
新
中
国
で
の
原
始
社
会
の
究
明

…
1
仰
詔
文
化
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
間
題
一

秋

オ珪

進

午

　
【
要
約
口
　
中
国
文
明
の
流
れ
の
う
ち
で
、
二
尊
文
化
は
そ
の
最
も
源
流
に
あ
た
る
璽
要
な
流
れ
で
あ
る
。
解
放
後
の
考
古
学
的
調
査
の
急
進
展
に
伴
な

い
、
そ
の
宝
輪
も
お
び
た
だ
し
い
数
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
中
原
の
女
気
文
化
の
中
に
願
底
溝
型
式
と
満
坂
型
式
の
二
つ
の
文
化
形
態
が

存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
先
後
関
係
や
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
文
化
性
質
が
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
と
は
い
え
、
廟
底
魚
と
半
巻

の
二
大
遺
祉
し
か
正
式
報
告
書
が
繊
版
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
我
々
は
そ
う
し
た
議
論
に
加
わ
る
す
べ
を
持
っ
て
い
な
い
。
最
近
発
表
さ
れ
た
千
乗

同
氏
の
論
文
も
資
料
的
に
検
討
す
る
材
料
を
持
た
な
い
点
で
は
己
様
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
編
年
や
社
会
性
質
解
明
へ
の
方
法
論
は
科
学
的
な
内

容
を
持
っ
て
お
軌
傾
聴
に
値
い
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
「
蘇
論
文
」
を
申
心
に
、
最
近
発
表
さ
れ
た
主
要
な
論
考
を
ま
じ
え
て
、
仰
紹
文
化
を
め
ぐ
る

い
く
つ
か
の
照
校
点
を
検
討
し
、
そ
の
解
明
へ
の
努
力
の
中
に
み
ら
れ
る
中
園
先
史
考
古
学
出
面
の
〃
原
始
社
会
の
究
開
”
へ
の
情
熱
に
触
れ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
〇
巻
【
号
　
一
九
六
七
年
一
月

新申鴎での原始拙会の究明（秋1月）

は
　
じ
　
め
　
に

　
新
中
国
を
訪
れ
る
人
々
の
う
ち
、
お
よ
そ
歴
史
に
興
味
を
も
つ
ほ
ど
の
人

で
、
西
安
丸
紅
博
物
館
を
訪
ね
な
い
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
五
八
年
に

開
館
し
た
こ
の
博
物
館
の
中
心
は
、
二
、
三
〇
〇
平
方
米
に
達
す
る
発
掘
さ

れ
た
ま
ま
の
仰
紹
時
代
村
落
紅
鮭
に
そ
の
ま
ま
屋
根
を
か
け
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
大
規
模
な
福
祉
博
物
館
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
薪
中
国
の
文
化

財
保
護
政
策
の
好
例
と
し
て
、
ま
た
科
学
の
開
渠
を
人
民
大
衆
に
結
び
つ
け

る
社
会
教
育
の
場
と
し
て
、
訪
れ
る
人
々
に
原
始
社
会
の
様
相
を
実
物
を
も

っ
て
解
明
す
る
原
始
社
会
遺
鮭
の
専
聞
博
物
館
な
の
で
あ
る
。
こ
の
遺
垢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

調
査
で
得
ら
れ
た
学
術
上
の
知
見
は
『
西
安
築
城
』
の
報
告
書
と
し
て
公
刊

さ
れ
、
精
密
な
学
術
内
容
に
撫
え
る
に
独
特
の
方
法
論
を
駆
使
し
て
仰
紹
文

化
時
期
の
原
始
社
会
究
明
に
い
ど
ん
だ
野
心
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
報
告
書
を
僅
か
四
年
前
に
公
刊
さ
れ
た
鵬
、
廟
底
溝
と
三
里
橋
鵜
の
報

告
書
と
比
べ
て
み
た
と
き
、
そ
の
短
か
い
間
に
見
ら
れ
る
中
園
先
史
考
古
学

界
の
学
闘
詩
の
進
歩
と
強
烈
な
簡
題
意
識
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
。
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『
廟
底
溝
と
三
里
橋
』
が
出
版
さ
れ
た
段
階
に
お
け
る
中
国
先
史
考
古
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
大
要
は
水
野
清
一
博
士
に
よ
っ
て
早
く
紹
介
さ
れ
、
概
説
書
と
し
て
は
一

九
六
〇
年
発
行
の
『
世
界
考
古
学
大
系
］
第
五
巻
（
東
ア
ジ
ア
i
）
に
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
れ
、
同
じ
頃
に
発
行
さ
れ
た
松
崎
寿
和
氏
の
『
新
黄
土
地
帯
．
掃
の
好
著
も

あ
る
。

　
当
の
新
中
国
に
お
い
て
は
新
中
国
成
立
十
周
年
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

門．

ﾐ
中
国
的
考
古
牧
穫
』
が
解
放
後
の
考
古
学
上
の
新
知
晃
の
集
大
成
で
、

先
史
時
代
は
そ
の
う
ち
原
始
社
会
と
し
て
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
臼
本
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

訳
も
杉
村
勇
造
氏
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
一

九
六
一
年
頃
ま
で
の
知
見
を
網
羅
し
て
い
て
以
後
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
ろ

、
つ
。

　
一
九
六
一
二
年
一
二
月
に
京
都
を
訪
れ
た
中
国
学
術
代
表
団
の
一
行
に
中
隊

科
学
院
考
古
研
究
所
の
夏
鳶
所
長
が
加
わ
っ
て
お
ら
れ
、
歓
逓
の
京
都
集
会

の
席
上
で
、
博
±
は
「
近
竺
年
来
の
考
古
牧
露
点
と
題
し
て
最
新
ニ
ュ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
無
え
て
下
さ
っ
た
が
、
そ
れ
に
更
に
新
し
い
知
識
を
盛
っ
た
「
我
国
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

け
る
近
五
年
来
の
考
古
牧
穫
扁
が
　
．
考
古
し
誌
上
に
発
表
さ
れ
、
近
藤
義
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

氏
に
よ
る
訳
文
が
あ
る
。

　
そ
う
し
た
考
古
学
上
の
進
歩
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
新
中
国
の
先
史
考

古
学
者
達
が
原
始
社
会
の
究
明
へ
か
け
る
意
気
込
み
も
素
晴
し
い
。
先
の
夏

鼎
博
士
を
臨
む
京
都
集
会
に
お
い
て
博
士
は
先
史
時
代
研
究
の
主
要
緕
的
の

｝
つ
を
、
〃
歴
史
発
展
段
階
上
の
原
始
社
会
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
”
と
断

君
さ
れ
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
盃
極
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
し
か
も
考
古

学
に
と
っ
て
は
な
か
な
か
に
至
難
な
警
標
に
ズ
バ
リ
と
切
込
む
意
気
込
み
に
、

今
更
な
が
ら
考
古
学
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
う
え
で
の
自
か
ら
の
態
度
に
反
省

を
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
方
向
は
『
薪
中
国
の
考
古

牧
穫
』
に
お
い
て
も
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
、
先
の
曙
．
西
安
半
城
』
発
掘
報
告

に
お
い
て
も
鋭
い
突
込
み
を
み
せ
て
い
る
。

　
加
え
る
に
、
最
近
闘
鶏
台
発
掘
報
告
で
有
名
な
蘇
乗
驚
氏
が
精
留
紹
文
化

の
い
く
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
扁
（
「
考
古
学
報
扁
一
九
六
五
年
第
一
期
－

以
下
「
蘇
論
文
偏
と
略
称
一
）
と
題
す
る
長
文
の
研
究
を
の
せ
、
こ
れ
ま

で
様
々
に
議
論
の
あ
っ
た
仰
紹
文
化
の
編
年
や
時
代
性
質
に
つ
い
て
一
つ
の

断
案
を
下
し
て
い
る
。

　
慌
、
世
界
考
古
学
大
系
し
覇
行
以
後
わ
ず
か
六
年
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
そ

の
間
の
中
国
先
史
考
古
学
の
発
展
は
、
そ
れ
以
前
と
同
じ
く
実
に
演
覚
し
い

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
の
動
向
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
自
重
と
す

る
〃
原
始
社
会
の
究
明
”
の
状
況
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
中
国
先
史
累
代
の

研
究
上
だ
け
で
な
く
、
田
本
や
そ
れ
以
外
の
地
域
の
先
史
時
代
を
研
究
す
る

人
達
に
も
多
少
の
参
考
に
な
る
と
信
じ
る
。
何
ら
か
の
意
味
で
中
国
の
経
験

の
紹
介
が
役
に
立
て
ば
、
紹
介
者
と
し
て
こ
れ
に
勝
る
転
び
は
な
い
で
あ
ろ

う
．
。
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伸
紹
文
化
の
編
年
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
仰
翻
文
化
の
う
ち
に
脳
底
溝
型
式
と
半
披
型
式
と
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
て
か
ら
は
、
両
者
の
編
年
が
仰
言
文
化
研
究
上
の
大
き
な
争
点
と
な

っ
て
き
た
。
編
年
が
仰
紹
文
化
を
論
じ
る
際
の
基
礎
作
業
で
あ
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
数
多
く
の
論
考
は
、
す
で
に
一
応
の
整
理
が
行
な
わ

れ
て
撫
の
で
響
は
そ
れ
に
ゆ
ず
り
・
必
要
の
都
度
引
用
す
る
に
と
ど
め

て
、
こ
こ
で
は
最
近
発
表
さ
れ
た
前
記
門
蘇
論
文
」
を
申
心
に
詳
説
し
た
い
。

　
「
蘇
論
文
」
は
ま
ず
、
半
弓
型
式
、
廟
底
溝
型
式
を
、
そ
れ
ぞ
れ
単
に
そ

の
名
の
も
と
と
な
っ
た
遺
堀
か
ら
の
出
土
品
と
し
て
で
な
く
、
仰
紹
文
化
全

体
中
の
一
つ
の
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
半
白
遣
堤
の
最
上
層
出
土
の
も
の
は
、
廟
底
溝
第
H
期
文
化
、
泉

護
村
第
耳
期
文
化
と
近
似
し
、
む
し
ろ
客
欝
庄
第
B
期
文
化
（
陳
西
竜
山
文

化
）
を
代
表
と
す
る
別
種
の
文
化
の
最
初
の
段
階
と
し
て
と
ら
え
、
年
代
的

に
廟
底
溝
第
H
期
文
化
、
泉
護
村
第
E
期
文
化
と
平
行
と
し
て
半
披
型
式
か

ら
外
し
て
い
る
。
次
に
洛
陽
王
湾
ほ
か
の
洛
陽
地
区
と
、
山
西
菌
城
西
王
村

・
夏
県
西
陰
村
ほ
か
の
晋
南
（
山
西
省
南
部
）
地
区
、
さ
ら
に
大
司
窒
村
．

盾
山
覇
等
の
河
南
省
北
部
と
河
北
省
薦
都
地
区
、
の
三
地
区
に
瞬
く
れ
そ
れ
地
域

の
特
性
を
認
め
て
繍
底
溝
・
半
坂
両
型
式
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
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に
、
ま
ず
廟
底
溝
型
式
と
半
披
型
式
と
を
仰
紹
文
化
の
う
ち
に
時
闘
的
．
地

域
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
（
第
－
図
一
三
地
図
参
照
）
。

　
仰
翻
文
化
を
半
城
型
式
と
廟
底
溝
型
式
以
外
に
細
分
化
す
る
試
み
は
、
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘

に
楊
建
芳
氏
に
よ
っ
て
四
地
区
・
五
類
型
に
細
分
化
す
る
説
が
あ
る
。
豫
西

（
河
南
省
西
部
）
騎
晋
南
（
山
西
省
爾
部
）
、
郷
州
西
部
燵
縄
池
東
部
、
豫
北

（
河
南
雀
北
部
）
箋
翼
南
（
河
北
省
南
部
）
、
陳
西
関
中
（
所
謂
中
原
）
、
の
四

地
区
に
分
け
る
揚
氏
の
こ
の
区
分
は
表
現
こ
そ
違
え
「
蘇
論
文
」
の
地
域
区

分
と
同
様
で
あ
る
が
、
各
地
域
ご
と
に
独
自
の
発
展
を
考
え
る
「
蘇
論
文
」

に
対
し
て
、
揚
氏
は
土
器
を
五
型
式
に
分
け
て
各
地
区
共
通
の
型
式
変
遷
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

考
え
よ
う
と
し
た
所
に
違
い
が
あ
り
、
こ
の
点
に
方
毅
氏
の
批
判
を
う
け
た
。

　
「
蘇
論
文
」
の
う
ち
最
も
精
彩
の
あ
る
の
は
繭
底
溝
・
半
披
両
型
式
の
土

羅
形
態
に
よ
る
編
年
で
あ
ろ
う
。

　
　
〔
廟
底
溝
型
式
〕
｝
瀬
底
溝
型
式
土
羅
の
編
年
に
は
、
廟
寒
寒
遺
憾
と
挾
西

　
　
　
　
　
　
　
⑭

省
議
県
泉
漁
村
遺
鮭
田
土
品
の
う
ち
で
、
最
も
典
型
的
な
双
癖
馬
肖
尖
底
瓶

と
彩
陶
盆
を
え
ら
ん
で
第
2
図
の
編
年
を
行
な
っ
て
い
る
。
小
口
瓶
は
W
形

式
に
、
彩
陶
盆
の
う
ち
植
物
紋
は
樋
形
式
に
、
鳥
紋
は
V
形
式
に
分
け
、
段

々
に
丈
高
く
な
る
盆
の
器
形
変
化
と
と
も
に
、
植
物
紋
を
、
簡
単
で
素
朴
な

も
の
↓
繁
雑
な
も
の
の
く
り
返
し
↓
簡
単
化
し
ば
ら
ば
ら
と
な
る
、
と
配
列

し
、
鳥
紋
は
写
実
的
な
も
の
↓
写
意
あ
る
も
の
↓
象
徴
的
な
も
の
へ
、
と
並

べ
る
。
小
口
瓶
は
特
に
目
縁
都
の
形
式
変
化
か
ら
、
貸
縁
上
に
上
弓
を
加
え

四
　
　
　
〇

O

三

込

　
　
　
　
り

奪
藤
　
　
・
髪
　
　
麦

　
一
蹴
御
髪
酒
．
．
護

二

9
互

♀＼噸《s￥∀

一組
合

双
腰
口
尖
底
瓶

植
物
図
案
彩
陶
盆
　
　
罵
紋

第2図綱底溝型式土器編年li陵（f蘇論文」による）
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四三

撒
’

’

q
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徳
皿

正
月
．
難
纏

　
　
　
　
　
　
　
　
σ

組
合
　
　
瓢
形
ロ
尖
三
瓶

驚

1

Ma

王

魚
紋
彩
陶
盆

　　》　　　　　　　　　　　韮【b
　　　　夏

第3図　半城型式土器編年図表（「蘇論文！による）

る
↓
上
口
が
下
口
を
お
お
う
↓
上
舞
が
子
口
に
変
る
↓
上
口
は
遺
制
と
な
る
、

と
の
変
化
を
器
体
部
の
変
化
と
あ
わ
せ
、
こ
れ
ら
を
組
合
わ
せ
て
編
年
を
行

な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
土
器
形
式
、
こ
と
に
口
縁
部
の
形
式
変
化
か
ら
編
年
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
う
試
み
は
、
さ
き
に
華
平
泉
護
村
南
台
地
区
の
発
掘
略
報
告
に
お
い
て
、

仰
翻
灰
坑
の
層
位
関
係
よ
り
、
こ
の
地
区
の
仰
紹
文
化
を
皐
中
晩
の
三
期
に

分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
層
位
に
伴
な
う
小
口
尖
底
瓶
の
口
縁
の
形
式
変
化
を
図

示
し
て
い
る
。

　
概
報
な
の
で
精
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、
そ
の
挿
図
と
「
蘇
論
文
」
の

第
2
図
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
華
県
泉
護
村
の
畢
期
は
「
蘇
論
文
」
の
廟

底
溝
型
式
第
二
式
に
あ
た
り
、
中
・
晩
期
は
と
も
に
廟
底
溝
型
式
第
三
式
に

梱
賊
し
、
両
者
は
補
な
い
あ
う
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
華
梨
泉
護
村
の
正

式
報
告
は
近
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
で
、
詳
細
は
い
ず
れ
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
〔
半
弓
型
式
の
編
年
〕
半
弓
三
四
と
並
ん
で
半
披
型
式
の
遺
雄
と
し
て
陳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
愈

　
　
　
　
　
　
　
⑭

西
省
の
華
県
元
君
廟
・
華
陰
横
陣
村
・
宝
鶏
北
首
除
の
諸
遺
祉
が
あ
り
、
そ

　
　
　
　
廟
底
溝
型
式
　
一
半
城
型
式

式…二三四

双
唇
小
量
畿
璽
霧
紋
盆
瓢
形
墨
覆
盆

N環HI

玉
　
　
　
H

　
田

W
　
　
V

　rl「正
vl　i　l

　V思

N皿llI

1
　
　
　
韮

皿
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れ
ら
に
共
通
の
、
半
坂
型
式
と
し
て
特
微
的
な
土
器
で
あ
る
瓢
形
口
尖
底
瓶

と
魚
紋
彩
陶
盆
と
を
編
年
の
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。

　
尖
底
瓶
・
魚
紋
彩
陶
盆
と
も
に
W
型
式
に
分
け
ら
れ
、
第
3
図
の
ご
と
く

尖
底
瓶
は
口
縁
部
の
変
化
か
ら
、
1
式
は
壷
形
口
、
丑
式
は
鰹
形
口
、
餌
式

は
杯
形
口
、
W
式
は
一
元
ロ
へ
と
推
移
し
て
い
る
。

　
魚
紋
盆
の
器
形
変
化
は
、
至
・
π
式
の
円
い
器
腹
か
ら
服
式
の
折
目
の
あ

る
腹
部
へ
、
更
に
W
式
の
折
目
あ
る
腹
部
で
浅
い
盆
へ
と
変
り
、
そ
れ
に
対

応
す
る
魚
紋
は
、
写
実
的
な
も
の
か
ら
簡
単
化
し
、
さ
ら
に
図
案
化
へ
と
変

化
し
、
以
上
の
組
合
わ
せ
が
編
年
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

　
〔
半
袖
型
式
と
廟
底
溝
型
式
と
の
関
係
〕
前
項
で
半
城
型
式
と
廟
谷
町
型

式
の
そ
れ
ぞ
れ
の
編
年
を
紹
介
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
資
料
と
さ
れ
た
遺
肚

の
発
掘
報
告
が
す
く
な
く
、
　
噴
蘇
論
文
」
の
編
年
を
検
証
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
土
器
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
肚
の
代

表
的
な
土
器
で
あ
り
、
彩
陶
文
様
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、
先
の
編
年

を
一
旛
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
半
披
型
式
と
廟
底
溝
型
式
の
両
者
の
先
後
関
係
に
つ
い

て
は
次
の
叢
説
が
出
さ
れ
て
お
り
、
　
『
考
古
牧
穫
』
で
も
結
論
を
保
留
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
一
、
廟
底
溝
↓
半
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
二
、
半
披
↓
廟
底
溝

　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
三
、
両
者
並
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
お
の
お
の
の
意
見
の
内
容
は
、
こ
れ
も
先
の
李
術
垣
氏
の
綜
括
に
精
し
い

の
で
そ
れ
に
ゆ
ず
る
。

　
「
蘇
論
文
」
は
さ
き
の
廟
礒
溝
型
式
、
半
披
型
式
の
編
年
を
根
拠
と
し
て
、

三
の
廟
底
溝
、
半
披
両
型
式
並
行
の
立
場
に
立
つ
。

　
第
一
に
両
型
式
遺
祉
申
の
主
要
な
特
徴
を
持
つ
器
形
の
変
化
の
順
序
が
根

似
し
て
い
る
こ
と
。
器
財
で
は
第
2
、
第
3
図
の
ご
と
く
、
各
々
が
一
定
の

変
化
発
展
を
示
し
て
お
り
、
彩
陶
文
様
も
半
商
型
式
で
の
魚
紋
、
廟
底
溝
型

式
で
の
植
物
紋
・
鳥
紋
と
そ
れ
ぞ
れ
に
写
実
的
な
も
の
か
ら
形
式
化
し
、
さ

ら
に
図
案
化
す
る
と
い
う
壷
行
発
展
関
係
に
あ
っ
て
、
両
者
は
独
自
の
発
展

過
程
を
示
し
、
ど
ち
ら
か
が
先
に
な
る
後
に
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

　
第
二
に
廟
底
溝
・
半
披
講
型
式
の
平
底
弓
形
瓶
の
口
縁
の
変
化
過
程
が
小

口
尖
底
瓶
の
変
化
と
相
似
す
る
こ
と
。

　
第
三
に
廟
底
物
型
式
の
特
微
器
物
の
一
つ
の
双
憾
口
瓶
が
半
城
型
式
の
特

微
器
物
の
瓢
形
口
瓶
と
共
存
し
て
い
る
（
横
奇
事
、
北
首
鈴
の
例
）
。

　
第
四
に
そ
の
逆
に
、
半
披
型
式
に
特
有
の
瓢
形
口
瓶
が
廟
底
溝
型
式
の
双

魚
口
瓶
と
共
存
し
て
い
る
（
劇
毒
溝
、
泉
護
村
の
例
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
第
五
に
陳
西
省
那
県
下
孟
村
の
発
掘
で
半
披
型
式
の
中
期
と
廟
底
心
型
式

の
後
期
と
が
層
位
的
に
繊
て
き
た
。

　
以
上
の
五
点
を
あ
げ
て
い
る
。
、
さ
ら
に
「
蘇
論
文
」
で
は
経
済
生
活
上
に
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も
考
察
を
め
ぐ
ら
し
、
幾
業
枚
穫
工
具
の
う
え
で
は
差
は
な
い
が
、
半
披
型

式
遺
祉
で
は
石
斧
、
石
銃
等
の
石
製
伐
木
具
が
多
く
、
ま
た
攣
縮
、
釣
針
、

矛
頭
、
漁
錘
、
鐡
な
ど
の
漁
具
が
あ
り
、
農
業
の
ほ
か
漁
携
伐
木
に
従
事
し

た
の
に
対
し
、
廟
底
溝
型
式
遺
祉
で
は
農
業
を
主
体
と
し
、
漁
携
伐
木
等
は

あ
ま
り
盛
ん
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
て
い
る
。

　
以
上
を
綜
合
し
て
、
」
隔
底
溝
型
式
と
半
熟
型
式
の
両
者
は
、
砂
面
文
化
の

発
展
過
程
中
の
二
種
の
重
要
な
形
態
で
あ
っ
て
、
発
展
の
先
後
関
係
で
は
な

く
、
そ
の
両
者
の
分
布
範
囲
は
河
南
省
陳
県
か
ら
隣
西
省
西
安
ま
で
の
関
中

東
半
部
（
廟
醜
態
型
式
）
、
関
中
西
半
部
一
帯
（
退
城
型
式
）
、
の
限
ら
れ
た

範
囲
で
、
他
の
地
域
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
性
を
も
っ
た
仰
翻
文
化
が
見

ら
れ
、
仰
紹
文
化
を
繭
底
溝
型
式
と
半
披
型
式
と
の
二
つ
の
み
と
考
え
る
こ

と
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

仰
紹
文
化
の
時
期
区
分

　
前
節
の
と
お
り
、
半
煮
・
廟
底
寒
露
型
式
と
も
四
形
式
に
編
年
さ
れ
た
。

「
蘇
論
文
」
に
よ
れ
ば
廟
底
溝
型
式
・
半
披
型
式
と
も
に
、
そ
の
二
式
と
心

素
と
の
間
に
明
瞭
な
区
分
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　
こ
の
こ
と
は
発
掘
に
よ
る
層
位
に
よ
っ
て
も
羽
ら
か
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

「
蘇
論
文
」
に
使
わ
れ
て
い
る
資
料
は
、
い
ず
れ
も
略
報
告
の
み
の
も
の
が

大
部
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
説
囲
は
「
蘇
論
文
」
の
記
述
を

丸
の
み
に
す
る
ほ
か
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
廟
底
溝
型
式
衝
重
で
は
、
島
西
立
華
論
集
護
村
第
－
期
文
化
が
早
・
中
・

晩
の
三
期
に
分
け
ら
れ
、
早
期
は
「
蘇
論
文
」
の
第
2
図
の
一
・
二
式
に
あ

た
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
2
1
3
期
に
細
分
し
う
る
と
い
う
。
中
・
晩
期
は
第

2
図
の
三
・
四
式
に
あ
た
り
、
こ
れ
も
3
期
に
細
分
化
し
う
る
と
い
う
。
こ

の
遺
祉
の
小
口
瓶
の
前
縁
蔀
の
形
式
変
化
に
よ
る
編
年
が
「
蘇
論
文
」
の
編

年
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
ふ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
方
、
半
坂
型
式
で
は
『
西
安
半
肢
』
の
報
告
だ
け
で
は
全
蒔
期
を
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
の
は
不
充
分
で
、
陳
西
省
華
漿
元
君
廟
遺
肚
の
報
告
原
稿
（
宋
獣
行
）

に
は
三
期
に
分
け
て
い
る
ら
し
い
が
、
そ
の
内
容
は
「
蘇
論
文
」
の
第
3
図

の
三
・
四
式
の
範
囲
を
鶏
な
い
と
い
う
か
ら
、
む
し
ろ
後
期
を
三
つ
に
細
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
陳
西
省
華
北
横
陣
村
遺
祉
も
元
君
上
遺
嘱
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

じ
く
、
陳
西
省
宝
鶏
北
首
除
遺
祉
だ
け
が
一
－
四
期
を
含
む
ら
し
い
。

　
「
蘇
論
文
」
に
よ
る
前
後
二
期
の
大
き
な
区
分
の
ほ
か
、
各
地
の
遺
肚
の

編
年
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
ま
た
幾
つ
か
に
細
分
化
さ
れ
て
ゆ
く
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
前
後
二
期
の
区
分
は
廟
底
溝
型
式
、
半
泊
型
式
の
み
で

な
く
、
洛
陽
地
区
の
仰
翻
文
化
も
、
前
後
二
期
に
大
き
く
区
分
さ
れ
、
ま
た

年
代
も
一
致
し
て
い
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
「
蘇
論
文
」
に
は
、
e
洛
陽
地
区
一
期
に
あ
た
る
洛
陽
王
湾
遺
祉
出
土
の
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1
・
K
式
煙
寺
小
口
尖
底
瓶
と
二
期
初
層
出
土
の
瓢
式
瓶
と
の
間
に
は
、
廟

底
溝
型
式
の
二
式
と
三
式
の
問
の
よ
う
な
区
分
が
見
ら
れ
る
。
⇔
洛
陽
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

一
期
の
一
段
と
二
段
に
あ
た
る
、
洛
漿
孟
村
の
下
層
と
上
層
嵐
土
の
瓢
形
口

瓶
の
間
の
変
化
は
半
城
型
式
の
一
式
と
二
式
の
問
の
変
化
と
一
致
す
る
。
⇔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

洛
陽
地
区
一
期
の
第
三
段
に
あ
た
る
塞
子
遺
蛙
出
土
の
、
廟
底
溝
と
類
似
の

植
物
紋
彩
陶
の
構
図
の
特
徴
は
廟
底
溝
型
式
の
一
～
戦
陣
に
あ
た
り
、
二
期

　
　
　
　
　
　
⑱

初
段
の
王
湾
遺
肚
出
土
の
彩
陶
文
様
は
潮
底
溝
型
式
の
W
式
に
あ
た
り
、
洛

陽
地
区
一
、
二
期
間
の
区
分
は
一
一
溝
型
式
の
二
期
と
三
期
の
間
の
区
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

一
致
す
る
。
㈲
洛
陽
地
区
一
期
初
め
の
洛
寧
二
村
下
層
の
土
器
中
に
瀬
底
溝

　
　
　
　
　
　
　
⑭

型
式
の
泉
雄
藩
遺
祉
の
最
古
の
層
の
も
の
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
㈲
糞

腸
王
野
島
期
末
の
土
器
の
う
ち
に
瀬
底
溝
二
期
文
化
と
接
近
す
る
も
の
が
あ

る
、
な
ど
の
点
を
あ
げ
て
い
る
が
、
ど
の
資
料
も
略
報
告
の
ま
ま
で
具
体
的

な
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
一
応
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
に
と
ど

め
る
。

　
と
も
か
く
、
以
上
よ
り
し
て
、
洛
陽
地
区
仰
紹
文
化
の
二
大
区
分
は
廟
底

溝
型
式
、
野
釣
型
式
の
相
対
年
代
関
係
と
分
野
と
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
地
域
を
も
含
め
て
仰
紹
文
化
は
全
体
と
し
て
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。

　
時
期
区
分
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
資
料
が
発
表
さ
れ
な
い
限

り
、
そ
の
当
否
は
確
か
め
ら
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
も
「
蘇
論
文
扁
に
よ
っ

て
、
ど
こ
で
時
期
区
分
す
る
か
は
別
と
し
て
も
、
置
形
文
化
全
体
に
わ
た
っ

て
、
土
器
の
編
年
を
も
と
に
し
た
考
古
学
的
な
年
代
づ
け
の
一
端
が
示
さ
れ

た
の
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
今
後
こ
の
「
蘇
論
文
」
を
軸
と

し
て
、
土
器
形
式
に
よ
る
編
年
の
作
業
と
、
精
密
な
細
分
化
が
よ
り
一
瀬
進

め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仰
紹
文
化
の
細
部
に
い
た
る
区
分
が
開
ら
か
に

な
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

仰
紹
文
化
の
社
会
発
展
段
階

　
仰
紹
文
化
の
編
年
と
と
も
に
、
最
も
討
論
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
仰
翻

文
化
が
社
会
発
展
の
ど
の
段
階
に
あ
た
る
か
の
点
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
〃
原
始
社
会
の
究
明
”
に
あ
た
っ
て
、
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ

と
は
言
を
ま
た
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
き
の
編
年
と
と
も
に
李
循
埴
氏
に
よ
っ
て
一
応
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
も
と
に
紹
介
し
て
み
る
と
、
仰
紹
文
化
を
愚
系
制
社
会
の
段

階
と
み
る
説
が
圧
倒
的
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
人
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

柳
草
能
界
は
母
系
説
に
た
ち
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
群
婚
段
階
と
し
、
王
覇
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
対
偶
婚
を
主
と
し
群
婚
を
従
と
す
る
段
階
と
し
て
お
り
、
呉
汝
酢
氏
の
対

　
　
　
　
　
　
　
㊧

偶
婚
段
階
と
す
る
説
な
ど
に
分
れ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
内
容
に
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
母
系
氏
族
社
会
で

あ
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
お
り
、
生
産
労
働
中
で
女
子
が
主
要
の
地
位
を
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占
め
、
生
産
資
粁
の
所
有
形
態
の
う
え
で
氏
族
所
有
舗
を
実
行
し
て
い
る
と

考
え
、
仰
紹
期
の
墳
墓
で
の
女
子
を
中
心
と
す
る
合
葬
や
、
灰
坑
と
窯
趾
が

佐
屠
肚
と
は
別
に
密
集
し
て
い
る
の
は
そ
の
裏
わ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
仰
翻
父
系
説
を
と
る
の
は
許
順
堪
氏
唯
一
人
で
、
こ
の
地
域
に
農
業
と
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

畜
業
の
分
工
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
周
慶
基
氏
の
批
判
を
う
け
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
種
々
の
魏
も
、
編
年
の
充
分
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
ま
ま
、
仰

翻
文
化
の
時
期
区
分
に
も
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
論
拠
の
多
く
は

墓
葬
に
重
点
が
お
か
れ
、
そ
れ
に
彩
陶
境
と
灰
坑
な
ど
を
わ
ず
か
に
援
用
す

る
だ
け
で
あ
り
、
ま
し
て
我
々
に
は
論
拠
の
資
料
の
多
く
が
略
報
告
の
み
で

あ
る
こ
と
な
ど
仰
韻
文
化
の
編
年
以
上
に
近
づ
ぎ
難
い
点
で
あ
る
。

　
「
蘇
論
文
」
は
前
節
に
の
べ
た
ご
と
く
、
仰
翻
文
化
の
編
年
の
大
綱
を
ま

ず
つ
く
り
、
そ
こ
か
ら
前
期
と
後
期
の
時
期
区
分
を
行
な
い
、
そ
の
う
え
に

立
っ
て
社
会
発
展
段
階
の
問
題
に
と
り
組
ん
で
い
る
の
は
う
な
づ
け
る
点
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
時
期
に
お
い
て
、
社
会
文
化
綾
絹
の
う
え
で
差
異

が
見
ら
れ
、
生
産
工
具
の
製
作
技
術
の
う
え
で
仰
紹
後
期
は
前
期
に
比
べ
て

闘
ら
か
な
進
歩
が
あ
る
と
し
て
、
生
産
水
準
の
高
ま
り
に
重
点
を
お
い
て
、

社
会
の
新
ら
し
い
発
展
の
様
梢
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
先
の
諸
説

と
比
べ
て
正
し
い
態
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
蘇
論
文
」
で
は
生
産
工
具
の
製
作
技
術
上
の
進
歩
と
し
て
切
鋸
技
術
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
籔

進
赤
と
石
器
穿
孔
援
術
の
改
良
、
土
器
で
は
小
形
の
輪
製
土
器
の
出
現
を
あ

げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
，
蘇
論
文
」
の
い
う
仰
翻
後
期
に
あ
ら
わ

れ
る
技
術
上
の
進
歩
で
、
と
く
に
薄
く
大
形
で
、
角
を
鋭
く
、
あ
る
い
は
糖

細
に
小
形
に
、
つ
く
ら
れ
た
石
製
の
鐘
・
斧
・
鋳
・
馨
な
ど
が
普
遍
的
に
出

現
す
る
意
義
を
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
業
の
一
層
の
進
歩
と
、
手
工
業
が

農
業
か
ら
独
立
し
て
ゆ
く
過
程
を
考
え
、
仰
紹
後
期
に
い
た
っ
て
社
会
関
係

上
に
変
化
を
生
じ
、
母
系
制
社
会
で
は
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
父
系
制
社
会

の
萌
芽
を
見
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
墓
標
に
お
い
て
も
養
君
廟
、
横
書
村
な
ど
仰
翻
後
期
遺
鮭
の
墓
葬
中
、
整

然
と
氏
族
制
の
伝
統
を
保
つ
墓
地
の
な
か
に
、
成
年
男
女
と
幼
児
の
合
葬
と

い
う
明
ら
か
に
埋
葬
秩
序
に
反
す
る
墓
葬
の
あ
る
こ
と
、
ま
た
寒
露
廟
や
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

城
の
遺
趾
の
う
ち
に
厚
地
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
陳
西
省
太
平
庄
墓
で
は
成

年
女
性
の
仰
畝
豪
猛
葬
墓
中
に
多
く
の
土
器
、
　
石
器
、
骨
器
と
、
陶
鴉
鼎

と
い
う
珍
ら
し
い
土
器
（
第
4
園
参
照
）
な
ど
を
醐
潰
し
た
厚
葬
を
あ
げ
、

そ
こ
に
仰
翻
後
期
に
私
有
制
が
出
現
し
は
じ
め
て
お
り
、
仰
照
前
期
が
母
系

制
社
会
で
あ
る
の
に
対
し
、
母
系
社
会
な
が
ら
生
産
力
の
向
上
に
と
も
な
っ

て
、
そ
の
枠
を
打
破
ろ
う
と
す
る
動
き
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま

た
こ
の
発
展
は
瀬
底
溝
付
近
が
早
く
、
次
に
半
坂
付
近
へ
及
び
、
更
に
周
辺

へ
拡
ま
っ
て
、
全
体
と
し
て
、
発
展
の
度
禽
い
は
不
均
衡
と
考
え
ら
れ
て
い

る
Q
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三
三
文
化
の
起
源
と
伝
播

　
河
南
で
仰
紹
文
化
を
発
見
し
た
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
西
方
か
ら
の
伝
播
の
道

筋
を
求
め
て
西
へ
甘
粛
に
お
も
む
き
、
い
わ
ゆ
る
甘
粛
六
期
の
各
文
化
を
発

見
し
た
。
し
か
し
、
新
中
国
の
考
古
学
的
調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
、
こ
の
編

年
は
全
く
新
ら
し
く
組
立
な
お
さ
れ
た
。

　
一
九
五
七
年
の
甘
粛
省
蘭
州
雁
児
島
と
言
為
総
轄
挑
、
古
家
窯
－
瓦
家
坪

の
調
査
に
お
い
て
馬
家
窯
文
化
が
仰
書
文
化
の
上
層
に
あ
る
層
位
関
係
が
明

驚
もゼごり　ぐ

綴

　　　　　　　　　　　　　　　　’逗

瀬
、

ee・tu一…
　　　第4図陶謹 書〔林巳奈夫氏撮影〕

　
　
　
　
⑳

ら
か
に
さ
れ
、
甘
粛
の
馬
家
窯
文
化
が
実
は
中
原
の
仰
紹
文
化
の
影
響
下
に

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
調
査
と
前
年

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
甘
粛
隅
隅
夏
劉
魏
家
の
調
査
と
で
馬
脳
窯
文
化
層
の
上
に
斉
家
文
化
層
が

発
見
さ
れ
、
か
ね
て
疑
問
の
あ
っ
た
斉
家
文
化
の
位
置
が
層
位
的
に
決
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
仰
紹
文
化
と
馬
家
窯
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
馬
承
源
氏
も
ふ
れ
て
お

物
・
石
拳
上
盤
は
土
器
の
形
態
と
・
特
に
彩
陶
の
文
様
の
類
似
か
ら
・
馬
家

鼠
文
化
に
廟
底
溝
型
式
と
の
親
縁
関
係
を
見
る
興
味
あ
る
結
論
を
出
し
て
い

⑫
る
。　

こ
の
よ
う
に
甘
粛
仰
紹
文
化
の
方
が
新
ら
し
い
と
な
る
と
、
仰
紹
文
化
の

起
源
、
そ
れ
に
中
国
で
の
彩
陶
の
起
源
も
、
中
原
の
仰
紹
文
化
の
範
囲
か
ら

見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
仰
紹
文
化
の
編
年
を
行
な
っ
た
「
蘇
論
文
」
で
は
そ
の
早
期
か
ら
晩
期
ま

で
の
各
形
式
が
揃
っ
て
い
る
半
披
、
廟
底
溝
両
型
式
を
含
む
、
陳
西
雀
宝
鶏

－
河
南
省
陳
県
の
間
に
そ
の
発
生
の
中
心
を
求
め
よ
う
と
し
、
よ
り
具
体
的

に
は
陳
西
省
華
県
の
華
山
の
脚
下
が
そ
の
中
心
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
さ
き
の
夏
鼎
博
士
の
報
告
中
に
も
陳
西
省
西
郷
李
家
村
開
田
か
ら
発
掘
さ

れ
た
、
内
側
に
黒
ス
リ
ッ
プ
を
か
け
、
外
側
を
紅
色
と
し
、
線
紋
か
細
縄
文

で
飾
り
圏
足
を
つ
け
た
鉢
や
、
砂
ま
じ
り
か
細
陶
で
、
器
の
形
は
直
筒
形
か

あ
る
い
は
口
が
大
き
く
底
の
小
さ
い
杯
形
か
で
、
底
に
三
足
を
粘
接
し
、
器
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壁
と
足
に
縄
文
を
飾
っ
た
三
足
器
な
ど
は
す
べ
て
仰
翻
遺
肚
の
最
下
層
に
見

ら
れ
る
土
羅
で
、
し
か
も
彩
陶
を
含
ま
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
典
型
的
な
仰
紹

文
化
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
な
が
ら
そ
れ
よ
り
や
や
古
い
文
化
で
は
な
い
か

と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
発
見
位
置
は
中
原
か
ら
秦
嶺
山
脈
を
南
に
越
し

た
漢
水
上
流
で
、
　
「
蘇
論
文
」
の
華
山
付
近
と
は
大
巾
に
異
な
る
。

　
こ
の
関
中
と
晋
陳
の
間
の
東
西
に
せ
ま
い
地
域
に
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る

仰
紹
文
化
は
、
西
方
へ
は
甘
粛
省
の
桃
河
流
域
の
事
事
一
帯
と
青
海
省
東
部

の
民
神
一
帯
、
東
方
へ
は
河
南
省
の
洛
陽
か
ら
鄭
州
一
帯
ま
で
、
南
方
へ
は

陳
西
省
南
鵠
の
漢
中
と
湖
北
省
裏
陽
闘
の
聖
水
流
域
一
帯
、
北
方
へ
は
内
蒙

古
托
克
托
県
一
帯
ま
で
の
間
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。

　
こ
の
拡
が
り
は
中
原
土
器
と
の
比
較
に
よ
る
と
、
ま
ず
南
北
方
向
へ
拡
が

り
、
次
に
東
西
へ
伝
わ
り
、
西
北
方
は
遠
く
ま
で
、
東
南
方
は
そ
れ
ほ
ど
遠

く
へ
は
広
が
ら
な
か
っ
た
。
各
地
域
の
発
展
は
こ
の
拡
大
に
歩
調
を
あ
わ
せ

て
不
平
衝
な
発
展
を
示
す
と
い
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
仰
紹
文
化
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
、
以
上
に
「
蘇
論
文
」
を
中
心

に
紹
介
し
て
き
た
。
　
「
蘇
論
文
」
は
見
て
き
た
ご
と
く
、
従
来
の
各
種
の
論

考
に
比
べ
て
す
ぐ
れ
た
点
が
多
く
、
そ
の
見
解
に
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ

る
。
こ
と
に
半
坂
、
能
書
溝
両
型
式
の
編
年
は
器
形
の
変
化
と
彩
陶
文
様
の

変
遷
を
基
礎
と
し
た
実
証
的
な
方
法
に
よ
っ
て
お
り
、
始
め
て
現
わ
れ
た
科

学
的
な
仰
紹
文
化
の
編
年
体
系
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
編
年
だ
け
に
止
る
こ

と
な
く
、
最
も
問
題
の
社
会
発
展
段
階
に
ま
で
鋭
い
突
込
み
を
見
せ
、
生
産

工
具
の
改
良
に
よ
る
生
産
力
の
高
ま
り
を
社
会
発
展
の
原
動
力
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
の
は
的
確
な
研
究
法
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
「
蘇
論
文
」
で
稗
紹
文
化
に
ま
つ
わ
る
様
々

の
聞
題
が
一
挙
に
解
決
し
た
と
は
勿
論
い
う
こ
と
は
出
来
ま
い
。
ま
し
て
現

在
の
よ
う
に
雷
糞
要
な
遺
肚
の
多
く
が
略
報
告
の
ま
ま
で
、
正
式
に
報
告
の
出

版
さ
れ
た
も
の
が
数
少
な
い
現
状
の
も
と
で
は
「
蘇
論
文
」
の
結
論
の
豪
否

を
充
分
に
検
討
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
正
式
報
告
の
出
版

が
望
ま
れ
る
。

　
問
題
の
土
器
編
年
に
お
い
て
も
セ
ッ
ト
と
し
て
の
土
器
の
編
年
に
よ
り
、

よ
り
確
実
な
証
明
が
ほ
し
い
。
小
口
瓶
、
砂
陶
罐
、
細
泥
彩
陶
盆
・
鉢
が
基

本
土
器
の
組
合
わ
せ
と
い
わ
れ
る
が
、
砂
陶
罐
に
つ
い
て
の
編
年
が
な
い
の

は
物
足
り
な
い
。
各
地
の
遺
肚
に
お
け
る
層
位
関
係
を
基
本
と
し
た
編
年
が

よ
り
多
く
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
集
大
成
し
た
精
密
な
編
年
作
業
が
行
な
わ
れ

ね
ば
な
る
ま
い
。

　
仰
紹
文
化
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
疑
問
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
蘇
論
文
」
の
編
年
図
表
に
よ
る
と
、
半
披
、
廟
底
構
型
式
と
も
に
、
一
式

つ
ま
り
最
古
形
式
に
属
す
る
彩
紋
盆
が
な
く
、
二
式
に
は
じ
め
て
出
現
す
る
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こ
と
に
な
る
、
こ
の
こ
と
は
彩
紋
を
も
っ
た
盆
が
現
わ
れ
る
の
は
年
式
か
ら

な
の
か
、
盆
そ
の
も
の
が
二
式
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
の
か
、
編
年
図
表
と

報
告
さ
れ
た
資
料
だ
け
か
ら
は
理
解
の
し
ょ
う
が
な
い
。

　
仰
紹
文
化
イ
コ
ー
ル
彩
陶
文
化
で
は
な
い
こ
と
は
か
な
り
以
前
か
ら
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彩
陶
を
も
た
な
い
仰
翻
最
初
期
の
段
階
と
彩

陶
が
現
わ
れ
て
か
ら
と
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
流
の
営
粛
を
経
由
し
て
の
彩
陶
西
方
伝
来
説
は
破
ら
れ
た

よ
う
に
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
疑
聞
が
解
明
さ
れ
な
い
限
り
中
国
の
彩
陶

が
独
自
に
発
生
し
た
と
す
る
に
は
ま
だ
証
明
が
充
分
と
は
い
え
ま
い
。

　
廟
底
溝
型
式
と
半
披
型
式
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
形
の
仰
翻
文
化
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
こ
の
差
異
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出
現
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
と
に
注
目
の
社
会
発
展
段
階
を
考
え
る
の
に
、
石
製
生
産
工
具

の
改
良
に
重
点
を
お
い
て
前
後
の
二
引
算
に
区
分
さ
れ
た
が
、
石
製
工
具
の

す
く
な
い
と
い
う
願
底
溝
型
式
に
お
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
始

社
会
の
究
開
に
は
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
か
ら
に
は
、
充
分
の
譲
明
の
ほ

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
な
お
多
く
の
問
題
が
残
る
こ
と
と
は
い
え
、
と
も
か
く
仰
紹

文
化
を
め
ぐ
る
数
々
の
問
題
に
整
理
の
糸
口
を
つ
け
た
こ
と
は
「
蘇
論
文
」

の
大
き
な
功
績
と
い
え
よ
う
。
こ
の
う
え
は
主
要
遺
肚
の
正
式
報
告
が
一
刻

も
早
く
公
刊
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
そ
う
し
た
基
本
資
料
の
積
重
ね
に

よ
っ
て
、
よ
り
一
層
の
研
究
の
進
展
が
み
ら
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。
困
難
な
〃
原
始
社
会
の
究
明
”
に
真
正
面
か
ら
取
組
ん
で
い
る

中
国
の
考
古
学
者
達
の
諸
論
考
を
紹
介
し
て
い
さ
さ
か
の
参
考
と
し
た
い
と

思
い
蕪
雑
な
筆
を
と
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
末
筆
で
は
あ
る
が
、
種
々
ご
指
導
頂
い
た
樋
口
隆
康
、
林
巳
奈
夫
両
氏
、
そ
れ
に

　
小
野
田
節
氏
ほ
か
〃
申
国
考
古
学
研
究
会
〃
の
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
六
・
八
・
七
〉

①
中
嚥
科
学
院
考
古
研
究
所
・
陳
西
省
西
安
半
披
博
物
館
編
『
西
安
半
坂
騙
一
斗

　
始
氏
族
公
社
聚
落
遣
祉
…
（
燭
考
古
学
専
刊
』
了
種
第
一
四
号
、
一
九
六
三
年
）
。

　
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
、
秋
山
進
午
「
西
安
半
知
－
療
始
氏
族
社
会
の
究
明
一
」

　
（
『
⊥
入
安
』
繁
一
〇
巻
頭
甲
血
田
万
、
　
一
九
六
四
な
干
）

②
中
鼠
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
廟
底
講
与
三
里
橋
隠
（
『
黄
河
水
廊
考
古
報
告
之

　
二
、
考
古
学
専
刊
隠
丁
種
第
九
号
、
一
九
五
九
年
）
。

③
水
野
清
一
「
中
麟
先
史
時
代
研
究
の
展
望
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
六
巻
第
三

　
号
、
一
九
五
七
年
）
。

④
　
肇
国
山
漆
瀦
『
新
黄
土
け
地
世
帯
』
　
（
一
九
六
〇
年
）
。

⑤
　
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
新
中
園
的
考
古
敗
穫
』
（
『
考
古
学
専
刊
』
甲
種

　
第
六
号
、
｝
九
六
二
年
）
。

⑥
前
著
、
杉
村
勇
造
訳
『
新
中
岡
の
考
古
牧
穫
』
（
一
九
六
三
年
）
。

⑦
中
国
学
術
代
表
団
歓
迎
京
都
地
区
実
行
委
鑓
会
『
中
国
学
術
代
表
団
京
都
訪
問

　
記
録
』
　
（
一
九
六
四
年
）
。

⑧
夏
鼎
「
我
国
近
五
年
来
皇
考
古
新
敗
穫
」
（
『
考
古
豆
九
六
眠
年
第
一
〇
期
）
。

⑨
前
著
、
近
藤
義
郎
訳
「
中
国
に
お
け
る
最
近
五
年
来
の
考
古
類
敗
穫
」
上
・
下

　
（
『
考
古
学
研
究
』
第
一
一
巻
紳
弟
四
口
万
、
第
一
二
巻
第
一
号
、
　
一
九
六
五
年
）
。

⑩
中
圏
で
は
そ
れ
み
＼
に
〃
類
型
〃
と
い
う
絹
藷
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
紹
介
で

　
は
こ
れ
を
一
応
〃
型
式
”
と
訳
し
て
お
く
。
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⑪
　
李
術
踏
『
関
干
〃
仰
紹
文
化
”
的
弘
溺
弘
鯛
仙
線
述
」
（
『
考
古
鳥
「
九
六
四
年
第
七
期
）
。

⑫
　
揚
建
蘭
万
「
略
払
調
仰
甥
陥
文
化
胸
雌
尚
家
囎
胃
文
化
的
川
越
期
」
（
『
考
古
学
報
』
　
一
九
六
二

　
年
第
一
期
）
。

⑬
二
二
「
従
瀬
底
溝
彩
陶
的
分
析
談
仰
翻
文
化
的
分
期
問
題
」
（
『
考
古
』
｝
九
六

　
三
年
第
露
期
）
。

⑭
ω
　
黄
河
水
書
考
古
隊
華
県
隊
「
映
西
華
盤
柳
子
鎮
考
古
発
掘
詳
報
」
（
『
考
古
駈

　
一
九
五
九
年
第
二
期
）
。

　
②
黄
河
水
量
考
古
隊
華
藥
隊
「
陳
西
華
県
禰
子
鎮
第
二
次
発
掘
的
主
要
収
穫
」

　
（
『
考
古
』
　
一
九
五
九
年
第
一
一
期
）
。

⑮
黄
河
二
二
考
古
工
作
隊
映
西
分
隊
「
陳
西
華
陰
横
髪
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』
一

　
九
六
〇
年
酒
九
期
）
。

⑯
ω
考
古
所
宝
鶏
発
掘
隊
「
映
繭
宝
鶏
新
贋
器
時
代
遺
肚
発
掘
紀
要
」
（
『
考
古
臨

　
一
九
五
九
年
第
五
期
）
。

　
②
　
考
古
研
究
所
潤
水
調
査
発
掘
隊
「
軍
鶏
無
石
器
時
代
遺
言
第
二
、
三
次
発
掘

　
的
＋
エ
要
収
穫
」
　
（
『
考
☆
同
』
　
一
九
六
〇
年
餓
灘
篇
期
）
。

⑰
　
映
薩
考
古
所
雲
水
三
門
映
繭
邪
県
下
串
皿
村
濾
吐
発
堀
伊
落
着
一
（
罪
劣
古
臨
　
一
九
六

　
〇
年
第
「
期
）
。

⑲
北
京
大
学
考
古
実
習
隊
「
洛
陽
王
湾
難
境
発
掘
簡
報
」
（
毒
筆
一
九
六
葦

　
第
四
期
）
。

⑲
北
京
大
学
考
霧
専
業
実
習
隊
に
よ
4
．
て
調
査
さ
れ
た
が
、
報
告
は
未
発
表
で
あ

　
る
。

⑳
　
棚
芸
能
「
〃
廟
底
溝
与
三
三
橋
”
文
化
性
質
酌
幾
個
問
題
」
（
『
考
古
臨
一
九
六

　
一
年
第
一
期
）
。

（
⑳
　
王
珍
「
酪
広
磯
仰
蜘
照
文
化
的
一
群
婚
和
対
楓
旧
婚
」
（
『
考
古
』
　
一
九
六
二
年
第
七
期
）
。

㊧
　
呉
汝
眸
「
従
甚
嘉
祥
哀
傷
二
極
認
文
化
酌
社
会
性
質
」
（
冊
考
古
』
一
九
六
一
年

　
第
一
二
期
）
。

⑳
　
許
三
味
「
仰
謂
時
期
已
進
入
父
系
氏
族
鍾
会
」
　
（
『
考
古
』
　
一
九
六
二
年
第
五

　
期
）
。

⑳
　
周
慶
蒸
「
対
仰
翻
時
期
已
進
入
父
系
氏
族
杜
会
一
文
的
意
晃
」
（
『
考
古
』
一
九

　
六
二
年
第
一
　
一
単
調
）
ひ

㊧
　
タ
ー
ソ
ニ
ア
ー
ブ
ル
式
の
技
法
で
あ
る
が
、
　
「
蘇
論
文
」
で
は
か
な
り
は
ウ
き

　
り
と
証
拠
を
あ
げ
て
い
る
。

一
部
1
4
…
2
、
の
二
四
五
八
・
四
二
九
や
、
註
－
（
二
西
頁
）
、
蓋
二
丹
墓
な

　
ど
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
陳
西
省
華
県
太
平
庄
墓
は
「
蘇
論
文
」
で
始
め
て
大
要
の
知
ら
れ
た
遺
塩
で
、

　
泉
護
村
の
南
に
あ
る
仰
詔
期
の
墓
葬
で
あ
る
。
被
翼
者
は
成
年
の
女
性
で
仰
臥
伸

　
展
葬
。
副
葬
品
は
細
泥
黒
陶
小
口
瓶
…
一
、
細
泥
黒
陶
齢
一
一
、
紅
砂
陶
釜
一
一

　
一
、
黒
泥
質
大
型
鵬
鶏
鼎
（
尊
）
一
｛
、
石
盛
－
一
、
有
穿
石
斧
一
一
、
骨
七
一

　
一
四
、
骨
笄
i
一
の
多
き
に
の
ぼ
り
、
中
で
も
陶
鴉
鼎
は
希
有
の
ロ
㎎
で
あ
る
（
鶏

　
は
鷹
科
の
猛
禽
で
ミ
サ
ゴ
。
な
お
「
蘇
論
文
」
の
挿
図
一
二
の
説
明
に
は
號
ー
フ

　
ク
ロ
ウ
ー
と
あ
る
が
、
こ
Σ
で
は
本
文
の
塾
ー
ミ
サ
ゴ
ー
に
よ
る
。
）
。

⑱
　
｝
マ
。
．
》
民
。
読
象
　
、
．
即
㊦
一
雪
圃
謬
蔓
　
蜀
名
。
暮
。
郡
｝
同
。
一
μ
餌
㊦
。
同
。
σ
q
一
。
伊
一

　
燭
塁
巽
三
二
只
雪
ω
郎
、
、
℃
o
鉱
主
h
露
。
．
〔
安
特
生
『
甘
粛
考
古
説
』
　
（
『
地
質

　
専
報
』
甲
種
第
五
号
）
〕
。

愈
　
引
明
省
文
物
管
理
委
員
会
「
甘
壌
詐
言
、
叡
旨
両
県
考
古
調
査
舗
報
」
（
『
考
古

　
通
訊
』
…
九
五
八
年
第
九
期
）
。

⑳
　
安
士
ゆ
敏
門
言
書
遠
古
文
化
及
韮
陣
幕
的
一
幾
詰
問
覇
隅
」
（
『
考
士
坦
想
訊
』
　
一
九
五
｛
ハ

　
年
第
六
期
）
。

⑳
馬
素
源
露
論
御
詔
文
化
和
馬
家
窯
文
化
的
豪
雪
（
『
考
直
一
九
六
一
年
錦

　
七
期
）
。

一
3
3
一
　
石
興
↑
邦
「
山
眉
閑
四
馬
家
篭
｛
文
化
的
珪
質
一
撃
一
題
」
（
『
考
古
険
　
一
九
六
二
年
儀
皿
ハ
期
）
。

磁
ω
　
陳
西
分
院
考
古
研
究
所
「
映
西
西
郷
李
家
村
新
石
器
時
代
遺
言
」
　
（
『
考
古
翫

　
一
九
六
一
年
置
剛
七
獺
鋼
）
。

　
勿
　
侠
西
省
祉
会
科
学
院
考
古
研
究
所
汗
水
隊
「
映
西
西
郷
李
家
村
新
石
器
時
代

　
遺
燈
一
九
六
一
年
発
掘
簡
報
」
　
（
『
考
古
』
一
九
六
二
年
第
六
期
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
蛾
天
守
㈱
　
掌
芸
妓
）
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Buddhism，　what　klnd　of　Buddhism　was　influential　in　Gandliara，　which

has　been　2nvestlgated　through　the　study　of　Buddhist　scriptures　and

inscriptions．　Source　materials　of　Gandhara　Bttddhism　wer　not　only　sc－

riptures　and　inscrlptions　but　also　ru．ins　of　the　Buddhist　temples，　with

many　stones　and　sculptures　of　Stuko．　Tkese　sculpttn‘es　were　under　the

strong　infiuence　of　the　Western　Art　away　from　the　lndian　art，　so　that，

wltk　much　interest　in　this　point，　the　relation　between　the　Greek　or

Roman　and　Gandhaya　art　has　been　mainly　seudied　up　to　now．

　　This　article，　considering　the　chaRge　in　style　of　the，　Buddhist　sculptures

in　Gandhara，　wi！1　exPlain　the　developinent　of　Buddhism　in　Gandhara

，and　its　relation　to　the　Buddhist　are　in　China．

On　the　Character　of　the　Elizabethan

　　　　　　　　　Age：　as　a　dessin

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Masahiko　Uemura

　　What　part　was　allotted　to　the　Elizabethan　age　in　a　drama　of　Englislk

IHistory？　lt　was　the　national　unity　of　England．　ln　what　sense　was

it　Tudorian　or　Elizabethan？　The　monarch　was　situated　iB　the　pivot　of

’the　body　po1itic　and　ranked　first　of　all　the　estaees　of　the　realm；there

could　be　allowed　no　other　authoyity　or　no　other　power　to　exist　than

tlie　crown；　the　manarch　had　to　take　the　lead　and　give　paternalistic

regulations　in　every　sphere　of　nationa！　life．　But　after　the　1580’s　・the

・changes　in　the　international　affairs，　the　economic　crisis　and　the　otlier

・serious　conditions　were　going　to　bring　the　Tudor　system　of　government

to　its　collapse．　The　Queen　and　her　ministers　had　no　idea　to　cope　with

the　new　situatioR　and　left　everything　to　the　care　of　her　successors　wko

did　nothing　but　yielding　the　destruction　of　the　national　tinity．

Inquiry　of　Primitive　Society　in　New　China

Some　Proble緯s　about　the　Yang－5加。疎音窪Culture

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Shingo　Akiyama

　　In　the　currents　of　the　Chinese　c量vilization，　the　Yang－shaoイ印音召　culture

is　the　important　current　from　which　it　took　its　very　rise．　With　the
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rapid　development　of　the　archaeological　investigation　after　the　Emanci－

pation，　immense　ruins　were　discovered　and　it　is　Proved　that　there　exist

two　cu玉tura玉types　ofルfiao－ti一々。κ廟底溝and　Pan－P’o半肢in　the　Yang－

s勿oculture　in　the　midland，　which　have　been　discussed圭n　their　priority

and　culturai　character，　tkough　only　two　ruins　of　Miao－ti－leou　and　Pan－P’a

bring　the　published　formal　report　to　us　who　have　too　small　materials

to　lo量n　the　discussio．n．　Su一、Ping－ch’ダs蘇乗碕monograph　recelttly　published

also　has　no　material　as　well．　But　his　method　of　chroBologY　and　study

for　the　social　stages　is　valuable　with　its　scientific　contents．

　　This　article　is　to　examine　some　problems　about　the　Yang－shao　culture

in　main　reference亀。“Su一η⑳nog7aph”蘇論文w油some　important　mo－

nographs　recently　published，　and　leads　to　Chinese　archaeologists’　passion

to　“　inquiry　of　primitive　society　”　in　their　e£Eort　to　study　the　problems．
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