ

れ
た
人
々
が
、
そ
の
土
地
の
土
器
を
携
え
て
往
来
し
、
土
器
の
押
形
や
製
作
手
法
を
伝
え
た
こ
と
を
想
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
一
九
七
六
年
に
は
、
纏
向
遺
跡
第
一
～
七
次
調
査
の
正
式
な
発
掘
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
（
以
下
、
『
纏
向
』
と
す
る
）
。
『
纏
向
』
で
は
、

弥
生
時
代
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
の
土
器
が
纏
向
1
式
～
4
式
に
様
式
区
分
さ
れ
た
が
、
そ
の
ほ
ぼ
全
期
間
を
通
じ
て
、
外
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

系
土
器
の
出
土
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
西
部
瀬
戸
内
、
吉
備
、
山
陰
、
播
磨
、
紀
伊
、
河
内
、
近
江
、
北
陸
、
東
海
（
尾
張
・
駿
河
）
、
南
関
東

と
い
っ
た
広
範
な
地
域
の
土
器
が
識
別
さ
れ
、
各
時
期
に
お
け
る
外
来
系
土
器
の
あ
り
か
た
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
と
畿
内
と
の
併
行
関
係
が

　
　
　
　
⑥

検
討
さ
れ
た
。

　
外
来
系
土
器
を
検
討
し
た
関
川
古
身
は
、
纏
向
1
式
～
纏
向
3
式
ま
で
の
土
器
八
四
四
点
に
つ
い
て
、
①
総
数
に
対
す
る
外
来
系
土
器
の
比

率
、
②
外
来
系
土
器
に
お
け
る
各
系
統
の
比
率
、
③
外
来
系
土
器
に
お
け
る
器
種
組
成
の
比
率
の
三
点
か
ら
分
析
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

項
目
に
つ
い
て
時
系
列
的
な
変
化
を
と
ら
え
た
（
第
四
図
）
。

　
そ
の
結
果
、
①
外
来
系
土
器
が
出
土
土
器
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、
ほ
ぼ
一
五
％
で
あ
り
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
一
〇
％
を
下
る
こ
と
が

な
い
（
第
四
図
1
）
。
時
間
を
追
っ
て
確
実
に
増
加
し
て
お
り
、
増
加
の
ピ
ー
ク
は
、
纏
向
3
式
期
に
あ
る
（
同
2
）
。
②
地
域
で
は
、
東
海
系
土

器
が
外
来
系
土
器
の
半
数
以
上
を
占
め
、
山
陰
・
北
陸
、
河
内
、
吉
備
の
順
で
続
く
（
同
3
）
。
そ
の
な
か
で
関
東
系
土
器
が
確
実
に
増
加
傾

向
に
あ
る
（
同
4
）
。
③
器
種
に
つ
い
て
み
る
と
、
甕
と
壺
で
外
来
系
土
器
の
ほ
ぼ
八
○
％
を
占
め
、
墾
は
全
体
の
六
〇
％
に
お
よ
ぶ
（
同
5
）
。

時
期
別
に
み
て
も
甕
の
占
め
る
比
率
は
確
実
に
増
加
す
る
（
同
6
）
。
と
い
う
状
況
が
読
み
取
ら
れ
て
い
る
。

　
量
的
に
保
証
さ
れ
、
か
つ
時
間
的
な
変
化
を
追
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
に
恵
ま
れ
た
こ
の
分
析
は
、
皿
遺
跡
で
の
分
析
手
法
と
し
て
、
そ
の

後
の
外
来
系
土
器
の
遺
跡
内
分
析
の
基
礎
を
な
し
た
。
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第4図　纏向遣跡出土外来系土器の比率（関川1976）

　
関
川
は
、
そ
の
考
察
に
お
い
て
、

外
来
系
土
器
の
出
土
は
畿
内
各
地
の

同
時
期
の
遺
跡
に
も
認
め
ら
れ
る
と

し
な
が
ら
も
、
古
墳
時
代
前
期
の
全

期
間
を
通
じ
て
外
来
系
土
器
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
、
出
土
量
が
豊
富
で
そ

の
範
囲
が
西
部
瀬
戸
内
か
ら
南
関
東

に
ま
で
お
よ
ぶ
と
い
う
纏
向
遺
跡
の

外
来
系
土
器
の
全
体
的
な
特
徴
を
あ

げ
た
。
外
来
系
土
器
に
は
、
搬
入
品

と
大
和
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
の
高

い
も
の
が
あ
り
、
製
作
者
の
移
動
が

読
み
取
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
台
付

甕
と
土
製
支
脚
に
着
目
し
て
、
出
身

地
の
食
生
活
様
式
が
堅
持
さ
れ
る
と

い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
補
強
す
る
と

と
も
に
、
こ
う
し
た
現
象
は
畿
内
以

外
で
も
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
と
し
、

古
墳
築
造
従
事
者
と
い
う
置
田
雅
昭
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古墳出現期の社会と土器の移動（次山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
説
に
対
す
る
都
出
比
呂
志
の
反
論
に
あ
る
程
度
の
余
地
を
認
め
な
が
ら
も
、
古
墳
ば
か
り
で
な
く
水
路
の
構
築
な
ど
各
種
の
土
木
工
事
へ
の

動
員
を
示
唆
し
た
。
ま
た
、
大
和
（
あ
る
い
は
畿
内
）
か
ら
魔
窟
の
地
域
へ
運
ば
れ
る
例
は
多
く
な
い
と
し
、
畿
内
へ
の
一
方
的
な
流
入
と
い

っ
た
移
動
の
不
均
等
性
の
あ
る
可
能
性
に
ふ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
広
範
な
人
々
を
含
む
人
的
移
動
の
階
層
に
つ
い
て
、
都
通
型
、
山
陰
型
埴
輪
の
出
土
を
あ
げ
、
纏
向
1
式
後
半
以
降
に
顕
著
に
な

る
地
域
間
交
流
が
、
各
地
域
集
団
の
一
般
構
成
員
だ
け
で
な
く
、
酋
長
層
と
の
関
わ
り
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
纏
向
4
式
（
布
留
1
式
）

期
の
布
留
式
土
器
と
大
型
前
方
後
円
墳
の
波
及
の
基
盤
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
『
纏
向
』
に
示
さ
れ
た
事
実
関
係
に
も
と
づ
い
て
、
纏
向
遺
跡
で
の
土
器
移
動
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
多
く
の
解
釈
が
示
さ

れ
た
。

　
春
成
秀
爾
は
、
大
和
で
製
作
さ
れ
た
外
来
系
土
器
の
存
在
か
ら
、
弥
生
時
代
終
末
期
に
は
大
和
と
遠
隔
地
諸
集
団
の
関
係
が
、
大
和
へ
の
人

間
の
移
動
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
中
国
王
朝
に
対
す
る
生
口
の
献
上
を
例
に
、
「
大
和
盆
地
に
お
け
る
他
地
方
土
器
型
式
の
検
出
は
、

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
評
価
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
和
盆
地
へ
他
地
方
の
人
々
が
一
時
的
な
移
動
だ
け
で
な
く
、
在
地
の
集
団
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
ら
切
り
は
な
さ
れ
て
生
口
、
奴
碑
な
ど
の
形
態
を
と
っ
て
強
制
移
動
さ
せ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
た
。

　
続
け
て
、
「
大
和
盆
地
に
群
在
す
る
初
期
の
大
型
古
墳
の
存
在
か
ら
、
そ
れ
ら
の
古
墳
の
造
営
に
投
下
さ
れ
た
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
現

状
で
は
最
古
の
前
方
後
円
墳
の
年
代
よ
り
も
一
定
量
を
も
つ
搬
入
土
器
の
年
代
の
方
が
古
い
。
も
っ
と
も
、
石
塚
の
よ
う
に
、
搬
入
土
器
と
同

時
期
に
造
ら
れ
た
墳
丘
墓
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
て
も
他
地
方
か
ら
土
器
を
も
た
ら
し
た
人
た
ち
の
労
働
力
と
し
い
て
結
び
つ
け

な
く
と
も
造
営
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
大
和
盆
地
に
お
け
る
開
発
へ
投
入
さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
大
和
部

族
同
盟
と
各
地
首
長
と
の
間
に
成
立
し
て
い
る
か
か
る
関
係
が
、
し
ば
ら
く
し
て
前
方
後
円
墳
の
築
造
が
開
始
さ
れ
る
と
今
度
は
各
地
集
団
か

ら
そ
れ
に
も
参
集
・
投
入
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
三
略
）
大
和
へ
の
搬
入
土
器
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
地
方
の
各
種
特

産
物
の
献
上
と
関
係
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
古
墳
築
造
に
数
ヶ
年
か
か
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
土
器
に
は
、
移
入
者
が
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持
参
し
た
も
の
、
移
入
先
で
製
作
し
た
も
の
の
ほ
か
、
出
身
集
団
が
恒
常
的
に
調
達
し
て
い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
寺
沢
薫
は
、
河
内
・
摂
津
な
ど
近
隣
地
域
で
み
ら
れ
る
高
率
の
搬
入
土
器
の
存
在
は
、
弥
生
時
代
中
期
か
ら
み
ら
れ
た
社
会
的
状
況
で
あ
る

一
方
で
、
大
和
で
は
弥
生
時
代
を
通
じ
て
搬
入
土
器
が
一
割
を
越
え
る
こ
と
は
な
く
、
纏
向
遺
跡
に
お
け
る
土
器
の
搬
入
率
が
き
わ
め
て
高
い

こ
と
を
指
摘
し
、
庄
内
式
土
器
に
み
ら
れ
る
搬
入
・
搬
出
関
係
や
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
搬
入
率
の
増
加
傾
向
を
、
弥
生
時
代
以
来
の
集
団
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

係
と
土
器
組
成
上
の
補
完
関
係
と
い
っ
た
地
域
の
社
会
的
分
業
の
発
展
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
纏
向
遺
跡
に
関
し
て
は
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。

　
さ
ら
に
、
搬
入
の
対
象
地
域
の
広
さ
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
に
汎
日
本
的
な
搬
入
対
象
地
域
を
有
す
る
背
景
は
、
地
域
の
集
団
関
係
や
分
業

上
上
の
交
易
品
で
は
解
決
で
き
な
い
と
遺
跡
の
特
殊
性
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
「
纏
向
遺
跡
に
多
量
の
土
器
が
も
た
ら
さ
れ
た
背
景
を
、
よ

り
政
治
的
な
意
図
の
も
と
に
行
わ
れ
た
集
団
の
移
動
の
歴
史
的
な
端
緒
と
み
る
こ
と
」
は
不
可
能
で
は
な
い
と
し
、
入
貢
や
出
仕
な
ど
の
結
果

や
市
を
媒
介
と
し
た
土
器
の
移
動
を
想
定
す
る
。

　
穴
澤
味
光
は
、
広
範
囲
の
搬
入
土
器
の
出
土
か
ら
纏
向
遺
跡
へ
の
労
働
力
と
物
資
の
集
積
を
想
定
し
、
「
こ
の
よ
う
な
政
治
的
中
心
地
に
市

場
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
物
資
の
交
易
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
支
配
者
の
儀
式
、
饗
宴
、
宮
殿
・
墳
墓
・
灌
概

施
設
な
ど
の
機
会
に
行
わ
れ
る
貯
蔵
物
資
の
大
々
的
放
出
に
よ
る
再
分
配
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
決
し
て
否
定
で
き
な
い
。
」
と
し
た
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

え
で
、
「
纏
向
遺
跡
は
当
時
の
日
本
国
内
の
流
通
機
構
の
育
め
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
外
来
系
土
器
の
あ
り
か
た
に
も
と
づ
い
た
纏
向
遺
跡
の
評
価
は
多
様
で
あ
る
。
近
年
、
纏
向
遺
跡
の
外
来
系
土
器
に
つ
い
て

は
、
出
土
量
の
多
さ
と
、
き
わ
め
て
広
範
囲
か
ら
の
移
動
で
あ
る
こ
と
の
二
点
の
み
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
置
田
雅
昭
や
春
成
秀
爾
が

問
題
と
し
た
の
は
、
む
し
ろ
大
和
で
製
作
さ
れ
た
外
来
系
土
器
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
製
作
者
の
性
格
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要

す
る
が
、
～
般
に
来
訪
者
に
よ
る
在
地
で
の
製
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
比
率
の
高
い
東
海
系
S
字
状
口
縁
台
付
甕
の
場
合
、
移
動
量
の

多
さ
に
対
し
て
大
和
の
土
器
様
式
の
な
か
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
付
加
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
と
、
弥
生
時
代
終
宋
期
か
ら
古
墳
時
代
前
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古墳出現期の社会と土器の移動（次山〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

期
に
か
け
て
外
来
系
土
器
に
お
け
る
甕
の
比
率
が
高
ま
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
纏
向
遺
跡
の
南
約
三
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
奈
良
県
城
島
遺
跡
の
調
査
成
果
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
遺
跡
で

は
、
鍬
・
鋤
・
天
秤
棒
と
い
っ
た
土
木
工
事
に
関
わ
る
多
量
の
木
製
晶
が
出
土
し
た
。
共
翻
し
た
出
土
土
器
に
大
和
の
も
の
は
少
な
く
、
東
海

系
を
申
心
に
北
陸
・
山
陰
系
の
土
器
が
主
体
を
占
め
、
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
甕
で
、
し
か
も
口
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
大
型
品
が

　
　
　
　
　
　
⑭

主
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
遺
跡
の
あ
り
か
た
を
、
報
告
者
の
清
水
真
一
は
「
飯
場
的
施
設
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
頗
里
並
の
検
討

か
ら
も
東
海
系
統
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
「
使
い
慣
れ
た
土
木
豊
国
」
の
使
用
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て

　
⑮

い
る
。
城
島
遺
跡
の
事
例
は
、
外
来
系
土
器
が
必
ず
し
も
交
易
活
動
や
物
資
の
流
通
を
反
映
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
際
に
土
木
工
事

に
関
わ
る
人
と
モ
ノ
の
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
纏
向
遺
跡
は
東
西
馳
駅
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
広
大
な
遺
跡
で
あ
り
、
遺
跡
の
内
部
が
さ
ま
ざ
ま
に
機
能
分
化

し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
外
来
系
土
器
の
内
容
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の
性
格
に
応
じ
た
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

近
年
の
成
果
で
は
、
疇
期
に
よ
っ
て
遺
跡
内
で
の
中
心
域
が
移
動
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
点
に
よ
っ
て
は
時

期
的
な
傾
向
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
纏
向
遺
跡
の
外
来
系
土
器
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
多
角
的
な
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

①
安
逮
厚
三
「
第
四
八
次
調
査
第
二
次
朝
堂
院
東
朝
集
殿
地
域
・
∬
古
墳
時
代
溝

　
出
土
の
遺
物
」
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
一
九
六
九
㎞
奈
良
国
立
文
化
財

　
研
究
所
、
一
九
六
九
年
。
本
資
料
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年
に
正
式
報
告
書
が

　
出
版
さ
れ
て
い
る
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
隅
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
X
㎞
奈

　
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
三
九
冊
、
一
九
八
一
年
）
。

②
石
野
博
信
「
「
古
代
纏
落
川
」
の
調
査
扁
㎎
青
陵
h
一
九
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古

　
学
研
究
所
、
一
九
七
二
年
。
石
野
博
儒
「
奈
良
県
纏
向
（
ま
き
む
く
）
遺
跡
の
調
査

　
i
三
輪
山
麓
に
お
け
る
古
墳
時
代
前
期
集
落
の
問
題
1
」
『
古
代
学
研
究
㎞

　
第
六
五
丹
、
古
代
学
研
究
会
、
一
九
七
二
年
。

③
打
田
雅
昭
「
大
和
に
お
け
る
古
式
土
師
器
の
実
態
－
天
理
市
布
留
遺
跡
出
土

　
資
料
一
」
『
古
代
文
化
』
第
二
六
巻
第
二
号
、
古
代
学
協
会
、
一
九
七
四
年
。

④
　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
纏
向
』
桜
井
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
六

　
年
。
本
書
は
、
第
五
版
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
（
一
九
九
九
年
）
。
第
五
版
は
、

　
豊
岡
卓
之
に
よ
る
大
溝
出
土
土
器
の
再
検
討
を
受
け
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
そ

　
の
成
果
は
別
冊
の
『
補
遺
篇
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
調
査
の
出

　
土
土
器
の
う
ち
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
保
管
分
に
つ
い
て
は
再
整
理
が

　
行
わ
れ
た
（
㎎
大
和
考
古
資
料
目
録
』
第
一
八
集
　
纏
向
遺
跡
資
料
（
一
）
、
奈
良

　
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
㎝
九
九
寛
ヰ
）
。
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⑤
播
磨
系
と
さ
れ
た
土
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
当
時
の
認
識
と
し
て
、
前
述
の
兵

　
庫
県
川
島
遺
跡
二
〇
溝
に
お
い
て
、
出
土
土
器
の
四
〇
％
を
占
め
B
型
土
器
群
と

　
さ
れ
た
讃
岐
系
土
器
の
あ
り
か
た
に
も
と
づ
い
て
判
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
際

　
は
讃
岐
・
阿
波
系
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
太
子
町
教
育
委
員
会
噌
川
島
・
立
岡

　
遺
跡
』
　
一
九
七
一
年
。

⑥
石
野
博
信
「
古
式
土
師
器
の
併
行
関
係
偏
『
纏
向
』
桜
井
市
教
育
委
員
会
、
｝

　
九
七
六
年
。

⑦
関
川
尚
功
「
土
器
の
移
動
に
関
す
る
問
題
」
『
纏
向
輪
桜
井
市
教
育
委
員
会
、

　
～
九
七
六
年
。

⑧
都
出
比
呂
志
「
古
墳
出
現
前
夜
の
集
団
関
係
」
『
考
古
学
研
究
臨
第
二
〇
巻
第

　
四
号
、
考
古
学
研
究
会
、
一
九
七
四
年
、
三
七
頁
。

⑨
　
春
成
秀
爾
「
前
方
後
円
墳
鞍
櫃
岡
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
㎏

　
第
二
巻
、
倭
国
の
形
成
と
古
墳
文
化
、
学
生
社
、
一
九
八
四
年
。

⑩
毒
沢
薫
「
纏
向
遺
跡
と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
偏
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集

　
第
六
』
吉
揖
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
。

⑪
　
穴
澤
味
光
「
三
角
縁
神
獣
鏡
と
威
信
財
シ
ス
テ
ム
（
上
）
」
『
潮
流
睡
第
四
報
、

　
い
わ
き
地
域
学
愈
、
一
九
八
五
年
。

⑫
春
成
秀
爾
「
研
究
報
告
に
つ
い
て
の
討
議
」
に
お
け
る
発
言
（
隅
考
古
学
研
究
』

　
第
四
三
巻
第
三
号
、
～
九
九
六
年
、
五
九
頁
）
。

⑬
桜
井
市
教
育
委
員
会
『
城
島
遣
跡
外
山
下
田
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
』
一
九
九

　
～
年
。
清
水
真
｝
「
城
島
遺
跡
出
土
の
木
製
品
の
も
つ
意
義
」
『
光
陰
如
矢
』
萩

　
田
昭
次
先
生
古
稀
記
念
論
集
、
「
光
陰
如
矢
」
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
。

⑭
当
該
期
の
甕
の
容
量
と
城
島
遺
跡
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
小
田
木
治
太
郎
の
分

　
析
が
あ
る
（
「
蔓
形
土
器
の
容
量
－
弥
生
形
・
庄
内
形
・
布
留
置
1
」
『
古
墳

　
文
化
と
そ
の
伝
統
㎞
西
谷
翼
治
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
、
西
谷
翼
治
先
生
の
古
稀

　
を
お
祝
い
す
る
会
、
｝
九
九
五
年
）
。

⑮
樋
上
昇
『
木
製
品
か
ら
考
え
る
地
域
社
会
一
弥
生
か
ら
古
墳
へ
⊥
雄

　
山
閣
、
二
〇
～
○
年
。

⑯
桜
井
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
明
ヤ
マ
ト
王
権
は
い
か
に
し
て
始
ま
っ
た
か

　
～
王
権
成
立
の
地
　
纏
向
臨
二
〇
〇
七
年
。
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三
　
畿
内
系
土
器
の
西
日
本
へ
の
移
動

　
～
方
的
流
入
と
理
解
さ
れ
た
畿
内
地
域
の
土
器
に
つ
い
て
も
、
一
九
八
○
年
代
に
入
る
と
北
部
九
州
の
事
例
に
加
え
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

島
県
神
辺
御
領
遺
跡
、
愛
媛
県
筥
前
川
遺
跡
な
ど
西
日
本
の
各
地
で
出
土
例
が
増
加
し
、
集
成
作
業
に
も
と
つ
く
体
系
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
阿
部
嗣
治
は
、
庄
内
形
甕
七
七
例
に
つ
い
て
、
胎
土
中
に
多
量
の
角
閃
石
・
雲
母
を
含
み
暗
褐
色
を
呈
す
る
生
駒
西
霞
産
の
河
内
形
甕
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
れ
を
技
法
の
う
え
で
模
倣
製
作
し
た
も
の
に
大
き
く
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
布
形
態
を
検
討
し
た
（
第
五
図
）
。
河
内
形
甕
は
分
布
形
態
に
二

種
類
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
広
域
の
も
の
で
滋
賀
県
東
部
、
福
井
県
西
部
、
和
歌
山
県
北
部
、
山
陰
東
部
、
福
岡
県
東
部
を
そ
れ
ぞ
れ
分
布
の
限



古墳出現期の社会と土器の移動（次山）
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界
と
す
る
。
出
土
し
た
遺
跡
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
各
遣
跡
へ
の
ル
ー

ト
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
河
内
の
周
辺
部
で
は
、
弥

生
時
代
に
生
駒
西
麓
産
土
器
が
搬
出
さ
れ
た
地
域
に
あ
た
る
摂
津
・

和
泉
で
の
量
的
な
多
さ
を
指
摘
し
、
大
和
で
は
大
和
形
甕
の
生
産
に

よ
り
河
内
形
甕
の
出
土
は
少
な
い
と
す
る
。
模
倣
品
の
分
布
に
つ
い

て
は
、
四
国
、
南
九
州
を
除
く
西
日
本
一
帯
と
北
陸
に
あ
り
、
河
内

よ
り
も
遠
隔
地
に
な
る
ほ
ど
出
土
数
が
増
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
庄
内
形
甕
の
分
布
の
特
徴
と
し
て
、
他
の
地

域
の
土
器
に
比
べ
て
分
布
圏
の
広
さ
、
搬
出
量
の
多
さ
、
技
法
の
伝

播
を
あ
げ
、
河
内
形
庄
内
弓
馬
を
各
地
の
拠
点
集
落
が
受
け
入
れ
、

周
辺
集
落
へ
技
法
が
伝
播
し
、
在
地
産
の
庄
内
形
甕
が
生
み
出
さ
れ

る
と
い
う
図
式
を
読
み
取
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
庄
内

形
甕
を
受
け
入
れ
製
作
し
た
地
域
が
、
他
地
域
に
先
駆
け
て
次
段
階

の
布
留
式
土
器
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
し
た
。

　
寺
沢
薫
は
、
布
留
0
式
段
階
（
古
墳
時
代
前
期
初
頭
）
の
畿
内
系
土

器
の
分
布
を
検
討
し
、
そ
の
拡
散
状
況
と
併
行
資
料
の
関
係
を
体
系

　
　
　
　
　
④

的
に
整
理
し
た
。
畿
内
系
の
様
式
の
移
入
の
あ
り
が
た
か
ら
「
北
九

州
型
」
「
北
陸
・
山
陰
型
」
「
瀬
戸
内
型
」
「
東
方
型
」
「
辺
境
型
」
の

五
類
型
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
西
日
本
に
み
ら
れ
る
庄
内
形
甕
の
大
多
数
が
、
布
留
0
式
期
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
庄
内
形
甕
の
方
が
布
留
式
土
器
に
比

べ
て
分
布
域
が
広
い
一
方
で
、
布
留
式
土
器
の
よ
う
に
多
量
の
艶
が
と
も
な
う
こ
と
や
、
セ
ッ
ト
関
係
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
、

庄
内
形
甕
の
展
開
は
む
し
ろ
社
会
経
済
的
背
景
の
あ
る
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
、
布
留
式
土
器
を
携
え
て
居
住
し
た
集
団
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

大
量
に
搬
入
な
い
し
製
作
し
た
集
団
の
性
格
を
、
政
権
中
枢
や
そ
の
中
継
的
地
域
と
の
社
会
的
関
係
の
表
徴
と
し
て
把
握
す
る
必
要
性
が
あ
る

と
し
、
こ
の
よ
う
な
土
器
の
展
開
を
、
「
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
」
の
政
治
的
・
祭
祀
的
伸
張
の
実
存
姿
態
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
こ
う
し
た
畿
内
系
土
器
の
遠
隔
地
移
動
を
視
点
と
し
た
概
究
に
対
し
、
受
け
入
れ
側
の
地
域
を
対
象
と
し
た
検
討
で
は
、
在
来
系
土
器
と
外

来
系
土
器
の
関
係
性
の
分
析
か
ら
、
地
域
内
で
の
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
や
集
団
の
動
向
を
捉
え
よ
う
と
す
る
作
業
が
蓄
積
さ
れ
た
。
特
に
北
部
九

州
で
は
、
博
多
湾
か
ら
有
明
海
に
い
た
る
広
い
範
囲
で
土
器
様
式
の
畿
内
化
と
い
う
現
象
が
認
め
ら
れ
、
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、

北
部
九
州
の
対
外
的
な
門
戸
と
い
う
立
地
と
も
重
な
っ
て
、
畿
内
集
団
の
進
出
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　
田
崎
博
之
は
、
編
年
作
業
に
お
い
て
在
地
系
・
外
来
系
・
折
衷
形
と
い
っ
た
系
統
的
な
弁
別
作
業
を
お
こ
な
い
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
の
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

来
形
式
の
変
化
を
軸
と
し
て
、
外
来
系
土
器
の
動
向
を
時
系
列
的
に
捉
え
た
。
さ
ら
に
、
細
分
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向
を

読
み
取
る
こ
と
で
、
地
域
内
で
の
小
地
域
、
あ
る
い
は
遺
跡
の
性
格
づ
け
を
外
来
系
土
器
の
受
容
の
差
と
い
う
視
点
か
ら
お
こ
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
小
平
野
単
位
や
集
落
規
模
の
差
異
よ
り
も
、
経
済
的
な
基
盤
の
異
な
る
海
岸
部
の
集
落
と
内
陸
部
の
集
落
の
差
異
が
明
瞭
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
早
良
平
野
の
東
北
部
、
博
多
湾
に
面
し
た
古
集
丘
上
に
立
地
す
る
西
新
町
遺
跡
で
は
、
集
落
の
経
済
基
盤
を
立

地
と
、
イ
イ
ダ
コ
壷
・
外
来
土
室
審
な
ど
の
出
土
遺
物
か
ら
、
漁
掛
活
動
と
海
上
交
易
活
動
と
考
え
、
外
来
系
土
器
の
増
加
傾
向
と
そ
の
主
体

が
近
畿
地
方
系
土
器
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
来
系
土
器
の
流
入
過
程
の
背
景
を
、
近
畿
地
方
の
勢
力
が
海
上
交
易
権
を
掌
握
す
る
過
程
で
あ
る

と
想
定
し
た
。
一
方
、
内
陸
部
の
集
落
で
は
、
近
畿
地
方
系
統
の
小
型
鉢
や
器
台
な
ど
祭
祀
的
な
性
格
を
も
つ
器
種
の
受
容
が
集
落
内
の
一
部

の
住
居
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
限
ら
れ
た
一
部
（
首
長
層
？
）
が
近
畿
地
方
を
中
心
と
す
る
外
来
の
祭
祀
権
と
結
び
つ
く
過
程
と
考
え
て
い
る
。

　
溝
口
孝
司
は
、
各
遺
跡
で
の
土
器
の
構
成
を
在
地
系
・
外
来
系
・
変
容
土
器
の
あ
り
か
た
に
よ
り
類
型
化
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
各
遺
跡
単
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古墳出現期の社会と土器の移動（次山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

位
の
土
器
製
作
者
が
保
有
し
た
範
型
の
内
容
に
近
い
も
の
と
し
、
各
類
型
を
構
成
す
る
集
団
の
性
格
を
考
察
し
た
。
在
地
系
が
卓
越
す
る
A
類

型
は
外
来
系
土
器
に
関
す
る
情
報
を
範
型
に
受
容
し
な
い
在
地
人
集
団
、
在
地
系
・
外
来
系
・
変
容
土
器
が
共
存
す
る
B
類
型
は
、
外
来
系
土

器
の
範
型
を
保
持
す
る
移
入
者
集
団
と
在
地
系
土
器
の
範
型
を
保
持
す
る
在
地
人
集
団
の
混
在
、
変
容
土
器
が
外
来
系
土
器
群
に
混
在
す
る
C

類
型
は
、
外
来
系
土
器
に
関
す
る
情
報
を
範
型
に
積
極
的
に
受
容
し
、
ほ
ぼ
外
来
系
土
器
を
製
作
す
る
範
型
を
成
立
さ
せ
た
在
地
人
集
団
と
移

入
者
の
混
合
集
団
、
畿
内
系
土
器
の
み
に
占
め
ら
れ
る
D
類
型
は
、
畿
内
地
方
の
土
器
に
関
す
る
範
型
を
忠
実
に
保
持
す
る
移
入
密
集
囲
、
と

す
る
。
な
お
、
溝
ロ
は
外
来
系
土
器
の
ほ
と
ん
ど
が
搬
入
品
で
占
め
ら
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
半
専
業
的
な
集
団
に
よ
り
在
地
で
生
産
さ
れ
、

各
集
落
に
流
通
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
在
地
産
の
外
来
系
土
器
の
存
在
や
集
落
ご
と
に
み
ら
れ
る
外
来
系
土
器
の
差
異
を
説
明
で
き
な
い
と

し
て
そ
の
可
能
性
を
却
け
て
い
る
。

　
各
類
型
の
集
落
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
海
岸
部
・
内
陸
部
（
A
類
）
、
海
岸
部
あ
る
い
は
内
陸
奥
部
（
B
類
）
、
内
陸
部
（
C
類
）
、
海
岸
部
の
限
定

さ
れ
た
地
域
（
D
類
）
に
立
地
し
、
D
類
に
拠
点
的
な
性
格
、
B
類
に
港
湾
集
落
、
A
・
C
集
落
に
「
閉
鎖
的
」
「
開
放
的
」
と
い
う
階
層
差

を
読
み
取
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
遺
跡
間
の
相
違
の
要
因
を
、
移
入
者
の
目
的
的
な
侵
入
と
在
地
集
団
の
対
応
の
相
違
に
求
め
た
。

　
特
に
移
動
の
顕
著
な
畿
内
系
土
器
に
着
目
し
た
井
上
裕
弘
は
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
技
術
系
統
に
も
と
づ
い
て
門
伝
統
的
第
V
様
式
系
」
、
「
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

内
系
」
、
「
布
亜
系
」
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
容
の
時
期
的
な
あ
り
か
た
を
検
討
し
た
。
ま
た
、
北
部
九
州
で
み
ら
れ
る
布
留
形
甕
に
つ
い

て
、
畿
内
か
ら
の
搬
入
ば
か
り
で
な
く
北
部
九
州
で
の
製
作
を
示
唆
し
た
。
畿
内
系
土
器
が
出
土
土
器
の
大
半
を
占
め
る
遺
構
、
遺
跡
の
あ
り

か
た
を
移
住
者
集
落
と
考
え
て
い
る
。

　
久
住
猛
雄
は
、
当
該
期
の
土
器
を
在
来
系
（
A
系
統
）
と
、
畿
内
系
の
伝
統
的
V
様
式
系
（
B
系
統
）
・
庄
内
潮
懸
（
C
系
統
）
・
布
留
式
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
D
系
統
）
に
区
分
し
、
畿
内
系
土
器
（
B
・
C
・
D
系
統
）
の
あ
り
か
た
に
着
目
し
て
編
年
関
係
を
整
理
し
た
。
庄
内
形
甕
の
中
に
在
地
生
産

さ
れ
た
特
徴
的
な
｝
群
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
従
来
は
大
和
形
と
さ
れ
る
こ
と
の
あ
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
型
式
学
的
な
特
徴
を
詳
述
し
た
上
で

「
筑
前
型
」
庄
内
東
部
と
し
、
大
和
形
と
の
関
係
を
読
み
取
っ
た
。
そ
し
て
、
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
（
群
居
遺
跡
な
ど
も
含
む
可
能
性
あ
り
）
な
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い
し
博
多
遺
跡
群
周
辺
（
堅
粕
遺
跡
な
ど
も
含
む
可
能
性
あ
り
）
で
生
産
・
搬
出
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
｝
方
、
筑
後
地
方
に
は
河
内
形
庄
内
形

甕
の
影
響
の
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
と
し
て
こ
れ
を
「
筑
後
型
」
と
仮
称
し
、
さ
ら
に
、
「
北
部
九
州
型
布
五
型
甕
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
北
部
九
州
地
域
に
み
ら
れ
る
畿
内
系
土
器
主
体
へ
の
様
式
変
化
と
農
開
が
、
地
域
内
で
の
生
産
と
流
通
の
側
面
の
強
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
畿
内
系
」
土
器
群
の
北
部
九
州
で
の
展
開
は
、
福
岡
平
野
中
枢
部
（
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
、
博
多
遺
跡
群
）

に
お
い
て
、
「
畿
内
」
と
特
殊
な
（
政
治
的
な
）
情
報
の
共
有
を
背
景
に
、
工
人
集
団
を
移
植
す
る
こ
と
に
よ
り
半
ば
独
自
に
生
成
・
進
化
し
た

も
の
と
し
、
北
部
九
州
各
地
へ
の
波
及
は
、
各
地
の
首
長
層
が
福
岡
平
野
の
勢
力
と
の
関
係
か
ら
受
容
し
、
在
地
に
広
が
る
場
合
の
あ
る
こ
と
、

前
代
の
遺
跡
の
希
薄
な
地
域
に
突
然
「
畿
内
系
」
土
器
を
主
体
的
に
も
つ
集
落
が
出
現
す
る
場
合
も
「
福
岡
平
野
系
」
集
団
で
あ
る
可
能
性
を

示
唆
し
た
。

　
筑
前
地
域
で
の
庄
内
形
甕
の
成
立
に
あ
た
り
、
生
産
と
流
通
に
関
わ
る
技
術
移
転
が
、
供
給
圏
が
き
わ
め
て
狭
い
と
さ
れ
た
大
和
形
影
、
さ

ら
に
は
「
大
和
」
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
た
こ
と
の
指
摘
は
、
今
後
、
畿
内
系
土
器
の
受
容
過
程
の
検
討
を
進
め
る
う
え
で
の
重
要
な
視

点
と
な
ろ
う
。

　
①
広
島
県
教
育
委
員
会
・
（
財
）
広
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
欄
神
辺
御
領
遺
　
　
土
師
器
の
編
年
と
二
・
三
の
問
題
」
（
㎎
矢
部
遺
跡
㎞
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念

　
　
跡
－
國
鉄
井
原
線
建
設
に
係
る
発
掘
調
査
報
告
1
㎞
一
九
八
　
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
物
調
査
報
告
第
四
九
冊
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
～
九
八
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

　
②
（
財
）
愛
媛
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
宮
前
川
遺
跡
－
中
小
河
川
改
修
窺
　

⑤
田
崎
博
之
「
古
墳
時
代
初
頭
前
後
の
筑
前
地
方
」
㎎
史
淵
』
第
一
二
〇
輯
、
九

　
　
業
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
－
睡
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
第
「
八
集
、
　
　
　
　
　
州
大
学
文
学
部
、
「
九
八
三
年
。

　
　
一
九
八
六
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
溝
口
孝
潤
「
古
墳
出
現
前
後
の
土
器
相
一
筑
前
地
方
を
素
材
と
し
て
f
」

③
阿
部
嗣
治
「
土
器
の
移
動
に
関
す
る
一
考
察
一
庄
内
式
土
器
を
中
心
と
し
て

　
一
」
『
紀
要
1
』
（
財
）
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
、
～
九
八
五
年
。

④
寺
沢
薫
「
布
留
0
式
土
器
拡
散
論
」
『
考
古
学
と
地
域
文
化
』
同
志
社
大
学

　
考
古
学
シ
リ
ー
ズ
皿
、
同
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
。
な
お
、
寺
沢
薫
に
よ
る
庄
内

　
式
土
器
・
布
留
式
土
器
の
編
年
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
寺
沢
蕉
「
畿
内
古
式

　
噌
考
古
学
研
究
㎞
第
三
五
巻
第
二
号
、
考
古
学
研
究
会
、
～
九
八
八
年
。

⑦
井
上
裕
弘
「
北
部
九
州
に
お
け
る
古
墳
出
現
期
前
後
の
土
器
群
と
そ
の
背
景
」

　
『
古
文
化
論
叢
㎞
児
島
隆
人
先
生
専
寿
記
念
論
集
、
一
九
九
一
年
。

⑧
久
住
猛
雄
「
北
部
九
州
に
お
け
る
庄
内
式
併
行
期
の
土
器
様
相
」
『
庄
内
式
土

　
器
研
究
』
X
返
、
庄
内
式
土
器
研
究
会
、
～
九
九
九
年
。
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古墳出現期の社会と土器の移動（次山）

四
　
土
器
の
移
動
と
物
資
流
通
の
集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
古
墳
の
出
現
過
程
、
あ
る
い
は
古
代
国
家
の
形
成
過
程
に
お
い
て
物
資
流
通
、
と
く
に
遠
隔
地
流
通
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考

え
る
研
究
者
は
多
い
。
都
出
比
呂
志
は
、
国
家
形
成
論
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
広
域
の
物
資
流
通
を
掌
握
し
て
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

会
を
総
括
す
る
機
能
の
存
否
ま
た
そ
の
形
成
過
程
の
分
析
」
を
あ
げ
た
。
前
章
と
も
関
係
の
深
い
課
題
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
、

土
器
の
移
動
の
研
究
は
、
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
河
内
湖
南
方
の
中
河
内
地
域
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
当
該
期
遺
跡
の
状
況
を
検
討
し
た
山
田
隆
一
は
、
弥
生
時
代
の
集
落
が
解
体
し
て
新
た
な

集
落
が
出
現
す
る
現
象
を
と
ら
え
、
弥
生
時
代
に
は
河
川
の
流
域
に
沿
っ
て
い
く
つ
か
の
地
域
ご
と
に
母
集
落
と
子
集
落
の
ま
と
ま
り
を
な
し

て
い
た
も
の
が
、
弥
生
時
代
終
末
期
（
庄
内
式
期
）
に
な
る
と
多
数
あ
る
い
は
広
大
な
面
積
を
有
す
る
遺
跡
が
密
集
す
る
状
況
に
変
化
し
た
と

し
、
大
阪
府
西
岩
田
遺
跡
、
美
園
遺
跡
な
ど
旧
大
和
川
流
域
に
営
ま
れ
た
遺
跡
、
さ
ら
に
淀
川
下
流
域
、
生
駒
山
西
麓
の
遺
跡
に
つ
い
て
、
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

来
系
土
器
の
あ
り
か
た
、
規
模
、
消
長
な
ど
を
整
理
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
加
美
・
久
宝
寺
遺
跡
群
と
中
田
遺
跡
群
を
二
つ
の
大
き
な
核
と
し
、
庄
内
式
期
初
頭
か
ら
布
留
主
期
前
半
に
継
続
時
期
の
重
複

す
る
遺
跡
が
密
集
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
来
は
こ
れ
ら
を
　
体
的
な
遺
跡
群
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
外
来
系
土
器
の

搬
入
が
庄
内
式
期
の
後
半
に
増
加
し
、
山
陰
・
吉
備
・
讃
岐
・
阿
波
と
い
っ
た
西
方
か
ら
の
も
の
が
多
く
、
近
江
・
北
陸
・
東
海
の
も
の
が
少

数
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
大
和
川
で
結
ば
れ
た
纏
向
遺
跡
と
の
関
係
を
重
視
し
、
「
申
河
内
地
域
の
諸
遺
跡
は
西
日
本
各
地

の
「
物
」
の
大
和
盆
地
東
南
部
地
域
へ
の
流
通
経
路
上
に
機
能
し
た
流
通
に
関
わ
る
一
拠
点
集
落
群
」
で
あ
る
と
述
べ
、
河
内
平
野
に
お
け
る

東
海
系
土
器
の
あ
り
が
た
か
ら
、
「
東
日
本
の
諸
地
域
か
ら
大
和
盆
地
東
南
部
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
物
」
は
基
本
的
に
は
中
河
内
を
は
じ
め
西

日
本
の
諸
地
域
に
は
流
出
し
に
く
い
社
会
状
況
に
あ
っ
た
」
と
東
西
双
方
向
か
ら
の
流
通
の
状
況
を
推
定
し
た
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
状
況
は
中
河
内
地
域
の
特
異
な
状
況
で
は
な
く
、
各
地
に
お
い
て
地
域
内
で
傑
出
し
た
量
の
外
来
系
土
器
を
出
土
し
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O
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講
’
ノ

「
津
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
遺
跡
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
斗
西

遺
跡
周
辺
（
近
江
）
、
丁
・
柳
ヶ
瀬
遺
跡
周
辺
・
長
越
遺
跡
周
辺

（
播
磨
）
、
津
寺
遺
跡
周
辺
（
備
中
）
、
黒
谷
川
郡
頭
遺
跡
周
辺
（
阿

波
）
、
下
川
津
遺
跡
周
辺
（
讃
岐
）
、
西
新
町
遺
跡
等
の
博
多
湾
沿

岸
の
諸
遺
跡
（
筑
前
）
、
諸
富
町
周
辺
の
諸
遺
跡
（
肥
前
）
を
あ
げ
、

「
纏
向
遺
跡
に
搬
入
さ
れ
た
膨
大
な
量
の
外
来
系
土
器
を
前
提
と

す
れ
ば
、
大
和
東
南
部
を
頂
点
と
し
て
旧
国
単
位
程
度
の
地
域
問

を
繋
ぐ
そ
れ
ら
港
湾
的
機
能
を
有
す
る
遺
跡
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

し
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
」
と
結
論
づ
け
た
。

　
筆
者
は
、
吉
備
形
甕
の
分
布
を
検
討
し
、
大
和
と
北
部
九
州
を

結
ぶ
ル
ー
ト
と
し
て
博
多
湾
沿
岸
か
ら
周
防
灘
を
と
お
り
高
縄
半

島
の
松
山
平
野
、
今
治
平
野
、
芸
予
諸
島
か
ら
備
後
東
南
部
、
畜

備
、
播
磨
・
摂
津
沿
岸
を
へ
て
大
阪
湾
か
ら
河
内
湖
、
大
和
川
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

大
和
と
い
う
ル
ー
ト
を
推
定
し
た
（
第
六
図
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡

で
の
出
土
数
は
、
吉
備
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
逓
減
す
る
の
で
は

な
く
、
一
〇
点
か
ら
三
〇
点
以
上
も
出
土
す
る
遺
跡
が
ル
ー
ト
上

に
点
在
し
、
他
の
八
割
近
く
の
遺
跡
が
一
点
か
ら
五
点
程
の
出
土

に
と
ど
ま
る
の
と
は
際
だ
っ
た
違
い
を
み
せ
る
。

　
出
土
数
の
多
い
遺
跡
・
地
域
（
遺
跡
群
）
に
着
目
す
る
と
、
西
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か
ら
西
新
町
遺
跡
（
筑
前
）
、
宮
前
川
遺
跡
を
含
む
松
山
平
野
の
遺
跡
群
（
伊
予
）
、
松
木
広
田
遺
跡
を
含
む
今
治
平
野
の
遺
跡
群
（
伊
予
）
、
三

越
遺
跡
（
備
後
）
、
吉
備
以
東
で
は
、
堂
山
遺
跡
（
播
磨
）
、
揖
保
川
流
域
な
ど
播
磨
平
野
の
遺
跡
群
（
播
磨
）
、
六
甲
山
南
麓
の
遺
跡
群
（
摂
津
）
、

崇
禅
寺
遺
跡
な
ど
猪
名
川
・
神
崎
川
下
流
域
の
遺
跡
群
（
摂
津
）
、
西
岩
田
遺
跡
な
ど
大
和
川
下
流
域
の
遺
跡
群
（
河
内
）
、
纏
向
遺
跡
（
大
和
）

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
結
節
点
と
な
る
遺
跡
や
地
域
を
結
ぶ
か
た
ち
で
、
瀬
戸
内
海
の
交
通
路
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

　
一
方
、
日
本
列
島
で
出
土
す
る
朝
鮮
半
島
系
土
器
の
資
料
も
蓄
積
さ
れ
、
土
器
の
移
動
の
視
点
か
ら
朝
鮮
半
島
と
の
交
易
形
態
の
あ
り
か
た

に
つ
い
て
の
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
日
本
列
島
の
縄
文
時
代
前
期
に
併
行
す
る
新
石
器
時
代
早
期
の
隆
起
文
土
器
か
ら
、
統
～
新
羅
の
滅
亡
（
九
三
五
年
）
ま
で
の
朝
鮮
半
島
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

土
器
を
対
象
に
、
日
本
列
島
で
の
出
土
例
を
概
述
し
た
白
井
克
也
に
よ
れ
ば
、
原
三
国
・
三
国
時
代
の
土
器
で
あ
る
楽
浪
土
器
、
三
韓
土
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

（
馬
韓
土
器
、
弁
・
辰
韓
土
器
に
こ
れ
を
区
分
）
、
古
式
新
羅
伽
耶
陶
質
土
器
が
、
こ
の
時
期
の
日
本
列
島
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
近
年
で
は
、
長
崎
県
壱
岐
原
の
辻
遺
跡
の
継
続
調
査
に
加
え
、
八
○
年
代
に
半
島
系
土
器
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
た
福
岡
県
西
新
町
遺
跡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

お
い
て
、
県
立
修
猷
館
高
校
の
校
舎
改
築
に
と
も
な
う
調
査
に
よ
り
多
数
の
竪
穴
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
、
半
島
系
土
器
の
豊
富
な
資
料
を
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
し
た
。
ま
た
、
島
根
県
古
志
本
郷
遺
跡
な
ど
出
雲
地
域
で
の
出
土
例
が
増
加
し
た
こ
と
も
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
西
新
町
遺
跡
で
出
土
し
た
半
島
系
土
器
に
は
、
忠
清
道
か
ら
全
羅
道
系
の
も
の
、
全
羅
弓
道
か
ら
慶
尚
南
濃
系
の
も
の
、
そ
し
て
慶
尚
道
系

の
も
の
と
い
っ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
半
島
中
南
部
の
複
数
の
地
域
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
朝
鮮
半
島
南
部
の
も
の
に
加
え
、
西
海
岸
に
由
来
す
る

土
器
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
該
期
の
対
外
交
渉
の
相
手
地
域
を
う
か
が
い
知
る
う
え
で
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
こ
の
集
落
で
は
多

数
の
竪
穴
住
居
に
カ
マ
ド
が
付
設
さ
れ
る
こ
と
も
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
た
人
々
の
居
住
を
示
す
材
料
と
な
っ
て
お
り
、
滞
在
形
態
の
検
討
が

　
　
　
　
　
　
　
⑩

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
半
島
系
土
器
や
カ
マ
ド
の
付
設
が
集
落
内
に
限
定
さ
れ
、
周
辺
集
落
へ
の
拡
散
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

交
易
の
形
態
が
管
理
交
易
に
ち
か
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
資
料
的
蓄
積
を
背
景
と
し
て
、
朝
鮮
半
島
で
の
出
土
例
と
の
対
比
に
よ
る
系
統
お
よ
び
交
差
年
代
の
検
討
を
は
じ
め
、
列
島
内
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に
お
け
る
半
島
系
土
器
の
分
布
と
そ
の
動
態
に
つ
い
て
の
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
弥
生
時
代
中
期
宋
か
ら
古
墳
時
代
前
期
前
半
に
か
け
て
の
半
島
系
土
器
を
集
成
し
、
時
系
列
的
な
分
布
の
変
化
を
検
討
し
た
寺
井
誠
は
、
半

島
系
土
器
の
出
土
遺
跡
が
弥
生
時
代
後
期
後
半
に
北
部
九
州
を
中
心
に
急
増
す
る
が
、
以
東
の
地
域
に
も
広
が
る
こ
と
、
北
部
九
州
内
で
は
弥

生
時
代
終
末
期
以
前
は
糸
島
と
福
岡
平
野
に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
が
、
古
墳
時
代
前
期
前
半
に
は
両
地
域
の
申
間
に
位
置
す
る
西
新
町
遺
跡

に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
他
方
で
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
当
該
期
の
日
本
列
島
系
土
器
の
出
土
例
も
、
釜
山
広
域
市
東
莱
貝
塚
な
ど
で
知
ら
れ
て
お
り
、
相
互
交
渉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

検
討
に
材
料
を
加
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
白
井
克
也
は
、
土
器
自
体
が
交
易
品
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
半
島
系
土
器
の
あ
り
か
た
と
列
島
系
土
器
の
分
布
形
態
か
ら

各
時
期
の
交
易
（
物
資
交
換
）
の
場
を
想
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
霧
島
貿
易
（
韓
国
慶
尚
南
道
酒
川
市
谷
島
遺
跡
・
弥
生
時
代
中
期
前
半
）
、
原
の
辻
貿
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

（
弥
生
時
代
中
期
後
半
～
終
宋
期
）
、
博
多
湾
貿
易
（
古
墳
時
代
前
期
）
と
名
付
け
た
。

　
久
住
猛
雄
は
、
博
多
湾
沿
岸
に
み
ら
れ
る
集
落
の
動
向
と
、
半
島
系
土
器
の
時
系
列
的
な
出
土
動
向
を
整
理
し
、
白
井
の
説
に
依
拠
し
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

原
の
辻
貿
易
を
「
原
の
辻
⊥
二
雲
貿
易
」
、
博
多
湾
貿
易
を
西
新
町
遣
跡
に
集
約
さ
れ
る
段
階
を
も
っ
て
前
期
と
後
期
に
分
け
た
。
さ
ら
に
、

古
墳
時
代
前
期
後
半
に
、
そ
れ
ま
で
形
成
さ
れ
て
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
支
え
る
集
落
群
が
衰
退
し
、
交
易
の
場
も
朝
鮮
半
島
南
部
へ
移
動
す

る
と
し
て
、
「
金
海
貿
易
」
の
段
階
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
交
易
拠
点
の
移
動
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
原
の
辻
目
三
雲
貿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

易
か
ら
博
多
湾
貿
易
へ
の
移
行
の
時
期
を
探
っ
た
。
同
時
に
、
列
島
各
地
の
土
器
の
博
多
湾
沿
岸
で
の
あ
り
か
た
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
期
に
お
け
る
対
外
的
な
通
交
あ
る
い
は
交
易
体
制
の
具
体
像
を
描
い
て
い
る
。

　
半
島
系
・
列
島
系
双
方
の
土
器
の
分
布
形
態
か
ら
は
、
当
該
期
に
形
成
さ
れ
た
対
外
的
な
通
交
の
形
態
が
、
博
多
湾
岸
に
交
渉
の
場
を
お
き
、

九
州
以
東
を
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
集
落
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
大
阪
湾

周
辺
を
中
心
に
半
島
系
の
人
と
モ
ノ
の
痕
跡
が
顕
在
化
す
る
、
古
墳
時
代
前
期
来
か
ら
中
期
初
頭
の
あ
り
か
た
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
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①
都
出
比
呂
志
「
露
盤
古
代
の
国
家
形
成
論
序
説
一
前
方
後
円
墳
体
制
の
提
唱

　
－
扁
噛
日
本
史
研
究
徳
第
三
四
三
号
、
日
本
史
研
究
会
、
一
九
九
一
年
。

②
山
田
隆
一
「
古
墳
時
代
初
頭
前
後
の
中
河
内
地
域
一
旧
大
和
廻
流
域
に
立
地

　
す
る
遺
跡
群
の
枠
組
み
に
つ
い
て
一
」
『
弥
生
文
化
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三

　
集
、
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
、
一
九
九
四
年
。

③
次
山
淳
「
古
墳
時
代
初
頭
の
瀬
戸
内
海
ル
ー
ト
を
め
ぐ
る
土
器
と
交
流
」

　
『
考
古
学
研
究
』
第
五
四
巻
第
三
号
、
考
古
学
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
。

④
白
井
克
也
「
日
本
出
土
の
朝
鮮
産
土
器
・
陶
器
－
新
石
器
時
代
か
ら
統
一
新

　
羅
時
代
ま
で
一
」
『
日
本
出
土
の
舶
載
陶
磁
　
朝
鮮
・
渤
海
・
ベ
ト
ナ
ム
・
タ

　
イ
・
イ
ス
ラ
ム
㎞
東
京
國
立
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

⑤
武
末
純
一
「
慶
尚
道
の
「
瓦
質
土
器
」
と
「
古
式
羽
黒
土
器
」
1
三
韓
土
器
の
提

　
唱
i
」
『
古
文
化
談
叢
㎏
第
一
五
集
、
九
州
古
文
化
研
究
会
、
一
九
八
五
年
。

⑥
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
原
の
辻
遺
跡
総
集
編
I
l
平
成
一
六
年
ま
で
の
調

　
査
成
果
一
1
山
原
の
辻
遺
跡
調
査
事
務
所
調
査
報
告
害
第
三
〇
集
、
二
〇
〇
五
年
。

⑦
福
岡
市
教
育
委
員
会
『
福
岡
市
高
速
鉄
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
且
西

　
新
町
遺
跡
』
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
誉
第
七
九
集
、
一
九
八
二
年
。

⑧
福
岡
県
教
育
委
員
会
『
西
新
町
遺
跡
E
i
福
岡
県
福
競
市
早
良
区
西
新
所
在

　
西
新
町
遺
跡
第
一
二
次
調
査
報
告
一
1
㎞
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
改
築
事
業
関

　
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
一
、
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
　
五
四
集
、
二
〇

　
〇
〇
年
。
福
悶
県
教
育
委
員
会
噸
西
新
町
遺
跡
皿
－
福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
西

　
新
所
在
西
新
町
遺
跡
第
　
二
次
調
査
報
告
ニ
ー
』
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
改
築

　
事
業
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
二
、
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
五
七
集
、

　
二
〇
〇
一
年
。
福
岡
県
教
育
委
員
会
『
西
新
町
遺
跡
W
l
福
岡
県
福
岡
市
早
良

　
区
西
新
所
在
西
薪
町
遺
跡
第
一
三
次
調
査
報
告
一
…
（
上
・
下
巻
）
』
県
立
修

　
猷
館
高
等
学
校
改
築
事
業
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
三
、
福
岡
県
文
化
財
調
査

　
報
告
書
第
一
六
八
集
、
二
〇
〇
二
年
。
福
岡
県
教
育
委
員
会
噸
西
新
町
遣
跡
V

　
I
福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
西
新
所
在
西
新
町
遺
跡
第
～
三
次
調
査
報
告
二

　
1
』
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
改
築
事
業
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
私
心
、
福
岡

　
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
～
七
八
集
、
二
〇
〇
三
年
。
福
岡
県
教
育
委
員
会
『
西

　
新
町
遺
跡
W
l
福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
西
新
所
在
西
薪
町
遣
跡
第
一
四
・
一
五

　
次
調
査
報
告
書
1
㎞
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
改
築
事
業
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査

　
報
告
五
、
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
轡
第
二
〇
〇
集
、
二
〇
〇
五
年
。
福
岡
県
教

　
育
委
員
会
欄
西
新
町
遺
跡
孤
i
福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
西
新
所
在
西
新
町
遺
跡

　
第
一
七
次
調
査
報
告
書
i
』
県
立
修
景
館
高
等
学
校
改
築
事
業
関
係
埋
蔵
文
化

　
財
調
査
報
告
六
、
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
〇
八
集
、
二
〇
〇
六
年
。
福

　
岡
県
教
育
委
員
会
『
顯
新
町
遺
跡
櫃
－
福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
西
新
所
在
西
新

　
町
遣
跡
第
二
〇
次
調
査
報
告
替
i
』
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
改
築
事
業
関
係
埋

　
蔵
文
化
財
調
査
報
告
七
、
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
一
入
集
、
二
〇
〇
八

　
年
。
福
岡
県
教
育
委
員
会
『
西
新
町
遺
跡
累
i
福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
西
新
所

　
在
西
新
町
遣
跡
第
二
二
次
調
査
報
告
轡
1
㎞
県
立
皇
猷
館
高
等
学
校
改
築
事
業

　
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
八
、
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
一
＝
集
、
二

　
〇
〇
九
年
。

⑨
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
出
雲
工
事
事
務
所
・
島
根
県
教
育
委
員
会
『
古

　
志
本
郷
遺
跡
W
l
K
区
の
調
査
1
』
斐
伊
川
放
水
路
建
設
予
定
地
内
埋
蔵
文

　
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
X
履
、
二
〇
〇
三
年
。

⑩
武
末
純
…
「
伽
耶
と
倭
の
交
流
古
墳
時
代
前
・
申
期
の
土
器
と
集
落
」
『
国

　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
一
〇
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇

　
〇
四
年
。

⑪
吉
田
東
明
門
西
新
町
遺
跡
の
渡
来
系
遺
物
と
カ
マ
ド
」
『
九
州
に
お
け
る
渡
来

　
人
の
受
容
と
展
開
』
第
八
回
九
州
前
方
後
円
墳
聞
究
会
資
料
集
、
同
実
行
委
員
会
、

　
二
〇
〇
五
年
。

⑫
寺
井
誠
「
古
墳
出
現
前
後
の
韓
半
島
系
土
器
」
『
三
・
四
世
紀
日
韓
土
器
の

　
諸
問
題
㎞
釜
山
考
古
学
研
究
会
・
庄
内
式
土
器
研
究
会
・
古
代
学
研
究
会
、
二
〇

　
〇
一
年
。
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⑬
　
釜
山
聖
域
市
立
博
物
館
福
泉
分
館
噸
釜
山
釧
三
韓
時
代
遺
蹟
斗
遺
物
1

　
⊥
果
莱
貝
塚
1
』
釜
山
広
域
市
立
福
泉
分
館
研
究
叢
轡
第
二
冊
、
一
九
九
七

　
年
。

⑭
井
上
主
税
「
朝
鮮
半
島
南
部
出
土
の
土
師
器
系
土
器
に
つ
い
て
」
『
韓
式
土
器

　
研
究
X
㎞
韓
式
系
土
器
研
究
会
、
一
　
○
○
八
年
。

⑮
白
井
克
也
門
勒
島
貿
易
と
原
の
辻
貿
易
－
粘
土
帯
土
器
・
三
韓
土
器
・
楽
浪

　
土
器
か
ら
み
た
弥
生
時
代
の
交
易
」
『
弥
生
時
代
の
交
易
i
モ
ノ
の
動
き
と
そ

　
の
担
い
手
一
㎞
第
四
九
圓
埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会
発
表
要
旨
集
、
同
実
行
委
員

　
会
、
二
〇
〇
～
年
。
そ
の
後
白
井
は
、
「
弥
生
・
古
墳
時
代
に
お
け
る
日
韓
の
交

　
易
と
移
住
」
（
第
一
二
回
東
ア
ジ
ア
異
文
求
問
交
流
史
研
究
会
セ
ミ
ナ
ー
報
告
資

　
料
、
二
〇
〇
三
年
。
）
に
お
い
て
、
弥
生
時
代
終
末
期
を
「
瀬
戸
内
貿
易
」
、
古
墳

　
時
代
前
期
前
半
を
「
西
薪
町
貿
易
」
、
前
期
後
半
～
中
期
初
頭
を
「
金
海
湾
貿
易
」

　
と
し
た
（
久
住
猛
雄
「
「
博
多
湾
貿
易
」
の
成
立
と
解
体
－
古
墳
時
代
初
頭
前
後

　
の
対
外
交
易
機
構
－
」
『
考
古
学
研
究
画
譜
五
三
巻
第
四
号
、
考
古
学
研
究
会
、

　
二
〇
〇
七
年
、
三
四
頁
註
五
参
照
）
。

⑯
久
住
猛
雄
「
古
墳
時
代
初
頭
前
後
の
博
多
湾
岸
遺
跡
群
の
歴
史
的
意
義
」
『
大

　
和
王
権
と
渡
来
人
　
三
・
四
世
紀
の
倭
人
社
会
㎞
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
図

　
録
三
〇
、
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
。

⑰
久
住
猛
雄
「
「
博
多
湾
貿
易
」
の
成
立
と
解
体
1
一
古
墳
時
代
初
頭
前
後
の
対
外

　
交
易
機
構
…
扁
（
前
掲
註
⑮
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
西
日
本
に
お
け
る
古
墳
出
現
期
の
土
器
の
移
動
の
研
究
は
、
古
墳
時
代
研
究
の
課
題
と
の
対
応
を
は
か
り
つ
つ
、

一
九
七
〇
年
代
に
は
纏
向
遺
跡
の
調
査
に
よ
っ
て
奈
良
盆
地
東
南
部
で
の
最
初
期
の
前
方
後
円
墳
に
隣
接
す
る
遺
跡
の
あ
り
か
た
が
明
ら
か
に

な
り
、
九
州
そ
し
て
中
四
国
地
域
で
の
資
料
と
研
究
の
蓄
積
を
み
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
福
岡
県
西
新
町
遺
跡
の
調
査
を
は
じ
め
と
す

る
半
島
系
土
器
の
資
料
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
と
の
通
交
の
姿
が
具
体
的
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
、
国
家
形
成
と
長
距

離
交
易
の
問
題
に
対
し
て
は
、
半
島
系
土
器
の
分
布
に
も
と
つ
く
対
外
交
渉
の
あ
り
か
た
と
交
易
拠
点
の
動
向
の
分
析
と
、
北
部
九
州
に
お
け

る
畿
内
系
土
器
の
受
容
過
程
の
あ
と
づ
け
が
、
考
古
資
料
に
も
と
づ
い
た
議
論
と
し
て
の
実
効
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
十
分
に
論
ず
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
出
雲
で
の
朝
鮮
半
島
系
土
器
の
あ
り
か
た
な
ど
、
中
四
国
地
域
の
事
情

を
抜
き
に
し
て
、
こ
の
問
題
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
土
器
の
移
動
の
研
究
は
、
系
統
（
形
式
）
、
時
間
、
空
間
、
数
量
比
の
観
点
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
特
に
系
統
（
形
式
）
の
問
題
に
つ
い
て



は
、
個
々
の
地
域
で
の
型
式
学
的
研
究
、
素
地
粘
土
・
混
和
材
を
含
む
蒼
黒
の
研
究
、
小
地
域
性
と
生
産
体
制
の
把
握
が
基
礎
と
な
る
。
さ
ら

に
、
土
器
の
移
動
の
研
究
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
交
差
年
代
に
よ
る
地
域
間
の
併
行
関
係
の
追
求
な
ど
と
合
わ
せ
、
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
は
、

既
知
の
資
料
の
再
検
討
も
含
め
て
今
後
も
繰
り
返
し
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
分
布
論
に
よ
る
あ
る
時
点
で
の
評
価
は
、
新
出
土

資
料
に
よ
る
分
布
範
囲
の
拡
大
や
、
分
布
範
囲
内
で
の
多
寡
、
粗
密
の
理
解
の
逆
転
な
ど
を
も
た
ら
し
、
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
地
域
研
究
が
、
一
層
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。

古墳出現期の社会と土器の移動（次山）

挿
図
出
典

第
一
図
　
大
参
義
一
「
弥
生
式
土
器
か
ら
土
師
器
へ
i
東
海
地
方
西
部
の
場
合
　
　
」
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
X
L
豊
史
学
一
六
、
名
古
屋

　
　
大
学
文
学
部
、
一
九
六
八
年
。

第
二
図
　
岡
山
県
教
育
委
員
会
他
『
百
間
川
原
尾
島
遺
跡
三
　
旭
川
放
水
路
（
百
間
川
）
改
修
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
双
幽
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

　
　
報
告
八
八
、
一
九
九
四
年
。

第
三
図
　
大
久
保
徹
也
「
高
松
平
野
香
東
川
下
流
域
塵
土
器
の
生
産
と
流
通
」
『
初
期
古
墳
と
大
和
の
考
古
学
』
学
生
社
、
二
〇
〇
三
年
。

第
四
図
　
関
川
尚
功
「
土
器
の
移
動
に
関
す
る
問
題
」
『
纏
向
聴
桜
井
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
六
年
。

第
五
図
　
阿
部
嗣
治
「
土
器
の
移
動
に
関
す
る
一
考
察
一
乗
内
蓋
土
器
を
中
心
と
し
て
　
　
」
『
紀
要
－
騙
（
財
）
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
、
一
九
八
五
年
。

第
六
図
　
次
山
　
淳
「
古
墳
時
代
初
頭
の
瀬
戸
内
海
ル
ー
ト
を
め
ぐ
る
土
器
と
交
流
」
『
考
古
学
研
究
幅
第
五
四
巻
第
三
号
、
考
古
学
研
究
会
、
二
〇
〇
七

　
　
年
。
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Society　during　the頚itial　Stage　of　the　Ko負m　Period

　　　　　　　　　　　and　the　Movement　of　Pottery

by

TSUGIYAMA　Jun

　　The　movement　of　pottery　after　the　」6mon　period　has　been　recognized　as

having　takeR　several　forms，　among　these，　the　movemeRt　of　pottery　during

the　initial　stage　of　the　KofuR　period　has　been　characterized　by　the

movement　of　ceramic　vessels　over　broad　expanses　and　great　distances

transeending　stylistic　spheres　in　various　areas　of　the　Japanese　archipelago

under　a　system　of　production　prior　to　the　appearance　of　Sue　ware　that　did

not　achieve　wide　distribution．　Moreover，　it　was　not　at　all　rare　for　great

alterations　in　style　of　the　pottery　to　take　place　a＃　the　destinations　of

distribution．　Tkis　rnovement　of　pottery　reflected　the　circulation　of　people

aRd　goods　as　well　as　the　flow　of　information；and　it　has　become　a　source　for

consideration　of　the　initial　appearance　of　the　kofun　（burial　mounds），　their

developmeRt，　and　wide－raRging　distribution　system．　ln　this　article，　1　make　a

systematic　examinatioR　of　the　current　state　and　issues　facing　the　fie｝d　from

the　point　of　view　of　the　system　of　pottery　production，　the　two－way　mutua｝

movement　of　pottery　in　the　Kinai　region　（the　movement　of　pottery　into　the

Kinai　region　and　the　movemeRt　of　pottery　from　the　Kinai　region），　the　system

of　distribution　and　the　networks　of　settlements　that　caR　be　interpreted　from

the　movemeRt　of　pottery　in　regard　to　society　during　the　period　of　the　initial

appearance　of　the　kofun，　using　sources　primarily　from　western　Japan．

　　IR　regard　to　the　system　of　pottery　production，　it　has　been　coRfirmed　that

from　the　late　Yayoi　period　through　its　final　stage，　pottery　production，　which

had　previously　been　self－sufficlent　for　each　settlerneRt，　was　augmented　by

production　on　multiple　levels　on　the　basis　of　the　concentration　of　production

due　to　regional　division　of　｝abor　in　various　places　in　western　Japan　such　as

Sanuki，　Awa，　Kibi，　Kawachi，　and　Yamato．　The　pottery　of　each　of　these

regions　used　characteristic　clay　paste，　coloring，　techniques，　and　shapes；　and

in　recent　years　the　location　of　production　aRd　range　of　supply　has　been

examined　on　the　basis　of　the　ratios　of　transported　pottery　to　local　pottery

（　272　）



fo“nd　iR　archaeological　sites，　and　thus　the　movement　withiB　the　range　of

supply　and　the　situatioR　in　which　they　were　transported　outside　that　range

is　becoming　clear．　ln　regard　to　the　transport　outside　a　stylistic　sphere，

relations　among　various　regions　have　been　deduced　from　the　examination　of

the　route　of　movement，　changes　in　the　chronology　of　their　transport，　regioRal

differences，　and　alteration　of　the　direction　in　the　movements．

　　The　active　inter－regioRal　distribtttion　of　pottery　over　a　wide　range　has

been　thought　to　be　one　factor　that　brought　about　Kofun－period　society，

which　was　characterized　by　the　appearance　of　the　keyhole－shaped　tumulL　lt

was　surmised　in　particular　from　the　Makimuku　site　in　Nara　prefecture，

where　．　early　ltofun　such　as　the　Hashihaka　Kofun　tumulus　was　constructed，

that　the　fact　that　various　styles　of　pottery，　which　had　been　transported　from

a　wide　area　from　the　Kant6　region　to　the　western　Seto　lniand　Sea，　occupied

up　to　150／o　of　the　total，　indicaeed　the　character　of　the　central　Kinai　region，

and　it　was　also　surmised　that　there　were　multiple　causes　such　as　the

movement　of　people　who　were　employed　iR　the　engineering　aRd　construction

of　the　tumuli　in　addition　to　trade　activities．

　　In　coRtrast，　in　the　study　of　the　widespread　movement　of　Kinai－area　pottery

research　has　been　conducted　chiefly　into　their　distribution　and　trends　as

well　as　in　studies　on　localised　character　in　the　regions　where　they　were

received．　ln　tke　latter，　research　into　the　process　of　reception　within　the

region　and　aB　attempt　to　grasp　the　trends　of　local　groups　are　proceeding　on

the　basis　of　an　analysis　of　the　relationship　between　local　style　and　Kinai

styie　pottery．　The　phenomenon　of　the　shift　in　the　style　of　pottery　across　a

wide　area　of　northern　Kyasha　from　Hakata　Bay　to　the　Ariake　Sea　to　the

Kinai　style　has　been　recognized，　and　many　have　argued　that　the　this　location

was　also　the　entryway　for　interchange　with　China　and　the　Korean　peRinsula

as　well　as　linking　it　to　the　advance　of　groups　from　Kinai．

　　It　is　thought　that　distribution　of　necessary　materia｝s　such　as　iron　across

long　distances　played　an　important　role　in　the　formation　of　Kofun－period

society．　The　study　of　the　movement　of　pottery　indicates　this　widespread

trade　was　linked　and　supported　by　a　network　of　sites　that　have　been

recognized　as　active　in　this　exchange　and　from　which　maRy　examples　of

transported　pottery　have　been　excavated　aRd　helps　us　identify　distributioR

routes．　ln　additioR，　an　analysis　of　the　movement　of　pottery　from　the　Korean

peninsula　has　clarified　the　character　and　form　of　trade　during　thls　period，

including　the　fact　that　the　coast　of　Hakata　Bay　was　the　site　of　negotiation　in

ioreign　relations．

（　271　）



　　The　study　of　the　movement　of　pottery　has　advanced　from　the　viewpoint　of

lineages，　forms，　chronology，　spatial　characteristics　and　quantity　ratios．

Particularly　in　regard　to　the　issue　of　lineages　（forms），　typological　studies　of

each　reglon，　studies　of　baslc　materials　including　the　clay　aRd　various

admlxture　fillers，　and　an　understanding　of　the　local　character　and　systems　of

production　have　formed　a　foundation．　Moreover，　in　combiRation　with　the

pursuit　of　an　understanding　of　the　parallel　relationship　between　regioRs　on

the　basis　of　their　cross－dating，　which　is　an　importaRt　element　in　the　study　of

the　movement　of　pottery，　this　series　of　intellectua｝　operations，　including　a　re－

examination　of　previously　known　findings，　must　be　repeated　continuously　iR

the釦もure．

‘Li　Veniciani　non　li　peregrini　portano　gratis，　ne　per　amor　de　Dio’：

The　Patrons　of　the　Galleys　for　Pilgrimage　in　the　Middle　Ages

by

SAI〈URAI　Yasuto

　　It　has，　of　course，　been　the　holiest　of　deeds　for　Christians　to　visit　the　Holy

Land　from　ancient　times，　and　we　may　regard　it　as　the　holiest　journey

without　hesitation．　But，　we　must　not　forget　that　the　accomplishing　pilgrims’

purpose　wou｝d　have　beeR　difficult　without　the　support　of　others．　During

what　is　called　‘the　goiden　age　of　pilgrimage，’　that　is　from　1333　to　1530，　£he

leading　figures　conveying　pilgrims　were　the　patrons　of　the　Venetian　galleys

used　for　pilgrimage．　Though　it　is　both　interesting　and　worthwhile　to　focus

on　these　figures　because　we　can　see　another　side　of　‘the　holiest　journey：　but

we　can　name　only　three　scholars　who　paid　atteRtion　to　them，　R，　R6hricht，　M．

Newett　and　J．　Scottas．

　　Among　them，　Newett’s　research　deserves　specla｝　mention．　He　researched

the　system　of　the　galieys　for　pilgrimage　and　the　changes　in　it　nearly

completely　by　analyzing　almost　all　extant　Venetian　documents．　On　the　other

haRd，　anaiysis　of　the　pilgrims’　texts　has　not　been　done　sufficlently，　though　it

is　true　that　R6hricht　and　Scottas　referred　to　them．　Neverthe｝ess，　this

problem　has　continued　to　be　overlooked　for　about　one　ceRtury．

　　Given　the　above，　the　aim　of　this　paper　is　to　analyze　al｝　documents　of　the
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