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中
尾
央

1　

導
入

　

プ
ロ
セ
ス
考
古
学
、
そ
し
て
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
そ
の
も
の
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
本
書
の
中
核
を
な
す
対
談
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
旗
手
た
る
ル
イ
ス
・
Ｒ
・
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
イ
ア
ン
・

ホ
ダ
ー
の
文
化
的
直
系
子
孫
で
あ
る
阿
子
島
香
・
溝
口
孝
司
両
氏
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
説
が
あ
り
（e.g., 

阿
子
島1983, 

1986; 

溝
口1991, 1997a, 1997b

）、
そ
れ
以
外
に
も
優
れ
た
解
説
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
（e.g., 

後
藤1983, 1984; 

佐
々
木

1990

）。
さ
ら
に
日
本
語
以
外
の
文
献
で
あ
れ
ば
山
の
よ
う
に
そ
う
し
た
解
説
が
存
在
し
、
ま
た
哲
学
的
考
察
も
い
く
つ

か
散
見
さ
れ
る
（Johnson 2006; O

’Brien et al. 2005; Salm
on 1982; T

rigger 2006

［2015

］; W
iley &

 Sablof 1993

［1979

］; 

W
iley 2002

）。
し
た
が
っ
て
、
本
章
で
も
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
内
容
を
解
説
し
た
り
、
ま
た
哲
学
的
分
析
を
繰
り
返
し
た
り
す

る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
の
説
明
な
し
に
議
論
を
進
め
る
の
は
不
親
切
で
し
か
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
簡
単
な
概
説
を
行
お
う
。

　

本
章
の
目
的
は
、
本
書
の
中
核
を
な
す
対
談
の
背
景
、
そ
し
て
そ
の
対
談
の
意
図
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

第
1
章　

考
古
学
理
論
と
の
対
峙

─
─
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
な
ぜ
議
論
す
る
の
か



�

た
め
、
本
章
で
は
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
い
う
二
つ
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
特
に
日

本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
を
考
察
す
る
。
具
体

的
に
は
、
第
2
節
で
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
、
第
3
節
で
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
日
本
考
古
学
が
ど

の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
を
概
観
し
、
第
4
節
に
お
い
て
対
談
の
目
的
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
今
日
本
で
、
プ
ロ
セ
ス
考

古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
対
談
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
確
認
す
る
。

2　

プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
日
本
考
古
学

　

プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
ル
イ
ス
・
Ｒ
・
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
文
化
の
動
的

な
変
化
プ
ロ
セ
ス
を
あ
る
種
の
科
学
的
手
法
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
、
考
古
学
上
の
理
論
的
・
実
践
的
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ

］
1
［

る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
登
場
す
る
以
前
は
、
考
古
遺
物
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
の
文
化
集
団
の
同
定
や
伝
播
過

程
の
解
明
な
ど
、
文
化
史
の
記
述
が
主
な
目
的
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
文
化
集
団
の
形
成
過
程
や
伝
播
過
程
に
つ
い
て
の

説
明
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
「
人
類
学
と
し
て
の
考
古
学
」（1962

）
で
一
つ
の
主
眼

に
お
い
た
の
が
、
こ
の
「
説
明
」
で
あ
る
。

　

ま
た
、
文
化
そ
の
も
の
の
見
方
も
従
来
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
登
場
以
前
、
特
に
考

古
学
に
お
い
て
は
、
文
化
が
外
的
環
境
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
、
と
い
っ
た
機
能
主
義
的
見
方
は
そ
れ
ほ
ど
広
ま
っ
て
い

な
か
っ
た
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
、
外
的
環

境
に
対
す
る
適
応
と
し
て
機
能
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
特
にBinford 1965

）。

　

こ
の
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
「
科
学
的
」
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
（e.g., 

穴
沢 1985; 

都
出1986

）、
ビ
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ン
フ
ォ
ー
ド
自
身
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ン
ペ
ル
と
い
う
科
学
哲
学
者
の
議
論
に
影
響
を
受
け
、
考
古
学
に
お
け
る
科
学
的
な
説

明
、
特
に
仮
説
演
繹
法
に
基
づ
く
説
明
を
目
指
し
て
い
た
（Binford 1962, 1968; H

em
pel 1

］
2
［965

）。
す
な
わ
ち
、
考
古
学
的

事
象
の
説
明
に
対
し
て
何
ら
か
の
普
遍
的
な
命
題
を
立
て
、
そ
の
命
題
か
ら
テ
ス
ト
可
能
な
仮
説
を
演
繹
す
る
。
次
に
、

演
繹
さ
れ
た
仮
説
を
現
実
の
事
象
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
テ
ス
ト
し
（
こ
の
テ
ス
ト
の
際
に
統
計
的
手
法
や
後
述
す
る
民
族
学
的
手

法
が
採
用
さ
れ
る
）、
仮
説
が
正
し
い
か
ど
う
か
が
確
か
め
ら
れ
る
。
仮
説
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
あ

る
普
遍
的
な
命
題
が
正
し
い
可
能
性
も
高
く
な
る
。
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
こ
う
し
た
一
連
の
手
続
き
を
、
考
古
学
に
お
い
て

も
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
特
にBinford 1968, pp. 16- 20

を
参
照
）。

　

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
人
間
の
文
化
変
化
プ
ロ
セ
ス
全
般
に
関
し
て
普
遍
的
命
題
を
求
め
よ
う
と
す
る

の
は
か
な
り
困
難
で
あ
り
、
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
批
判
さ
れ
て
き
た
（e.g., Salm

on 

1982; W
ylie 2002

）。
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
も
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
、
高
次
の
普
遍
的
説
明
で
は
な
く
、
各
種
の
（
静
的
な
）
考

古
学
的
記
録
が
、
過
去
の
（
動
的
な
）
人
間
行
動
か
ら
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
の
、
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
・

セ
オ
リ
ー
（
中
範
囲
理
論
）
を
探
求
す
る
こ
と
へ
と
焦
点
を
移
し
て
い
っ
た
（
阿
子
島1983, pp. 180- 181

）。

　

こ
の
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
登
場
し
、
ア
メ
リ
カ
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
七
〇

年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
阿
子
島
（
阿
子
島1983, p. 171; T

hom
as 1979, pp. 56

）
が
そ
の
影
響
力
を
的
確
に
示
す
、
次
の
よ
う

な
引
用
を
行
っ
て
い
る
。「
君
は
ニ
ュ
ー
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ス
ト
（
＝
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
者
）
か
、
オ
ー
ル
ド
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ス

ト
か
、
で
な
い
な
ら
何
な
ん
だ
、
決
心
を
つ
け
ろ
！
」。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
考
古
学
の
概
説
書
に
見
ら
れ
る
程
度
に
は
、

プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
強
い
影
響
力
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
ど
れ
だ
け
広
が
っ
た
か
は
、
各
種
文
献
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ



�

る
。
Ｍ
・
Ｊ
・
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
ら
（O

’Brien et al. 2005, p. 52

）
は
一
九
九
四
年
に
行
わ
れ
た
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を

示
し
て
い
る
が
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
自
身
が
ど
の
学
派
に
属
す
る
か
を
ア
メ
リ
カ
の
考
古
学
者
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
二
〇
〜
三
〇
代
の
考
古
学
者
は
、
四
〇
％
近
く
が
自
身
を
プ
ロ
セ
ス
学
派
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
学

派
と
し
て
は
文
化
史
（Culture H

istory

）、
文
化
生
態
学
（Culture Ecology

）、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
学
派
（Postprocessual

）

が
設
定
さ
れ
、
い
ず
れ
も
プ
ロ
セ
ス
学
派
の
半
分
程
度
、
二
〇
％
前
後
の
研
究
者
が
自
身
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
す
る
。
ま
た
、
Ｂ
・
Ｇ
・
ト
リ
ガ
ー
（T

rigger 2006, p. 407 

邦
訳p. 294

）
に
よ
る
次
の
文
章
も
興
味
深
い
。「
歴

史
的
問
題
と
し
て
問
う
べ
き
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
若
き
考
古
学
者
に
対
し
、
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
う
し

て
こ
こ
ま
で
力
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
の

］
3
［

か
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
種

支
配
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
し
よ
う
が
な
い
。

　

し
か
し
、
日
本
で
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
。
た
と
え
ば
、
阿
子
島
が
日
本
で
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
触
れ
始
め
た
の
は
彼

が
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
元
に
留
学
し
た
後
の
一
九
八
〇
年
代
前
半
以
降
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
正

面
か
ら
向
き
合
っ
た
研
究
は
ほ
ぼ
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
状
態
が
続
い
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
初
め
て
の
論
考
は
、
安
斎
（1990

）
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
お
そ
ら
く
藤
本
（1976

）
で
あ
る
。
藤
本
は
旧
石
器
時
代
の
石
器
研
究
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察
に
お
い
て
、
批
判

的
な
検
討
を
加
味
し
つ
つ
も
、
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
展
開
し
て
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
（
特
に
ム
ス

テ
ィ
エ
文
化
に
属
す
る
石
器
群
の
因
子
分
析
）
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
年
の
藤
本
（1985

）
で
も
同
様
で
あ
る
（
た
と
え
ば

pp. 25- 28

）。

　

し
か
し
、
藤
本
や
阿
子
島
の
紹
介
を
除
け
ば
、
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
前
半
ま
で
を
振
り
返
っ
て
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み
れ
ば
、
日
本
考
古
学
は
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
真
正
面
か
ら
顧
み
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
日
本
考
古
学
の
代
表
的
雑
誌
で
あ
る
『
考
古
学
雑
誌
』
や
『
考
古
学
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
九
六
〇
〜
一

九
八
〇
年
頃
の
論
文
を
見
て
も
、（
筆
者
の
調
査
が
正
し
け
れ
ば
）
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
、
も
し
く
は
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ

ー
と
い
っ
た
言
葉
は
ま
っ
た
く
見
つ
か
ら
な
い
。
こ
の
時
期
に
日
本
語
で
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
も
の
は
、
新
聞
記
事
で
あ
る
田
中
（2015

［1966

］）、『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
に
お
け
る
井
川
（1972

）、
鈴
木

（1973

）
な
ど
の
紹
介
記
事
や
、
ま
た
翻
訳
の
あ
と
が
き
で
大
貫
（1979

）
が
書
い
た
簡
単
な
紹
介
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
記
事
・
紹
介
の
年
代
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
興
隆
に
つ
い
て
は
、

日
本
の
研
究
者
も
遅
く
と
も
七
〇
年
代
に
は
あ
る
程
度
意
識
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（e.g., T

sude 1995

）。
し
か
し
、

田
中
（2015

［1966

］）
は
新
聞
記
事
と
い
う
性
格
か
ら
か
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
い
う
名
前
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
対
岸

の
火
事
を
見
て
い
る
よ
う
な
文
章
で
し
か
な
い
。
ま
た
井
川
（1972

）
や
鈴
木
（1973

）
の
紹
介
も
あ
く
ま
で
「
ア
メ
リ
カ

の
動
き
」
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
大
貫
（1979

）
も
ま
た
訳
書
の
内
容
の
解
説
で
あ
り
、
日
本
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
そ
こ
ま
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

］
4
［

い
。

　

し
か
し
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
こ
れ
も
安
斎
（1990

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
研
究
者
が
プ
ロ
セ
ス

考
古
学
に
対
し
て
、
し
か
も
批
判
的
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
穴
沢
（1985

）
の
論
考
は
そ
の
最
た
る
も

の
で
あ
り
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
断
罪
す
る
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
研
究
者
は
批
判
的
な
が
ら

も
、
も
う
少
し
う
ま
く
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
乗
り
越
え
よ
う
、
あ
る
い
は
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

た
と
え
ば
横
山
（1985, pp. 8- 9

）
は
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
理
解
が
貧
困
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

歴
史
学
と
し
て
の
考
古
学
を
強
調
す
る
日
本
考
古
学
に
お
い
て
、
目
的
と
さ
れ
る
「
歴
史
」
は
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
目
指
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す
「
プ
ロ
セ
ス
」
と
同
義
で
あ
る
と
述
べ
る
。
後
藤
（1984

）
も
ま
た
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
手
法
や
理
論
的
背
景
に
批

判
的
な
検
討
を
加
え
つ
つ
も
、
そ
の
成
果
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
行
い
、
今
後
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
記
述
か
ら
は
、
こ
の
時
点
で
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
す
で
に
乗
り
越
え
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
推

測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
八
〇
年
代
半
ば
と
な
れ
ば
、
後
述
す
る
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
動
き
が
無
視
で
き

な
い
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
ま
っ
た
く
好
意
的
に
扱
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
民
族
考
古
学

（ethnoarchaeology

）
と
い
う
か
た
ち
で
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
日
本
考
古
学
の
中
に
根
づ
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

民
族
考
古
学
と
は
、
ご
く
大
雑
把
に
い
え
ば
、
民
族
誌
の
デ
ー
タ
を
参
考
に
考
古
学
的
考
察
を
行
う
分
野
で
あ
る
。
た
と

え
ば
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る
Ｗ
・
Ａ
・
ロ
ン
グ
エ
ー
カ
ー
が
行
っ
た
、
プ
エ
ブ
ロ
族
の
土
器
に
関
す
る
研

究
が
よ
い
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
（Longacre 1964, 1970; 

小
林
・
谷1998

）。
こ
の
民
族
考
古
学
は
日
本
考
古
学
の

中
で
も
一
定
の
地
位
を
獲
得
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
（e.g., 

安
斎1998; 

民
族
考
古
学
研
究
会
編 1998

）。

そ
れ
は
た
と
え
ば
『
物
質
文
化
』
と
い
う
、
民
族
考
古
学
を
一
つ
の
大
き
な
柱
に
据
え
た
雑
誌
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
民
族
考
古
学
は
、
た
し
か
に
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
発
展
す
る
中
で
登
場
し
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
先

述
し
た
ロ
ン
グ
エ
ー
カ
ー
の
研
究
は
「
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
方
法
に
よ
る
土
器
研
究
の
代
表
例
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
」

い
る
し
（
小
林
・
谷1998, p. 45

）、
後
藤
（2001

）
の
序
文
に
お
い
て
「
民
族
考
古
学
と
ニ
ュ
ー
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
は
同
一

視
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
」
と
植
木
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
日
本
考
古
学
の
中
に
う
ま
く
導
入
さ

れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
民
族
考
古
学
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
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た
だ
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
日
本
考
古
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
民
族
考
古
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
よ
り

も
渡
辺
仁
と
い
う
別
の
先
駆
者
か
ら
の
影
響
が
よ
り
強
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
安
斎
（1989, 1998a, 1998b

）
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
東
京
大
学
理
学
部
・
文
学
部
の
助
教
授
・
教
授
で
あ
っ
た
渡
辺
仁
は
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
は
独
立
に
、
特
に

ア
イ
ヌ
民
族
の
デ
ー
タ
を
用
い
な
が
ら
、
民
族
誌
デ
ー
タ
を
用
い
た
考
古
学
的
考
察
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
現
在
日
本
考
古
学
の
中
で
民
族
考
古
学
に
携
わ
る
多
く
の
研
究
者
が
、
こ
の
渡
辺
仁
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

赤
澤
威
の
研
究
な
ど
は
、
そ
の
早
い
例
の
一
つ
だ
ろ
う
（A

kazaw
a 1969; 

赤
澤1983

）。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
日
本
考
古
学
に
導
入
さ
れ
、
ま
た
根
づ
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
民
族
考
古
学
と
し
て
の
導
入
で
あ
り
、
一
部
を
除
け
ば
、
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
ム
ス
テ
ィ
エ
文
化
の
石
器
で
行
っ
て

い
た
よ
う
な
数
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ほ
と
ん
ど
定
着
せ

］
5
［

ず
、
ヘ
ン
ペ
ル
流
の
科
学
的
説
明
の
探
求
な
ど
と
い
っ
た
目
的
は

ま
っ
た
く
共
有
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
広
ま
っ
た
民
族
考
古
学
の
動
き
は
、
必
ず
し
も
プ
ロ
セ
ス

考
古
学
の
影
響
を
直
接
受
け
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
渡
辺
仁
と
い
う
別
の
ル
ー
ト
か
ら
の
影
響
が
強
か
っ
た
可
能
性

が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
日
本
考
古
学
に
与
え
た
影
響
は
、（
少
な
く
と
も
現
時
点
で
）
ア
メ
リ
カ

ほ
ど
に
根
本
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

3　

ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
日
本
考
古
学

　

で
は
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
プ
ロ

セ
ス
考
古
学
よ
り
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
一
方
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
日
本
考
古
学
の
中
で
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考

古
学
の
主
張
内
容
が
浸
透
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
状
況
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
ず
は
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
ご
く
簡
単
な
概
要
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
第
2

章
の
対
談
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
流
れ
に
属
す
る
研
究
者
ご
と
に
、
そ
の
主
張
内
容
は
か
な
り
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一

般
に
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
担
う
研
究
者
の
一
人
と
み
な
さ
れ
て
い
る
、
マ
イ
ケ
ル
・
シ
ャ
ン
ク
ス
や
ク
リ
ス
ト
フ

ァ
ー
・
テ
ィ
リ
ー
な
ど
は
、
考
古
学
に
お
け
る
客
観
的
な
歴
史
の
検
証
・
再
構
築
と
い
っ
た
目
的
に
関
し
て
、
そ
の
大
部

分
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（e.g., 

安
斎1996; 

穴
沢1988; Shanks and T

illey 1987

）。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は

非
常
に
過
激
な
タ
イ
プ
の
主
張
で
あ
り
、
近
年
の
イ
ア
ン
・
ホ
ダ
ー
の
よ
う
に
、
よ
り
穏
健
な
か
た
ち
で
、
あ
る
種
の
科

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
親
和
的
な
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
か
た
ち
を
提
案
す
る
場
合
も
あ
る
（H

odder 2

］
6
［012

）。
実
際
、

こ
う
し
た
現
在
の
多
様
性
も
ま
た
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
目
指
す
目
標
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

こ
の
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
、
名
前
の
通
り
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
・
批
判
と
し
て
始
ま
っ
た

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
お
け
る
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
ほ
ど
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
研
究
者
は
い
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
イ
ア
ン
・
ホ
ダ
ー
と
い
う
人
物
を
そ
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
大
き
な
異
論

は
な
い
だ
ろ
う
。
ホ
ダ
ー
は
も
と
も
と
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
影
響
を
受
け
、
数
理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
空
間
分
析

な
ど
を
主
な
研
究
対
象
に
し
て
い
た
が
（H

odder and O
lton 1976

）、
こ
う
し
た
分
析
を
行
う
中
で
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

問
題
点
に
気
づ
き
始
め
、
先
述
し
た
民
族
考
古
学
的
調
査
で
ア
フ
リ
カ
に
赴
い
た
経
験
が
決
定
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
的
研
究
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（Balter 2006; H

odder 1982; 

後
藤1983

）。
た
だ
し
、

ホ
ダ
ー
を
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
中
心
的
人
物
と
考
え
た
と
し
て
も
、
話
は
ま
だ
や
っ
か
い
で
あ
る
。
ホ
ダ
ー
の
主

張
そ
の
も
の
が
時
代
ご
と
に
徐
々
に
変
化
し
て
き
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
は
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
同
様
で
あ
る
。
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で
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
現
時
点
ま
で
の
全
体
を
通
し
て
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
で
は
機
能
的
観
点
か
ら
説
明
し
き
れ
な
い
、
文
化
の
あ
る
側
面

が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
意
味
で
あ
り
、
文
脈
で
あ
る
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
単
な
る
石
に
し
か
見
え
な

い
遺
物
に
対
し
、
過
去
の
あ
る
集
団
の
人
々
は
、
神
的
意
味
合
い
を
も
た
せ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の

わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
文
脈
を
無
視
し
、
そ
の
石
を
現
在
の
視
点
か
ら
そ
の
ま
ま
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
対
象

は
「
た
だ
の
石
」
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
・
文
脈
を
理
解
す
る
に
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
と
い
う
視
点
か

ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
完
全
に
現
在
の
視
点
を
捨
て
去
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
解
釈
に
は
ど
こ

か
必
ず
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
視
点
が
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
時
間
軸
だ
け
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
地
域
的
特

性
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
実
際
、
時
代
、
地
域
、
そ
し
て
性
別
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
。

　

実
際
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
者
は
（
お
そ
ら
く
そ
の
多
く
が
）「
現
在
が
過
去
を
創
り
出
す
」（H

odder 1991, p. 31; 

安

斎2004

）
こ
と
を
認
め
て
い

］
7
［

る
。
し
か
し
問
題
は
、
過
去
を
創
り
出
す
現
在
が
、
人
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
か
も
し
れ

な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
（e.g., H

odder 1992
）。
た
と
え
ば
、
考
古
学
者
間
で
あ
れ
ば
お
お
よ
そ
の
一
致
を
見
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
考
古
学
者
以
外
、
さ
ら
に
は
研
究
者
以
外
の
人
で
あ
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
欧
米
や
日
本
の
考

古
学
者
が
、
ア
フ
リ
カ
や
オ
セ
ア
ニ
ア
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
考
古
学
調
査
・
研
究
を
行
う
場
合
、
現
地
の
人
々
と
異

な
る
視
点
で
過
去
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
（H

odder and H
utson 2003

）。

　

こ
う
し
た
理
論
的
主
張
を
考
古
学
的
実
践
に
移
せ
ば
、
過
去
の
理
解
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
視
点
を
反
映
し
た
も
の
に

す
ぎ
ず
、
客
観
的
な
理
解
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
シ
ャ
ン
ク
ス
や
テ
ィ
リ
ー
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た
第
2
章
で
溝
口
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
ー
タ
に
よ
る
反
証
可
能
性
を
一
定
の
か
た
ち
で
保
証
し
た
う
え
で
、
解
釈



�0

を
行
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
だ
ろ

］
8
［

う
。
ま
た
考
古
学
者
以
外
の
視
点
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー

ケ
オ
ロ
ジ
ー
（public archaeology

）
や
先
住
民
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
考
古
学
（indigenous / com

m
unity-based archaeology

）

と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
だ
ろ
う
（e.g., A

talay 2012; 

松
田2014

）。
実
際
、
松
田
（2014, pp. 2- 3

）
が
認
め
る
よ
う
に
、

近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
に
は
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
理
論
的
主
張
が
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
始
め
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
で
あ
る
。

グ
ー
グ
ル
・
ス
カ
ラ
ー
（Google scholar

）
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
最
初
に
提
唱
し

た
一
九
六
二
年
の
論
文
が
一
九
九
〇
回
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ホ
ダ
ー
に
よ
る
同
様
の
位
置
付
け
に
あ
る
一
九

八
二
年
の
著
作
も
同
様
に
一
八
九
九
回
引
用
さ
れ
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
時
点
）、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
同
様
、
各
種

の
概
説
書
で
も
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
（e.g., Johnson 2006; 

T
rigger 2006

）。
こ
の
よ
う
に
、（
も
ち
ろ
ん
国
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
と
は
い
え
）
そ
の
影
響
力
は
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と

同
様
、
世
界
的
に
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
日
本
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
見
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
よ
り
は
広
く
紹
介
さ
れ
、
導
入
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

ホ
ダ
ー
が
来
日
し
た
際
、
そ
れ
を
記
念
す
る
特
集
企
画
が
組
ま
れ
た
り
（
慶
應
義
塾
大
学
民
族
学
考
古
学
研
究
室
「
民
族
考
古
」

編
集
委
員
会1997

）、
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ホ
ダ
ー
の
著
作
は
邦
訳
さ
れ
た
り
し
て
い
る
（H

odder and 

O
lton 1976

［
深
沢 1987

］; H
odder 1991b

［
深
沢1

］
9
［997

］）。
ま
た
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
興
隆
し
た
時
期
と
は
異
な
り
、
一
九
八

〇
年
代
以
降
、
海
外
で
学
位
を
と
っ
て
日
本
で
研
究
を
続
け
る
研
究
者
も
徐
々
に
増
え
て
き
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
見
れ

ば
、
日
本
に
お
け
る
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
よ
り
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
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う
。

　

さ
ら
に
、
日
本
の
大
学
や
考
古
学
を
取
り
巻
く
現
状
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
考
古
学
は
大
学
の
研

究
者
だ
け
で
な
く
、
県
や
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
所
属
す
る
行
政
職
員
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
行
政

関
係
者
か
ら
す
れ
ば
、
地
域
と
考
古
学
の
関
係
を
考
え
よ
う
と
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
の
動
き
は
、
あ
る

種
当
然
の
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
日
本
考
古
学
の
中
で
も
こ
う
し
た
市
民
と
考
古
学
の
関
係
は
、

非
常
に
古
く
か
ら
意
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
発
掘
作
業
は
市
民
所
有
の
土
地
を
対
象
と
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
し
、

遺
跡
の
保
護
・
保
全
は
地
域
と
連
携
し
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
日
本

考
古
学
で
も
市
民
・
社
会
と
考
古
学
研
究
の
関
係
は
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る
（
岩
崎
・
高
橋2007; 

考
古
学
研
究
会2014; 

近
藤

1991, 2001

）。
こ
の
流
れ
は
当
然
、
社
会
貢
献
を
強
く
求
め
ら
れ
る
昨
今
の
大
学
に
お
い
て
、
ま
た
別
の
意
味
で
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
背
景
は
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
お
け
る
民
族
考
古
学
の

場
合
と
同
様
、
必
ず
し
も
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
端
を
発
し
て
は
い
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
的
営
み
を
受
け
入
れ
る
土
壌
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
背
後
に
あ
る
ポ
ス
ト

プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

実
際
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
も
、
そ
の
理
論
的
主
張
が
そ
こ
ま
で
広
く
日
本
考
古
学
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
同
様
、
方
法
論
に
触
れ
て
い
る
概
説
書
な
ど
を
除
け
ば
、
各
種
雑
誌
で
発
表
さ
れ
た
個

別
研
究
に
お
い
て
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
へ
の
直
接
的
な
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

プ
ロ
セ
ス
考
古
学
よ
り
は
好
意
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
は
い
え
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
場
合
と
同
様
、
理
論
と
し
て

の
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
対
し
て
、
日
本
考
古
学
は
ほ
と
ん
ど
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ



��

る
。

4　

対
談
：
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学

　

前
節
ま
で
に
、
理
論
と
し
て
の
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
、
日
本
考
古
学
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど

直
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
こ
の
点
は
、
多
く
の
論
者
が
認
め
て
お
り
、
そ
の
理
由
を
日
本

考
古
学
の
特
質
、
す
な
わ
ち
モ
ノ
へ
の
こ
だ
わ
り
と
そ
こ
か
ら
の
帰
納
的
推
論
、
そ
し
て
理
論
へ
の
忌
避
に
求
め
て
い
る
。

日
本
考
古
学
の
特
色
で
あ
る
精
密
な
技
術
を
よ
り
精
密
に
し
、
よ
り
精
緻
な
帰
納
的
推
論
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
難
関
を
突
破
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。（
横
山1985, p. 14

）

他
の
科
学
、
特
に
自
然
科
学
の
分
野
で
は
戦
後
た
ち
ま
ち
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
強
い
影
響
を
受
け
た
が
、
考
古
学

の
世
界
は
、
ほ
と
ん
ど
影
響
を
受
け
て
い
な
い
…
…
そ
の
方
法
論
は
、
間
歇
的
に
外
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

い
わ
ば
独
自
に
発
達
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
遺
物
に
対
す
る
綿
密
な
観
察
と
、
記
録
の
た
め
の

高
い
技
術
、
遺
跡
保
存
へ
の
献
身
は
、
日
本
の
考
古
学
者
の
特
記
す
べ
き
長
所
で
あ
り
な
が
ら
、
理
論
に
対
す
る
拒

否
的
・
閉
鎖
的
傾
向
も
ま
た
併
せ
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
金
関1985, p. 335

）

「
日
本
考
古
学
」
と
「
外
国
考
古
学
」
と
の
二
分
化
と
日
本
考
古
学
は
特
殊
で
あ
る
と
の
通
念
、
そ
し
て
「
考
古
学

プ
ロ
パ
ー
」
つ
ま
り
モ
ノ
の
強
調
、
こ
う
し
た
こ
と
が
理
論
考
古
学
の
進
展
を
阻
止
し
て
き
た
。（
安
斎2004, p. 

77

）
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そ
し
て
こ
れ
ら
の
著
者
に
共
通
す
る
の
が
、
上
記
文
面
か
ら
も
あ
る
程
度
わ
か
る
よ
う
に
、
理
論
に
対
す
る
閉
鎖
的
傾

向
、
日
本
考
古
学
が
日
本
考
古
学
の
中
で
閉
じ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
、
あ
る
種
の
危
惧
、
も
し
く
は
疑
問
で
あ
る
。
引

用
し
た
文
献
の
年
代
か
ら
も
明
確
な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
危
惧
・
疑
問
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
数
十
年
も
前

か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
昔
に
比
べ
れ
ば
多
少
な
り
と
も
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
日
本
考
古
学
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
危
惧
・
疑
問
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
か
、
あ
る
い
は
、
も

し
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
意
識
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
実
際
、
大
局
的
な
視
点
か
ら
考
古
学
を
考
え
る
機
会
な
ど
、
た
と
え
ば
年
配
の
研
究
者
に
よ
る
記
念
講
演
や
数
巻

に
わ
た
る
概
説
書
を
編
纂
す
る
よ
う
な
特
別
な
機
会
を
除
け
ば
、
滅
多
に
な
い
の
が
現
状
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
世
界
的
に
見
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
ポ
ス
ト
プ
ロ

セ
ス
考
古
学
自
体
に
も
、
か
な
り
の
批
判
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
（e.g., 

松
田2014, pp. 12- 14; Bintliff 2011, pp. 8- 9

）。

い
わ
ば
世
界
的
に
、
考
古
学
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
志
向
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
動
き
の
も
う

一
つ
の
例
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
考
古
学
理
論
の
死
』（T

he dearth of archaeological theory?

）
と
い
う
、

二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
同
名
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
ま
と
め
た
書
籍
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
書
籍
は
そ
の
タ

イ
ト
ル
通
り
、
こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
や
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
い
っ
た
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
関
し
て
、
そ
れ
ら
が
考
古
学
に
ど
れ
ほ
ど
の
実
り
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
今
後
も
た
ら
し
う
る
の
か
を
議
論

し
た
も
の
だ
。
こ
の
論
考
で
（
特
に
本
書
・
本
章
に
と
っ
て
）
重
要
な
の
は
、
考
古
学
理
論
の
今
後
よ
り
も
む
し
ろ
、
各
国
で

各
種
の
理
論
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
現
状
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ポ
ス

ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
本
国
イ
ギ
リ
ス
で
一
定
の
影
響
力
を
持
ち
つ
つ
も
、
結
局
ア
メ
リ
カ
で
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
し
か
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な
い
と
指
摘
さ
れ
（Flannery and M

arcus Ch. 3

）、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
だ
ろ
う
が
プ
ロ
セ
ス
だ
ろ
う
が
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ

ン
ス
な
ど
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
以
外
の
国
々
で
の
研
究
内
容
と
乖
離
し
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
る

（Bintliff Ch. 2

）。
先
に
触
れ
た
日
本
の
現
状
も
、
こ
う
し
た
世
界
的
多
様
性
の
中
で
見
れ
ば
、
お
お
よ
そ
似
た
よ
う
な
状

況
か
も
し
れ
な
い
。 

　

し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
国
と
異
な
り
、
日
本
で
は
理
論
（
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
議
論
）
が
忌
避
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
を
批
判
し
て
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
日
本
考
古
学
が
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と

距
離
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
姿
勢
そ
の
も
の
に
は
何
の
問
題
も
な
い
。
問
題
は
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学

に
し
ろ
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
に
し
ろ
、
海
外
の
理
論
的
動
向
に
ど
う
対
峙
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
姿
勢
を
明
確
に
せ

ぬ
ま
ま
、
曖
昧
な
態
度
を
と
り
続
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
理
論
な
ど
都
合
よ
く
使
え
る
と
こ
ろ
だ
け
使
っ
て
い
れ
ば
よ

く
、
そ
の
ま
ま
理
論
の
消
費
者
と
し
て
考
古
学
を
続
け
て
い
く
、
と
い
う
選
択
も
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
は
な
い
（c.f. 

M
izoguchi 2

］
［［
［015

）。
た
だ
そ
の
路
線
を
自
覚
的
に
選
択
す
る
か
、
無
自
覚
に
暗
黙
知
と
し
て
受
け
継
い
で
い
く
か
、
そ
れ

に
よ
っ
て
も
今
後
の
考
古
学
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
点
も
含
め
、
理
論
と
ど
う
対
峙
し
て
い

く
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
を
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
い
う
、
考
古
学
の
中
で
も
あ
る
意
味
最
も
わ

か
り
や
す
い
事
例
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
対
談
と
本
書
全
体
の
目
的
で
あ
る
。
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Ｂ
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史
・
哲
学
的
考
察
に
基
づ
く
人
文
学

の
哲
学
の
基
盤
構
築
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有
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益
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
し
た
い
。

註［
1
］
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
概
要
の
再
構
成
に
関
し
て
は
、
先
ほ
ど
挙

げ
た
各
種
文
献
を
参
考
に
し
て
い
る
。

［
2
］
科
学
的
説
明
に
関
す
る
ヘ
ン
ペ
ル
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
内
井

（1995

）
な
ど
を
参
照
。
当
然
な
が
ら
仮
説
演
繹
法
は
ヘ
ン
ペ
ル
自

身
が
提
唱
し
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
以
前
か
ら
定
式
化
さ
れ
て
き
た

説
明
の
形
式
で
あ
る
。

［
3
］
翻
訳
が
あ
る
場
合
は
訳
書
の
該
当
ペ
ー
ジ
数
も
挙
げ
て
あ
る
が
、

訳
文
は
筆
者
の
責
任
で
適
宜
修
正
し
て
あ
る
。

［
4
］
た
だ
し
、
ご
く
簡
単
な
が
ら
、
鈴
木
（1973

）
は
プ
ロ
セ
ス
考

古
学
が
示
唆
す
る
よ
う
な
、
歴
史
に
対
す
る
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

［
5
］
も
ち
ろ
ん
一
部
の
例
外
は
あ
る
。
石
器
に
関
す
る
統
計
的
な
分

析
と
し
て
は
上
野
（1963

）、
埴
原
・
岡
村
（1981

）
な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
非
常
に
限
ら
れ
た
例
外
で
あ
る
。
ま
た

1980

年
代
以
降
、
日
本
考
古
学
で
も
各
種
の
科
学
的
手
法
が
取
り

入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
プ
ロ
セ
ス
考
古
学

の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
（e.g., Barnes and O

kita 
1998; N

akao in preparation

）。

［
6
］
ホ
ダ
ー
（2012

）
は
ヒ
ト
が
モ
ノ
に
働
き
か
け
、
ま
た
モ
ノ
が

ヒ
ト
に
、
そ
し
て
モ
ノ
へ
と
働
き
か
け
て
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
ど
う
し
が

相
互
作
用
の
中
で
進
化
し
て
き
た
、
と
考
え
て
い
る
。
ホ
ダ
ー
に
よ

れ
ば
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
進
化
学
の
中
で
提
案
さ
れ
て
い
る
ニ

ッ
チ
構
築
理
論
（e.g., O

dling-Sm
ee et al. 2003

）
と
親
和
性
が

強
い
と
い
う
。
ニ
ッ
チ
構
築
理
論
で
も
、
ヒ
ト
や
そ
の
他
の
動
物
が
、

外
界
に
働
き
か
け
て
新
た
な
ニ
ッ
チ
を
構
築
し
、
そ
の
ニ
ッ
チ
に
対

す
る
適
応
形
質
を
進
化
さ
せ
て
き
た
、
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
。
ヒ
ト
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
が
よ
い
例
だ
ろ
う
。

［
7
］
当
然
な
が
ら
、
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
が
現
在
の
わ
れ
わ
れ

を
創
り
出
し
て
い
る
、
と
い
う
逆
の
プ
ロ
セ
ス
も
認
め
て
い
る

（H
odder 1991, p. 30

）。

［
8
］
ホ
ダ
ー
は
こ
の
立
場
に
近
く
、
彼
は
基
本
的
に
相
対
主
義
を
取

ら
な
い
（e.g., H

odder and H
utson 2003; H

odder 2012

）。

［
9
］
し
か
し
、
邦
訳
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス

考
古
学
特
有
の
現
象
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
年
代
が
下
る
に
し
た

が
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
欧
米
考
古
学
の
邦
訳
書
が
増
え
て
き
た
こ

と
に
も
後
押
し
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
（e.g., Renfrew

 and Bahn 
2004; T

rigger 2006; Renfrew
 2007

）。

［
10
］
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
は
考
古
学
が
社
会
的
に
責
任
あ
る
専
門
分

野
と
し
て
成
立
し
え
な
く
な
る
可
能
性
が
高
く
、
早
急
に
理
論
化
の

枠
組
み
を
意
識
的
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
溝
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口
の
立
場
で
あ
る
（M

izoguchi 2006, 

対
談
も
参
照
）。
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田
村
光
平
・
有
松
唯

　

考
古
学
は
過
去
の
世
界
、
社
会
、
人
の
営
み
全
般
を
復
元
す
る
。
遠
い
過
去
の
出
来
事
な
の
で
、
直
接
の
観
察
も
、
当

事
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
で
き
な
い
。
関
連
す
る
現
象
を
観
る
視
座
と
、
検
証
可
能
な
か
た
ち
で
の
論
理
的
復
元
の
方

法
論
が
求
め
ら
れ
る
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
は
、
そ
の
両
面
に
お
い
て
、
と
も
に
一
大
潮
流
を

成
し
て
き
た
。
考
古
学
の
精
度
と
範
疇
を
更
新
す
る
試
み
で
あ
り
、
考
古
学
と
い
う
学
問
領
野
を
抜
本
的
に
革
新
す
る
思

考
の
体
系
だ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
日
本
国
内
で
は
、
個
々
へ
の
理
解
も
相
互
の
違
い
も
、
ひ
い
て
は
こ
の
革
新
性
も

長
ら
く
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
知
る
専
門
家
は
一
定
数
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
何
よ
り
重
要
な
こ
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
を
第
一
人
者
か
ら
直
に
習
得
し
た
日
本
人
研
究
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

　
「
突
如
と
し
て
二
人
の
対
話
が
企
画
さ
れ
実
現
し
た
こ
と
に
率
直
な
驚
き
と
疑
問
を
抱
い
た
」（
第
3
章
、
１
２
６
頁
）
と

い
う
大
西
の
所
感
は
、
多
く
の
読
者
・
関
係
者
が
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
内
幕
を
さ
ら
せ
ば
、
本
対
話
の
企

画
と
実
現
は
、
主
催
者
一
同
の
シ
ン
プ
ル
な
動
機
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト

プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
国
内
第
一
人
者
ど
う
し
の
対
話
を
一
度
こ
の
目
で
見
て
み
た
い
と
い
う
、
動
機
と
い
う
よ
り
も
欲
求

と
称
す
べ
き
よ
う
な
思
い
が
第
一
に
あ
っ
た
。
他
の
ど
な
た
か
が
実
施
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
嬉
々
と
し

あ
と
が
き
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て
聴
衆
と
な
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
気
配
も
な
け
れ
ば
、
前
例
す
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
を
問
う
前
に
、
誰
も
実

現
さ
せ
て
く
れ
そ
う
も
な
い
の
で
自
分
た
ち
で
実
現
さ
せ
る
し
か
な
い
と
踏
み
切
っ
た
結
果
が
、
こ
の
対
話
で
あ
り
、
本

書
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
で
あ
っ
た
た
め
、
主
催
者
一
同
、「
な
ぜ
今
」
と
い
う
問
い
か
け
、
そ
し
て
「
な
ぜ
こ
れ
ま
で
実
現
さ

れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
確
固
た
る
考
え
や
信
念
を
申
し
上
げ
ら
れ
る
立
場
に
は
な
い
。
代
わ
っ

て
、
本
書
中
で
、
何
人
か
が
言
及
を
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
対
話
が
実

現
し
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
双
方
の
、
考
古
学
と
い
う
学
問
体
系
の
中

で
の
位
置
付
け
が
、
日
本
国
内
で
適
切
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る

考
古
学
の
あ
り
よ
う
の
何
か
し
ら
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
し
ら
が
何
で
あ
る
の
か

は
、
本
書
の
中
で
も
た
び
た
び
触
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
こ
う
。

　

本
書
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
い
わ
ば
学
史
的
な
位
置
付
け
を
中
心
に
扱
っ
て
き
た
。

一
方
で
、
両
者
は
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
派
生
形
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
派
生
形
を
少
し
取
り
上
げ
て
お
こ

う
。
ま
ず
は
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
、
進
化
考
古
学
（
ダ
ー
ウ
ィ

ン
考
古
学
）
で
あ
る
（e.g., Shennan 2012

）。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
の
後
継
と
は
い
え
、
進
化
考
古
学
に
は
、
本
書
で
多
く
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ル
イ
ス
・
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
よ
り
も
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ク
ラ
ー
ク
か
ら
の
思
想
的
影
響
が
色
濃
い
（e.g., 

Lycett and Shennan 2018

）。

　

進
化
考
古
学
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
理
論
を
文
化
現
象
へ
よ
り
「
直
接
的
に
」
当
て
は
め
る
。
文
化
の
情
報
シ
ス
テ

ム
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
、
文
化
の
変
化
を
、「
変
化
を
伴
う
由
来
」
と
い
う
継
承
プ
ロ
セ
ス
の
帰
結
と
し
て
考
え
る
。
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こ
う
し
た
文
化
の
捉
え
方
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
、
人
類
学
者
や
遺
伝
学
者
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
、「
文
化
進
化
」

と
よ
ば
れ
て
い
る
（Cavalli-Sforza and Feldm

an 1981; Boyd and Richerson 1985

）。
本
書
で
阿
子
島
や
大
西
が
紹
介
し
た

文
化
進
化
論
と
は
、
系
譜
的
に
も
、
内
容
的
に
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
本
書
の
執
筆
者
の
ひ
と
り
で

も
あ
る
井
原
は
、
こ
れ
を
、「
現
代
的
な
文
化
進
化
研
究
」
と
よ
ん
で
い
る
（
井
原2017

）。
つ
ま
り
、
進
化
考
古
学
は
、

「
現
代
的
な
文
化
進
化
研
究
」
を
概
念
整
理
の
核
に
据
え
る
。「
現
代
的
な
文
化
進
化
研
究
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
伝
達

過
程
の
数
理
モ
デ
ル
を
構
築
し
、
文
化
伝
達
プ
ロ
セ
ス
の
違
い
が
文
化
の
変
化
パ
タ
ー
ン
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
し
て
き

た
。
進
化
考
古
学
は
、
数
理
モ
デ
ル
に
用
い
る
こ
と
で
、
デ
ー
タ
か
ら
の
パ
タ
ー
ン
の
要
約
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
セ
ス
の

推
定
ま
で
一
貫
し
た
枠
組
の
中
で
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
数
理
モ
デ
ル
で
仮
定
を
明
示
す
る
と

と
も
に
、
複
数
の
対
立
す
る
仮
説
の
妥
当
性
を
量
的
に
比
較
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
（
井
原 2017; 

田
村 2017

）。

　

ま
た
、
技
術
的
発
展
に
よ
る
数
理
的
手
法
の
導
入
例
と
し
て
、
三
次
元
計
測
と
幾
何
学
的
形
態
測
定
学
に
つ
い
て
も
触

れ
て
お
こ
う
。
近
年
、
三
次
元
計
測
が
普
及
す
る
一
方
で
、
デ
ー
タ
の
解
析
方
法
が
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で

注
目
さ
れ
て
い
る
手
法
が
幾
何
学
的
形
態
測
定
学
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
生
物
の
形
態
を
分
析
す
る
手
法
だ
が
、
考
古
学

デ
ー
タ
へ
の
応
用
が
増
え
つ
つ
あ
る
（
田
村
ほ
か 2017; 

田
村
・
松
木 2017

）。
こ
の
手
法
に
よ
り
、
個
々
の
遺
物
の
形
態
の

類
似
度
を
量
的
に
比
較
で
き
る
。
幾
何
学
的
形
態
測
定
学
そ
の
も
の
は
、
パ
タ
ー
ン
認
識
の
手
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ

タ
ー
ン
認
識
と
し
て
の
幾
何
学
的
形
態
測
定
学
そ
れ
自
体
は
、
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
・
セ
オ
リ
ー
の
代
替
に
は
な
り
え
な
い
。

観
察
し
て
い
る
パ
タ
ー
ン
を
生
み
出
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
特
定
は
、
今
後
、
今
以
上
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

数
理
モ
デ
ル
や
定
量
的
な
デ
ー
タ
解
析
が
、
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
親
和
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
は
正

し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
、
こ
の
よ
う
な
手
法
と
（
原
理
的
に
）
相
容
れ
な
い
か
と
い
え
ば
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そ
う
と
も
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
溝
口
は
、
社
会
学
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
を
援
用
し
、
古
墳
時
代
の
集
団
間
の
関
係

性
を
定
量
的
に
分
析
し
て
い
る
（M

izoguchi 2009

）。
対
談
中
で
、
溝
口
と
阿
子
島
の
両
者
に
共
通
し
て
い
た
ス
タ
ン
ス

の
一
つ
は
、
パ
タ
ー
ン
の
認
識
と
プ
ロ
セ
ス
の
推
定
（
あ
る
い
は
解
釈
）
の
分
離
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
定
量
的
解
析
と
ポ

ス
ト
プ
ロ
セ
ス
的
な
発
想
・
研
究
の
ゴ
ー
ル
は
、
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
パ
タ
ー
ン
認
識
の
方
法
が
多

様
で
あ
れ
ば
、
多
様
な
情
報
を
デ
ー
タ
か
ら
汲
み
出
し
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
分
析
が
可
能
に
な
る
。
上
述
し
た
三
次

元
計
測
も
、
資
料
が
持
つ
情
報
を
で
き
る
か
ぎ
り
残
し
て
デ
ー
タ
化
す
る
試
み
の
一
環
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
多
く
の
人
間
が
、
上
質
な
デ
ー
タ
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
多
様
な
視
点
か
ら
多
様
な
解
釈
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が

る
は
ず
で
あ
る
。
結
局
、
一
口
に
数
理
的
・
定
量
的
解
析
と
い
っ
て
も
、
そ
の
役
割
は
、
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
（e.g., M

ithen 1994

）。
数
理
的
・
定
量
的
解
析
に
つ
い
て
有
益
な
議
論
を
行
う
に
は
、
こ

う
し
た
多
様
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
拓
い
た
物
質
文
化
研
究
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
地
平
が
深
化
さ
れ
て
い
る
。
物
質
文
化
の

象
徴
的
側
面
へ
の
着
目
は
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
提
起
し
た
視
座
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
で
、
マ
テ
リ
ア

リ
テ
ィ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。
物
質
の
存
在
の
仕
方
は
社
会
や
文
化
ご
と
に
異
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
物
質
は
社
会

的
な
存
在
で
あ
る
。
固
有
の
意
味
に
満
ち
た
物
質
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
社
会
が
解
釈
さ
れ
、
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
マ

テ
リ
ア
リ
テ
ィ
論
の
視
点
に
立
て
ば
、
人
間
と
物
質
と
の
か
か
わ
り
方
の
中
で
物
質
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
な
し
に
、

物
質
文
化
を
通
し
て
過
去
の
社
会
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
遺
物
の
型
式
や
交
易
圏
自
体
に
普
遍
的
な
意
味

は
な
い
。
も
し
ま
っ
た
く
同
じ
素
材
・
形
状
の
遺
物
、
そ
し
て
同
様
の
交
易
圏
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
コ
ン
テ
キ

ス
ト
が
異
な
れ
ば
意
味
内
容
は
変
わ
る
。
過
去
の
人
々
が
物
質
文
化
と
か
か
わ
る
中
、
そ
し
て
物
質
を
介
し
て
他
者
と
か
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か
わ
る
中
で
、
型
式
や
交
易
圏
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
意
味
を
見
出
し
た
の
か
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
適
切
な
理
解
は

で
き
な
い
。
過
去
の
人
々
が
物
質
と
い
か
に
か
か
わ
り
合
っ
た
の
か
、
物
質
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
、
同
時

に
、
人
間
関
係
を
規
定
あ
る
い
は
醸
成
す
る
も
の
と
し
て
の
物
質
の
機
能
も
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
こ

う
し
た
見
方
を
拡
大
し
、
も
っ
ぱ
ら
人
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
行
為
主
体
性
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
）
を
物
質
に
も
想

定
し
て
い
く
試
み
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（O
lsen 2010

）。

　

こ
う
し
た
視
点
は
、
過
去
社
会
に
お
け
る
人
々
の
認
知
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
、
個
人
と
そ
の
日
々
の
実

践
へ
の
着
目
を
促
し
た
。
そ
こ
で
の
個
人
は
、
意
思
と
想
像
力
を
持
ち
、
社
会
や
文
化
、
環
境
を
変
化
さ
せ
る
行
為
の
主

体
と
し
て
現
れ
る
。
社
会
は
、
先
天
的
な
構
造
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
個
々
人
が
他
者
と
の
関
係
を
、
さ
ま
ざ
ま
な

物
質
を
交
え
た
実
践
を
経
て
経
験
し
、
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
構
成
す
る
人
や
物
質
と
の
関
連
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
で

築
か
れ
る
。

　

物
質
、
人
、
社
会
へ
の
こ
う
し
た
見
方
は
、
過
去
社
会
に
対
す
る
動
的
で
、
柔
軟
な
研
究
視
点
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ

は
、
社
会
構
造
か
ら
個
人
レ
ベ
ル
の
活
動
へ
と
い
う
、
マ
ク
ロ
か
ら
ミ
ク
ロ
へ
と
い
う
照
準
の
変
化
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で

あ
っ
た
。
実
際
は
、
社
会
を
再
生
産
し
、
変
化
さ
せ
る
主
体
的
で
創
造
的
な
存
在
と
し
て
の
個
人
を
過
去
社
会
に
も
見
出

し
、
ひ
い
て
は
、
社
会
や
文
化
の
流
動
性
を
前
提
と
し
て
、
過
去
の
事
象
を
捉
え
る
視
座
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

　

こ
の
視
座
に
則
れ
ば
、
普
遍
性
や
共
通
項
よ
り
も
、
地
域
ご
と
の
文
脈
や
、
相
違
へ
の
着
目
が
重
要
と
な
る
。
か
つ
、

社
会
の
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に
据
え
た
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
社
会
変
化
観
を
脱
却
し
、
名
も
な
き
個
々
人
の
、
日
常
生
活
こ

そ
が
、
社
会
構
造
の
構
築
と
変
革
を
左
右
す
る
。
従
来
の
考
古
学
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
視
点
を
転
換
し
、
こ
れ
ま
で
看

過
さ
れ
て
き
た
側
面
へ
の
視
点
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
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考
古
学
デ
ー
タ
か
ら
、
こ
う
し
た
個
々
人
の
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
活
動
や
認
知
レ
ベ
ル
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
方
法

論
的
限
界
は
、
い
ま
だ
に
払
拭
し
き
れ
て
は
い
な
い
。
と
は
い
え
、
今
で
は
、
民
族
学
や
人
類
学
、
社
会
学
の
知
見
や
デ

ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
た
分
析
手
法
は
す
で
に
定
石
と
な
っ
て
い
る
（
有
松 2015

）。
認
知
心
理
や
脳
科
学
分
野
の
知
見
と
の

統
合
も
早
晩
普
及
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（e.g., Renfrew

, Frith and M
alafouris 2009

）。
考
古
学
が
過
去
の
人
間

活
動
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
復
元
し
説
明
す
る
学
問
分
野
で
あ
る
以
上
、
人
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
知
見
を
統
合
し
て

い
く
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
様
な
知
見
と
の
統
合
を
し
う
る
よ
う
、
考
古
学
自
身
が
他
分
野
と
歩
調
を
合
わ

せ
て
変
容
し
て
い
く
こ
と
も
、
ま
た
必
然
で
あ
る
。
今
後
は
、
考
古
資
料
の
測
定
、
分
類
、
分
布
範
囲
の
抽
出
な
ど
に
お

い
て
、
諸
分
野
の
知
見
と
統
合
し
う
る
よ
う
な
か
た
ち
で
の
デ
ー
タ
化
、
そ
し
て
よ
り
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
精
緻
な
分

析
が
前
提
と
な
る
。
多
様
な
デ
ー
タ
を
複
合
し
た
重
層
的
・
多
角
的
な
解
析
が
必
要
と
な
る
中
で
、
上
述
し
た
数
理
的
手

法
は
、
こ
う
し
た
文
脈
で
も
、
い
っ
そ
う
の
必
要
性
を
も
っ
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

他
分
野
の
変
化
に
伴
っ
て
、
考
古
学
も
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
と
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学

は
そ
の
こ
と
を
鮮
や
か
に
体
現
し
、
考
古
学
を
大
局
的
に
押
し
上
げ
た
。
そ
の
功
績
の
う
え
で
考
古
学
に
携
わ
る
研
究
者

の
責
務
は
、
た
だ
単
に
双
方
の
思
考
を
受
け
継
ぎ
実
践
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
革
新
を
探
求
し
、
実
現
さ
せ
、

考
古
学
を
変
化
さ
せ
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
現
に
、
上
記
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

世
界
の
見
方
は
多
様
に
な
り
、
考
古
学
の
範
疇
は
拡
大
し
続
け
、
方
法
は
日
々
刷
新
さ
れ
て
い
る
。
自
身
の
取
り
組
み
を

研
究
と
称
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
の
自
分
の
思
考
と
方
法
の
位
置
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
刷
新
の
速
度
に
足
並
み
を
揃
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
何
よ
り
、
知
の
蓄
積
に
貢
献
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
読
者
の
多
数
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
、
日
本
で
考
古
学
や
そ
の
関
連
分
野
に
携
わ
る
専
門
家
に
と
っ
て
、
本
書
が
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そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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