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史学・地理学。考古学戦後十年の圓顧と今後の謙題

報
　
告
　
者

考地西東日
取理洋洋本
学学史皮史

芸
る
六
月
三
＋
日
（
土
）
午
前
＋
時
よ
り
京
大
文
学
部
第
一
教
量
に
お
い

て
、
表
記
の
闘
題
に
つ
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。
報
告
要
旨
は
左
の

通
り
で
あ
る
。

圏
　
本
　
史

報
告
者

藤
　
慮
　
　
三

門
　
脇
　
禎
　
二

　
日
本
史
の
部
の
報
告
は
、
戦
後
に
お
け
る
主
要
な
論
争
と
そ
の
系
譜
を
辿
る

こ
と
、
主
要
な
学
術
誌
の
発
刊
状
況
と
編
集
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
、
こ
の
二

つ
の
点
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。

：水松田貝藤

野井村塚

清武満茂直

一敏穂樹幹

坪浮会河門

井田田地脇

清典雄重禎

足良次造二

　
日
本
史
学
界
は
、
終
戦
直
後
に
お
い
て
は
た
し
か
に
一
種
の
混
乱
状
態
に
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
戦
前
、
戦
申
を
通
じ
て
少
数
の
学
者

に
続
け
ら
れ
て
い
た
努
力
は
、
研
究
の
自
由
を
と
り
も
ど
し
て
、
資
本
主
義
論

争
お
よ
び
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
争
を
う
け
て
結
実
し
は
じ
め
た
。
前
者
か
ら

は
、
国
家
論
を
め
ぐ
る
論
争
・
資
本
主
義
論
争
の
新
し
い
展
開
、
純
粋
封
建
制

の
成
立
を
め
ぐ
る
論
争
等
々
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
石
母
田
、
藤
間
、

松
本
氏
ら
の
業
績
を
え
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
時
期
は
、
官
立

大
学
を
中
心
と
す
る
史
学
は
、
そ
の
学
衛
誌
の
発
行
の
極
端
な
不
振
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
停
滞
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
一
部
に
、
右
述
の
論
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争
や
諸
作
品
の
ふ
え
る
方
法
や
内
容
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大

竜
な
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
　
九
五
〇
年
前
後
を
蓋
し

て
、
日
本
史
…
箏
界
の
内
部
に
、
権
力
問
題
「
か
ら
進
ん
で
民
族
問
題
が
提
起
さ
れ
て

き
た
。
し
か
る
に
、
民
族
問
題
は
多
く
の
人
々
に
は
問
題
意
識
と
し
て
な
お
未

成
熱
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
主
導
的
な
役
割
を
果
し
て
き
た
理
論
も
、
十
分
に
課

題
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
こ
の
時
期
に
は
、
旧
来
の
有
力
学

術
誌
の
立
直
り
、
新
し
い
学
術
誌
の
発
刊
や
旧
誌
の
復
刊
な
ど
が
著
し
く
め
だ

っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
雑
誌
は
｝
と
し
て
民
族
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い

な
い
。
そ
れ
ら
に
は
、
編
集
方
針
、
収
載
論
文
と
も
考
証
主
義
的
な
傾
向
が
お

お
い
難
く
現
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
こ
に
史
学
界
に
も
、
相
対
す
る
二
つ
の

流
れ
が
よ
う
や
く
濃
厚
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
も
、
戦
後

五
年
忌
の
日
本
史
学
の
発
展
は
、
す
で
に
新
し
く
展
開
し
は
じ
め
た
文
化
史
・

思
想
史
な
ど
の
颪
門
に
も
、
も
は
や
政
治
…
権
力
や
層
位
会
畿
麗
煙
を
鉦
憎
製
し
て
は
あ
り

え
な
い
と
い
う
条
件
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
。
ま
た
民
族
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、

そ
の
の
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ム
ズ
論
争
や
英
雄
時
代
論
争
な
ど
が
導
き
出
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
旧
来
の
指
導
理
論
に
対
す
る
慎
重
な
検
討
が
始
っ
て
ぎ

た
。
そ
う
し
た
努
力
は
、
戦
後
の
歴
史
学
の
成
果
を
検
討
し
な
が
ら
、
よ
う
や

く
時
代
区
分
を
め
ぐ
っ
て
、
国
際
的
な
論
争
へ
も
坐
り
は
じ
め
て
い
る
。

　
大
要
、
右
の
よ
う
な
報
告
が
行
わ
れ
た
。
時
間
が
不
足
し
て
、
発
表
著
は
準

備
の
一
部
し
か
報
告
し
え
な
か
っ
た
が
、
発
表
後
、
活
発
な
討
論
を
よ
び
起
し

た
。
そ
こ
で
は
、
文
化
史
学
の
方
法
、
理
論
と
実
謳
と
を
別
々
に
考
え
る
こ
と

の
誤
り
等
々
が
主
要
な
討
論
の
素
材
と
な
っ
た
。

　　

圏
m
臭
　
　
　
若
齢
湘
蠣
醸
爾

　
中
国
に
お
け
る
戦
後
壁
学
の
発
展
は
、
｝
九
四
九
年
の
申
華
人
昆
共
和
国
の

成
立
を
境
と
し
て
、
前
後
の
一
一
期
に
分
け
る
こ
と
が
娼
来
る
。
前
期
は
国
畏
政

府
の
下
に
お
け
る
実
証
史
学
復
興
の
時
期
で
あ
る
。
重
慶
昆
明
の
奥
地
に
西
遷

し
て
い
た
国
立
中
央
研
究
院
、
国
立
諸
大
学
等
の
諸
学
術
機
関
の
南
京
・
北
東

等
の
本
拠
へ
の
復
帰
に
と
も
な
っ
て
、
学
術
出
版
も
次
第
に
復
活
し
て
き
た
。

こ
れ
と
と
も
に
わ
が
国
で
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
事
変
中
の
出
版
物
も
一

部
分
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
辺
鄙
の
雷
藷
に
絶
す
る
困
難
な
環
境
と
、
こ

れ
に
引
続
い
た
内
戦
の
混
乱
の
な
か
で
研
究
を
継
続
し
た
中
国
の
学
者
の
不
屈

の
意
気
に
は
敬
意
を
払
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
研
究
は
戦
酋
の
胡
適
を
指

導
理
論
家
と
す
る
実
証
主
義
の
史
学
の
方
向
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
後
期
の
学
界
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
新
中
国
に
お
け
る

マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
で
あ
る
。
勿
論
台
湾
に
遷
っ
た
里
民
政
府
の
下
に
お
け
る

実
証
主
義
史
学
も
、
引
続
い
て
立
派
な
業
績
を
生
ん
で
は
い
る
が
、
新
中
国
の

新
史
学
の
勃
興
が
人
厨
を
鷺
う
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
勉
学
は

ま
ず
か
つ
て
の
実
証
主
義
史
学
に
対
す
る
反
批
判
と
し
て
出
発
し
た
。
鵡
適
の

t’
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典章・地理学・考古孝戦後十年の圓顧と今後の謙題

実
証
主
義
上
金
古
主
義
の
本
文
批
評
に
よ
っ
て
、
不
当
に
そ
の
史
料
的
価
値
を

疑
わ
れ
て
い
た
中
国
の
古
典
の
再
評
価
が
行
わ
れ
だ
し
た
。
ネ
ガ
チ
ブ
な
史
凝

批
判
か
ら
、
ポ
ジ
チ
ブ
な
新
史
学
体
系
の
確
立
が
企
図
さ
れ
だ
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貝
塚
茂
樹
）

　
二
会
・
経
済
史
を
分
担
し
た
が
、
　
一
口
に
十
年
と
い
っ
て
も
な
が
い
の
で
、

問
題
史
的
に
整
理
し
、
今
後
の
課
題
を
導
き
だ
す
よ
う
に
心
掛
け
た
。
戦
後
の

動
向
で
ま
ず
注
意
さ
れ
た
の
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
研
究
の
復
興
と
、
そ
の

な
か
に
み
ら
れ
た
新
し
い
様
相
…
1
た
と
え
ば
古
い
ア
ジ
ア
観
に
か
わ
る
べ
き

ア
ジ
ア
史
の
新
構
想
の
追
求
、
新
た
な
方
法
や
史
料
の
導
入
な
ど
一
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
マ
ル
ク
ス
史
学
に
も
と
ず
く
歴
更
の
発
展
法
則
お
よ
び
ア
ジ
ア

史
の
特
殊
具
体
的
な
す
が
た
の
究
明
、
停
滞
論
的
理
解
の
克
服
の
試
み
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
古
代
都
市
国
家
論
－
周
代
封
建
醐
の
本
質
の
解
明
、
居
延

漢
簡
に
よ
る
漢
代
の
基
礎
的
研
究
、
元
典
章
・
明
清
の
撫
業
・
雍
財
嚢
批
諭
旨

な
ど
の
研
究
を
ふ
く
む
器
量
論
の
新
展
開
な
ど
は
前
者
に
関
し
て
お
り
、
藁
漢

帝
国
を
め
ぐ
る
古
代
帝
国
論
の
問
題
提
起
と
批
判
、
唐
宋
変
革
を
め
ぐ
る
時
代

区
分
論
争
、
地
主
。
佃
一
P
制
、
ギ
ル
ド
、
明
代
綿
業
な
ど
を
手
…
掛
り
と
し
た
封

建
制
お
よ
び
近
代
化
過
程
の
研
究
等
々
は
後
者
に
か
か
わ
る
。
ま
た
歴
藩
学
研

究
会
が
民
族
の
問
題
を
提
起
し
て
の
ち
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
を
静
態
的
な
構
造

論
と
す
る
批
判
も
お
き
、
三
厩
反
乱
や
激
動
期
の
政
治
過
程
に
関
す
る
一
連
の

研
究
も
う
み
だ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
．
歴
史
を
推
進
さ
せ
た
．
各
階
層
の
入
聞
の
主
体

的
条
件
を
追
究
し
、
発
展
法
則
を
動
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
試
み
も
、
方
法
的
貧
困
さ
を
克
服
し
え
ず
、
む
し
ろ
実
体
に
そ

く
し
た
着
実
な
研
究
を
軽
視
し
、
公
式
論
に
逆
転
す
る
危
険
も
ま
し
つ
つ
、
し

だ
い
に
沈
滞
の
様
相
を
濃
く
し
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
と
と
も
に
、
最
近
で
は
新

た
な
転
換
の
き
ざ
し
も
賜
る
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
股
動
詞
会
の
基
礎
構
造
、

秦
漢
帝
国
の
本
質
、
封
建
制
社
会
の
生
成
な
ど
の
課
題
の
な
か
に
新
し
い
成
果

が
期
待
さ
れ
る
し
、
近
代
化
過
程
か
ら
現
代
史
に
い
た
る
研
究
も
、
や
が
て
資

料
整
理
と
個
…
別
研
究
の
段
階
を
こ
え
、
藷
礎
弁
才
の
研
究
と
統
一
さ
れ
た
体
系

的
把
握
に
す
す
ん
で
い
く
と
思
わ
れ
る
。
　
（
河
地
重
造
）

　　

ｼ
洋
史
　
　
　
　
劇
暑
　
鋼
賄
繍
嬬

　
わ
が
国
の
西
洋
史
学
界
に
お
け
る
祉
会
経
済
史
の
部
門
で
の
具
体
的
問
題
と

し
て
、
従
来
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
ま
た
今
後
も
研
究
の
出
発
点
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
大
塚
史
学
の
展
開
並
び
に
そ
の
砒
判
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。

　
ま
ず
大
塚
安
学
の
展
關
と
い
う
面
か
ら
論
点
を
整
理
し
、
e
ド
ジ
ブ
ー
ス
ウ

ィ
τ
ジ
ー
論
争
に
関
聯
す
る
封
建
翻
制
崩
壌
の
要
因
、
⇔
「
局
地
的
市
場
圏
」
論
、

⇔
共
同
体
理
論
な
ど
の
諸
動
転
一
を
と
り
あ
げ
、
無
闘
W
卑
な
解
説
の
後
、
訓
封
建
祉
ム
訊

に
お
け
る
商
品
生
産
一
流
通
を
よ
り
急
造
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
、
ま
た
「
隔
地
間
商
業
」
と
「
局
地
的
市
場
」
を
対
抗
的
に
の
み
考
え

る
と
こ
ろ
に
無
理
が
生
じ
は
し
な
い
か
、
な
ど
碧
干
の
疑
問
を
提
繊
。

ユ65 （600r）



　
つ
ぎ
に
大
塚
史
学
に
対
す
る
批
判
と
い
う
視
角
か
ら
論
点
を
整
理
し
、
e
資

本
主
義
の
二
つ
の
途
、
　
「
商
業
資
本
」
対
「
産
業
資
本
」
の
問
題
、
⇔
瓦
毛
マ

ン
リ
ー
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
、
寄
生
地
主
制
の
問
題
、
⇔
絶
対
・
王
義
論
、
㈲
市
民

革
・
命
論
の
四
点
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
矢
口
、
白
重
、
越
智
、
吉
岡
、
河

野
諸
氏
に
よ
る
批
判
を
解
説
し
な
が
ら
、
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
を
も
併
せ
て

考
え
て
み
た
。

結
局
、
大
塚
史
学
は
広
汎
な
理
論
的
体
系
で
あ
り
、
こ
れ
が
戦
後
の
実
証
的
研

究
の
進
展
に
果
し
た
役
割
は
大
き
く
、
尚
そ
れ
霞
身
新
た
な
理
論
を
導
入
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
発
展
を
晃
せ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
れ
に
対

す
る
批
判
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
実
証
的
研
究
が
進
ん
だ

こ
と
を
意
昧
す
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
体
系
的
な
理
論
に
ま
で
高
め
ら
れ
ね
ば

　
　
　
　
　
も
　
あ
　
も

な
ら
な
い
。
単
な
る
実
証
的
批
判
は
心
ず
し
も
研
究
を
一
歩
推
し
進
め
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
が
為
に
は
、
理
論
と
実
証
の
共
同
作
業
が
要
請
さ
れ
る
。
そ

の
場
合
、
実
証
的
研
究
は
大
塚
愛
学
が
極
め
て
現
実
的
地
盤
か
ら
出
発
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
い
合
わ
せ
て
、
非
生
産
的
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
陥
る
危

険
を
排
除
し
つ
つ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
つ
い
で
・
会
田
雄
次
氏
よ
り
戦
後
史
学
の
批
判
が
提
示
さ
れ
た
。

地
理
学
　
　
　
響
考
醐
購
賦

戦
後
数
年
間
は
、
研
究
の
困
難
な
事
情
の
た
め
、
地
理
学
の
研
究
も
、

不良敏
振

で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
の
好
転
と
共
に
、
戦
前
以
上
に
活
況
を
呈
し
て
き

た
。
特
に
、
入
文
地
理
学
の
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、
こ
の
分
野
で
は
、
交
化
科

学
な
い
し
祉
会
科
学
の
方
法
や
成
果
の
刺
戟
を
受
け
、
そ
の
研
究
が
充
実
を
示

し
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
て
、
地
理
学
は
、
戦
前
よ
り
も
、
教
育
に
お
け
る
意
義

を
高
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
的
啓
蒙
よ
り
も
、
経
済
的
施
策
に
大
き
な
寄

与
を
な
す
に
至
っ
て
い
る
。

　
地
理
学
の
対
象
や
方
法
に
関
し
て
は
、
幾
多
の
問
題
は
あ
る
が
、
そ
の
中
心

課
題
と
目
さ
れ
る
地
域
構
造
の
究
明
や
人
文
な
い
し
社
会
現
象
と
環
境
と
の
関

係
の
考
察
は
、
著
し
い
進
歩
を
云
し
た
。
前
号
で
は
、
景
観
論
的
、
形
態
論
的

な
い
し
分
霜
論
的
研
究
か
ら
性
格
論
的
、
機
能
論
的
な
い
し
構
造
論
的
研
究
へ
、

後
者
で
は
、
い
わ
ゆ
る
決
定
論
か
ら
可
能
論
、
更
に
は
代
償
論
と
も
い
う
べ
き

も
の
へ
と
進
み
、
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
概
究
に
当
っ
て
、

歴
史
的
発
展
の
程
度
の
差
が
、
考
磁
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
地
理
学
は
、

多
く
の
科
学
と
境
を
接
し
、
そ
の
境
界
領
域
の
研
究
に
も
、
す
ぐ
れ
た
業
績
を

生
ん
だ
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、
な
お
地
域
構
成
要
素
相
互
問
の
中
心
事
象
と

派
生
事
象
、
地
域
相
互
間
の
支
配
と
従
属
と
の
関
係
、
祉
会
の
歴
史
的
展
開
の

地
域
差
な
ど
の
把
握
、
ま
た
、
例
え
ば
、
経
蔵
地
理
学
の
分
野
に
つ
い
て
い
う

な
ら
ば
、
土
地
制
度
、
資
本
の
在
り
方
、
経
営
内
容
の
分
析
な
ど
に
不
十
分
な

点
が
感
ぜ
ら
れ
、
今
後
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
閥
題
を
残
し
て

い
る
。
　
（
松
井
武
敏
）
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典学。地理単9考古学戦後十年の圃顧と今後の課題

　
戦
後
一
〇
年
の
地
理
学
の
歩
み
を
、
環
境
論
的
な
側
面
と
地
域
論
的
な
側
面

と
に
分
け
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
諸
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
ず
環
境
論
で
は
、
自
然
環
境
が
人
間
の
生
活
に
な
ん
ら
か
の
現
実
的
意
昧

を
搏
つ
の
は
、
入
間
の
社
会
的
労
働
過
程
を
通
じ
て
あ
り
、
従
っ
て
自
然
環
境

は
常
に
歴
史
的
で
あ
り
可
変
的
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
耕
地
・
山
林
・
水
な
ど
の
問
題
を
通
じ
て
社
会
的
存
在
と
し
て

の
環
境
の
意
義
が
追
求
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
歴
史
地
理
学
的
観
点
よ
り

す
る
研
究
が
多
い
。
～
方
環
境
の
持
つ
潜
在
的
な
力
の
測
定
や
鳥
類
対
環
境
の

生
態
学
的
把
握
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
地
理
学
の
応
用
性
・
笑
殺
性
へ
の
指

向
と
し
て
、
顯
…
拓
・
資
源
問
題
・
国
土
保
全
・
災
害
な
ど
の
問
題
が
し
き
り
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
ぎ
に
地
域
論
で
は
地
理
学
に
お
け
る
地
域
総
合
調
査
や
他
科
学
に
お
け
る

地
域
的
研
究
の
隆
盛
を
通
じ
て
、
地
理
学
の
研
究
対
象
が
何
よ
り
も
ま
ず
「
地

域
」
で
あ
る
こ
と
が
強
く
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
地
域
の
構
造
的
理

解
が
指
向
さ
れ
、
モ
ザ
イ
ク
的
な
地
域
観
で
は
な
し
に
、
地
域
の
圏
構
造
的
な
把

握
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
地
域
新
造
論
が
さ
か
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
「
構

造
硫
に
動
ず
る
考
え
方
は
区
々
で
あ
り
、
地
域
論
に
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題

が
多
い
。

　
か
か
る
地
理
学
の
動
向
を
、
具
体
的
な
個
々
の
業
績
約
五
〇
篇
を
例
に
と
っ

て
示
し
た
。
　
（
浮
田
爽
良
）

　　

l
古
学
　
　
　
　
　
智
者
聯
蠣
儲
蓄

〔
中
国
関
係
〕
　
戦
前
の
考
古
学
が
研
究
地
域
を
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

戦
後
は
露
国
の
二
本
建
．
設
工
事
に
伴
っ
て
そ
の
範
國
が
全
土
に
ひ
ろ
が
っ
た
こ

と
は
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
そ
の
結
果
発
見
さ
れ
た
資
料
は
お
び
た
だ
し
い
数

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
考
へ
方
を
根
本
的
に
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
よ

う
な
面
は
少
く
戦
前
ま
で
の
説
を
贅
料
的
に
傍
証
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
分
野
と
し
て
は
、
先
定
時
代
の
彩
陶
・
黒
陶
・

印
陶
の
分
布
及
び
そ
の
性
質
が
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
印

陶
は
紅
陶
管
土
器
と
し
て
南
方
と
の
関
係
が
重
要
視
さ
れ
る
。
原
史
時
代
で
は

鄭
州
二
里
岡
に
お
い
て
龍
山
文
化
と
股
代
文
化
と
が
層
序
的
に
把
握
さ
れ
た
こ

と
、
六
欲
や
長
沙
で
戦
圏
時
代
の
墳
墓
が
大
量
に
発
見
さ
れ
、
前
者
に
つ
い
て

大
部
な
報
告
書
が
発
刊
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
み
る
。
　
（
水
野
溝
一
）

〔
日
本
関
係
〕
　
戦
後
に
お
け
る
重
要
な
発
見
発
掘
十
数
例
に
つ
い
て
幻
燈
を

使
用
し
て
解
説
し
た
。
ま
ず
新
し
く
闇
拓
さ
れ
た
分
野
と
し
て
縄
司
式
以
前
の

無
土
器
文
化
の
遺
蹟
が
本
州
各
地
で
注
冒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
縄
交
式
時

代
で
は
特
殊
な
遺
構
と
し
て
秋
田
県
大
湯
町
環
状
列
石
そ
の
他
の
埋
葬
寳
料
の

見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
弥
生
式
時
代
で
は
縄
文
式
文
化
と
の
関
係
で
注
陰
さ

れ
る
福
岡
県
板
付
の
発
掘
が
あ
り
、
山
口
県
土
井
浜
、
落
懸
ミ
ヤ
ク
リ
そ
の
他

北
九
州
の
ド
ル
メ
ン
の
調
査
で
は
埋
葬
に
つ
い
て
、
静
岡
県
登
呂
で
は
住
居
閾
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係
の
豊
富
な
資
料
が
得
ら
れ
た
こ
と
が
著
し
い
。
古
墳
の
発
掘
は
戦
後
覆
ざ
ま

し
い
も
の
が
あ
る
が
、
中
で
も
古
式
古
墳
の
調
査
が
進
み
、
構
造
あ
る
い
は
遺

物
の
副
申
葬
状
態
に
つ
い
て
の
知
見
が
増
し
た
。
例
え
ば
福
岡
県
一
貴
山
、
大
阪

府
黄
金
塚
、
紫
金
寓
筆
三
電
県
石
山
等
の
諸
古
墳
が
あ
げ
ら
れ
る
。
寺
阯
関
係

で
は
奈
良
県
西
大
寺
、
飛
鳥
寺
、
興
福
寺
な
ど
が
組
織
的
に
調
査
さ
れ
、
そ
の

遺
構
が
明
か
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坪
井
溝
足
）

ユ68 （608＞

一
の
1
豪
塗
蘇
逮
葦
、
㌔
藍
♂
，
垂
事
　
　

　
多
護
ー
ー

万
葉
集
に
見
え
る
夜
の
船
出

　
熱
照
準
に
船
…
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
こ
ぎ
い
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
万
葉
集
巻
一
に
見
え
る
額
田
王
の
有
名
な
歌
で
あ
る
が
、
何
故
に
夜
船
出
を

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
潮
の
都
合
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
な
ら
潮
汐

の
干
満
は
一
田
二
回
あ
る
の
だ
か
ら
日
中
満
潮
の
蒔
を
利
用
し
た
方
が
便
利
で

あ
ろ
う
。
何
か
の
悪
摺
で
偶
然
船
出
が
夜
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
天

平
八
年
の
遣
新
羅
使
の
歌
を
載
せ
た
万
葉
集
巻
十
五
に
も
夜
の
船
出
を
語
る
も

の
が
二
つ
あ
る
。
即
ち

　
ω
　
月
よ
み
の
光
を
重
み
神
島
の
い
そ
ま
の
浦
ゆ
船
出
す
わ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
九
九
）

　
飼
　
従
昌
長
門
浦
一
船
出
之
夜
、
仰
観
二
月
光
一
作
歌
三
菖
（
三
六
一
一
一
一
i
三
六

　
　
二
四
の
歌
の
前
書
、
歌
は
省
略
す
）

で
あ
っ
て
、
夜
の
船
出
が
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
当
時
の
航
海
に
お
け
る
一

般
的
な
方
法
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
瀬
戸
内
海
に
特

麿
な
陸
風
海
風
を
利
用
す
る
た
め
に
起
っ
た
航
海
術
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

昼
間
は
陸
の
方
が
海
よ
り
強
く
熱
せ
ら
れ
る
た
め
に
海
よ
り
陸
へ
風
が
吹
き
、

夜
は
逆
に
陸
よ
り
海
へ
吹
く
。
船
出
を
容
易
に
す
る
た
め
に
は
海
に
向
っ
て
吹

く
こ
の
夜
の
風
を
利
用
す
れ
ば
よ
い
訳
で
あ
る
。
ブ
チ
ャ
ー
著
門
ギ
リ
シ
ャ
交

化
の
特
質
」
　
（
諸
角
克
夫
氏
訳
）
に
よ
れ
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
の
中
に
も
エ
マ
ゲ
海

に
起
る
陸
風
海
風
を
利
用
し
て
、
夜
船
出
す
る
場
面
の
描
写
が
あ
る
と
言
う
。

も
と
よ
り
帆
を
使
わ
ず
に
櫓
罹
に
頼
る
小
船
は
別
で
あ
る
が
、
右
に
挙
げ
た
諸

例
の
場
合
は
何
れ
も
当
時
と
し
て
は
大
船
で
あ
ろ
う
か
ら
、
帆
を
張
っ
て
い
た

に
違
い
な
く
風
の
向
き
は
無
視
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
て
陸
風
利
用
の

船
出
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
歌
の
理
解
も
一
層
藻
ま
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
特
に
額
田
王
の
歌
は
、
月
光
の
下
、
銀
波
を
く
だ
く
満
潮
を
酋
に

し
て
船
装
い
な
っ
た
軍
船
の
く
ろ
ぐ
う
と
居
な
ら
ぶ
静
中
動
の
一
瞬
を
捉
え
た

名
歌
と
し
て
古
今
に
喧
低
さ
れ
る
が
、
膚
寒
く
欧
き
過
ぎ
る
夜
風
を
受
け
い
っ

ぱ
い
に
張
っ
た
帆
と
、
風
に
鳴
る
帆
綱
の
音
と
を
想
像
す
る
時
、
こ
の
歌
の
昧

わ
い
は
画
龍
点
晴
を
得
る
も
の
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
（
K
・
N
）


