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に

0計
量
分析
を
め
ぐ
る
研
究
の
現
状

②考
古
資
料
の
形
成
過
程

③消
費
財
廃
棄
の
過
程

④集
落
に
お
け
る
搬
入
と
廃
棄
の
モ
デ
ル

⑤草
戸
千
軒
に
お
け
る
消
費
活
動
の
特
質

おわ
り
に

［論
文
要旨
］

　中
世
の
消
費
遺
跡
を
め
ぐ
る
考
古
学
的
研
究
で
は
、
近
年
、
資
料
の
計
量
分
析
が
さ
か
ん
に
行
わ
　
　
　
　
形
成
過
程
分
析
の
具
体
的
事
例
と
し
て
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
（
広
島
県
福
山
市
）
か
ら
出
土
し
た

れ
、
数
多
く
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
分
析
結
果
を
解
釈
し
、
過
去
　
　
　
輸
入
陶
磁
器
・
滑
石
製
石
鍋
・
木
製
食
膳
具
の
分
析
を
試
み
た
。
分
析
に
際
し
て
は
、
集
落
に
搬
入

の人
間
活
動
を
復
元
す
る
た
め
の
方
法
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
た
消
費
財
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
廃
棄
、
あ
る
い
は
相
続
さ
れ
る
か
を
示
す
「
搬
入
と
廃

　筆
者
は
、
考
古
資
料
か
ら
人
間
の
消
費
活
動
を
復
元
す
る
た
め
に
は
、
資
料
の
形
成
過
程
に
つ
い
　
　
　
　
棄
の
モ
デ
ル
」
を
設
定
し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
資
料
形
成
過
程
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り

て

の
分析
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
て
お
り
、
本
稿
で
は
ま
ず
≦
合
器
一
゜
り
合
臣
雲
に
よ
る
　
　
　
　
出
土
資
料
の
計
量
分
析
結
果
に
認
め
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
事
象
が
、
過
去
の
人
間
集
団
の
消
費
活
動

資
料
形
成
過
程
の
概
念
を
紹
介
し
た
。
°
り
合
臣
2
は
、
考
古
資
料
に
示
さ
れ
る
過
去
の
人
間
活
動
の
　
　
　
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
が
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
検
討
の
結
果
、
耐
久
消
費
財
は

痕
跡
は
当
時
か
ら
変
化
せ
ず
現
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
・
非
文
　
　
　
　
そ
れ
が
生
産
さ
れ
、
流
通
し
た
時
期
に
多
く
は
廃
棄
さ
れ
な
い
こ
と
、
生
活
環
境
の
変
化
を
契
機
に

化的
変
換
作
用
を
経
た
も
の
だ
と
説
く
。
さ
ら
に
、
変
換
作
用
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
況
は
「
機
能
　
　
　
　
多
く
の
耐
久
消
費
財
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
、
具
体
的
な
出
土
状
況
に
即
し
て
説
明
で
き
る
よ

的
文
脈
（
現
実
の
社
会
に
お
け
る
関
係
）
」
と
「
考
古
学
的
文
脈
（
遺
跡
・
遺
構
に
お
け
る
関
係
）
」
　
　
　
　
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
草
戸
千
軒
の
集
落
に
お
け
る
消
費
財
廃
棄
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
限
定
さ
れ
た

と
に
区
分
で
き
る
こ
と
な
ど
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
日
本
中
世
に
お
け
る
消
費
活
動
　
　
　
　
空
間
内
で
密
度
の
高
い
消
費
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
集
落
の
「
都
市
的
」

を
考
古
学
的
に
分
析
す
る
上
で
も
参
考
に
な
る
点
が
多
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
特
質
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
。
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は
じ
め
に

　
考
古
資
料
と
は
人
類
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
物
質
的
な
痕
跡
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

人
間
の
行
動
と
自
然
環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

例

え
ば
、
陶
器
の
生
産
に
は
原
料
の
粘
土
を
自
然
界
か
ら
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
痕
跡
は
粘
土
の
採
集
地
に
残
さ
れ
る
。
採
取
し
た
粘
土
を
加
工
し
、
製
品
と
し

て
仕
上
げ

る
た
め
に
は
加
熱
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
施
設
の
痕
跡
が
窯
跡
と
な
る
。

製
品
が
消
費
さ
れ
た
の
ち
に
廃
棄
さ
れ
る
と
、
そ
の
結
果
は
消
費
遺
跡
の
出
土
資
料

と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
諸
活
動
は
自
然
環

境

に
多
様
な
痕
跡
を
残
す
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
過
去
の
す
べ
て
の
痕
跡
が
当
時

の

ま
ま
の
形
で
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
に
よ
り
、

変
化
し
、
薄
れ
、
消
滅
す
る
痕
跡
も
多
い
。
ま
た
、
自
然
環
境
へ
の
働
き
か
け
の
弱

い
活
動
、
例
え
ば
「
考
え
る
」
と
い
っ
た
精
神
的
活
動
な
ど
は
物
質
的
痕
跡
を
残
さ

な
い
。
そ
こ
で
、
考
古
資
料
か
ら
過
去
の
人
間
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

断
片
的
な
痕
跡
を
分
析
し
、
欠
損
部
分
を
補
い
な
が
ら
全
体
像
を
復
元
し
て
い
く
作

業
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
消
費
」
と
い
う
活
動
も
、
人
間
行
動
の
一
部
分
を
構
成
し

て

い

る
。
消
費
活
動
の
場
合
に
も
、
製
品
の
使
用
や
廃
棄
の
よ
う
に
物
質
的
な
痕
跡

を
残
し
や
す
い
活
動
と
、
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
の
よ
う
に
物
質
的
痕
跡
を
残

し
に
く
い
活
動
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
場
合
で
も
何
ら
か
の
製
品
や
生
産
物

が
介
在
す
る
こ
と
が
あ
り
、
直
接
的
で
は
な
い
に
せ
よ
物
質
的
な
痕
跡
を
と
ど
め
る

場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
渡
し
船
を
例
に
と
れ
ば
、
船
に
人
や
荷
を
載
せ
て
往

復
す
る
活
動
そ
の
も
の
は
物
質
的
な
痕
跡
を
残
さ
な
い
が
、
船
着
き
場
の
施
設
や
船

の
部
材

な
ど
が
検
出
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
渡
し
船
が
存
在
し
、
渡
し
船
を
利
用
す
る

と
い
う
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
す
る
根
拠
に
な
る
。
ま
た
、

広
島
県
福
山
市
の
草
戸
千
軒
町
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
分
析
に
よ
っ
て
、
こ
の

集
落
に
金
融
業
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
銭
を
貸

し
借
り
す
る
活
動
そ
の
も
の
が
物
質
的
な
痕
跡
を
残
し
た
の
で
は
な
く
、
金
融
活
動

の
一
端
を
記
し
た
木
簡
と
い
う
間
接
的
な
痕
跡
を
も
と
に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
考
古
資
料
は
過
去
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
活
動
を
復
元
す
る

た
め
の
重
要
な
情
報
源
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
文
献
資
料
が
比
較
的
多
く

残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
日
本
中
世
史
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。

一
九
七
〇

年
代
以
降
、
消
費
遺
跡
の
調
査
例
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
が
背
景
と
な

っ

て
、
考
古
資
料
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
が
中
世
史
研
究
の
中
に
占
め
る
比
重
は

次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
。
文
献
資
料
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
活
動
の
、
「
物
的
証
拠
」

と
し
て
の
役
割
を
考
古
資
料
が
果
た
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
文
献

資
料
と
は
異
な
る
考
古
資
料
の
特
質
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
資
料
論

の
立
場
か

ら
中
世
史
学
・
考
古
学
・
民
俗
学
・
地
理
学
・
建
築
史
学
な
ど
が
扱
う
資

料
の

特
質
や
方
法
論
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
、
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財

研
究
所
で
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

「考
古
学
と
中
世
史
研
究
」
の
報
告
〔
石
井
編
一
九
九
一
、
網
野
・
石
井
編
一
九
九
二
、

石

井
・
萩
原
編
一
九
九
三
、
網
野
・
石
井
・
谷
口
編
一
九
九
五
、
網
野
・
石
井
編
一
九

九

六
、
網
野
・
石
井
・
鈴
木
編
一
九
九
七
〕
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
文
書
史
料
は
き
わ
め
て
雄
弁
だ
が
、
同
時
に
よ
く
ウ
ソ
を
つ
く
、
こ
れ
に
対
し

て

考
古
資
料
は
き
わ
め
て
寡
黙
だ
が
、
ま
さ
に
真
実
を
体
現
し
て
い
る
」
と
表
現
さ

れ

る
こ
と
が
あ
る
〔
石
井
一
九
九
九
〕
。
こ
の
言
葉
は
、
文
献
資
料
・
考
古
資
料
を

扱
う
双
方
の
研
究
者
が
共
同
作
業
を
進
め
る
中
で
実
感
さ
れ
て
き
た
も
の
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
認
識
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
考
古
資
料
を
扱
う
側
か
ら
今
一
度

取
り
組
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
本
当
に
考
古
資
料
が
真
実
を
体
現
し
て
い
る

の
か

ど
う
か
を
検
証
す
る
と
同
時
に
、
真
実
を
語
ら
せ
る
た
め
の
方
法
論
を
確
立
す

る
作
業
で
あ
る
。
の
ち
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
考
古
資
料
の
「
物
的
証
拠
」
と
し
て

の
特
質
を
当
然
の
前
提
と
し
て
盲
信
す
る
あ
ま
り
、
資
料
の
分
析
・
解
釈
の
た
め
の

方
法
論
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
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小
野
正
敏

は
、
「
彼
ら
を
寡
黙
に
さ
せ
て
い
る
の
は
、
聞
き
手
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が

話
を
引
き
出
す
の
が
下
手
な
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
の
話
に
謙
虚
に

耳
を
傾
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
話
を
曲
げ
て
聴
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
」

と
問
題
を
喚
起
し
て
い
る
〔
小
野
一
九
九
五
〕
。
そ
う
し
た
問
題
を
多
く
の
研
究
者

が
感
じ
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
中
世
の
考
古
資
料
に
即
し
て
資
料
解
釈
の
方
法
論
に

取
り
組
ん
だ
例
は
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
作

業

を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
上
記
の
よ
う
な
文
献
資
料
・
考
古
資

料

そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
生
か
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
学
際
的
な
研
究
も
期
待
さ
れ

る
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
以
上
の

よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
中
世
集
落
の
出
土
資
料
に
残
さ
れ

た
痕
跡
を
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
消
費
活
動
を
復
元
す
る
方
法
を
「
資
料
の
形
成
過

程
」
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
。
ま
た
、
集
落
に
お
け
る
消
費
活
動
を
復
元
す
る

中
か
ら
、
そ
の
質
や
量
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
れ
て
く
る
か
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
都
市
に
お
け
る
消
費
活
動
の
特
質
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

0
計
量
分
析
を
め
ぐ
る
研
究
の
現
状

計
量
分
析
の
成
果

　

日
本
の
中
世
考
古
学
は
、
『
日
本
の
考
古
学
』
〔
三
上
・
楢
崎
編
一
九
六
七
〕
に
よ

っ

て

社
会
経
済
史
研
究
と
し
て
の
有
効
性
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
以
後
の
研
究
の
方
向

を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
、
社
会
の
発
展
過
程
が
各
時
代
の
生
産
力
と
そ

れ

に
照
応
す
る
生
産
関
係
の
相
互
関
係
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、

生
産
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
〔
楢
崎
一
九
六
七
〕
。
そ
の
一
方
で
、

流

通
・
消
費
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
論
考
が
占
め
る
比
重
は
、
生
産
の
そ
れ
に

対
し
て
必
ず
し
も
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
中
世
の
流
通
・
消

費
を
考
古
資
料
に
よ
っ
て
論
じ
る
だ
け
の
資
料
が
出
揃
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
そ

の
背
景
に
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
各
地
で
消
費
遺
跡
の
調
査

例
が
急
増
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
流
通
・
消
費
を
め
ぐ
る
社
会

経
済
史
的
研
究
が
大
き
く
進
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
進
め
ら
れ
て
き
た
中
世
の
消
費
を
め
ぐ
る
研
究
に
見
ら
れ

る
一
つ
の
傾
向
と
し
て
、
出
土
資
料
の
計
量
分
析
を
通
し
て
消
費
の
質
や
量
が
検
討

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
日
本
の
考
古
学
』
の
段
階
で
は
、

田
中
琢
に
よ
る
土
師
器
の
器
種
分
化
や
瓦
器
椀
の
寸
法
規
格
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な

分
析
〔
田
中
一
九
六
七
〕
が
あ
る
も
の
の
、
計
量
・
統
計
的
手
法
を
用
い
た
研
究
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
中
世
遺
跡
に
関
す
る
研
究
、
あ
る
い
は

発
掘
調
査
報
告
書
に
お
け
る
考
察
に
は
計
量
分
析
が
さ
か
ん
に
導
入
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
傾
向
は
生
産
遺
跡
の
研
究
に
も
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
を
確
立
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
八
三
年
に
開
催
さ

れ

た
「
第
4
回
貿
易
陶
磁
研
究
集
会
　
日
本
各
地
の
遺
跡
に
お
け
る
陶
磁
器
の
組
成

と
機
能
分
担
」
で
あ
っ
た
〔
日
本
貿
易
陶
磁
研
究
会
編
一
九
八
四
〕
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
以
前

に
も
消
費
遺
跡
に
お
け
る
計
量
分
析
は
個
別
に
は
発
表
さ
れ
て
い
た
。
例
え

ば
、
宇
野
隆
夫
に
よ
る
中
世
京
都
の
土
器
様
式
に
関
す
る
研
究
〔
宇
野
一
九
八
一
〕

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
三
年
の
こ
の
研
究
集
会
で
東
西
日
本
の
代
表
的
な

遺
跡
の
デ
ー
タ
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
の
遺
跡
に
お
け
る
資
料
分
析

の

み

な
ら
ず
、
遺
跡
相
互
の
比
較
に
お
い
て
も
計
量
分
析
が
有
効
な
手
法
と
な
る
こ

と
が
提
示
さ
れ
た
意
義
は
大
き
く
〔
小
野
一
九
八
四
〕
、
そ
の
後
の
研
究
に
も
影
響

を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中
世
遺
跡
の
調
査
事
例
が
増
大
す
る
中
に
あ
っ

て
、
大
量
の
出
土
資
料
、
特
に
土
器
・
陶
磁
器
を
中
心
と
す
る
資
料
を
効
率
的
に
整

理
・
分
析
し
、
そ
の
特
質
を
簡
潔
に
表
現
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
も
、
多
く
の
研

究
者
に
よ
っ
て
計
量
分
析
が
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
も
と
に
、
土
器
・
陶
磁
器
を
中
心
と
す
る
消
費
物
資

の
地
域
性
や

階
層
性
な
ど
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
計
量
デ
ー
タ
に
基
づ

く
近
年
の
研
究
成
果
の
一
例
と
し
て
は
、
宇
野
隆
夫
に
よ
る
中
世
食
器
の
研
究
を
挙

271



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第92集2002年2月

げ
る
こ
と
が
で
き
る
〔
宇
野
一
九
九
七
〕
。
こ
こ
で
は
、
各
地
の
遺
跡
の
計
量
分
析

結
果
を
も
と
に
、
中
世
的
食
器
様
式
の
示
す
意
味
や
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
日
本
中

世
の
社
会
構
造
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
さ
か
ん
に
な
っ
た

計
量
分
析

が
、
資
料
の
内
容
や
特
質
を
表
現
す
る
段
階
か
ら
、
社
会
の
特
質
を
表
現

す
る
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

計
量
の
方
法

　
計
量
分
析
が
活
性
化
し
て
く
る
中
で
当
然
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
ど

の

よ
う
な
方
法
で
計
量
す
る
か
、
つ
ま
り
そ
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
し

か

し
、
中
世
の
考
古
資
料
で
さ
か
ん
に
計
量
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
こ
こ
で
は

再
び
宇
野
隆
夫
の
研
究
を
紹
介
す
る
〔
宇
野
一
九
九
二
〕
。
宇
野
は
食
器
計
量
の
方

法
と
し
て
、
「
個
体
識
別
法
」
「
口
縁
部
計
測
法
」
「
特
定
部
分
計
算
法
」
「
破
片
数
計

算
法
」
「
重
量
計
測
法
」
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
点
・
欠
点
を
ま
と
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
中
で
も
個
体
数
が
得
ら
れ
る
点
に
お
い
て
個
体
識
別
法
が
す
ぐ
れ
て

い

る
が
、
資
料
に
制
約
が
あ
る
場
合
に
は
口
縁
部
計
測
法
や
破
片
数
計
算
法
を
併
用

し
、
個
体
数
に
換
算
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
こ
こ
で
個
体
数
を
求
め
る
こ
と

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
の
ち
に
中
世
食
器
様
式
の
示
す
意
味
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
〔
宇
野
一
九
九
七
〕
、
土
器
・
陶
磁
器
だ
け
で
は
な

く
、
ほ
か
の
材
質
を
含
め
た
食
器
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
使
用
し
て
い
た
か

が
社
会
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
だ
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
事
例
で
は
個
体
数
を
求
め
る
方
法
よ
り
も
、
破
片
数
を

計
量
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
る
場
合
の
方
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
多

く
の
研
究
者
の
当
面
の
課
題
に
個
体
数
が
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

一
つ
の

理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
馬
淵
和
雄
も
指
摘
す
る
よ
う
に
〔
馬
淵
一
九
九
七
〕
、

複
数
資
料
群
を
比
較
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
一
の
方
法
で
計
量
さ
れ
て
い

れ
ば
十
分
に
有
効
な
指
標
と
な
り
、
計
量
方
法
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
も
当
面
の
課

題

に
取
り
組
む
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
破
片
数
の
計
量
は
そ
れ
ほ
ど
の

手
間
を
必
要
と
し
な
い
簡
便
な
方
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
個
体
数
を
求
め
る
に
は

ほ

か

の
計
量
方
法
か
ら
換
算
す
る
必
要
が
あ
り
、
換
算
方
法
と
い
う
パ
ラ
メ
ー
タ
の

介
在
が
、
か
え
っ
て
相
互
の
比
較
を
困
難
に
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
計
量
分
析
の
方
法
は
個
々
の
研
究
者
の
関
心
や
目
的
に
よ
っ
て

適
宜
選
択
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
研
究
の
目
的
が
変
わ
れ
ば
分
析
の
方
法

も
変
わ
る
の
は
当
然
で
、
そ
う
し
た
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
計
量
分
析

の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
試
行
し
て
い
く

こ
と
が
、
今
後
の
計
量
分
析
の
研
究
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
の
立
場
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
次
第
に
増
大

し
て
く
る
考
古
資
料
の
効
率
的
な
活
用
を
図
る
た
め
に
は
、
統
一
的
な
方
法
に
よ
っ

て

計
量

結
果
を
記
録
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
宇
野
の
指
摘
で
あ
る
〔
宇
野
一

九

九

二
〕
。
宇
野
は
同
時
に
、
蓄
積
さ
れ
た
大
量
の
デ
ー
タ
の
操
作
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
発
達
に
よ
っ
て
容
易
に
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ

ト
と
い
う
情
報
基
盤
が
利
用
可
能
に
な
っ
た
今
日
、
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
と
し

て

私

た
ち
に
迫
っ
て
く
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
デ
ー
タ
記
述
方
法
の
標
準

化
が
検
討

さ
れ
て
い
る
中
で
、
増
大
す
る
考
古
資
料
を
ど
の
よ
う
に
記
録
・
記
述
す

れ
ば

今
後
の
共
有
・
再
利
用
が
図
れ
る
の
か
、
計
量
分
析
の
方
法
と
と
も
に
、
資
料

を
共
有
・
活
用
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

②
考
古
資
料
の
形
成
過
程

形
成
過
程
の
重
要
性

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
計
量
分
析
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
複
数
の

資
料
群
の
計
量
結
果
を
比
較
・
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
時
期
差
・
地
域
差
・
階
級
差
な

ど
、
分
析
者
の
関
心
に
基
づ
く
差
異
を
見
い
だ
す
こ
と
が
主
た
る
目
的
と
な
っ
て
い
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る
。
こ
う
し
た
研
究
の
在
り
方
は
こ
れ
ま
で
に
も
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
き
て
い
る

し
、
今
後
と
も
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
考
古
資
料

か

ら
人
間
の
消
費
活
動
を
い
か
に
復
元
す
る
か
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
き
、
現
状
の

分
析
方
法
を
進
め
て
い
く
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
重
要
な
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。

　

こ
こ
で
、
現
在
の
私
た
ち
の
消
費
生
活
に
一
例
を
借
り
て
そ
の
点
を
考
え
て
み
る

こ
と
に
す
る
。
現
在
、
環
境
問
題
が
地
球
規
模
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
中

で
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
で
ご
み
の
分
別
収
集
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
私
の
住

む
地
区
で
は
、
毎
週
月
・
木
曜
日
が
可
燃
ご
み
、
毎
月
第
二
・
四
水
曜
日
が
資
源
ご

み

（
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
ご
み
）
、
毎
月
第
一
・
三
・
五
水
曜
日
が
埋
め
立
て
ご
み

（
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な
い
ご
み
）
の
収
集
日
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
ア
パ
ー
ト
の
前

に
あ
る
ご
み
の
集
積
場
所
に
は
、
可
燃
ゴ
ミ
の
収
集
日
に
は
生
ご
み
や
紙
を
主
体
と

す
る
ご
み
が
集
ま
り
、
資
源
ご
み
の
収
集
日
に
は
ガ
ラ
ス
瓶
や
空
き
缶
と
い
っ
た
リ

サ

イ
ク
ル
可
能
な
ご
み
が
集
ま
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
パ
ー
ト
の
前
の
道
路
を

挟
ん
だ

反
対
側
は
収
集
日
の
割
り
当
て
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
同
じ
日
で
も
道
の

両
側
に
は
組
成
の
異
な
る
ご
み
が
集
積
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
あ
る
日
の
ご
み

集
積
場
所
が
埋
没
し
て
遺
跡
に
な
り
、
後
世
の
研
究
者
が
両
地
点
の
ご
み
の
組
成
を

計
量
分
析

し
た
と
す
る
と
、
彼
ら
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
だ
ろ
う
か
。
片

方
の
地
点
で
は
ガ
ラ
ス
や
金
属
（
空
き
缶
）
の
比
率
が
非
常
に
高
い
が
、
も
う
一
方

で

は
有
機
物
の
占
め
る
比
率
が
高
い
と
い
う
計
量
結
果
が
得
ら
れ
る
。
同
じ
生
活
面

に
位
置
す
る
遺
構
な
の
で
、
時
期
差
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
地
域

差
で

も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
道
に
隔
て
ら
れ
た
両
地
区
の
機
能
が
異
な
っ
て
い

た
、
あ
る
い
は
住
人
の
階
層
が
異
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
遺
物
組
成
の
差
に
表
れ
た

と
判
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
両
遺
構
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
た
な
ど
と

判
断
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
推
論
は
誤
っ
て
い
る
。
道
路
を
挟
む
両
地
区
の
機
能
や
住

人

の
階

層
は
異
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
遺
物
組
成
の
差
異
の
原
因

に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
両
遺
構
と
も
ご
み
の
集
積
場
所
と
し
て
は
同
じ

機
能
を
も
っ
て
お
り
、
基
本
的
な
遺
構
の
性
格
に
差
は
な
い
。
で
は
、
推
論
を
誤
っ

た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
資
料
の
計
量
方
法
で
な

い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
個
体
数
で
計
量
し
て
も
、
破
片
数
で
も
重
量
で
も
、
ガ

ラ
ス
や
金
属
が
多
数
を
占
め
る
と
い
っ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
変
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
推

論

に
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
誤
り
の
根
本
的
な
原
因
は
、

遺
構
や
遺
物
を
形
成
さ
せ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
配
慮
が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
ご
み
の
分
別
収
集
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
社
会
の
中
に
存
在
し
、
そ
の
シ
ス

テ

ム

に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
み
集
積
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な

か
っ

た
の
で
あ
る
。
分
析
者
の
関
心
に
基
づ
く
指
標
だ
け
か
ら
分
析
結
果
を
評
価
す

る
方
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
誤
り
に
陥
り
や
す
い
。
両
遺
構
の
遺
物
組
成
の
差
異
の

原
因
を
解
明
す
る
た
め
に
ま
ず
重
要
な
こ
と
は
、
対
象
と
し
て
い
る
資
料
が
ど
の
よ

う
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
、
遺
構
・
遺
物
の
形
成
過
程

を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
を
欠
い
た
ま
ま
で
は
、
ど
の
よ
う
な
計
量
方

法
を
採
用
し
た
と
こ
ろ
で
、
組
成
の
差
異
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し

て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
人
間
の
消
費
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

　
計
量
分
析
の
方
法
と
、
そ
の
結
果
を
解
釈
す
る
た
め
の
理
論
と
は
別
の
問
題
で
あ

る
。
全
国
の
中
世
遺
跡
で
次
々
と
計
量
分
析
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ー

タ
の
蓄
積
だ
け
で
中
世
の
消
費
活
動
の
実
態
が
解
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
蓄
積

さ
れ
た
デ
ー
タ
を
解
釈
す
る
た
め
の
一
つ
の
理
論
と
し
て
、
資
料
の
形
成
過
程
に
つ

い
て

の

研
究
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

゜
力
6
巨
陪
『
に
よ
る
形
成
過
程
の
説
明

　
考
古
資
料
の
形
成
過
程
に
関
す
る
概
念
は
、
窓
」
合
①
①
一
ロ
Q
。
6
巨
忠
『
に
よ
っ
て
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
〔
。
り
6
巨
穿
「
冶
。
。
己
。
彼
は
、
考
古
資
料
か
ら
明
ら
か
に

な
る
過
去
と
い
う
の
は
、
当
時
か
ら
変
化
せ
ず
に
私
た
ち
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
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で

は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
換
作
用
を
経
て
現
在
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。

そ
し
て
、
変
換
作
用
を
受
け
て
考
古
資
料
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
、
資
料
の
形
成
過

程

（甘
「
日
①
ま
ロ
買
0
8
。
。
。
。
）
と
呼
ぶ
。
形
成
過
程
は
、
人
間
が
関
与
す
る
文
化
的

作
用
に
よ
る
も
の
（
6
巳
ξ
江
甘
「
日
豊
o
o
買
o
∩
窃
ω
）
と
、
自
然
環
境
か
ら
受
け
る

非
文
化
的
作
用
に
よ
る
も
の
（
ロ
8
0
巨
9
己
甘
「
日
①
↑
8
口
O
『
o
o
窃
゜
・
）
と
に
区
分
さ

れ

る
。
ま
た
変
換
作
用
の
側
か
ら
は
、
文
化
的
活
動
に
起
因
す
る
変
換
作
用
（
ρ

胃
①
房
ざ
『
日
）
と
、
自
然
現
象
に
起
因
す
る
変
換
作
用
（
H
4
1
け
『
O
口
白
り
甘
『
日
）
と
い
う
区

分
も
提
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
過
去
の
社
会
や
人
間
の
行
動
を
明
ら
か
に
す
る
た

め

に
は
、
資
料
が
受
け
て
き
た
変
換
作
用
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
過
程

を
経
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

　
ま
た
。
り
合
ぼ
2
は
、
人
類
の
物
質
文
化
に
関
す
る
資
料
を
「
歴
史
資
料
（
巨
ω
8
民
百

「

8
0
己
）
」
と
「
考
古
資
料
（
曽
各
器
o
合
ひ
。
」
6
巴
苫
6
自
ユ
）
」
と
に
分
類
す
る
。
こ
の

場
合
の
歴

史
資
料
と
い
う
の
は
、
現
実
に
機
能
し
て
い
る
社
会
の
中
に
保
持
さ
れ
て

い

る
資
料
の
こ
と
で
、
私
た
ち
が
毎
日
実
際
に
使
っ
て
い
る
道
具
や
身
の
回
り
の

品
々
、
伝
世
し
て
き
た
古
文
書
や
陶
磁
器
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

生

き
た
社
会
や
人
間
の
行
動
と
機
能
的
・
有
機
的
な
つ
な
が
り
（
。
・
誘
甘
巨
0
8
ロ
ー

甘
彗
‖
機
能
的
文
脈
）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
、
本
来
は
歴

史
資
料
で
あ
っ
た
も
の
が
廃
棄
や
埋
納
と
い
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
実
際
の
社
会
か
ら

切
り
離
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
考
古
資
料
へ
と
移
行
す
る
。
考
古
資
料
は
実
際
に
機
能

し
て
い
る
社
会
と
は
つ
な
が
り
を
も
た
ず
、
遺
跡
や
遺
構
と
の
関
連

（曽
合
器
o
ざ
巴
⇔
巴
o
o
葺
。
×
［
1
1
考
古
学
的
文
脈
）
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
〔
o
力
合
崇
隅
」
箋
N
〕
。

　
°
り
合
」
巷
『
が
論
じ
た
こ
の
よ
う
な
関
係
を
、
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
た
も
の
が
図

1
で
あ
る
。
私
た
ち
の
社
会
が
生
産
・
使
用
・
保
管
し
て
い
る
も
の
が
歴
史
資
料
で
、

そ
れ
ら
は
人
間
行
動
に
基
づ
く
文
化
的
作
用
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
換
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
必
ず
し
も
現
在
の
社
会
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
は
い
な
い
。
例
え

ば
、
分
別
収
集
さ
れ
て
集
積
場
所
に
置
か
れ
た
ご
み
は
、
こ
れ
か
ら
収
集
車
に
載
せ

ら
れ
処
理
場
に
運
ば
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
未
だ
生
き
た
社
会
と
機
能
的
な

つ

な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
組
成
は
分
別
収
集
と
い
う
文
化
的
作
用
に

よ
っ
て
選
別
さ
れ
て
い
る
た
め
、
私
た
ち
が
毎
日
消
費
し
て
い
る
物
資
の
組
成
を
正

し
く
は
反
映
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ご
み
が
ど
こ
か
に
埋
め
ら
れ

た

と
し
よ
う
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
生
き
た
社
会
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
考
古

資
料
に
移
行
す
る
。
考
古
資
料
は
人
間
に
よ
っ
て
再
び
掘
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

限

り
、
も
は
や
文
化
的
作
用
は
受
け
ず
、
非
文
化
的
作
用
に
よ
っ
て
の
み
変
化
す
る
。

例
え
ば
、
有
機
質
の
生
ご
み
が
腐
敗
・
分
解
し
て
形
を
残
さ
な
い
こ
と
な
ど
が
こ
れ

に
相
当
す
る
。
こ
の
非
文
化
的
作
用
に
よ
っ
て
も
、
資
料
は
さ
ら
に
選
別
・
変
換
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
い
っ
た
ん
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
考
古
資
料
が
何
か
の

機
会
に
掘
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
資
料
は
再
び
歴
史
資
料
に
移
行
し
、

生

き
た
社
会
と
の
関
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て

資
料
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
も
、
考
古
資
料
か
ら
歴
史
資
料
へ
の
移
行
の
一
つ
に
含
ま

れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
資
料
と
考
古
資
料
と
は
双
方
向
に
往
復
す
る
こ
と
が
あ

り
う
る
。
私
た
ち
が
遺
跡
に
お
い
て
手
に
入
れ
た
考
古
資
料
と
は
、
以
上
の
よ
う
な

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
・
非
文
化
的
作
用
を
受
け
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
乙
力
合
ぼ
2
は
、
消
費
財
が
考
古
資
料
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
基
本
的
な
モ
デ
ル
も
提

示
し
て
い
る
〔
o
り
6
げ
一
齢
「
　
一
q
⊃
『
N
〕
。
そ
こ
で
は
消
費
財
を
「
耐
久
消
費
財
（
ユ
巨
ρ
巨
o

o
甘
日
。
暮
。
・
）
」
と
「
消
耗
財
（
6
0
〔
F
ψ
り
＝
『
口
①
σ
「
O
①
一
①
日
O
づ
⇔
9
力
）
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
に

分
け
、
そ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
耐
久
消
費
財
は
そ
の
素

材
が
自
然
界
か
ら
「
獲
得
」
さ
れ
、
「
加
工
」
と
い
う
過
程
を
経
て
「
使
用
」
の
ス

テ

ー
ジ
に
至
る
。
耐
久
消
費
財
の
特
徴
は
、
使
用
の
ス
テ
ー
ジ
が
継
続
し
、
「
保
守
」

さ
れ
な
が
ら
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
使
用
さ
れ
た
消
費
財
は

「
廃
棄
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
「
廃
棄
物
」
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
廃
棄

物
こ
そ
が
考
古
資
料
の
実
体
で
あ
る
。
一
方
、
消
耗
財
の
場
合
も
同
様
に
自
然
界
か

ら
素
材
が
「
獲
得
」
さ
れ
、
「
加
工
」
を
経
て
「
消
費
」
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
消
耗
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歴史資料と考古資料の概念図図1

財
は
基
本
的
に
は
一
度
の
消
費
に
よ
っ
て
消
費
財
と
し
て
の
価
値
が
消
却
さ
れ
、

「廃
棄
」
さ
れ
「
廃
棄
物
」
へ
と
至
る
。

　
以
上
概
略
を
ま
と
め
た
よ
う
な
o
り
合
法
雲
の
資
料
の
形
成
過
程
を
め
ぐ
る
説
明
は
、

私

た
ち
が
中
世
遺
跡
の
出
土
資
料
を
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
消
費
活
動
を
復
元

す
る
上
で
も
有
効
な
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
中
世
の
考
古
資
料
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
も
、
考
古
資
料
が
当

時
の
社
会
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
何
人
か
の
研
究

者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
°
り
o
口
ぼ
雲
が
取
り
上
げ
た
よ
う
な
、
い

か

な
る
変
換
作
用
を
受
け
て
資
料
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
ほ

と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
土
井
義
夫
も
指
摘
す
る
と
お
り

〔
十
井
一
九
九
五
〕
、
「
ど
う
し
て
地
下
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う

か

と
か
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
残
さ
れ
て
、
現
在
に
至
っ
て
私
た
ち
の
目
の
前
に

ど
の
よ
う
な
姿
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
資
料
の
残
り
か
た
、

残
さ
れ
か
た
と
い
う
基
本
的
な
問
題
、
つ
ま
り
考
古
学
資
料
の
固
有
の
性
格
と
い
う

の
は

あ
ま
り
厳
密
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
小
野
正
敏
は
、
中
世
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
最
も
普
遍
的
に
得
ら
れ

る
陶
磁
器
の
考
古
資
料
と
し
て
の
性
格
を
、
「
そ
れ
は
実
際
の
生
活
の
中
で
つ
か
わ

れ
て

お
り
ま
し
た
た
く
さ
ん
の
品
々
の
中
か
ら
、
あ
る
条
件
に
お
い
て
そ
れ
が
一
番

残
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
も
の
で
、
「
本
来
の
状
況
と
違
い
、
廃
棄
さ
れ
た
分
が
そ
゜

こ
に
残
っ
て
い
る
ん
だ
と
考
え
た
方
が
よ
」
く
、
「
生
活
の
中
の
か
な
り
限
定
さ
れ

た
部
分
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
〔
小
野
，
九
九
．
〕
。
こ
の
説
明
で
は
、
考
古
資
料

が
受
け
た
変
換
作
用
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
発
表
の
中
の
、
都

市
や
村
で
消
費
さ
れ
た
陶
磁
器
の
総
量
を
考
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
論
じ
た
箇
所
で

は
、
「
単
位
面
積
当
た
り
の
出
土
量
に
遺
跡
全
体
、
町
全
体
の
面
積
を
か
け
算
す
る

方
法
で
、
そ
の
都
市
の
全
体
の
量
を
推
計
し
て
」
い
る
。
都
市
の
中
に
も
た
ら
さ
れ

消
費
さ
れ
た
陶
磁
器
が
そ
の
都
市
か
ら
外
に
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
そ
の
都

市
内
部
に
廃
棄
゜
覆
さ
れ
て
三
た
場
合
に
限
・
て
こ
の
推
計
が
都
市
の
消
費
量
　
巧
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で

あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
推
計
で
き
る
も
の
は
「
都
市
で
消
費
さ
れ

た
総
量
」
で
は
な
く
、
「
都
市
に
廃
棄
さ
れ
た
総
量
」
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
小
野

は
、
中
世
都
市
が
消
費
し
た
量
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
た
め
「
半
分
ま
ゆ
つ
ば
み
た

い

な
話
」
と
し
て
紹
介
し
た
ま
で
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
発
表
の
論
旨
に
影
響
す
る
こ

と
は
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
私
た
ち
は
資
料
の
形
成
過

程
や
変
換
作
用
の
存
在
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
実
際
の
計
量
分
析
を
進
め
る
際
に
は

そ
の
存
在
を
忘
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

③
消
費
財
廃
棄
の
過
程

廃
棄
遺
構
の
状
況

　
前
章
で
は
○
。
口
巨
中
2
の
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、
資
料
の
形
成
過
程
に
関
す
る
基

本
的
な
考
え
方
を
提
示
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
実
際
の
中
世
遺
跡
出
土
資
料
を
取
り

上

げ
、
資
料
の
形
成
過
程
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
扱
う
資
料
は
、

私
自
身
も
調
査
に
関
係
し
た
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
出
土
資
料
で
あ
る
。
遺
跡
の
詳
細

に
つ
い
て
は
五
冊
か
ら
な
る
発
掘
調
査
報
告
を
刊
行
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
〔
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
一
九
九
三
・
一
九

九

四
・
一
九
九
五
a
・
一
九
九
五
b
・
一
九
九
六
〕
。

　
°
り
合
庄
2
ほ
か
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
考
古
資
料
と
は
基
本
的
に
は
廃
棄

物
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
墳
墓
へ
の
副
葬
品
や
意
図
的
な
埋
納

品
、
あ
る
い
は
意
図
せ
ず
井
戸
の
中
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
は
、
廃
棄

し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
埋
ま
っ

た
も
の
で
あ
れ
、
地
中
に
埋
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
製
品
は
現
実
の
生
活
の
場

（
Q
り
⇔
巨
は
隅
の
い
う
機
能
的
文
脈
）
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
人
々
は
そ
れ
を
使
用
・
消

費
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
゜
り
6
巨
い

〔
零
は
、
意
図
的
な
廃
棄
行
為
を
伴
わ
ず
に
結
果
と
し
て
考
古
資
料
へ
と
移
行
し
た

も
の
を
、
「
事
実
上
の
廃
棄
物
（
●
Φ
〔
①
百
一
〇
『
Φ
｛
⊆
色
o
而
）
」
と
呼
ん
で
い
る
〔
°
り
6
宮
は
2

一
㊤謁
〕
。

　
草
戸
千
軒
町
遺
跡
に
お
い
て
、
遺
物
、
つ
ま
り
広
義
の
廃
棄
物
が
集
中
的
に
出
土

す
る
場
所
は
、
土
坑
・
溝
・
井
戸
・
池
な
ど
の
遺
構
で
あ
る
。
こ
う
し
た
遺
構
か
ら

多
く
の
遺
物
が
出
土
す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
地
中
深
く
掘
り
込
ま
れ
た
施
設

で

あ
る
た
め
、
後
世
の
改
変
を
受
け
に
く
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

れ

ら
の
遺
構
の
多
く
が
最
終
的
に
ご
み
捨
て
坑
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
も
、
多
く
の
遺
物
が
出
土
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
溝
・
井
戸
・
池

な
ど
は
本
来
別
の
機
能
を
も
つ
施
設
と
し
て
構
築
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

が
廃
絶

さ
れ
る
際
に
は
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
の
坑
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
例

が
多
く
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
遺
構
に
は
集
落
に
お
け

る
消
費
財
廃
棄
の
在
り
方
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
形
成

過
程
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
消
費
活
動
を
復
元
す
る
た
め
の
有
効
な
手
が
か

り
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
代
表
的
な
遺
構
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
堆
積
状
況
と
廃
棄
物
の
出
土
状

況
を
紹
介
す
る
。

　
（
a
）
S
K
＝
一
一
〇
〇
土
坑

　
第
二
四
次
調
査
区
で
検
出
し
た
径
六
・
二
～
七
・
九
m
、
深
さ
一
・
○
～
一
・

二

m
の

不
整
形
の

土
坑
で
あ
る
（
図
2
－
3
）
。
最
底
部
に
は
多
量
の
木
質
（
木
製
遺

物
や
木
材
の
断
片
な
ど
）
を
含
む
青
灰
色
土
が
、
そ
の
上
に
炭
・
灰
層
が
堆
積
し
て

い

る
。
そ
の
上
に
は
土
師
質
土
器
を
多
量
に
含
む
黒
灰
色
土
が
堆
積
し
、
さ
ら
に
暗

褐
色
土
が
堆
積
し
て
い
る
。
こ
の
遺
構
か
ら
の
出
土
遺
物
は
遺
跡
内
で
も
特
に
多
く
、

土
師
質
土
器
食
膳
具
の
完
形
品
だ
け
で
も
約
三
〇
〇
〇
個
体
が
出
土
し
て
い
る
。
破

片
で
出
土
し
て
い
る
土
師
質
土
器
も
そ
の
割
れ
方
か
ら
本
来
は
完
形
の
状
態
で
埋
め

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
破
片
の
重
量
を
含
め
て
全
体
の
個
体
数
を
推
定
す
る
と
、
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図2　遺構の堆積状況

少
な
く
と
も
二
万
個
体
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
漆
器
・
曲

物
・
折
敷
・
箸
状
木
製
品
・
下
駄
・
草
履
状
木
製
品
な
ど
の
木
製
遺
物
が
九
〇
〇
点

ほ
ど
、
さ
ら
に
木
簡
や
木
札
が
⊥
ハ
○
点
ほ
ど
、
石
鍋
・
砥
石
な
ど
の
石
製
品
が
約
一

〇

〇
点
、
約
二
〇
〇
枚
の
銭
貨
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

　
木
質
層
は
の
ち
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
施
設
埋
め
戻
し
作
業
の
最
初
に
堆
積
し
た

土

層
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
木
質
層
の
下
に
は
堆
積
層
が
存
在
し
な
い
こ
と

か

ら
、
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
に
掘
ら
れ
た
坑
が
短
期
間
の
う
ち
に
埋
め
戻
さ
れ

た
可
能
性
が
高
い
。
廃
絶
時
期
は
一
四
世
紀
中
頃
で
あ
る
〔
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査

研
究
所
編
一
九
九
三
〕
。

　
（
b
）
S
G
三
一
八
五
池

　
第
三
四
・
三
六
次
調
査
区
で
検
出
し
た
東
西
七
・
○
～
一
〇
・
O
m
、
南
北
約
一

〇
・
O
m
、
深
さ
一
・
O
m
の
不
整
形
の
池
状
遺
構
で
あ
る
（
図
2
－
1
）
。
堆
積
層

は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
下
層
に
は
灰
色
粘
土
・
暗
灰
色
粘
土
を
主
体
と
す
る

粘
土

層
の
堆
積
が
あ
り
、
木
質
を
含
ん
で
い
る
。
中
層
は
灰
褐
色
粘
質
土
を
主
体
と

し
、
上
面
に
は
炭
・
灰
層
の
薄
い
堆
積
が
あ
る
。
上
層
は
黒
褐
色
土
が
主
体
と
な
る
。

出
土
遺
物
は
特
に
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
若
干
の
木
製
品
が
下
層
か
ら
、
土
器
・

陶
磁
器
・
石
製
品
な
ど
が
中
・
上
層
を
中
心
に
出
土
し
て
い
る
。

　

こ
の
遺
構
は
下
層
に
厚
く
粘
土
層
が
堆
積
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
の
張
ら
れ
た

状
態
が
あ
る
程
度
の
期
間
続
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
、
池
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
炭
・
灰
層
を
挟
ん
で
、
そ
の
下
に
粘
土
・
粘
質

土
系
統
の
土
層
、
そ
の
上
に
砂
質
土
系
統
の
土
層
が
堆
積
し
、
木
製
遺
物
を
除
く
資

料
が
炭
・
灰
層
か
ら
上
に
集
中
す
る
点
で
は
先
の
S
K
一
三
〇
〇
と
共
通
す
る
堆
積

過
程
が
確
認
で

き
る
。
こ
れ
は
、
施
設
の
埋
め
戻
し
が
同
じ
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
三
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
時
期
に
廃
絶
さ
れ

た
〔
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
、
九
九
四
〕
。

　
（
c
）
S
G
四
四
一
五
池

　
第
四
二
次
調
査
区
で
検
出
し
た
長
辺
八
・
二
m
、
短
辺
八
・
二
m
、
深
さ
一
・
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O
m
の
南
北
に
長
い
隅
丸
長
方
形
の
池
状
遺
構
で
、
西
岸
に
杭
を
打
ち
込
ん
だ
護
岸

施
設
が
存
在
し
た
（
図
2
－
2
）
。
最
底
面
の
縁
辺
部
に
灰
色
砂
層
、
そ
の
上
に
灰
色

粘
質
土
が
堆
積
し
て
い
る
が
、
灰
色
砂
層
は
こ
の
施
設
を
掘
り
込
ん
だ
直
後
に
周
囲

の
壁
が
崩
れ
落
ち
て
堆
積
し
た
も
の
、
灰
色
粘
質
土
は
施
設
に
水
が
張
ら
れ
た
状
態

で
底
部
に
堆
積
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
護
岸
を
も
ち
、
水
が
一
定
期
間
張
ら
れ

て

い

た
こ
と
が
推
定
で
き
る
た
め
、
池
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
廃

絶
時
に
は
、
ま
ず
多
量
の
炭
・
灰
を
含
む
礫
層
が
堆
積
し
、
そ
の
上
に
木
質
層
・
明

褐
色
粗
砂
層
・
灰
色
砂
質
土
が
堆
積
し
て
い
る
。
木
質
層
は
そ
れ
ほ
ど
厚
い
も
の
で

は
な
い
が
、
折
敷
・
箸
状
木
製
品
・
曲
物
・
下
駄
・
草
履
状
木
製
品
・
呪
符
な
ど
約

八
〇

点
が
出
土
し
て
い
る
。
遺
物
が
最
も
多
く
出
土
し
て
い
る
の
は
礫
層
で
、
大
量

の

陶
磁
器
片
や
溶
融
し
た
絹
銭
、
壁
土
な
ど
が
、
火
を
受
け
た
礫
と
と
も
に
出
土
し

た
。
特
に
陶
磁
器
の
出
土
量
が
多
く
、
多
く
は
火
を
受
け
て
小
さ
な
破
片
と
な
っ
て

い

る
。
炭
・
灰
を
含
む
層
か
ら
熱
を
受
け
た
資
料
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
火

災
に
遭
っ
た
施
設
の
廃
棄
物
を
池
に
埋
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
分
し
た
も
の
と
判
断

で
き
る
。

　

た
だ
し
、
推
定
約
五
〇
〇
個
体
の
土
師
質
土
器
の
食
膳
具
は
火
災
に
遭
っ
た
痕
跡

が
明
確
で
な
く
、
ほ
か
の
資
料
と
は
廃
棄
さ
れ
た
契
機
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ

る
。
廃
絶
時
期
は
一
四
世
紀
中
頃
で
あ
る
〔
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
一

九
九
五
b
〕
。

　
（
d
）
S
K
四
七
三
〇
土
坑

　
第
四
三
次
調
査
区
で
検
出
し
た
径
七
・
○
～
八
・
三
m
、
深
さ
一
・
O
m
の
ほ
ぼ

円
形
の
土
坑
で
あ
る
（
図
2
－
4
）
。
最
下
層
に
は
灰
色
砂
質
土
、
そ
の
上
に
木
質
層

が
堆
積
す
る
。
灰
色
砂
質
土
は
、
構
築
直
後
に
崩
落
し
た
土
砂
で
あ
ろ
う
。
木
質
層

の

上

に
は
炭
・
灰
層
が
何
層
か
に
わ
た
っ
て
厚
く
堆
積
し
、
中
に
は
カ
メ
の
甲
羅

（四
〇

個
体
以
上
）
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
遺
体
（
獣
骨
・
魚
骨
・
貝
）
な
ど
の
食

物
残
澤
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
上
に
砂
質
土
系
統
の
土
層
が
堆
積
す
る
。
木

製
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
が
木
質
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
遺
物
は
炭
・
灰

層
中
と
そ
の
直
上
あ
た
り
に
集
中
し
て
い
る
。
土
師
質
土
器
皿
の
完
形
品
が
約
一
〇

〇
個
体
出
土
し
、
破
片
の
重
量
か
ら
推
定
す
る
と
少
な
く
と
も
約
四
〇
〇
個
体
の
皿

が
埋
め

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
底
面
に
厚
い
粘
質
土
層
の
堆
積
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
坑
が
掘
ら
れ
た
状

態
で
長
期
間
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
食
物
残
津
な
ど
の
廃
棄
行
為
に
と
も
な
っ

て

短
期
間
の
う
ち
に
埋
め
戻
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
廃
棄
土
坑
で
あ
る
。
一
五
世
紀

末
を
前
後
す
る
頃
に
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
〔
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
一
九

九

五
b
〕
。

　
以

上
、
代
表
的
な
遺
構
の
堆
積
状
況
と
遺
物
の
出
土
状
況
を
紹
介
し
た
が
、
遺
構

の

堆
積
状
況
か
ら
復
元
で
き
る
埋
め
戻
し
の
手
順
に
、
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら

れ

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
既
に
調
査
報
告
な
ど
で
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
〔
広

島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
報
告
書
編
一
九
九
六
、
鈴
木
一
九
九
七
〕
、
廃
棄
物
を
処

理
し
た
施
設
の
埋
め
戻
し
方
法
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
手
順
が
想
定
で
き
る
。

（
1
）
廃
絶
す
る
施
設
の
底
に
、
不
用
に
な
っ
た
木
製
品
や
木
簡
、
木
材
の
断
片
、

木
の
葉
や
枝
な
ど
を
敷
く
。
こ
れ
は
廃
棄
物
の
処
分
で
あ
る
と
同
時
に
、
次
か
ら
の

作
業
を
効
率
的
に
進
め
る
た
め
に
地
盤
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
土
木
工
事
の
基
礎
に
粗
朶
を
敷
く
工
法
と
、
同
様
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
形
成
さ
れ
た
土
層
が
、
発
掘
調
査
時
に
木
質
層
と
し
て

検
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
施
設
の
中
に
炭
や
灰
を
投
入
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
場
で
火
を
焚
い
た
可
能

性
も
あ
る
。
こ
れ
が
炭
・
灰
層
を
形
成
す
る
。
こ
の
炭
や
灰
は
、
埋
め
戻
し
た
施
設

の
跡
か

ら
湿
気
が
上
が
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
目
的
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
炭
・
灰
層
の
中
あ
る
い
は
そ
の
上
に
、
処
分
す
る
廃
棄
物
を
投
棄
す
る
。

（
4
）
炭
・
灰
層
を
形
成
さ
せ
る
前
後
に
、
土
師
質
土
器
の
完
形
品
を
大
量
に
投
棄

す
る
。

（
5
）
砂
質
土
を
何
度
か
に
分
け
て
入
れ
、
地
表
面
を
安
定
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
が
、
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炭
・
灰
層
よ
り
上
の
砂
質
土
層
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
遺
構
に
よ
っ
て
は
手
順
が
若
干
前
後
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
以
上
の
よ

う
な
手
順
に
よ
っ
て
施
設
が
埋
め
戻
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
復
元
で
き
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
こ
う
し
た
一
連
の
手
順
は
S
K
二
二
〇
〇
や
S
K
四
七
三
〇
の
よ
う
な
廃
棄

土
坑

と
し
て
構
築
さ
れ
た
遺
構
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
S
G
三
一
八

五
・
S
G
四
四
一
五
の
よ
う
な
池
や
、
そ
の
他
の
多
く
の
溝
や
井
戸
な
ど
数
百
例
に

及
ぶ

遺
構
で
も
類
似
す
る
状
況
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
集
落
で
は
施
設
廃

絶
の
機
会
が
、
廃
棄
物
処
理
の
機
会
を
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
廃

絶

し
た
施
設
を
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、
地
盤
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
処
置
を
施
し

な
が
ら
埋
め
戻
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
施
設
の
廃
絶
に
際
し
て
そ
の
後
の
土
地
の

再
利
用
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

廃
棄
物
の
類
型

　
で

は
次
に
、
遺
構
内
に
投
棄
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
廃
棄
物
を
、
そ
の
形
成
要
因
か

ら
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
（
a
）
施
設
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
位
置
づ
け

　
ま
ず
、
施
設
の
構
築
か
ら
廃
棄
に
至
る
ま
で
の
ど
の
段
階
で
廃
棄
物
が
投
棄
さ
れ

た

か

に
よ
っ
て
廃
棄
物
の
形
成
要
因
を
考
え
て
み
る
と
、
大
き
く
は
三
つ
の
段
階
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
一
つ
は
、
「
施
設
が
構
築
さ
れ
た
段
階
」
に
投
棄
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
段
階

の

遺
物
は
す
べ
て
の
遺
構
で
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
典
型
的
な
例

と
し
て
は
井
戸
の
掘
方
の
中
か
ら
出
土
す
る
遺
物
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
井
戸
側
を
構

築
し
た
際
の
裏
込
め
の
埋
土
中
か
ら
出
土
す
る
遺
物
の
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は
井
戸
の

構
築
段
階
の
廃
棄
物
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
施
設
が
改
修
さ
れ
る
際
に

廃

棄
物
が
投
棄
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
構
築
段
階
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
と
捉
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
次
の

段
階
は
、
溝
・
井
戸
・
池
な
ど
の
「
施
設
が
機
能
し
て
い
た
段
階
」
に
投
棄

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
池
の
最
下
層
に
堆
積
し
た
粘
土
層

か

ら
出
土
し
た
遺
物
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
の
投

棄
量
が
あ
ま
り
に
多
い
と
施
設
の
機
能
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
、
実
際
の
出

土
遺
物
の
中
に
占
め
る
割
合
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

井
戸
や
溝
が
機
能
し
て
い
る
間
に
ご
み
が
投
棄
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

施
設
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
取
り
除
く
と
い
っ
た
保
守
作
業
が
行
わ
れ

て

い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
廃
棄
物
投
棄
の
も
う
一
つ
の
段
階
は
、
「
施
設
を
廃
絶
す
る
段
階
」
で
あ
る
。
遺

構
の
埋
没
状
況
か
ら
推
定
で
き
る
よ
う
に
、
遺
構
内
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
遺

物
の
大
部
分
は
、
こ
の
段
階
に
投
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら

の
廃
棄
物
は
、
長
期
に
わ
た
る
何
度
か
の
投
棄
が
集
積
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
比
較

的
短
期
間
の
う
ち
に
集
中
し
て
投
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
例
え
ば
、
S
K
一
三

〇
〇
か
ら
出
土
し
て
い
る
土
師
質
土
器
は
、
特
定
の
層
位
に
集
中
し
て
お
り
、
何
度

か
に

わ
た
っ
て
投
棄
さ
れ
た
こ
と
は
想
定
し
に
く
い
。
ま
た
、
土
器
の
寸
法
に
は
強

い
規
格
性
が
あ
り
、
型
式
差
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
も
、
き
わ
め
て

近
接
し
た
時
期
の
製
品
が
投
棄
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
木
質
層
を

中
心
に
出
土
す
る
木
製
品
も
、
そ
の
集
積
状
況
な
ど
か
ら
推
測
し
て
、
施
設
の
廃
絶

時
に
一
括
投
棄
さ
れ
た
も
の
が
多
く
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
〔
下
津
間
↓
九
九

六
〕
。

　
（
b
）
消
費
財
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
位
置
づ
け

　
遺
構

に
お
い
て
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
遺
物
の
多
く
が
、
施
設
の
廃
絶
時
と
い
う

比
較

的
短
い
時
期
に
集
中
的
に
投
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ

で

は
、
個
々
の
製
品
の
生
産
・
流
通
・
消
費
の
時
期
も
近
接
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
一
括
出
土
し
た
土
師
質
土
器

食
膳
具
の
場
合
は
、
前
述
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
時
期
差
が
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
以
外
の
多
く
の
陶
磁
器
に
は
古
い
段
階
の
製
品
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
一
般

的
で
、
す
べ
て
の
製
品
の
時
期
が
揃
っ
て
い
る
遺
構
の
方
が
稀
で
あ
る
。
廃
棄
物
に
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こ
の
よ
う
な
時
期
差
が
生
じ
る
要
因
に
は
、
消
費
財
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
ど
の
段

階
で
廃
棄
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
や
、
消
費
財
そ
の
も
の
の
性
格
な
ど
が
関
与
し

て

い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
状
況
を
想
定
し
て
み

た
。　

ま
ず
一
つ
は
、
耐
久
消
費
財
と
し
て
の
機
能
を
終
え
た
段
階
の
「
不
用
品
が
廃
棄

さ
れ
る
場
合
」
で
あ
る
。
陶
磁
器
の
破
片
、
壊
れ
た
土
・
石
・
木
・
金
属
製
品
な
ど

が

こ
の
不
用
品
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
ご
み
」
で
あ
り
、
同
じ
時
期

に
廃
棄
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
消
費
財
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
長
短
に
よ
っ

て
、
生
産
時
期
の
異
な
る
製
品
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
耐
久
消
費
財
は

一
般
的
に
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
た
の
ち
に
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
次
に
示

す
消
耗
財
よ
り
も
古
い
製
品
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
次

に
、
限
定
さ
れ
た
回
数
の
み
使
用
さ
れ
た
「
消
耗
財
が
廃
棄
さ
れ
る
場
合
」
が

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
大
量
投
棄
さ
れ
た
土
師
質
土
器
食
膳
具
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

あ
る
い
は
、
箸
状
木
製
品
な
ど
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
製

品
は
、
施
設
廃
絶
の
直
前
に
用
意
さ
れ
、
極
め
て
短
い
期
間
の
消
費
に
よ
っ
て
廃
棄

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
土
師
質
土
器
食
膳
具
の
大
量
投
棄
に
つ
い
て
は
近
年
さ
か
ん
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、

細
か

い

点
で
の
見
解
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
儀
礼
性
を
見
い
だ

す
立
場
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
〔
藤
原
一
九
八
八
、
吉
岡
　
一
九
九
四
〕
。
ま
た
、

草
戸
千
軒
町
遺
跡
に
お
け
る
事
例
に
つ
い
て
は
筆
者
が
検
討
を
加
え
、
そ
こ
に
も
や

は

り
儀
礼
性
・
象
徴
性
が
見
い
だ
せ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
〔
鈴
木
一
九
八
九
a
・

b
、
一
九
九
七
〕
。
一
方
、
箸
状
木
製
品
に
つ
い
て
も
遺
構
埋
め
戻
し
の
土
層
の
中
か

ら
大
量
に
出
土
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
土
師
質
土
器
食
膳
具
と
同
様

の
性
格
を
有
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
な
分
析
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

　
施
設
の
廃
絶
時
に
消
耗
財
と
し
て
大
量
廃
棄
さ
れ
た
製
品
は
、
機
能
的
に
は
使
用

可
能
な
製
品
が
廃
棄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
儀

礼
的
・
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
短
期
間
の
消
費
に
よ

っ

て

そ
の
意
味
（
価
値
）
は
既
に
消
却
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
こ
れ
ら
を
消
耗
財
（
単
用
財
）
と
位
置
づ
け
る
。
遺
構
の
埋

没
年
代
を
知
る
上
で
土
師
質
土
器
の
型
式
編
年
が
有
効
な
の
は
、
一
括
資
料
に
含
ま

れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の
資
料
の
中
で
、
土
師
質
土
器
が
最
も
新
し
い
、
つ
ま
り
遺

構
の
埋
没
年
代
に
最
も
近
い
年
代
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
在
り
方
と
し
て
は
、
一
定
期
間
の
使
用
を
経
た
も
の
の
、
ま
だ
使
え

る
は
ず
の
「
有
用
品
が
廃
棄
さ
れ
る
場
合
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
使
用
途
中

の

耐
久
消
費
財
が
何
ら
か
の
事
情
で
そ
の
利
用
価
値
を
残
し
た
ま
ま
廃
棄
さ
れ
る
場

合
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
は
、
備
蓄
銭
・
埋
納
銭
な
ど
と
呼
ば
れ

る
も
の
の
一
部
が
、
こ
う
し
た
在
り
方
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
草

戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
で
検
出
さ
れ
た
銭
甕
S
X
三
三
〇
〇
の
場
合
は
、
銭
の
収
納
状

況

な
ど
か
ら
金
融
業
者
の
金
庫
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
が
、
何
ら
か

の
事
情
で
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
〔
福
島
一
九
九
四
a
〕
、

使
用
途
中
の
消
費
財
が
廃
棄
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、

儀
礼
的
・
呪
術
的
な
意
味
合
い
か
ら
有
用
品
が
廃
棄
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
使
用
可
能
な
製
品
が
な
ぜ
廃
棄
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
個
別
の
事
例
に
即
し
た
研

究
が
必
要
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
社
会
的
な
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
場
合
に
は
、
新
し
い
環
境
に
適
応
し
た

製
品
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
製
品
が
一
気
に
廃
棄
さ
れ
る
可
能
性

の

あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
以
上
挙
げ
て

き
た
の
は
加
工
さ
れ
た
製
品
が
廃
棄
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の

他

に
も
「
加
工
途
上
に
生
成
さ
れ
る
廃
棄
物
」
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
ら
は
消
費
財
の
加
工
の
段
階
で
生
じ
る
廃
棄
物
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
消

費
財
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
用
品
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、

鹿
角
・
木
材
な
ど
の
断
片
、
鉄
津
と
い
っ
た
廃
棄
物
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
集
落
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
は
、
人
間
集

団
の
消
費
・
廃
棄
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
要
因
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
に
よ
る
文
化
的
作
用
（
2
巨
邑
甘
『
日
①
江
o
ロ
買
0
6
0
の
。
・
）

が
複
雑

に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ

う
し
た
文
化
的
作
用
に
よ
る
資
料
の
変
換
（
O
o
合
津
①
『
の
い
う
O
－
貫
①
ロ
白
力
ば
『
日
）
は
、

私

た
ち
が
解
明
し
よ
う
と
す
る
過
去
の
痕
跡
を
変
形
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
文
化
的
変
換
作
用
は
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
の
活
動
が
引
き
起
こ
し
た
変
換
作

用

で

あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
過
去
の
人
間
活
動
の
痕
跡
で
あ
る

こ
と
に
違
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
的
変
換
作
用
そ
れ
自
体
を
、
分
析
・
検

討
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

④
集
落
に
お
け
る
搬
入
と
廃
棄
の
モ
デ
ル

輸
入
陶
磁
器
の
廃
棄

　
資
料
形
成
過
程
の
分
析
を
進
め
る
た
め
に
は
、
資
料
に
表
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
象

の
背
後
に
あ
る
相
互
に
絡
み
合
っ
た
要
因
を
個
別
に
検
証
し
、
そ
れ
ら
を
総
合
化
す

る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
複
数
の
要
因
を
総
合
的
に
考
察
す

る
ま
で
に
は
作
業
が
進
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
中
の
一
つ
の
現
象
、

コ

括
資
料
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
時
期
の
異
な
る
製
品
が
混
在
す
る
の
か
」

と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
資
料
形
成
過
程
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
最
初
に
紹
介
す
る
事
例
は
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
の
輸
入
陶
磁
器
を
対
象
に
し

た
計
量
分
析
で
あ
る
。
分
析
内
容
は
筆
者
が
既
に
発
表
し
て
い
る
が
〔
鈴
木
一
九
九

五
・
一
九
九
六
〕
、
こ
こ
で
は
改
め
て
資
料
の
形
成
過
程
と
い
う
視
点
か
ら
紹
介
す
る
。

な
お
、
計
量
デ
ー
タ
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
煩
雑
に
な
る
た
め
、
要
点
の
記

述
だ

け
に
と
ど
め
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
既
刊
の
文
献
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
て
、
遺
構
か
ら
一
括
出
土
し
た
輸
入
陶
磁
器
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
型
式
の
製
品

が
混
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
遺
跡
を
調
査
し
て
い
て
よ
く
経
験
す
る
こ
と

で

あ
る
。
想
定
さ
れ
る
生
産
年
代
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ら
が
他
の
遺
物
、
特
に
在

地
で
生

産
さ
れ
た
土
師
質
土
器
な
ど
の
年
代
と
齪
酷
を
き
た
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
陶
磁
器
の
研
究
は
時
期
編
年
へ
の
関
心
が
非
常
に
高
く
、

一
括
資
料
に
含
ま
れ
る
こ
う
し
た
異
な
っ
た
時
期
の
資
料
は
、
伝
世
や
混
入
な
ど
と

い

っ

た
言
葉
で
片
づ
け
ら
れ
、
い
わ
ば
資
料
の
ノ
イ
ズ
と
し
て
排
除
さ
れ
る
傾
向
が

強
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
世
や
混
入
が
生
じ
る
過
程
こ
そ
が
資
料
の
形

成
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
過
去
の
消
費
活
動
の
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
伝
世
や
混
入
と
い
う
現
象
自
体
を
分
析
の
姐
上
に
載
せ
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　

こ
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
総
点
数
一

万
五
千
点
ほ
ど
の
輸
入
陶
磁
器
の
中
か
ら
、
埋
没
時
期
が
明
ら
か
に
で
き
る
主
要
遺

構
出
土
の
資
料
を
二
三
九
一
点
取
り
出
し
、
そ
の
分
類
を
行
っ
た
。
分
類
基
準
と
し

て

は
、
こ
れ
ま
で
の
編
年
研
究
の
成
果
を
参
考
に
筆
者
が
独
自
に
設
定
し
た
一
五
の

グ

ル

ー
プ
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
草
戸
千
軒
の
集
落
変
遷
の
七
段
階
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
に
、
分
類
し
た
各
グ
ル
ー
プ
が
ど
の
よ
う
な
構
成
比
で
出
土
し
て
い
る
か
、

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
構
成
比
が
時
期
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い

る
か
を
集
計
し
た
。

　

こ
の
集
計
結
果
か
ら
、
草
戸
千
軒
の
集
落
に
も
た
ら
さ
れ
た
輸
入
陶
磁
器
の
お
よ

そ
の
変
遷
が
明
ら
か
に
で
き
、
こ
れ
ま
で
の
編
年
研
究
の
成
果
と
は
大
き
く
矛
盾
し

な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
し
同
時
に
、
出
土
量
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
時
期
が
、

博
多
や
大
宰
府
な
ど
の
調
査
成
果
を
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
遅
れ
る
グ
ル

ー
プ
が
多
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
大
宰
府
分
疑
に
よ
る
龍
泉
窯
系

青
磁
皿
類
に
相
当
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
博
多
・
大
宰
府
で
は
＝
二
世
紀
後
半
か
ら
一

四
世
紀
初
頭
に
出
土
量
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
以
後
は
減
少
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る

〔横
田
・
森
本
・
山
本
一
九
八
九
〕
。
と
こ
ろ
が
、
草
戸
千
軒
で
は
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
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一
四

世
紀
前
半
（
草
戸
千
軒
に
お
け
る
n
期
前
半
）
に
ピ
ー
ク
が
あ
る
。
ま
た
、
龍

泉
窯
系
青
磁
碗
－
類
の
中
で
も
無
文
や
画
花
文
の
も
の
、
白
磁
碗
W
・
V
類
な
ど
は
、

草
戸
千
軒
の
町
が
成
立
し
た
一
三
世
紀
中
頃
に
は
既
に
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
、
二
二
世
紀
後
半
以
降
は
次
第
に
出
土
比
率
を
下
げ
て

い

く
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
一
四
世
紀
中
頃
（
草
戸
千
軒
に
お
け
る
H
期

後
半
）
に
な
っ
て
再
び
出
土
比
率
が
増
加
す
る
と
い
う
特
異
な
変
化
を
示
し
て
い
る
。

　
草
戸
千
軒
の
町
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
特
徴
的
な
出
土
状
況
の
要
因
を
解
明
し
、
消

費
活
動
の
実
態
に
迫
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
「
搬
入
と
廃
棄
の
モ
デ
ル
」
を

設
定

し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
資
料
形
成
過
程
の
分
析
を
試
み
た
。

　
（
a
）
モ
デ
ル
の
設
定

　
モ

デ
ル

の
説
明
に
移
る
前
に
、
分
析
対
象
と
し
て
い
る
資
料
の
特
質
を
め
ぐ
る
三

つ
の
前
提
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
輸
入
陶
磁
器
が
耐
久
消
費
財
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
消

費
財
と
し
て
の
価
値
が
一
定
期
間
持
続
し
、
そ
の
間
繰
り
返
し
使
用
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
の
製
品
に
よ
っ
て
価
値
の

持
続
す
る
期
間
は
異
な
る
が
、
破
損
な
ど
の
事
故
が
な
い
限
り
、
一
度
の
使
用
に
よ

っ

て

そ
の
価
値
が
消
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
次

に
、
対
象
と
す
る
資
料
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
出
土
し
た
輸
入
陶
磁
器
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
廃
棄
物
だ
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
て
き
て
い
る

よ
う
に
、
意
図
的
な
廃
棄
活
動
を
伴
わ
な
い
場
合
で
も
、
機
能
的
文
脈
か
ら
考
古
学

的
文
脈
へ
と
移
行
し
た
す
べ
て
の
製
品
が
廃
棄
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
遺
構
埋
土
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
年
代
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
遺
構
の

年
代
は
、
そ
の
廃
絶
時
期
を
示
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
遺
構
の
年
代
は
、

ほ

と
ん
ど
の
場
合
大
量
に
出
土
し
た
土
師
質
土
器
食
膳
具
の
型
式
編
年
に
よ
り
決
定

し
て
い
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
こ
の
年
代
は
出
土
資
料
の
中
で
は
最
も
新
し
い
年

代
を
示
し
て
お
り
、
遺
構
の
廃
絶
年
代
に
近
い
年
代
を
示
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
年
代
に
は
遺
構
の
構
築
年
代
は
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
前
提
を
も
と
に
、
集
落
に
も
た
ら
さ
れ
た
輸
入
陶
磁
器
が
ど
の
よ
う

に
廃
棄
さ
れ
、
考
古
資
料
が
形
成
さ
れ
て
い
く
か
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
モ
デ

ル

が
設
定
で
き
る
。

　
ま
ず
、
遺
構
埋
土
か
ら
出
土
し
た
輸
入
陶
磁
器
は
、
そ
の
施
設
が
構
築
さ
れ
て
か

ら
廃
絶
さ
れ
る
ま
で
の
あ
る
時
点
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
の
場
合
多
く
の
資
料
は
、
施
設
の
廃
絶
時
期
に
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
そ
の
時
点
で
廃
棄
で
き
る
製
品
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
々
が
そ
の
時

点
で
保
有
し
て
い
た
製
品
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
廃
棄
さ
れ
な
か
っ
た

製
品
が
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
日
常
生
活
の
中
で
使
用
、
あ
る
い
は
保
管
さ
れ
、
次
の

段
階
へ
と
相
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
相
続
さ
れ
た
製
品
は
次
の
段
階
で
廃
棄
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
次
の
段
階
へ
と
相
続
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

私
た

ち
が
現
在
「
伝
世
品
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
陶
磁
器
は
、
こ
の
相
続
が
長
い
期
間
に

わ
た
っ
て
続
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
数
量
化
し
、
表
に
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
「
搬
入
量
」
の

行
は
集
落
に
も
た
ら
さ
れ
た
製
品
の
量
を
示
し
、
次
の
「
保
有
量
」
は
そ
の
時
点
で

保
有
さ
れ
て
い
た
量
を
示
す
。
こ
の
保
有
量
の
う
ち
、
次
の
時
期
へ
と
相
続
さ
れ
る

部
分
が
「
相
続
量
」
で
、
そ
の
残
り
が
遺
構
に
廃
棄
さ
れ
る
「
廃
棄
量
」
を
示
し
て

い

る
。
「
搬
入
量
」
「
保
有
量
」
「
相
続
量
」
は
機
能
的
文
脈
の
も
と
に
お
か
れ
て
い

る
製
品
の
量
、
「
廃
棄
量
」
は
考
古
学
的
文
脈
に
移
行
し
た
製
品
の
量
と
表
現
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
い
ち
ば
ん
下
の
行
に
示
さ
れ
た
廃
棄
量
の
中
の
一
部
分
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
仮

に
、
あ
る
型
式
の
製
品
が
二
〇
と
い
う
量
搬
入
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
は
こ
の
型

式
の
製
品
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
段
階
の
保
有
量
は
二
〇

と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
製
品
の
破
損
な
ど
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
割
合
が
三
〇
％
だ

と
仮
定
す
る
と
、
残
り
の
七
〇
％
、
す
な
わ
ち
一
四
と
い
う
量
は
次
の
段
階
へ
と
相

続

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
段
階
に
な
っ
て
一
〇
と
い
う
量
が
搬
入
さ
れ
た
と
す

282



鈴木康之［考古資料からみた中世集落における消費活動］

る
と
、
前
段
階
か
ら
相
続
し
た
一
四
と
、
こ
の
段
階
に
搬
入
さ
れ
た
一
〇
と
を
加
え

た
二
四
が
こ
の
段
階
で
の
保
有
量
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
う
ち
の
三
〇
％
が
廃
棄
さ

れ
、
七
〇
％
が
相
続
さ
れ
る
と
す
る
と
、
次
の
段
階
に
は
一
六
・
八
が
相
続
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
以
上

が
、
「
搬
入
と
廃
棄
の
モ
デ
ル
」
に
関
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
実
際
に
は
よ

り
多
く
の
パ
ラ
メ
ー
タ
が
介
在
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
製
品
が
供
給

さ
れ
る
量
、
捨
て
る
量
、
捨
て
ず
に
残
る
量
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
、
遺
物

の
埋
蔵
量
の
増
減
が
規
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
表
に
示
し
た
数
値
は
抽

象
化
し
た
モ
デ
ル
に
具
体
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
示
し
た
も
の
で
、
保
有
量
の
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

％
が
相
続
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
い
。
保
有
量
の
一
部
と
表
現
し
た
だ
け
で
は
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
に
く
い
の
で
、
七
〇
％
と
い
う
数
値
を
あ
て
は
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
過
ぎ
な
い
。
重
要
な
点
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
数
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
な
く
、
搬
入
か
ら
廃
棄
に
至
る
消
費
の
プ
ロ
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
関
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
）
廃
棄
量
変
化
の
パ
タ
ー
ン

⇔　
　
　
「
搬
入
と
廃
棄
の
モ
デ
ル
」
に
基
づ
ミ
…
に
代

勤
　
　
　
入
す
る
数
値
を
梨
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
廃
棄
量

嚥
　
　
　
　
の
変
遷
の
パ
タ
↓
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

搬
　
　
　
れ
を
実
際
の
出
土
資
料
の
集
計
結
果
と
比
較
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廃
棄
量
変
遷
の
要
因
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
得
る
こ

べ表

　
　
　
　
　
　
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表

2
（
図
3
）
は
そ
の
一
つ
の
例
で
、
勺
出
〉
乙
り
国
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
時
期
に
一
〇
〇
と
い
う
量
の
製
品
が
も
た
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
、
そ
の
後
は
同
型
式
の
製
品
が
全
く
搬
入
さ
れ
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
と
い
う
状
況
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
量
の
七
〇
％
が
相
続
さ
れ
、
三
〇
％
が
廃
棄
さ
れ
る

時期 PHASE　1 PHASE　2 PHASE　3 PHASE　4

搬入量 20 10 0 0

保有量 20 14＋10＝24 16．8 11．8

相続量 20×0．7＝14 24×0．7＝16．8 16．8×0．7＝11．8 11．8×0．7＝8．3

廃棄量 20×0．3＝6 24×0．3＝7．2 16．8×0．3＝5．0 11．8×0．3＝3．54

と
仮
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
廃
棄
量
の
変
化
を
み
る
と
、
勺
自
〉
°
。
国
N
以
後
は

製
品
の
搬
入
が
全
く
途
絶
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
一
、
一
五
、
一
〇
、
七
、

五
、
四
と
い
う
よ
う
に
次
第
に
減
少
し
な
が
ら
も
、
か
な
り
の
ち
の
段
階
ま
で
出
土

す
る
状
況
が
再
現
で
き
る
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
流
通
時
期
が
限
定
で
き
る
製
品
と

い

う
の
は
、
時
期
決
定
の
根
拠
と
し
て
利
用
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け

で
は

時
期
が
決
定
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
次

に
、
搬
入
時
期
に
若
干
幅
が
あ
る
状
況
を
想
定
し
て
み
る
。
表
3
（
図
4
）
が

そ
の
例
で
、
出
現
時
期
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
搬
入
さ
れ
な
い
が
、
時
期
と
と
も
に

搬
入
量
が
増
加
し
、
や
が
て
減
少
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
㊥
国
》
○
り
団
一
に
は

一
〇

が

搬
入
さ
れ
、
勺
閏
＞
o
り
団
N
に
五
〇
と
い
う
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
勺
国
＞
o
り
国
ω
で

三
〇

に
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
例
と
同
様
に
相
続
率
が
七
〇
％
、
廃
棄
率
が

三
〇

％

で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
搬
入
量
の
ピ
ー
ク
が
勺
国
＞
o
り
国
N
に

あ
っ
て
も
、
廃
棄
量
の
ピ
ー
ク
は
勺
国
＞
o
り
団
ω
に
あ
る
と
い
う
時
期
の
ず
れ
で
あ
る
。

先
に
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
に
お
け
る
龍
泉
窯
系
青
磁
皿
類
の
出
土
の
ピ
ー
ク
が
、
博

多
・
大
宰
府
な
ど
で
確
認
で
き
る
時
期
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

そ
の
原
因
の
一
つ
が
こ
う
し
た
現
象
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
特
定
型
式
の
廃
棄
量
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
時
期
は
、
そ
の
型
式
が
流
通
経
路
で

ピ
ー
ク
を
迎
え
る
時
期
よ
り
も
遅
れ
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
あ
た
り
の
状
況
を
さ
ら
に
追
求
す
る
た
め
に
、
表
4
（
図
5
）
の
よ
う
な
モ

デ
ル

を
想
定
し
て
み
た
。
こ
こ
で
は
、
廃
棄
率
を
七
〇
％
に
高
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

博
多
・
大
宰
府
の
よ
う
な
陶
磁
器
輸
入
の
門
戸
に
位
置
し
て
い
る
遺
跡
で
は
、
製
品

が
流
通
経
路

に
出
回
る
の
と
近
接
し
た
時
期
に
、
か
な
り
高
い
割
合
で
製
品
が
廃
棄

さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
な
資
料
と
し
て
は
、
博
多
遺
跡

群

の
店
屋
町
の
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
〔
池
崎
・
森
本
一
九
八
三
・
］
九

八

八
、
浜
石
・
菅
波
・
林
田
一
九
九
三
〕
、
陸
揚
げ
直
後
の
製
品
を
廃
棄
し
た
と
考
え

ら
れ
る
土
坑
の
出
土
遺
物
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
モ
デ
ル
を
み
る
と
、

先
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
搬
入
量
と
搬
入
量
の
ピ
ー
ク
は
同
じ
時
期
に
重
な
っ
て
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表2　古い製品が残るモデル

時期 PHASE　1 PHASE　2 PHASEi　3 PHASEi　4 PHASEi　5 PHASEI　6 Pト｛AS∈7

搬入量 100 0 0 0 0 0 0

保有量 100 70 49 34 24 17 12

相続量 70 49 34 24 17 12 8

廃棄量 30 21　　　　　　　15 10 7 5 4

35－・－

30」

25－

20r

¶5」

10べ

5．「

0　・

PHASE　l　　　PHASE　2　　　PHASE　3　　　PHASE　4　　　PHASE　5　　　PHASε6

　　　　　　　　　　　　　塑廃棄量

　　　　　　　図3　古い製品が残る状況

｝

表3　搬入量と廃棄量のピークがずれるモデル

時期 PHASEi］ F）HASE　2 F）HASE　3 PHASE　4 F）HASEI　5 PHASE　6 PHASEi　7

搬入量 10 50 30 0 0 0 0

保有量 10 57 70 49 34 24 17

相続量 7 40 49 34 24 17 12

廃棄量 3 17 21 15 10 7 5

60．一

　　　　
1
4。］

30］

2° 1

10」

。I

l
　
　
　
　
　
I

PHASE　l　　　PHASE　2　　　PHASE　3　　　PHASE　4　　　PHASE　5　　　PHASε6　　　PHASE　7

　　　　　　　　　　　z廃棄量■搬入量

　　図4　搬入量と廃棄量のピークがずれる状況
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表4　廃棄率の高いモデル

時期 PHASE　1 PHASE　2 PHASE　3 PHASEi　4 PHASE　5 PHASE…6 PHASE　7

搬入量 10 50 30 0 0 0 0

保有量 10 53 46 14 4 1 0

相続量 3 16 14 4 1 0 0

廃棄量 7 37 32 10 3 1 0

PHASE　7一一一一一一PHASε2　　　PHASE　3　　　PHASε4　　　PHASE　5　　　PHASI…6

　　　　　駿廃棄量■搬入量

　　図5　廃棄率の高い場合
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PHASE　1

い

る
。
同
時
に
、
ピ
ー
ク
の
後
の
廃
棄
量
が
急
激
に
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
製
晶
の

多
く
が
よ
り
早
い
段
階
で
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
段
階
ま
で
残
る
比

率
が
低
下
す
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
製
品
の
廃
棄
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
製
品
の
流

通

時
期
に
差
が
な
く
て
も
廃
棄
量
の
ピ
ー
ク
が
ず
れ
て
く
る
こ
と
が
説
明
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
博
多
・
大
宰
府
の
よ
う
な
陶
磁
器
輸
入
の
門
戸
に
位
置
す
る
集
落
で
は
、

次
々

と
新
し
い
型
式
の
製
晶
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
に
対
し
、
草
戸
千
軒
の
よ
う
な
流

通
経
路
の

末
端
近
く
に
位
置
す
る
集
落
で
は
、
一
定
期
間
使
用
さ
れ
た
の
ち
に
製
晶

が
廃
棄
さ
れ
る
傾
向
が
高
く
、
型
式
の
入
れ
替
わ
る
速
度
が
緩
や
か
だ
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
想
定
し
て
き
た
の
は
、
各
時
期
を
通
じ
て
相
続
率
・
廃
棄
率
が

変
化
し
な
い
場
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
期
に
よ
っ
て
廃
棄
率
が
変
動
す
る
こ
と

も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
表
5
（
図
6
）
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
想
定
し
て

み

た
。
こ
こ
で
は
㊥
出
＞
o
り
間
＋
に
だ
け
六
〇
％
と
い
う
廃
棄
率
を
与
え
、
そ
の
他
の

時
期
を
三
〇
％
に
設
定
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
勺
出
＞
o
り
国
ふ
の
廃
棄
量
が

増
え
て
く
る
が
、
同
時
に
、
勺
出
＞
c
り
国
心
で
多
く
の
製
品
が
廃
棄
さ
れ
る
た
め
に
、

次
の

勺
出

〉
。
。
b
ウ
O
の
廃
棄
量
が
急
激
に
低
く
な
る
と
い
う
現
象
も
確
認
で
き
る
。
先

に

も
触
れ
た
よ
う
に
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
出
土
資
料
の
中
で
こ
れ
に
よ
く
似
た
現

象
が
確
認
で
き
る
の
が
、
集
落
が
成
立
し
た
二
二
世
紀
中
頃
に
は
既
に
流
通
の
ピ
ー

ク
を
過
ぎ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
龍
泉
窯
系
青
磁
碗
－
類
の
中
の
無
文
・
画
花
文
の

グ

ル

ー
プ
、
白
磁
碗
W
・
V
類
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
い
っ
た
ん
減

少

し
た
出
土
比
率
が
一
四
世
紀
中
頃
か
ら
一
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
増
加
し
、
一
五

世
紀
後
半
に
は
再
び
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
に
沿
っ
て

考
え
る
と
、
草
戸
千
軒
の
集
落
で
は
一
四
世
紀
中
頃
に
輸
入
陶
磁
器
の
廃
棄
率
が
高

く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
の
集
落
で
輸
入
陶
磁
器
の
廃
棄
率
が
高
く
な
る
よ
う
な
事

情
が
確
認
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
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表5　PHASE　4の廃棄率だけ高いモデル

時期 PHASE　1 PHASE　2 F）HASEi　3 F）HASE　4 F）HASEi　5 PHASE　6 PHAS∈7
搬入量 100 0 0 0 0 0 0

保有量 100 70 49 34 14 10 7

相続量 70 49 34 14 10 7 5

廃棄量 30 21 15 21 4 3 2

35－

30H

25－］

20」

45ヨ

10」

5
〔
o」 躍」曲

PHASE　l　　　PHASE　2　　　PHASE　3　　　PHASE　4　　　PHASE　5　　　PHASE　6

　　　　　　　　　　　巳廃棄量

　　　図6　PHASE　4の廃棄率だけ高い場合

　…　『「　　一一「

　　　　｝

　　　　｛

　　　　i

　PHASE？

　
（
C
）
消
費
財
が
廃
棄
さ
れ
る
契
機

　

こ
こ
で
再
び
、
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
に
例
を
借
り
て
考
え
て
み
る
。
私
た
ち
の

生
活
の
中
で
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
耐
久
消
費
財
が
集
中
的
に
廃
棄
さ

れ

る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
だ
ろ
う
か
。

　
例

え
ば
身
の
ま
わ
り
の
道
具
が
壊
れ
て
使
え
な
く
な
っ
た
場
合
、
私
た
ち
は
そ
れ

を
廃
棄
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
通
常
の
状
況
で
は
特
定
の
時
期
に
集
申
的
に
製
品

が
壊
れ

る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
し
、
火
災
や
地
震
と
い
っ
た
災
害
が
あ
れ
ば
、

製
品
が
集
申
的
に
壊
れ
る
可
能
性
は
高
く
な
る
。
ま
た
、
製
品
が
壊
れ
た
か
ら
と
い

っ

て
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
廃
棄
す
る
と
も
限
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
転
居
と
か
家
の
建

て

替
え
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
不
用
品
を
ま
と
め
て
廃
棄
す
る
可
能
性
は
高
ま

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
集
落
に
お
い
て
何
ら
か
の
「
変
革
」
、
つ
ま

り
災
害
や
転
居
、
あ
る
い
は
建
物
の
建
て
替
え
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
環
境
が
大

き
く
変
わ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
耐
久
消
費
財
の
廃
棄
行
為
が
促
進
さ
れ

る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
廃
棄
率
が
特
定
の
時
期
に
高
く
な
る
と
い
う
現
象
の
背
後

に
は
、
こ
う
し
た
変
革
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
あ
た
り
の
状
況
を
示
す
身
近
な
例
と
し
て
、
筆
者
の
勤
務
す
る
広
島
県
立
歴

史
博
物
館
の
沿
革
と
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
備
品
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
表
6
に
示
す
よ
う
に
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
は
一
九
七
三
年
に
設
置
さ
れ
た
草

戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
所
が
母
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務

局
文
化
財
保
護
室
の
分
室
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
福
山
市
花
園
町
の
旧
福
山

保
健
所
跡
の

建
物
を
利
用
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
組
織
は
県
教
育
委
員
会
の
付
属
機

関
と
な
り
、
名
称
も
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
と
改
称
さ
れ
た
。
や
が

て
、
一
九
八
三
年
に
は
博
物
館
建
設
予
定
地
で
あ
る
旧
県
立
葦
陽
高
校
跡
の
建
物
に

移
転
す
る
。
さ
ら
に
一
九
八
九
年
の
四
月
に
、
新
築
さ
れ
た
現
在
の
博
物
館
の
建
物

に
移
転
し
、
そ
の
年
の
一
一
月
に
博
物
館
が
開
館
し
て
い
る
〔
広
島
県
草
戸
千
軒
町

遺
跡
調
査
研
究
所
編
．
九
八
三
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
編
　
一
九
九
九
〕
。

　
博
物
館
の
前
身
で
あ
る
研
究
所
は
二
度
の
移
転
を
経
験
し
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
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表6　広島県立歴史博物館の沿革

名　　　　称 年　月 建　　　　物 所　在　地

草戸千軒町遺跡調査所 1973年5月 旧福山保健所跡（1973年5月～） 広島県福山市花園町1－5－2

草戸千軒町遺跡調査研究所 1975年4月

広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 1976年4月
旧県立葦陽高校跡（1983年3月～） 広島県福山市西町2－4－1

広島県立歴史博物館 1989年11月 県立歴史博物館（1989年4月～） 広島県福山市西町2－4－1

庁
舎
で
使
用
し
て
い
た
備
品
が
集
中
的
に
廃
棄
処
分
さ
れ
た
の
は
庁

舎
移
転
の
時
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
旧
保
健
所
跡
に
調
査
所
が
開
設

さ
れ
た
際
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
い
く
つ
か
の
備
品
が
購
入
さ
れ
た
が
、

一
部
は
旧
保
健
所
の
備
品
を
所
管
換
え
し
て
利
用
し
て
い
た
。
そ
れ

ら
旧
保
健
所
の
備
品
は
保
健
所
跡
で
業
務
を
行
っ
て
い
る
間
に
は
ほ

と
ん
ど
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
葦
陽
高
校
跡
地
に
移
転

す
る
際
に
一
部
が
廃
棄
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
際
廃
棄
さ
れ
な
か
っ
た

も
の
は
、
葦
陽
高
校
跡
の
庁
舎
で
も
引
き
続
き
使
用
さ
れ
た
。
さ
ら

に
新
築
の
博
物
館
に
移
転
す
る
際
に
は
、
古
く
て
汚
れ
て
い
る
た
め

新
庁
舎
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
っ
た
理
由
で
、
大
部
分
が
廃
棄

さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
現
在
博
物
館
で
利
用
し
て
い
る
備
品
の
中
に

は
、
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
未
だ
に
旧
保
健
所
時
代
の
備
品
が
含

ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
実
例
で
確
認
で
き
る
点
は
、
庁
舎
の
移
転
と
い
う
環
境
の
変

化

を
機
会
に
多
く
の
廃
棄
物
が
処
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
「
搬
入
と
廃
棄
の
モ
デ
ル
」
に
よ
っ
て
提
示
し
た
古
い
時
期
の

製
品
が
相
続
さ
れ
て
い
く
状
況
も
確
認
で
き
る
。
庁
舎
で
使
わ
れ
る

備
品
は
耐
久
消
費
財
に
区
分
で
き
る
も
の
で
、
消
費
財
と
し
て
の
価

値
が
消
却
さ
れ
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
年
数
を
要
す
る
。
通
常
の
使

い

方
を
す
る
限
り
、
そ
う
簡
単
に
壊
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が

っ

て
、
そ
の
製
品
が
生
産
さ
れ
、
市
場
に
流
通
し
て
い
る
時
期
よ
り

も
の
ち
に
な
っ
て
か
ら
の
方
が
廃
棄
さ
れ
る
頻
度
は
高
い
。
そ
し
て

環
境
の
変
化
を
契
機
と
し
て
、
相
続
さ
れ
て
き
た
古
い
製
品
が
集
中

的
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
草
戸
千
軒
の
集
落
に
も
適
応
す
る
な
ら
ば
、

先

に
示
し
た
白
磁
碗
W
・
V
類
や
龍
泉
窯
系
青
磁
－
類
の
廃
棄
率
が

一
四

世
紀

中
頃
に
高
く
な
る
現
象
は
、
一
つ
に
は
古
い
段
階
の
製
品

が

こ
の
時
代
ま
で
保
有
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同

時
に
、
一
四
世
紀
中
頃
の
段
階
に
集
落
に
大
き
な
変
革
が
訪
れ
、
旧
来
の
製
品
を
一

気
に
廃
棄
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
草
戸
千
軒
の
集
落
に
お
い
て
一
四
世
紀
中
頃
に
大
き
な
変
革
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

遺
構
の

変
遷
過
程
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
〔
福
島
一
九
九
四
、
岩
本
一
九

九

六

a
・
b
〕
。
草
戸
千
軒
の
集
落
の
変
遷
は
表
7
の
よ
う
な
七
つ
の
段
階
で
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
図
7
に
遺
構
変
遷
の
概
略
を
示
し
た
。
ま
ず
、
1
期
前
半
か
ら
後
半

の

段
階
で
は
中
心
区
画
と
呼
ば
れ
る
区
域
を
核
と
し
て
方
形
の
区
画
が
い
く
つ
か
展

開
し
、
南
側
に
は
自
然
流
路
な
ど
未
開
発
の
区
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
H
期

前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
段
階
に
は
南
側
区
域
の
開
発
が
進
み
、
そ
こ
に
東
西
に

細
長
い
短
冊
形
の
区
画
が
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
H
期
後
半
に
は
大

部
分
の
施
設
が
埋
め

戻

さ
れ
、
短
冊
形
の
区
画
も
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
皿

期
か
ら
W
期
に
か
け
て
は
中
心
区
画
は
引
き
続
き
存
続
す
る
も
の
の
、
内
部
の
施
設

の

多
く
が
作
り
替
え
ら
れ
、
や
が
て
こ
の
部
分
に
柵
で
囲
ま
れ
た
区
画
が
整
備
さ
れ

て

い

く
。
ま
た
集
落
南
部
に
は
、
W
期
後
半
に
な
っ
て
濠
で
囲
ま
れ
た
方
形
の
居
館

も
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
皿
期
後
半
に
お
け
る
変
化
が
集
落
変
遷
の
上
で
は

最
も
大
き
な
変
化
で
、
そ
の
時
期
が
一
四
世
紀
中
頃
に
比
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

表7　草戸千軒町遺跡における

　　　時期区分

時　期 暦　年　代

1期前半 13世紀中頃から後半

1期後半 13世紀後半から14世紀初頭

H期前半 14世紀前半

皿期後半 14世紀中頃

m期 15世紀前半から中頃

IV期前半 15世紀後半

IV期後半 15世紀末から16世紀初頭
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図7　草戸千軒町遺跡における遺構の変遷

　
町
の

区
画
を
改
変
す
る
と
い
う
事
業
は
、
そ
れ
ま
で
利
用
し
て
い
た
施
設
を
廃
絶

し
、
新
た
な
施
設
を
再
配
置
す
る
事
業
で
あ
る
。
旧
来
の
施
設
の
廃
絶
に
伴
っ
て
、

そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
保
管
さ
れ
て
い
た
消
費
財
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と

は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
一
四
世
紀
中
頃
の
草
戸
千
軒
の
集
落
に
お
い
て
そ
う
し
た

事
業
が
展
開
さ
れ
、
人
々
の
生
活
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
、
こ
の
時
期
に

お
け
る
廃
棄
率
の
高
ま
り
の
背
景
に
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

滑
石
製
石
鍋
と
木
製
食
膳
具
の
廃
棄

　
前
項
で
は
輸
入
陶
磁
器
を
例
に
挙
げ
、
一
括
廃
棄
さ
れ
た
資
料
の
中
に
さ
ま
ざ
ま

な
時
期
の
製
品
が
混
在
す
る
状
況
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
か
を
分
析
し

た
が
、
こ
こ
で
は
若
干
の
事
例
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
項
で
確
認
し
た
こ

と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
（
a
）
滑
石
製
石
鍋
の
廃
棄

　
滑
石
製
石
鍋
は
中
世
前
半
期
を
中
心
に
、
特
に
西
日
本
に
お
い
て
多
く
利
用
さ
れ

た
煮
炊
具
で
あ
る
。
出
土
量
は
九
州
北
部
か
ら
瀬
戸
内
地
域
・
近
畿
地
方
が
多
い
が

〔木
戸

一
九
九

五
〕
、
瀬
戸
内
海
を
経
由
し
て
鎌
倉
に
至
る
流
通
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
東

日
本
に
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
〔
馬
淵
一
九
八
七
〕
。
原
産
地
は
九
州
北
部
か
ら
瀬

戸
内
西
部
に
か
け
て
の
地
域
で
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
圧
倒
的
多
数
は
長
崎
県
の
西

彼
杵
半
島
一
帯
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
滑
石
が
鍋
と
し
て
利
用

さ
れ
た
理
由
は
、
保
温
性
な
ど
の
点
で
他
の
材
質
に
は
な
い
特
質
が
あ
る
上
に
、
柔

ら
か
く
加
工
し
や
す
い
素
材
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
石
鍋
は
破

片
と
な
っ
て
出
土
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
中
に
は
温
石
・
石
錘
・
硯
・
ス
タ
ン

プ

な
ど
に
再
加
工
さ
れ
て
い
る
例
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
煮
炊
具
と
し
て
利
用
さ

れ

た
こ
と
は
、
煤
の
付
着
や
加
熱
に
よ
る
石
材
の
変
質
と
い
っ
た
痕
跡
で
確
認
で
き

る
。
漆
に
よ
る
補
修
の
跡
を
残
す
資
料
も
存
在
し
て
お
り
、
繰
り
返
し
使
用
す
る
耐

久
消
費
財
で
あ
っ
た
と
考
え
て
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
の
石
鍋
に
つ
い
て
は
、
木
戸
雅
寿
に
よ
っ
て
型
式
分
類
が

行
わ
れ
て
い
る
〔
木
戸
一
九
八
二
〕
。
そ
の
後
『
発
掘
調
査
報
告
』
を
刊
行
す
る
過

程
で
遺
跡
全
体
の
出
土
資
料
の
整
理
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
も
と
に
『
草
戸
千
軒
町

遺
跡
出
土
の
滑
石
製
石
鍋
』
を
刊
行
し
た
〔
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
編
一
九
九
八
〕
。

そ
こ
に
掲
載
し
た
デ
ー
タ
に
基
づ
き
な
が
ら
、
草
戸
千
軒
の
集
落
に
お
け
る
石
鍋
の

搬
入
と
廃
棄
の
状
況
を
概
観
す
る
。

　
草
戸
千
軒
町
遺
跡
か
ら
は
、
滑
石
製
の
石
鍋
と
そ
の
加
工
品
が
二
一
七
一
点
出
土
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表8　草戸千軒町遺跡における石鍋の出土状況
　　　　　型式時期

第1型式 第2型式 第3型式 第4型式 第5型式 第6型式 第7型式 第8型式

1　期　前　半 0 6 0 1 0 0 0 0

1　期　後　半 0 11 14 0 0 0 0 0

H　期　前　半 0 4 5 12 1 1 0 0

n　期　後　半 0 5 8 21 57 17 3 0

皿　　　　期 0 0 9 4 3 3 2 0

IV　期　前　半 0 0 0 1 3 1 2 0

1V　期　後　半 0 1 3 1 3 2 1 0

計 0 27 39 40 67 24 8 0

※時期の確定できる遺構から出土している各型式の点数

し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
出
土
遺
構
の
埋
没
時
期
が

確
定
で
き
、
か
つ
資
料
の
型
式
が
明
ら
か
な
資
料
は

　
　
　
　
　
（
4
）

二

〇
五
点
あ
る
。
表
8
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に

お
け
る
各
型
式
の
石
鍋
の
出
土
点
数
を
示
し
た
。
時

期
は
草
戸
千
軒
に
お
け
る
集
落
変
遷
の
段
階
を
示
し
、

石
鍋
の

型
式
は
木
戸
の
型
式
分
類
を
も
と
に
、
新
た

に
第
1
型
式
か
ら
第
8
型
式
と
し
て
割
り
当
て
た
も

の
を
表
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
表
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
最
も
多
く
出

土

し
て
い
る
型
式
を
太
字
で
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を

み

る
と
1
期
前
半
か
ら
n
期
後
半
ま
で
は
分
類
し
た

型
式
を
順
次
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

つ

ま
り
、
1
期
前
半
に
は
第
2
型
式
、
1
期
後
半
に

は

第
3
型
式
、
n
期
前
半
に
は
第
4
型
式
、
H
期
後

半
第
5
型
式
と
い
う
よ
う
に
、
各
時
期
で
出
土
点
数

の

最
も
多
い
型
式
は
順
次
新
し
い
型
式
へ
と
推
移
し

て

い

る
。
し
た
が
っ
て
、
＝
二
世
紀
中
頃
か
ら
一
四

世
紀
中
頃
に
か
け
て
の
段
階
に
は
、
草
戸
千
軒
の
集

落
に
順
次
新
し
い
型
式
の
石
鍋
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

た

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
皿
期
以
降
の
型
式
の

推
移
が
不
明
確
に
な
る
の
は
、
一
四
世
紀
後
半
以
降

石

鍋
の
流
通
量
が
急
速
に
減
少
す
る
全
国
的
な
動
向

に
対
応
す
る
も
の
で
、
草
戸
千
軒
へ
の
供
給
量
も
不

安
定
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
、
遺
跡
か
ら
出
土
し

て

い

る
型
式
分
類
可
能
な
す
べ
て
の
石
鍋
の
点
数
を

示

し
た
も
の
が
図
8
で
あ
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
は
、

第
1
型
式
か
ら
第
5
型
式
ま
で
次
第
に
石
鍋
の
搬
入
量
が
増
加
す
る
も
の
の
、
第
6

型
式
以
降
搬
入
量
が
激
減
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
先
に
想
定
し
た
流
通
量
の

変
化
を
確
認
で
き
る
。

　
次

に
、
集
落
に
も
た
ら
さ
れ
た
石
鍋
が
ど
の
よ
う
に
廃
棄
さ
れ
た
か
を
確
認
す
る

た
め
、
時
期
別
の
出
土
点
数
を
グ
ラ
フ
に
示
し
た
の
が
図
9
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
て

気
づ
く
の
は
、
n
期
後
半
に
廃
棄
さ
れ
た
量
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
時
期
が

確
定
で
き
る
出
土
資
料
の
半
数
、
五
一
％
が
こ
の
段
階
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
こ
の
段
階
に
も
た
ら
さ
れ
た
石
鍋
の
量
が
多
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
反
映
し
て
い

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
確
か
に
図
8
が
示
す
よ
う
に
第
5
型
式
の
出
土
量
は
多
く
、

こ
の
型
式
は
H
期
前
半
に
な
っ
て
初
め
て
出
土
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
（
図

1
0
）
、
一
四
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
の
時
期
に
集
落
に
も
た
ら
さ
れ
た
型
式

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
5
型
式
に
は
及
ば
な
い
ま
で
も
、
第
3
・
4
型
式

も
そ
れ
な
り
の
量
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皿
期
後
半
に
集
中

的
に
石
鍋
が
廃
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
段
階
以
前
に
も
た
ら
さ
れ
、
こ
の
段

階
ま
で
相
続
さ
れ
て
き
た
石
鍋
が
、
こ
の
段
階
に
も
た
ら
さ
れ
た
石
鍋
と
と
も
に
一

気
に
廃
棄
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
を
想
定
さ
せ
る
。
や
は
り
、
前
項
で
検
討
し
た
よ
う

な
消
費
財
の
廃
棄
を
促
進
さ
せ
る
契
機
、
つ
ま
り
遺
構
配
置
の
変
化
に
示
さ
れ
る
よ

う
な
変
革
が
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　
（
b
）
木
製
食
膳
具
の
廃
棄

　
続
い
て
木
製
食
膳
具
の
廃
棄
状
況
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出

土
の

木
製
食
膳
具
に
つ
い
て
は
、
下
津
間
康
夫
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
が
ま
と
め
ら
れ

て

お
り
〔
下
津
間
一
九
九
六
〕
、
こ
こ
で
は
主
に
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
遺
構
に
大
量
に
投
棄
さ
れ
て
い
る
木
製
食
膳
具
と
し
て
は
、
箸
状
木
製
品
・
折
敷

が
あ
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
大
量
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
漆
器
も
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
箸
状
木
製
品
の
出
土
量
の
多
さ
が
目
立
ち
、
五
二
の
遺
構
に
お
い
て
一
〇

〇
本
以
上
（
破
片
の
長
さ
か
ら
推
定
し
た
本
数
）
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
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図8　草戸千軒町遺跡における石鍋の型式別出土点数
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図10　第5型式の時期別出土点数

0　　　　一
　　1期前半

土
師
質
土
器
食
膳
具
と
同
様
に
、
消
耗
財
と
し
て
何
ら
か
の
儀
礼
性
・
象
徴
性
を
も

っ

て

投
棄

さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
折
敷
の
場
合
は
、
一
〇
〇
点

（破
片
の
点
数
）
以
上
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
遺
構
が
六
例
ほ
ど
確
認
で
き
る
。

表
9
に
は
、
箸
状
木
製
品
・
折
敷
・
土
師
質
土
器
食
膳
具
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る

代
表
的
な
遺
構
と
そ
れ
ぞ
れ
の
出
土
点
数
を
ま
と
め
た
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
n
期

後
半
に
多
く
の
製
品
が
集
中
的
に
廃
棄
さ
れ
た
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。
表
に
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
遺
構
を
含
め
る
と
、
箸
状
木
製
品
の
場
合
は
一
〇
〇
本
以
上
出
土
し

て

い

る
五
二
の
遺
構
の
う
ち
二
九
が
H
期
後
半
に
廃
絶
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
折
敷

の

場
合

は
、
五
〇
点
以
上
出
土
し
て
い
る
一
四
の
遺
構
の
う
ち
n
期
後
半
の
も
の
は

九
遺
構
を
占
め
て
い
る
。

　
箸
・
折
敷
・
か
わ
ら
け
の
セ
ッ
ト
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
儀
式
・
宴
会
な
ど
に
用

い

ら
れ
た
食
膳
具
の
セ
ッ
ト
で
、
こ
れ
ら
を
宴
会
に
伴
う
廃
棄
物
と
位
置
づ
け
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
可
能
性
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

三
者
が
セ
ッ
ト
で
出
土
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
宴
会
の
廃
棄
物
と
結
論
づ

け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
土
師
質
土
器
や
箸
状
木
製
品
に

は
消
耗
財
と
し
て
の
性
格
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
折
敷
に
は
そ
の
性
格
が
明
確
に

は
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
折
敷
は
完
形
品
と
し
て
出
土
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん

ど
な
く
、
使
用
痕
を
残
す
資
料
も
多
い
。
宴
会
の
た
め
に
用
意
さ
れ
、
一
度
限
り

の
使
用
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
遺
構
の
埋

没
状
況
を
説
明
し
た
際
に
触
れ
た
よ
う
に
、
木
製
品
と
土
師
質
土
器
と
は
同
一
層
か

ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
は
木
製
品
は
木
質
層
に
、
土

師
質
土
器
は
そ
れ
よ
り
上
位
の
土
層
に
そ
れ
ぞ
れ
集
中
し
て
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
例
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表9　食膳具が大量に廃棄された遺構

遺　構 時　期 箸状木製品 折　敷 漆　器 土師質土器

SK1300 H期後半 10333 358 99 2972

SG1791 H期後半 1348 317 38 633

SK1890 H期後半 3681 220 14 115

SK582 W期前半 314 169 22 172

SG3060下層 H期後半 123 118 57 248

SG2740下層 n期後半 134 101 31 215

SE3275 1期前半 1486 99 31 89

SG2741 1期後半 954 80 47 292

SK1825 n期後半 287 79 6 0

SD3190最下層 1期前半 517 76 12 45

SK3456 n期後半 1467 71 11 149

SD550 IV期前半 860 60 37 602

SK1370 n期後半 756 58 32 722

SD520 n期後半 1180 54 24 61

※箸状木製品は推定本数、折敷は破片数、漆器は件数、土師質土器は椀皿類の完形品

　の個体数を示す。

え
ば
S
K
二
二
〇
〇
の
場
合
、
箸
状
木
製
品
・
折
敷
は
ほ
と
ん
ど
が
木
質
を
大
量
に

含
む

青
灰
色
土
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
に
対
し
、
土
師
質
土
器
は
黒
灰
色
土
層
を

中
心
に
出
土
し
て
い
る
。
宴
会
に
使
用
し
た
食
膳
具
の
セ
ッ
ト
を
ま
と
め
て
無
造
作

に
投
棄
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
埋
め
戻
し
の
手
順
に
従
っ
て
作
業
を
進
め
る
こ
と
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
箸
状
木
製
品
や
折
敷
ほ
ど
に
は
大
量
に
出
土
し
な
い
も
の
の
、
漆
器
が
出
土
す
る

遺
構
も
多
い
。
漆
関
連
の
資
料
は
遺
跡
全
体
で
一
七
六
九
件
確
認
で
き
、
こ
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

漆
紙
や
漆
塊
を
除
い
た
食
器
類
が
＝
三
一
四
件
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
数
を

時
期
別
に
示
し
た
も
の
が
図
H
の
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
H
期
後
半
の

資
料
が
圧
倒
的
に
多
く
、
全
体
の
四
八
％
を
占
め
て
い
る
。
漆
器
は
耐
用
年
数
が
長

慧
殉

60

　
緬
　
4
0
　
㎜
　
獅
　
m

1期前半　　1期後半　　皿期前半　　冠期後半　　　皿期　　　ロ期前半　　W期後半

　　　　　　　　　　　　時期

図11草戸千軒町遺跡における漆器の時期別出土点数

く
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
耐
久
消
費
財
で
あ
る
。
先
ほ
ど

の
石
鍋
の
場
合
と
同
様
に
、
漆
器
も
通
常
の
状
態
で
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
製
品
が
廃

棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
多
く
は
次
の
時
期
へ
と
相
続
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
H
期
後
半
に
集
中
的
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
状
況

は
、
こ
の
時
期
に
生
じ
た
変
革
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
滑
石
製
石
鍋
と
木
製
食
膳
具
の
出
土
状
況
を
概
観
し
、
H
期
後
半
の
廃
棄
量
が
増

加
す
る
状
況
を
概
観
し
た
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
H
期
前
半
か
ら
皿
期
後
半
に
か

け
て
は
集
落
の
居
住
区
域
が
南
側
へ
と
拡
大
す
る
時
期
に
相
当
し
て
お
り
、
そ
れ
に

伴
っ
て
集
落
の
人
口
や
消
費
量
が
増
加
し
た
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
廃
棄
量
増

加
の
背
景
に
そ
う
し
た
居
住
区
域
の
拡
大
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
H
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期
後
半
に
多
量
の
廃
棄
物
が
認
め
ら
れ
る
遺
構
の
多
く
は
、
遺
跡
南
半
の
新
た
な
居

住
区
域
で
は
な
く
、
中
心
区
画
を
核
と
す
る
遺
跡
北
半
部
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
居
住
区
域
の
拡
大
だ
け
が
廃
棄
量
増
加
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
い
た
の
で

は
な
く
、
n
期
後
半
に
お
け
る
廃
棄
活
動
そ
の
も
の
が
、
集
落
全
体
で
活
性
化
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
集
落
に
お
け
る
施

設
の
大
規
模
な
改
変
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
草
戸
千
軒
に
お
け
る
消
費
活
動
の
特
質

　
今
回
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
草
戸
千
軒
に
お
け
る
消
費
活
動
の
特
質

を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
都
市
に
お
け
る
消
費
の
特
質
に
つ

い
て

も
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
草
戸
千
軒
が
都
市
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
の
議
論
は
さ
て
お
い
て
、
こ
の
集
落
が
地

域
の

経
済
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
〔
岩
本
一
九
九

六

c
〕
。
地
域
の
経
済
拠
点
と
は
、
一
定
の
広
が
り
を
も
っ
た
地
域
社
会
の
内
部
で

分
散
的
に
保
有
さ
れ
て
い
た
経
済
的
諸
機
能
が
、
効
率
化
・
高
度
化
を
図
る
た
め
に

あ
る
特
定
の
場
所
に
集
約
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
こ
で
は
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
集
約
化
・
高
密
度
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
人
々
の
集
住
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
口
密
度
や
消
費
活
動
の
密
度
も
高

く
な
り
、
廃
棄
物
の
量
や
密
度
も
多
く
な
る
と
い
う
現
象
が
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
し
た
経
済
的
諸
機
能
の
集
約
化
が
達
成
さ
れ
た
場
所
が
「
町
」
で
あ
り
、

そ
の
規
模
の
大
き
な
も
の
を
「
都
市
」
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
そ
こ
で
、
草
戸
千
軒
に
お
け
る
消
費
活
動
の
特
質
を
集
約
化
・
高
密
度
化
と
い
っ

た
視
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
集
落
に
ど
の
程
度
「
町
」
あ
る
い
は

「都
市
」
と
し
て
の
特
質
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。

　
（
a
）
施
設
の
廃
絶
と
消
費
財
の
廃
棄

　
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
出
土
資
料
の
特
徴
の
一
つ
は
、
大
部
分
の
資
料
が
施
設
埋
め

戻

し
の
埋
土
の
中
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
に
は
廃
棄
土

坑
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
施
設
が
廃
棄
土
坑
に
転
用
さ

れ

た
も
の
も
多
い
。
廃
棄
土
坑
の
正
確
な
数
は
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
遺
跡
全
体

で
四

九

三
基
確
認
で
き
て
い
る
土
坑
の
多
く
は
、
構
築
後
短
期
間
の
う
ち
に
埋
め
戻

さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
当
初
か
ら
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
の
土
坑
と
し
て

構
築
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
〔
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
一
九
九
六
〕
。
こ
の

数

を
多
い
と
み
る
か
少
な
い
と
み
る
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
判
断
で
き
な
い
が
、
こ
う

し
た
廃
棄
土
坑
以
外
の
溝
や
池
な
ど
も
廃
棄
物
の
投
棄
に
利
用
し
て
い
る
状
況
か
ら

は
、
通
常
の
廃
棄
土
坑
だ
け
で
は
廃
棄
物
の
処
理
が
追
い
つ
か
な
か
っ
た
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
の
廃
絶
の
機
会
を
と
ら
え
て
廃
棄
物

を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
廃
棄
物
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ

に
は
こ
の
集
落
の
消
費
量
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
施
設
廃
絶
に
は
一
定
の
手
順
が
認
め
ら
れ
、
廃
棄
物
の
投
棄
は
そ
の
手
順

の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
集
落
で
は

施
設
廃
絶
と
廃
棄
物
処
理
と
が
結
び
つ
き
、
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
井
戸
や
溝
な
ど
を
含
む
集
落
の
中
の
坑

は
最
終
的
に
は
ご
み
捨
て
坑
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
ご
み
捨
て
坑
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
捨
て
た
ま
で
で
、
必
ず
し
も

廃
棄
土
坑
の
不
足
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
多
く
の
施
設
を
充
た
す
だ
け
の
廃
棄
物
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
、
一

定
レ
ベ
ル
の
消
費
量
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
（
b
）
集
落
内
へ
の
廃
棄

　

こ
の
集
落
で
は
、
廃
棄
物
が
集
落
内
で
処
分
さ
れ
て
い
る
。
集
落
外
に
お
け
る
廃

棄
物
処
理
の
状
況
は
発
掘
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
た
め
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
す
べ

て

の
廃
棄
物
が
集
落
外
へ
と
排
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
廃
棄
土
坑
は
集
落
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
の
縁
辺
部
に
位
置
す
る
こ
と
が
多

く
〔
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
一
九
九
六
〕
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
内
の
廃
棄
物
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が
そ
の
屋
敷
内
の
空
閑
地
で
処
理
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
屋

敷
外
へ
の
廃
棄
に
対
し
て
何
ら
か
の
規
制
が
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
が
、
集
落

外
廃
棄
の
実
態
が
わ
か
ら
な
い
現
段
階
で
は
、
そ
の
評
価
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
定
量
の
廃
棄
物
が
限
定
さ
れ
た
空
間
内
で
処
理
さ
れ
て
い
た
状

況
は

認

め
ら
れ
る
。
廃
棄
土
坑
以
外
の
施
設
が
ご
み
の
処
理
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
限
定
さ
れ
た
空
間
内
で
廃
棄
物
を
処
理
す
る
こ
と
の
必
要
性
か
ら
行
わ
れ
て

い

た
と
も
理
解
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
集
落
内
で
の
廃
棄
活
動
は
密
度
が
高
か

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
別
の
区
画
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
複
数
の
遺
構
の
間
で
接
合
す
る

資
料
も
確
認
で
き
る
。
一
例
と
し
て
は
、
S
K
一
三
七
〇
と
い
う
廃
棄
土
坑
か
ら
出

土

し
た
常
滑
大
甕
が
あ
る
〔
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
一
九
九
四
〕
。
こ
の
資

料

に
は
多
数
の
破
片
が
接
合
し
て
い
る
が
、
破
片
の
出
土
地
は
周
辺
の
複
数
の
遺
構

に
も
分
散
し
て
い
る
。
特
に
多
い
の
が
、
S
K
二
二
七
〇
の
南
方
二
〇
m
ほ
ど
に
あ

る
S
G
一
七
九
一
と
い
う
池
状
遺
構
か
ら
出
土
し
た
破
片
で
あ
る
。
両
遺
構
は
と
も

に
n
期
後
半
に
廃
絶
し
て
い
る
が
、
両
者
の
間
に
は
溝
（
S
D
五
七
〇
）
と
そ
れ
に

沿
う
道
路
（
S
C
六
〇
一
五
）
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
別
の
区
画
に
属
し
て
い
た

と
判
断
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
区
画
を
含
む
一
帯
が
同
じ
時
期
に
】
気
に
更

地

に
戻
さ
れ
、
そ
の
際
に
ど
ち
ら
か
の
区
画
で
利
用
さ
れ
て
い
た
大
甕
の
破
片
が
分

散

し
て
投
棄
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
こ
れ
は
、
施
設
廃
絶
が
そ
れ
ぞ
れ
の
区

画
内
の
事
業
と
し
て
個
別
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
区
画
の
枠
を
超
え
た
「
公
共

事
業
」
と
し
て
進
め
ら
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
S
K
二
二
七
〇
．
S
G
一
七

九
一
は
い
ず
れ
も
規
模
の
大
き
な
遺
構
で
あ
り
、
単
に
屋
敷
内
の
廃
棄
物
を
処
理
す

る
だ
け
で
な
く
、
「
公
共
事
業
」
の
た
め
の
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
n
期
後
半
に
お
け
る
廃
棄
量
増
加
の
要
因
と
し
て
、
集
落
に

お

け
る
何
ら
か
の
改
変
の
存
在
を
想
定
し
た
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
規
模

な
事
業
が
そ
れ
に
比
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
（
C
）
土
地
の
利
用
効
率

　
草
戸
千
軒
の
集
落
に
お
い
て
は
、
大
部
分
の
施
設
が
廃
絶
時
に
一
定
の
手
順
に
よ

っ

て

埋
め

戻

さ
れ
て
お
り
、
廃
絶
後
に
放
置
さ
れ
自
然
に
埋
没
し
た
状
況
が
観
察
で

き
る
遺
構
は
限
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
廃
絶
し
た
施
設
の
ス
ペ
ー
ス
を
遊
ば
せ
て

お

く
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
廃
絶
後
の
再
利
用
が
常
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で

き
る
。
多
く
の
施
設
が
廃
棄
土
坑
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
関
連
す
る
こ
と

で

あ
る
が
、
集
落
内
の
空
間
が
施
設
の
改
変
や
廃
棄
物
の
投
棄
に
際
し
て
高
度
に
利

用
さ
れ
て
い
た
実
態
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
土
地
利
用
の
高
度
化
は
、
集
住
の

密
度
が
高
い
「
町
」
や
「
都
市
」
な
ら
で
は
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。

　
（
d
）
耐
久
消
費
財
廃
棄
の
廃
棄
に
至
る
サ
イ
ク
ル

　
都
市
に
お
い
て
は
新
し
い
モ
デ
ル
の
製
品
が
次
々
と
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
モ
デ

ル

チ

ェ

ン
ジ
の
サ
イ
ク
ル
が
短
か
っ
た
こ
と
が
小
野
正
敏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
〔
小
野
一
九
九
七
〕
。
今
回
筆
者
は
、
こ
れ
と
同
様
の
現
象
を
「
搬
入
と
廃
棄
の

モ
デ

ル
」
に
基
づ
い
て
、
博
多
に
お
け
る
出
土
状
況
と
比
較
さ
せ
な
が
ら
説
明
し
た
。

草
戸
千
軒
の
H
期
後
半
に
お
け
る
廃
棄
量
は
、
こ
の
集
落
の
変
遷
過
程
の
中
で
は
最

も
高
い
率
を
示
し
て
い
る
が
、
廃
棄
物
の
内
容
は
決
し
て
新
し
い
モ
デ
ル
が
中
心
で

は

な
く
、
相
続
さ
れ
て
き
た
古
い
モ
デ
ル
が
多
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
つ
ま
り
、
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
の
サ
イ
ク
ル
は
決
し
て
短
い
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
当
時
国
内
随
一
の
貿
易
港
で
あ
っ
た
博
多
に
は
及
ぶ
べ
く
も

な
く
、
両
者
の
特
質
の
違
い
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
以

上
、
草
戸
千
軒
に
お
け
る
消
費
活
動
の
特
質
を
、
消
費
の
結
果
で
あ
る
廃
棄
物

の

側
面
か
ら
ま
と
め
て
み
た
。
そ
こ
に
は
限
定
さ
れ
た
空
間
の
中
に
消
費
活
動
が
高

密
度
に
集
約
さ
れ
た
状
況
が
確
認
で
き
、
地
域
経
済
拠
点
で
あ
る
「
町
」
と
し
て
の

消
費
の
特
質
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
博
多
と
の
比
較
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
消
費
財
の
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
に
お
け
る
停
滞
性
も
指
摘
で
き
る
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
が
「
町
」
と
「
都
市
」
に
お
け
る
消
費
の
違
い
を
示
す
も
の
と
も
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考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
今
回
の
分
析
は
草
戸
千
軒
と
い
う
一
集
落
の
分
析
結
果
に

過

ぎ
な
い
。
草
戸
千
軒
に
お
け
る
消
費
活
動
の
特
質
を
相
対
化
さ
せ
、
「
町
」
「
都

市
」
に
お
け
る
消
費
の
特
質
を
明
示
す
る
た
め
に
は
、
今
後
そ
の
他
の
集
落
と
の
比

較
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
、
評
価
は
今
後
の
課
題
と
し
て
保
留
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
考
古
資
料
が
多
様
な
活
動
の
集
積
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
繰
り

返

し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
複
雑
な
資
料
形
成
過
程
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
集

落
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
多
様
な
活
動
を
一
つ
一
つ
丹
念
に
分
析
し
て
い
く
作
業
も
必

要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
残
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
も
、
資
料
形
成
過
程
の

視
点
か
ら
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

　
筆
者
は
こ
こ
で
、
計
量
分
析
デ
ー
タ
の
解
釈
に
資
料
形
成
過
程
の
概
念
を
導
入
す

る
こ
と
の
必
要
性
を
論
じ
て
き
た
が
、
資
料
形
成
過
程
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
は
、

考
古
資
料
と
い
う
断
片
的
な
痕
跡
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
人
間
行
動
を
復
元
す
る
た
め

の

一
つ
の
方
法
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
他
に
も
、
民
族
考
古
学
や
実
験
考
古
学
な
ど
、

考
古
資
料
と
人
間
行
動
と
の
橋
渡
し
を
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
方
法
が
存
在
す
る
。

特

に
先
史
考
古
学
の
場
合
は
、
あ
る
考
古
資
料
が
ど
の
よ
う
な
人
間
行
動
の
結
果
と

し
て
残
さ
れ
た
か
を
知
る
方
法
が
非
常
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
民
族
考
古
学
・
実
験

考
古
学
の
重
要
度
が
高
い
。
と
こ
ろ
が
中
・
近
世
考
古
学
の
場
合
は
、
文
献
資
料
・

絵
画
資
料
・
民
俗
資
料
な
ど
、
過
去
の
人
間
行
動
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
情
報
が
現
在

の

機
能
的
文
脈
の
中
に
豊
富
に
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
行
動
が
ど
の

よ
う
な
痕
跡
を
遺
跡
に
残
す
の
か
と
い
う
対
応
関
係
は
、
先
史
考
古
学
に
比
べ
る
と

は
る
か
に
把
握
し
や
す
い
。
中
・
近
世
考
古
学
の
豊
富
な
情
報
を
も
と
に
確
立
さ
れ

た
対
応
関
係
の
モ
デ
ル
は
、
先
史
考
古
学
の
資
料
を
解
釈
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し

て

も
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
中
・
近
世
の
考
古

資
料
に
お
け
る
資
料
形
成
過
程
の
分
析
が
、
考
古
学
全
体
に
果
た
す
べ
き
役
割
は
大

き
い
と
考
え
て
い
る
。
同
時
に
、
中
・
近
世
考
古
学
に
お
け
る
隣
接
諸
分
野
と
の
共

同
研
究
の
重
要
性
は
、
考
古
資
料
の
解
釈
方
法
の
確
立
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
今
後

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
三
年
間
の
共
同
研
究
で
は
多
く
の
刺
激
的
な
議
論
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ

ま
で
進
め
て
き
た
分
析
を
消
費
と
い
う
立
場
か
ら
改
め
て
見
直
す
有
意
義
な
機
会
を

も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
末
筆
で
は
あ
る
が
、
参
加
者
の
皆
様
に
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
。

註（
1
）
　
資
料
形
成
過
程
の
理
解
に
は
、
〔
知
。
ロ
時
Φ
乞
①
邑
ロ
芦
ロ
一
8
一
、
阿
子
島
一
九
八
三
二
九

　
九
九
、
五
十
嵐
一
九
九
九
〕
な
ど
も
参
考
に
し
た
。

（
2
）
　
こ
の
論
文
は
、
〔
°
り
6
巨
2
一
〇
誤
〕
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
3
∀
　
大
宰
府
分
類
は
、
〔
横
田
・
森
田
一
九
七
八
〕
に
よ
る
。

（
4
）
　
草
戸
千
軒
の
集
落
が
衰
退
し
た
後
の
、
V
期
の
遺
構
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
除
外
し
て
い
る
。

（
5
）
漆
器
の
件
数
は
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
で
運
用
し
て
い
る
「
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
遺
物

　

デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
（
館
外
に
は
未
公
開
）
。
ま
た
、
資
料
は
出
土
の
単
位
ご
と
に
ま
と
め

　
ら
れ
て
い
る
た
め
、
中
に
は
一
件
の
デ
ー
タ
の
中
に
複
数
の
個
体
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ

　
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
示
し
た
漆
器
の
点
数
は
必
ず
し
も
個
体
数
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な

　
　
い
。
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鈴木康之［考古資料からみた中世集落における消費活動］

　
1
、
同
成
社

網
野
善
彦
・
石
井
進
・
鈴
木
稔
編
　
一
九
九
七
　
『
中
世
日
本
列
島
の
地
域
性
』
、
名
著
出
版

網
野
善
彦
・
石
井
進
・
谷
口
一
夫
編
　
一
九
九
五
　
『
中
世
資
料
論
の
現
在
と
課
題
』
、
名
著
出
版

網
野
善
彦
・
石
井
進
編
　
一
九
九
二
　
『
中
世
都
市
と
商
人
職
人
』
、
名
著
出
版

網
野
善
彦
・
石
井
進
編
　
一
九
九
六
　
『
「
中
世
」
か
ら
「
近
世
」
へ
』
、
名
著
出
版

五
十
嵐
彰
　
一
九
九
九
　
「
遺
跡
形
成
」
『
用
語
解
説
現
代
考
古
学
の
方
法
と
理
論
』
1
、
同
成
社

池
崎
譲
二

・
森
本
朝
子
　
一
九
八
三
　
「
博
多
出
土
の
宋
元
陶
磁
」
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
M
脚
、

　
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社

池

崎
譲
二
・
森
本
朝
子
一
九
八
八
「
海
を
越
え
て
き
た
陶
磁
器
」
『
よ
み
が
え
る
中
世
』
1
東

　
ア

ジ
ア
の
国
際
都
市
　
博
多
、
平
凡
社

石
井
　
進
　
一
九
九
九
　
「
歴
史
研
究
と
考
古
学
」
『
歴
博
大
学
院
セ
ミ
ナ
ー
　
考
古
資
料
と
歴
史
学
』
、
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六
　
「
木
製
食
器
類
の
様
相
－
折
敷
・
箸
状
木
製
品
・
漆
器
1
」
『
草
戸
千
軒

　
町

遺
跡
調
査
研
究
報
告
』
V
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所

鈴
木
康
之
　
］
九
八
九
a
　
「
土
師
質
土
器
の
用
途
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
1
）
」
『
草
戸
千
軒
』
M

　

凹
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所

鈴
木
康
之
　
一
九
八
九
b
　
「
土
師
質
土
器
の
用
途
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
2
）
」
『
草
戸
千
軒
』
M

　

挑
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所

鈴
木
康
之
　
一
九
九
五
　
「
草
戸
千
軒
町
遺
跡
に
お
け
る
貿
易
陶
磁
の
変
遷
－
特
に
廃
棄
量
の
変
化
を

　
め

ぐ
っ
て
ー
」
『
青
山
考
古
』
第
一
二
号
、
青
山
考
古
学
会

鈴
木
康
之
　
一
九
九
六
　
「
輸
入
陶
磁
器
の
廃
棄
と
集
落
の
変
遷
過
程
」
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調

　
査
報
告
』
V
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所

鈴
木
康
之
　
一
九
九
七
　
「
中
世
食
器
の
地
域
性
ー
草
戸
千
軒
ー
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
告
』
第
七
一
集
、
国
立
歴
史
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〇
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Characteristics　of　Consumption　in　a　Medieval　Town“Kusado　Sengen”：

An　Archaeological　Study　on　Formation　Processes　of　Medieval　Artifacts

SuzuKI　Yasuyuki

As　for　the　archaeological　studies　on　Japanese　medieval　consumption　sites，　quantitative　analyses　have　been

extensively　done　and　data　have　been　accumulated．　However，　interpretation　of　data　and　methods　of

reconstructing　human　activities　in　the　past　have　not　been　fully　discussed．

　　In　order　to　reconstruct　human　activities　from　archaeological　materials，　the　author　of　this　paper

considers　it　important　to　understand　formation　processes　of　these　records．　Accordingly，　the　fundamental

concept　of　formation　processes　of　archaeological　records　advocated　by　Michael　SCHIFFER　is　presented

first　in　this　paper．　Then，　the　author　deals　with　the　Kusado　Sengen’cho　site（Fukuyama　City，　Hiroshima

Prefecture）asettlement　from　the　mid－thirteenth　century　to　the　early　sixteenth　century．　He　analyzes　how

imported　ceramics，　stone　pans　made　of　talc　and　wooden　tableware　from　the　site　were　thrown　into　the

discard　in　the　settlement．　As　a　result，　the　following　facts　are　apparent；durable　consumer　goods　were

rarely　discarded　during　the　period　when　they　were　produced　and　circulated，　and　were　inherited　to　the

next　generation　in　the　systemic　context，　then　changes　of　environment　including　ones　in　the　settlement

pattern　were　the　moments　of　abandoning　many　durable　consumer　goods．

　　　Judging　from　the　patterns　of　disposal　in　the　Kusado　Sengen　settlement　revealed　from　the　above

analysis，　one　can　assume　that　intensive　consuming　activities　were　going　on　in　limited　space，　which　is

considered　to　have　shown　a　part　of　urban　characteristics　of　this　settlement
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