
石

刃

-
先
土

器
時
代
研
究

に
お
け

る
用
語
概
念

の
二

.
三

の
問
題
1

山

中

一

B良

石
器
時
代
の
研
究
に
お
い
て
、
石
刃
と
呼
ば
れ
る
遺
物
は
大
き
な
意
味
を
持

っ

て
い
る
。
石
刃
と
い
う
用
語
は
多
く
の
研
究
者
に
と

っ
て
形
態
定
義
に
基
づ
く
剥

片
の

一
部
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し

そ
れ
以
上
の
意
味
を
不
可
分
的
に
つ
け

加
え
て
石
刃
を
取
り
扱
う
研
究
者
も
存
在

す
る
。
さ
ら
に
石
刃
は
そ
れ
が
製
作
さ

れ
た
時
に
採
用
さ
れ
た
技
術
と
結
び

つ
け

て
議
論
さ
れ
る
時
、
形
態
定
義
を
離
れ

た
議
論
と
な
る
。
す
な
わ
ち

「石
刃
技
法
」
と
も
呼
ば
れ
る
剥
片
剥
離
技
術
が
定

義
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
生
産
物
が
石
刃
で
あ
る
と
考
え
る
研
究
者
が
出
現
す

る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
日
本
先
土
器
時
代
研
究

に
お
け
る
用
語
の
あ
り
方
に
簡
単
で

は
あ
る
が
研
究
史
的

に
触
れ
、
概
括
し
、
石
刃
の
用
語
概
念
の
問
題
を
整
理
し
て

お
き
た
い
。

一

研
究
史
に
み
る
用
語
概
念
の
変
化
例

日
本

先

土

器
時

代

の
研

究

は
民

族

的

で
人

類

学

的

な

単

位

を

議

論

し

て
き

た
と

は

い

え

な

い

で
あ

ろ

う

(
ピ
Φ
円
9

1
0
8

}

o
コ

一
⑩
①
タ

℃
℃
.
卜。
O
O
-
b。
O
b。
'

ル

ロ

ワ
"
グ
ー
ラ
ン

〔荒
木
訳
〕

一
九
七
三
、

一
四
八
ー

一
四
九
頁
参
照
)
。

初
期
の

研
究
段
階

に
設
定
さ
れ
た

「石
器
文
化
」
と
い
う
概
念
の
詳
細
な
検
討
を
試
み
る

必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば

「国
府
石
器
文
化
」
と
い
う
捉
え
方
は
、

「国
府
石
器

群
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
別
に

「国
府
期
」
と
い
う
表
現
と
同
義
的
に
用
い
ら
れ
る

(竪
田
直
監
修

一
九

八

一
参

照
)
。

そ
こ
で

「石
器
文
化
」
と
い
う
概
念
は
編

年
学
的
単
位
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

一
つ
の

「石
器
文
化
」
に

ま
と
め
ら
れ
る
も
の
は
共
時
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
仮
説
が
受
け
い
れ
ら
れ
て
き

た
こ
と
に
な
る
。

「国
府
石
器
文
化
」
の
認
定
条
件
は
、
国
府
型
ナ
イ
フ
形
石
器
と
定
義
さ
れ
る

一

定
の
形
態
を
も

つ
石
器
を
原
材
か
ら
製
作
す
る

一
つ
の
石
器
製
作
技
術
の
存
在
で

あ
る
が
、

こ
の

「
石
器
文
化
」
が
民
族
的
で
人
類
学
的
単
位
で
の
議
論
の
対
象
に

至
り
え
な
か

っ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
編
年
学
的
位
置
づ
け
が
、

「国
府

期
」
と
い
う
表
現
の
是
非
は
さ
て
お
い
て
、
仮
説
の
域
を
出
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

る
。す

な
わ
ち
、

「
瀬
戸
内
技
法
」
と
い
う
石
器
製
作
技
術
の
定
義
に
従

っ
て
、
そ

の
技
法

の
確
認
に
基
づ
い
て
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な

っ
た

「国
府
石
器
文
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化
」
は
、
そ
の
ま
ま
編
年
学
的
地
位
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
考
え
方
を
と
る
こ
と
は
、

「国
府
石
器
文
化
」
と
い
う
用
語
を
民
族
的

で
人
類
学
的
単
位
で
考
え
よ
う
と
す
る
方

向
か
ら
離
脱
さ
せ
る
に
至

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
方
法
で
は

「国
府
石
器
文
化

」
の
空
間
的
分
布
は
追
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
て
も
、
時
間
的
分
布
は
仮
説
的

に
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
し
ま

っ

た
か
ら
で
あ
る
。

「国
府
石
器
文
化
」
に
限
ら
ず
、

「東
山
石
器
文
化
」
、
「
杉
久
保
石
器
文
化
」
、

「茂
呂
石
器
文
化
」
、
「
岩
宿
石
器
文
化
」

と
い
っ
た
捉
え
方
も
、
本
来
な
ら
ば
民

族
的
で
人
類
学
的
単
位
と
し
て
、
そ
の
編
年
学
的
位
置
づ
け
と
分
布
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
場
合

に
は
活
用
さ
れ
る
予
定
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の

「石
器
文
化
」
は
人
そ
・の
も
の
で
は
な
く
、
物
を
製
作
す
る

つ
く
り
方
で
し
か
な

い
こ
と
は
定
義
か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
。

一
方
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
資
料
が

確
実
に
示
す
も
の
は
技
術
で
し
か
な
い
と

い
う
制
限
が
あ
り
、
技
術
的
革
新
性
に

よ

っ
て
時
期
を
画
す
る
対
象
か
ら
人
の
内
面
的
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
い

の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
研
究
史
は
必
然
的

に
人
類
学
的
単
位
で
の
歴
史
の
追
求
か

ら
外
れ
て
、
む
し
ろ
人
に
よ

っ
て
用
い
ら
れ
た
技
術
の
多
様
性
の
反
映
と
思
わ
れ

る
も
の
を
探
そ
う
と
い
う
方
向
に
む
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「石
器
文
化
」
と

い
う
用
語
の
他
に
、

「石
器
群
」
と
い
う
用
語
が
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
は

そ
れ
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
傾
向
は
三
〇
年
余
り
の
短
か
い
研
究
史
と
は
い
え

日
本
先
土
器
時
代
研
究
に
お
け
る
先
学
諸
氏
の
取
り
組
み
の
正
当
性
を
見
る
こ
と

が

で
き
る
点
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
延
長
線
上
で
研
究
を
続
け
て
い
る
の
で

あ
る
。

「石
器
文
化
」
の
概
念
を
研
究
上
有
効

に
作
用
さ
せ
う
る
に
は
多
く
の
障
害
が
存

在
し
た
。
最
大
の
も
の
は
編
年
学
的
問
題

で
あ

っ
た
。
14C
年
代
数
値
と
層
位
的
出

土
例
を
併
せ
検
討
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
日
本
先
土
器
時
代
の
編
年
を
確
立
す
る

た
め
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の
は
芹
沢
長
介
教
授

で
あ
る
が

(芹
沢

一

九
六
七
)
、

当
時
の
研
究
段
階
で
は
そ
の
た
め
の
資
料
は
少
な
く
、
と
く
に
層
位

的
出
土
例
の
反
覆
性
は
極
め
て
乏
し
か

っ
た
。
い
ま
さ
ら
モ
ン
テ
リ
ゥ
ス
を
引
く

ま
で
も
な
く
、
対
象
資
料
の
反
覆
例

の
増
加
は
そ
れ
に
基
づ
く
仮
説
の
蓋
然
性
を

高
く
す
る

(
モ
ン
テ
リ
ゥ
ス

〔浜
田
訳
〕

一
九
三
二
、
二
九
1
三
〇
頁
)
。

し
か

し
な
が
ら
、
芹
沢
教
授
の
研
究
方
向
は
、
そ
の
反
覆
例
の
増
加
を
多
く
見
る
に
至

ら
ず
、
例
え
ば
瀬
戸
内
地
方

で
は
、
当
初
採
用
さ
れ
た
層
位
的
出
土
例
の
再
検
討

す
ら
要
請
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
解
釈
が
矛
盾
す
る
層
位
的
出
土
例
が

一
例
で
も
検

出
さ
れ
た
時
に
は
、
編
年
体
系
仮
説
は
崩
壊
す
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ム
ス
チ
エ

文
化
研
究
に
お
け
る
ム
ス
チ

エ
遺
跡
の
調
査
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

日
本
先
土
器
時
代
研
究
史

に
お
い
て
、
編
年
確
立
作
業
が
新
し
い
観
点
か
ら
進

め
ら
れ
る
の
は
、

一
般
的
に

「
月
見
野

・
野
川
以
後
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
か
ら
で

あ
る
。
と
く
ヒ
小
田
静
夫
に
よ

っ
て
積
極
的
に
進
め
ら
れ
る
新
し
い
研
究
で
は
、

武
蔵
野
地
方
に
お
け
る
諸
遺
跡
を
深
く
掘
り
下
げ
、
重
複
す
る
文
化
層
を

一
枚

一

枚
検
出
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
文
化
層
認
定
の
基
準
は
、
火
山
灰
層
を
基
層

と
す
る
堆
積
物
の
性
質

に
帰
因
す
る
困
難
性
を
残
し
て
い
る
が

(ヴ
ィ
ラ

〔山
中
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訳
〕

一
九
八

一
参
照
)
、

お
お
ま
か
に
い
え
ば
対
象
資
料

の
反
覆
性
は
か
な
り
高

く
な

っ
た
と
い
え
よ
う

(赤
沢
、
小
田
、
山
中

一
九
八
〇
)
。

ま
た
こ
の
時
期
に

は
、
uC
法
の
年
代
数
値
の
増
加
の
他
に
、
黒
曜
石
の
フ
ィ
ッ
シ
ョ
ン

・
ト
ラ

ッ
ク

法
の
援
用
、
さ
ら
に
は
火
山
灰
年
代
学
の
発
達
を
見
る
に
及
ん
で
、
こ
と
武
蔵
野

地
方
に
関
し
て
は
編
年
体
系
は
か
な
り
整
備
さ
れ
た
と
い
え
る
。

編
年
学
的
成
果
の
裏
づ
け
が
あ
れ
ば

「石
器
文
化
」
の
概
念
は
有
効
に
作
用
す

る
は
ず
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
日
本
全
国
を
か
け
め
ぐ
る
は
ず

で
あ

っ
た
。
し
か
し

現
実
は
そ
う
は
至
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
以
前
の
こ
〇
年
余
り
の
日
本
先
土
器
時
研

究

の
畜
積
が
そ
れ
を
不
可
能

に
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
調
査
例
が
南
関
東
地
方

に
局
限
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
他

の
地
方

の
研

究
成
果
に
対
応
さ
せ
る
方
向
が
消
極
的
に
対
拠
さ
れ
て
き
た
こ
と

に
大
き
な
原
因

が
あ
る
が
、
剥
片
剥
離
技
術

に
関
し
て
の
み
と
い
え
る
と
し
て
も
、
石
器
群
の
分

析
を
目
指
す
研
究
が
多
く
の
研
究
者

に
支
持
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
こ
と

に
も
よ
る
。

こ
れ
は
、
編
年
確
立
作
業
は
さ
て
お
き
、
石
器
の
技
術
学
的
研
究
を
実
証
的

に
進

め
て
き
た
松
沢
亜
生
が
主
張
し
た
研
究
方

向
が
、
接
合
資
料
例
の
増
加
を
伴

っ
て

広
く
う
け
い
れ
ら
れ
た
こ
と
に
要
因
が
あ

っ
た
と
も
い
え
る
。

さ
ら
に
は
モ
ヴ
ィ
ウ
ス
ら
の
研
究

(
ζ
o
<
ご
。。
"
O
餌
≦
鼻

¢¢
ユ
o
評
臼
噂
Ω
餌《

お
O
c。

)
に
刺
激
を
う
け
て
属
性
分
析

に
よ
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に

も
よ
る

(加
藤
、
畑
、
鶴
丸

一
九
七
〇
)。

そ
の
目
的
は
異
な
る
が
、
こ
の
方
向

の
研
究
例
は
、
萩
原
博
文
や
竹
岡
俊
樹
さ

ら
に
は
松
藤
和
人
を
中
心
と
す
る
旧
石

器
文
化
談
話
会
に
属
す
る
研
究
者
の
業
績

に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

主
張
す
る
技
術
形
態
学
的
研
究
も
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

二

日
本
先
土
器
時
代
研
究
の
現
状

日
本
先
土
器
時
代
研
究
の
現
状
の
特
色
を
要
約
し
よ
う
。

汎
日
本
的
な
編
年
確
立
の
作
業
は
地
域
差
を
論
ず
る
た
め
の
比
較
概
念
が
明
確

に
さ
れ
な
い
た
め
に
困
難
を
極
め
て
い
る
。
従

っ
て
民
族
的
で
人
類
学
的
単
位
と

し
て
西

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
独
歩
し
た
概
念
用
語
に
似
た

「石
器
文
化
」
と
い
う
語
は

適
用
で
き
な
く
な

っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
資
料

の
限
度
を

考
慮
す
れ
は
正
当
な
選
択
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

地
域
別
の
編
年
確
立
作
業
を
み
る
と
、
例
え
ば
山
形
県
の
よ
う
に
長
い
年
月
に

わ
た
る
努
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
連
の
加
藤
稔
の
仕
事

で
あ
る
。
ま
た

北
海
道
を
例
に
と
れ
ば
、
吉
崎
昌

一
の
試
行
錯
誤
的
で
は
あ
る
が
系
統
的
な
仕
事

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
後
者
は
そ
の
進
展
を
見
な
く
な

っ
て
久
し
い
。

瀬
戸
内
地
方
、
北
西
九
州
で
は
良
好
な
層
位
的
出
土
を
示
す
遺
跡
の
発
見
が
極
め

て
困
難
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

つ
つ
あ
る
。
南
関
東
地
方
を
除
い
た
、
重
複
文
化

層
を
検
出
し
な
い
地
域
で
は
、
編
年
確
立
作
業
そ
の
も
の
が
難
行
し
て
い
る
。

し
か
し
最
近
瀬
戸
内
地
方
で
は
、
層
位
的
出
土
例
を
検
出
す
る
望
み
が
ほ
と
ん

ど
な
い
こ
と
か
ら
、
属
性
分
析
に
よ
る
遺
物
の
検
討
を
も
と
に
編
年
体
系
が
求
め

ら
れ
る
と
い
う
研
究
が
な
さ
れ
た

(竹
岡

一
九
八
〇

a
)
。

こ
の
方
向
性
が
有
効

で
あ
る
こ
と
は
松
藤
和
人
に
よ

っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る

(
サ
ケ
ッ
ト
〔松
藤
訳
〕
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一
九
八

一
、
五
八
頁
)。

し
か
し
層
位
学
的
編
年
は
編
年
学
の
基
礎
で
あ
り
、
小

林
達
雄
の
言
う
よ
う
に
層
位
学
は
型
式
学
と
不
可
分
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
と

し
て
も

(小
林

一
九
七
五
、

一
一
五
ー

一
一
六
頁
)、

層
位
学
的
事
実
は
型
式
学

的
序
列
に
優
先
す
る
。

た
だ
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
が
あ
る

の
は
、
た
と
え
属
性
分
析
法
は
編
年
体

系
を
確
立
す
る
た
め
に
有
効

で
あ
る
に
せ
よ
、
編
年
体
系
が
確
立
し
た
地
域
に
お

け
る
石
器
群
の
比
較
作
業
、
す
な
わ
ち
人
類
学
的
解
釈
を
な
す
の
に
よ
り
力
を
発

揮
ず
る
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
属
性
分
析
法
と
い
う
武
器
は
、
そ
う
し
た
威
力

を
も

つ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
の
援
用
に
よ

っ
て
編
年
体
系
が
確
立
し
た
地
域
に
お
い

て
も

「石
器
文
化
」
が
民
族
的

で
人
類
学
的
単
位
と
し
て
独
歩
す
る
こ
と
を
な
さ

し
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
分
析
結
果
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
性
質
が

「石
器
文
化
」

と
不
可
分

の
も
の
と
な
り
、
属
性
の
認
識
が
確
実
な
た
め
に
技
術
学
的
属
性
分
析

を
行
う
傾
向
が
強
く
な
れ
ば
な
る
程
、

「
石
器
文
化
」
は
技
術
体
系
の
認
定
に
よ

り
近
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
資
料
操
作

の
方
法
は
資
料
の
性
質

に
左
右
さ
れ
る
が

そ
れ

に
よ

っ
て
な
さ
れ
う
る
議
論

の
性
質

を
も
左
右
す
る
。
資
料
操
作

の
方
法
を

石
器
遺
物

の
性
質
の
た
め
に
厳
し
く
限
定
す
る
と
議
論
の
結
論
は
技
術
論

に
限
ら

れ
て
く
る
。

「そ
れ
は
目
的
で
な
い
」
と
か
、「
目
的
の
な
い
型
式
学
」
と
い
う
批

判
が
生
じ
る
点
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
考
え
で
は
現
在

に
お
い
て
は
石
器
遺
物
の
研
究
は
技
術
形
態
学
に

徹
す
る
べ
き
で
あ
る
。
機
能
形
態
学
は
技
術
形
態
学
と
混
同
し
て
は
な
ら
ず
、
前

者
の
確
立

に
後
者
の
援
用
が
必
要

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
つ
な
ぎ
の
理
論
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る

(山
中

一
九
七
八
、

一
九
八
〇
)
。

こ
の
両
者
の
用
語
を

概
念
的
に
区
別
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
傾
向
は
竹
岡
俊
樹
の
仕
事
に
見
ら
れ
る
が
、

機
能
形
態
学
的
用
語
に
は
技
術
形
態
学
的
用
語
が
〈
〉
で
囲
ん
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
石
刃
と
〈
石
刃
〉
と
い
う
使
い
方
が
さ
れ
る
。
最
も
理
解
に
注
意
を
要
す
る

点
は
そ
の
両
者
が
概
念
的

に
全
く
異

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
混
乱
を
引

(ユ
)

き
起
す
も
と
に
な
る
の
は
く
石
刃
V
を
認
定
す
る
方
法
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
技
術
と
機
能
を
考
え
る
こ
と
は
石
器
研
究
の
基
本
的
な
観
点
で
あ
る
と
い
う

一
般
認
識
に
あ

っ
て
、
両
者
を
概
念
的
に
区
別
す
る
考
え
が
見
ら
れ
始
め
た
こ
と

は
日
本
先
土
器
時
代
研
究

の
現
状
の
中
で
も
特
記
に
価
す
る
と
思
わ
れ
る
。

技
術
学
的
研
究
は
剥
片
剥
離
過
程
の
工
作
復
原
の
面
に
お
い
て
盛
ん
に
行
な
わ

れ
て
い
る
。
石
器
資
料
の
接
合
作
業
が
意
欲
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ル
ド
が
指

摘
し
た
接
合
作
業
の
も

つ
二

っ
の
側
面
に
対
し
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ

て
い
る

(
じ口
○
乙
Φ
ω
一
Φ
。。
9

P

一
ω
卜。
)
。遺
物
分
布
の
共
時
性
に
関
し
て
は
な
お
問
題
を

残
し
、と
く
に
堆
積
物
の
性
質
に
難
点
が
あ
る
の
で
、
ボ
ル
ド
や
ヴ
ィ
ラ
の
指
摘
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

(ヴ
ィ
ラ

〔山
中
訳
〕

一
九
八

一
、
六
ー

=

頁
)。
し
か
し
、

技
術
学
的
研
究
の
面
で
は
ボ
ル
ド
や
テ
ィ
キ
シ
エ
の
や
や
消
極
的
な
評
価
も
あ
る

が

(
ゴ
×
一Φ『"
一三
N
餌
P

ヵ
09
ρ

一⑩
。。
ρ

℃
℃
●
b。
①
ー
ト。
刈
)
、
石
の
割
れ
方
の
理

解
に
対
す
る
絶
対
的
武
器
と
な
る
。
そ
う
し
た
資
料
が
増
加
し
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。

接
合
資
料
の
分
析
は
、
石
材
の
消
費
に
関
す
る
詳
細
か

つ
実
証
的
検
討
を
可
能

に
す
る
。
さ
ら

に
石
器
製
作
人
の
製
作
意
図
と
石
材
の
性
質
を
考
慮
し
た
石
器
製

89



(2
)

作
態
度
の
理
解
を
可
能
に
す
る
。
こ
う
し
た
石
材
消
費
の
経
済
学
を
求
め
る
方
向

が
、
発
掘
土
を
筋

に
か
け
る
発
掘
方
法
の
採
用
を
伴

っ
て
試
み
ら
れ

つ
つ
あ
る
。

接
合
作
業
を
伴
う
石
器
製
作
技
術
の
研
究
、
お
よ
び
属
性
分
析
法
の
採
用
は
石

器
観
察
を
細
か
い
も
の
に
し
た
。
そ
の
議
論
は
技
術
体
系
に
関
す
る
も
の
に
限
ら

れ
る
と
し
て
も
、
目
的
を
も
た
な
い
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
石
器
群
比
較
に
と

っ
て
基
礎
的
な
資
料
を
提
供
す
る
の
み
な

ら
ず
、
資
料

の
限
界
の
中
で
過
去
の
人

の
生
活
復
原

に
寄
与
す
る
展
望
を
開
き

つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
面
で
の
研

究
の
中
で
研
究
成
果
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
の

一
つ
に
、
柳
田
俊
雄

、
藤

原
妃
敏
に
よ
る

「瀬
戸
内
技
法
と
石
刃
技
法
ー
調
整
技
術

の
も

つ
意
味
ー
」
と
題

す
る
論
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
か
か
る
三
〇
年
余
り
の
日
本
先
土
器
時
代
研
究

の
歴
史
を
概
観
す
る
時
、

そ
の
方
法
論
的
進
展
は
必
然
的
な
道
を
歩

ん
で
き
た
と
評
価
で
き
る
。
西

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
研
究
史
が
歩
ん
だ
長
い
道
の
り
に
比
べ
て

「無
駄
」
を
見
事
に
省
い
た
と

い
え
よ
う
か
。
し
か
し
逆
説
的
に
み
る
な
ら
ば
、
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

「無

駄
」
は
実
は
無
駄
で
は
な
く
、
必
然
的
無
駄
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
、
そ
れ
は
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
の
思
考
的
生
産
物
に

一
種
の
強
み
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
う
ち
の
最
大
の
も
の
は
、
先
史
時
代
人

の
生
活
を
復
原
す
る
目
的
の
原
位
置
論

的
具
体
的
研
究
法
を
確
立
し
た
こ
と
で
あ
り
(
ピ
曾
9
1
0
0
⊆
}
9DP

じ口
「へN
≡
○
口

お
謡

)、
ま
た
従
来
の
研
究
史
の
過
程

で
用
い
ら
れ
た
用
語
の
整
理
検
討
な
く

し
て
は
、
新
し
く
型
式
学
的
研
究
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
達

し
た
こ
と
で
あ
る

(
CO
冨
、N
三
〇
⇒
一
〇
①G。

)
。

「
無
駄
」
を
省
い
た
か
に
思
え
る
わ
が
国
の
研
究
で
は
、
逆
に
そ
う
し
た
概
念
用

語
で
の
不
徹
底
性
が
認
め
ら
れ

つ
つ
も
、
用
語
の
整
理
検
討
を
要
求
す
る
声
が
非

常

に
乏
し
い
。
例
え
ば
分
類
基
準
が
技
術
と
形
態
で
あ
る
こ
と
で
同
じ
で
あ
る
の

に
、
分
類
結
果
を
あ
る
時
は
器
種
と
い
う
概
念
で
呼
び
、
あ
る
時

に
は
形
態
と
い

う
概
念
を
与
え
る
。
型
式
、
形
態
、
器
種
と
い
う
用
語
が
石
器
研
究
の
概
念
用
語

で
あ
る
限
り
は
、
各
々
の
概
念
で
把
握
で
き
る
実
際
の
遺
物
の
分
類
基
準
の
性
質

が
異
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
分
類
基
準
の
性
質
が
同
じ
で
あ
る
以
上
は
、
主
型
式
、

亜
型
式
と
い
っ
た
把
握
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

議
論

の
目
的
に
従

っ
て
用
い
ら
れ
る
概
念
が
異
な
る
た
め
に
そ
の
概
念
用
語
が

異
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
概
念
用
語
を
設
定
す
る
た
め
に
は
、

対
象
資
料

の
操
作
法
は
固
有
の
体
系
を
も
た
ね
ば
な
る
ま
い
。
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
他
の
体
系
を
と
る
と
し
て
も
そ
の
有
効
性
を
説
明
す
る

「
つ
な
ぎ
理
論
」
な

る
も
の
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
型
式
、
形
態
、
器
種
と
い
う
概

念
で
石
器
遺
物
を
把
握
す
れ
ば
目
的
と
す
る
議
論
が
成
立
す
る
こ
と
は
理
解
で
き

る
。
し
か
し
そ
の
三

つ
の
概
念
で
石
器
遺
物
を
捉
え
る
必
然
性
を
説
明
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
分
類
基
準
の
性
質
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
、
形
態
差
、
器
種
差
、
型
式
差

と
捉
え
る
に
際
し
て
の
異
な
り
方
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
分
類
基

準
を
技
術

に
お
く
時
、
分
類
結
果
か
ら
機
能
を
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

か

っ
て
杉
原
荘
介
教
授
は
形
態
と
型
式
の
概
念
を
示
さ
れ
た
が

(杉
原

一
九
四
三
)、

今
日
の
こ
の
概
念
用
語
は
も
は
や
杉
原
教
授
の
唱
え
ら
れ
た
意
味
で
の
使
用
の
域
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に
は
と
ど
ま

っ
て
い
な
い
。

日
本
先
土
器
時
代
研
究
の
現
状
に
お
い
て
は
、
概
念
用
語
の
整
理
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
杉
原
教
授
の
示
さ
れ
た
方
向
に
沿

っ
て
、
型
式
学
的
研
究
と
形
態
学
的
研

究

の
二
側
面
を
相
互
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う

(白
石

一
九
八

〇
)
。

し
か
し
こ
の
二
者
は
目
的
こ
そ
異
な
る
が
、
実
質
的
な
遺
物
操
作
の
基
準

の
性
質
で
は
異
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
疑
問
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
両
者
は
方
法
論
の
差
で
は
な
く
解
釈
の
差
な
の
で
あ
る
。
資
料
操
作
の

用
語
概
念
に
解
釈
の
概
念
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
を
ひ
き
お
こ
し
て
い

る
。
あ
る
い
は
議
論
の
結
果
の
必
然
性
を
弱
く
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
質

的
な
混
乱
は
石
刃
と
い
う
用
語
に
関
し
て
概
観
す
る
と
明
き
ら
か
で
あ
る
。

三

石
刃
の
概
念

日
本
に
お
け
る
石
刃
の
定
義
は

一
九
六
五
年
大
井
晴
男
に
よ

っ
て
整
理
さ
れ
た

(大
井

一
九
六
五
)
。
『石
刃
技
法
と
は
、
連
続
的

に
多
数

の
同
形
の
剥
片

-

石

刃

ー

を
剥
離
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
石
核
の

一
端
ま
た
は
相

対
す
る
両
端
に
打
撃
面
を
限
り
、
そ
の
周
縁

に
連
続
的
に

一
定
方
向
か
ら
の
打
撃

を
加
え
て
剥
片
を
作

っ
て
ゆ
く
手
法
で
あ

る
。
ま
た
石
刃
と
は
、
前
述
の
石
刃
技

法
に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
剥
片
で
、
結
果
と
し
て

一
般

に
ー
な
い
し
数
条
の
稜
を
有

し
、
か

つ
ほ
ぼ
平
行
す
る
2
側
縁
を
持

つ
縦

に
長

い
形
を
と
る
。
』

(同
書
、
四

頁
)
。

大
井
は
技
術
史
的
観
点
か
ら
定
形
的
な
石
器
を
作
る
の
に
好
適
な

一
定
の

　

　

形
を
呈
す
る
剥
片
を
連
続
的
に
剥
離
す
る
技
法
を

「石
刃
技
法
」
の
意
義
で
あ
る

(3
)

と
評
価
し
た
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
鎌
木
義
昌
教
授
の
定
義
し
た
瀬
戸
内
技
法
も

同
じ
意
義
を
も

つ
こ
と
は
大
井
の
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

さ
て
大
井
の
石
刃
の
定
義
が

「
石
刃
技
法
」
と

一
体
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
技

術
的
観
点
を
強
調
す
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
示
さ
れ
た
渡
辺
仁
、
杉

原
荘
介
、
芹
沢
長
介
ら
の
定
義
が
示
し
た
概
念
で
も
あ
る
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

石
刃
を
石
刃
技
法

に
よ
る
生
産
物
と
規
定
す
る
考
え
方
は
そ
の
後

一
貫
し
て
存
在

す
る
。
そ
し
て
石
器
資
料
を
手
に
し
た
時
に
呼
ぶ
べ
き
名
称
と
し
て
の
石
刃

(ボ

ル
ド
の
定
義
)
の
規
定
は
あ
い
ま
い
に
し
た
ま
ま

「石
刃
技
法
」
の
定
義
が
議
論

さ
れ
る
。

例
え
ば
小
野
昭
は
大
井
の

「
石
刃
技
法
」
の
概
念
を
さ
ら
に
拡
大
し
て

「横
剥

石
刃
技
法
」
と
い
う
捉
え
方
を
提
言
す
る

(小
野

一
九
六
九
、
四
五
頁
)
。

橋
本

正
も
こ
の
流
れ
の
中

に

「石
刃
技
法
」
を
理
解
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

(橋
本

一
九
七
五
a
、
b
)
。

し
か
し
小
野
も
橋
本
も

「石
刃
技
法
」
と
呼
ぶ
剥

片
剥
離
技
術
の
解
釈
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
が
、
ど
の
よ
う
な
定
義
を
も

っ
て

「石

刃
技
法
」
を
規
定
す
る
の
か
と
い
う
点
は
明
き
ら
か
で
な
い
。

剥
片
剥
離
技
術
と
し
て
、
と
も
か
く

「石
刃
技
法
」
の
定
義
を
示
す
の
は
竹
岡

俊
樹

で
あ
る
人

竹
岡

一
九
七
九
)
。

『時
期
、
地
域
を
こ
え
て
、
普
遍
的

に
認
め

ら
れ
る
剥
片
剥
離
技
法
の
ー
つ
。
剥
離
は
、
打
面
の
縁
辺
の
角
お
よ
び
剥
片
剥
離

作
業
面
に
お
け
る
稜
を
と
る
形
で
進
み
、
そ
の
剥
離
は
同
時
に
新
た
な
角

・
稜
の

形
成
を
意
味
す
る
。
従

っ
て
、
角

・
稜
の
剥
離
11
角

・
稜
の
形
成
↓
角

・
稜
の
剥
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離
巨
角

・
稜
の
形
成
と
い
う
連
鎖
に
よ

っ
て
剥
離
は
進
行
し
て
ゆ
く
。
こ
の
剥
離

進
行
形
態
を
も

つ
剥
片
剥
離
技
法
』
。

し
か
し
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
先
行
剥
離
面
に
全
く
重
複
す
る
剥
離
面
で
剥
離

さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
全
て
の
技
術
が
含

ま
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
般
的
な
剥
片

剥
離
の
進
行
形
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
竹
岡
は
、
竹
岡
が

「石
刃
技
法
」
と
呼
ぶ
剥
片
剥
離
技
術
を
想
定
し
て
も
、
手
に
と
る
石
器
資
料
を

「石
刃
技
法
」
の
生
産
物
と
は
判
断
し
な

い

(竹
岡

一
九
八
〇

c
)
。

彼
に
と

っ

て
、
分
析
を
経
な
い
時
点
で
は
石
器
資
料

に
名
称
は
あ
え
て
な
く
、
従

っ
て
他
の

研
究
者
の
呼
ぶ
ま
ま
で
あ
り
、
分
析
を
経
た
後
も

「石
刃
」
と
呼
ぶ
必
要
も
な
い
。

こ
う
し
た
立
場

に
あ

っ
て

「石
刃
技
法
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
混
乱

を
生
じ
さ
せ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
立
場

に
あ

っ
て
は

「石
刃
技
法
」
の
定
義
は
な
い
。
こ
の
点
は
竹

岡
に
誤
解
が
あ
る

(竹
岡

一
九
八
〇
b
、
六
六
ー
六
七
頁
)
。

資
料

の
分
析
を
経

て
剥
片
剥
離
技
術
の
復
原
が
な
さ
れ
た
後

に
、
そ
の
技
術

に
あ
て
ら
れ
う
る
用
語

の

一
つ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
分
析
作
業
の
資
料
体
は
、

一
つ
の
石
器
群
に
属

す
る
全
て
の
石
器
遺
物
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
石
刃
と
定
義
し
て
分
類
す
る
石
器

遺
物

の
み
が
対
象
資
料

に
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
の
量
に
よ

っ
て
分
析
者

の
経
験

に
基
づ
く
目
安
を
与
え
る
役
割
を
果
た
す
の
み
で
あ
る
。

「石
刃
技
法
」
に
あ
た
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
用
語
は
な
い
。
こ
の
用
語
は

じσ
鼠
紆

3
筈
三
ρ
¢
①

と
い
う
英
語
の
訳
語
で
あ
ろ
う
。
橋
本
正
は
英
語
の
ま
ま
使
用
す

ら
し
て
い
る

(橋
本

一
九
七
五
a
、
二
七
ー
二
八
頁
)
。

し
か
し
英
語
の
文
献
に

お

い

て
も

じσ
一9D
留

8
魯

三
ρ
器

な

る

語

は

な

か

な

か

出

て

こ
な

い
。

大

英

博
物

館

の
有

名

な

ガ

イ

ド
ブ

ッ
ク

で
あ

る

。
勾
一一三

H
ヨ
℃
一Φ
ヨ
Φ
暮

ω

、、

(
第

三

版

)

に
は

タ

イ

ト

ル
と

し

て

用

い
ら

れ

て

い
る

が

(
同

書

六

一
頁

)
、

例

え
ば

ボ

ル
ダ

ス
の

..
日

○
○
δ

O
h

夢

Φ

○
己

餌
コ
α

Z
Φ
≦

ω
8

⇒
Φ

〉
σq
Φ
。

(
一
⑩
刈
O
)

に

は

、

石

刃

剥

離

の
技

術

的

説

明

は

か

な

り
詳

細

に
述

べ
ら

れ

て

い

る

に
も

か

か
わ

ら

ず

、

じo
冨
α
①

け
Φ
o
ゴ
三
ρ
¢
①

な

る

語

は

な

い
。

筆

者

は

か

っ

て

概

説

書

中

に
、

一
般

的

に
呼

ば

れ

る

言
葉

と

し

て

「
石

刃
技

法

」

と

い

う
表

現

を

用

い

た
が

(
山

中

一
九

七

五

、

九

一
頁

)
、

そ

の
時

引

い

た
ブ

レ
イ

ド

ウ

ッ
ド

が
用

い

た
原

語

は

じU
訂
α
Φ
1

8

9

8
0
げ
三
ρ
¢
Φ
で
あ

っ
た

(
じσ
『
毘
α
ぐく
○
○
α

一
Φ
①
刈
噸

℃
.
①
○

)
。

ま

た

最

近

松

藤

和

人

が

サ

ケ

ッ
ト

の
論

文

を

訳
出

し

た

が
、

そ

こ
で
松

藤

が

「
石

刃

技

法

」

と

い
う

用

語

を

あ

て

た

原

語

は

じσ
冨
α
Φ

8
魯

8

δ
℃p
奮

で

あ

る

(
サ
ケ

ッ
ト

〔松

藤

訳

〕

一
九

八

一
、

四

一
頁

、
Q。
Ω・
象

9
二

〇
①
○。
も

●
①
卜。
)
。

ボ

ル
ダ

ス
の

述

べ
る

よ

う

に
、

石

刃
を

剥

離

す
る

技

術

は

そ

の
典

型

が

描

写

さ

れ

る

が
技

術

学

的

専

門

用

語

と

し

て
定

義

を

伴

う

「
石

刃

技

法

」

は

存

在

し

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

ボ

ル
ド

の
定

義

に
従

い
石

刃

を

そ

の
長

さ

が

幅

の
二

倍

以

上

あ

る

剥

片

と

し
、

(
4
)

細

石

刃

を
も

そ

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に
含

め

る

と

す

る

と

、

そ

う

し

た

石

器

遺

物

を
効

率

よ
く

剥

離

す

る
技

術

が

い
く

つ
か

知

ら

れ

る

。

先

に
触

れ

た

よ

う

に
、

石

器
群

の
中

に

お

け

る
石

刃

の

量

の
多

さ

が

そ
う

し

た

技
術

の
存

在

を

想

定

さ

せ

る

が
、

そ

の
技

術

の
復

原

は

厳

密

に

い
え

ば

接

合

作
業

に
よ

る

。

と

は

い
え
石

核

と
石

刃

お

よ
び

関

連

資

料

の
技

術

学

的

研

究

に
よ

っ
て
充

分

な

さ

れ

る

。

と

く

に
石

核

の
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検
討
は
大
切
で
あ
る
。

テ
ィ
キ
シ
エ
ら
に
よ
れ
ば
、
石
刃
剥
離

は

ハ
ン
マ
ー
打
撃
に
よ
る
場
合
と
押
圧

打
撃

に
よ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。

ハ
ン

マ
ー
打
撃
に
よ
る
石
刃
剥
離

に
用
い
ら

れ
る
石
核
は
、
単
打
面

(円
錐
形
石
核
)
と
複
打
面

(円
筒
形
石
核
、
角
柱
形
石

核
)
の
場
合
が
あ
り
、
後
者
に
は
両
設
打

面
と
直
交
打
面
が
み
ら
れ
る
。
打
面
の

種
類

に
は
原
面
打
面
、
剥
離
面
打
面
、
多
面
調
整
打
面
の
い
ず
れ
も
が
あ
る
。
多

面
調
整
打
面
の
場
合
、
数
回
の
石
刃
剥
離

の
た
め
に

一
度
打
面
が
調
整
さ
れ
る
も

の
と
、
た
だ

一
回
の
石
刃
剥
離
の
た
め
に
打
面
縁
部
が
突
出
す
る
よ
う
に
調
整
さ

れ
る
も
の
と
を
区
別
で
き
る
。
後
者
の
場
合

に
産
出
さ
れ
る
石
刃
に
は
、
蹴
爪
形

打
面

(
↓
三
①
5

三

N
Ω・
p

幻
0
6冨

一〇
G。
ρ

℃
」
0
9

コ
αq
●会

8
鳥

)

が
認
め
ら
れ
る
。

押
圧
打
撃

に
よ
る
石
刃
剥
離
は
、
剥
離

さ
れ
る
石
刃
の
稜
数
お
よ
び
稜
の
位
置

を
想
定
し

つ
つ
打
点
を
打
面
上
に
求
め
る
行
為

に
あ

っ
て
最
も
正
確
を
期
す
こ
と

が
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
ウ

ッ
ト
ル
パ
セ
の
事
故
を
し
ば
し
ば
生
ぜ
せ
し
め
る
打

撃
法
で
あ
る
の
で
、
用
い
ら
れ
る
石
核

に
は
、
同
時
的
に
上
下
両
端
の
打
面
を
用

い
る
と
い
う
意
味
で
の
両
設
打
面
を
も

つ
も
の
が
な
い
と
い
う
。
従

っ
て
石
核
は

単
打
面
の
円
錐
形
石
核
と
、
平
板
形
石
核

が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し

一
打
面
か
ら

の
剥
離
が
不
可
能
に
な

っ
て
後
に
別
の
打
面
が
作
出
さ
れ
た
と
い
う
場
合

に
複
打

面
の
例
が
み
ら
れ
、
そ
の
場
合
は
表
裏
両

側
に
剥
離
作
業
面
を
も

つ
例
を
含
め
て

平
板
形
石
核

に
な
る
。
打
面
の
種
類

に
は
、

ハ
ン
マ
ー
打
撃
に
よ
る
場
合
と
同
じ

く
、
原
面
打
面
、
剥
離
面
打
面
、
多
面
調
整
打
面
の
い
ず
れ
も
が
あ
る
。
ガ
ラ
ス

質
の
石
材
で
は
押
圧
具
の
す
べ
り
を
防
ぐ
た
め
に
、
打
面
に
つ
や
消
し
が
施
さ
れ

る
も
の
が
多
い

(
日
一×
お
5

圃三
N餌
P

菊
○
魯
Φ

一Φ
○。
ρ

℃
P
㎝
㎝
ー
$

)。

こ
う
し
た
テ
ィ
キ
シ
エ
ら
の
石
刃
剥
離
の
理
解
は
、
あ
く
ま
で
も
技
術
学
的
事

実
に
基
づ
い
て
い
る
。
日
本

に
お
け
る
そ
う
し
た
傾
向
の
研
究
は
系
統
的
に
は
存

在
し
な
か

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
先
に
技
術
学
的
研
究
の
到
達
し
た
成
果
と
評
価
を

与
え
た
柳
田

・
藤
原
論
文
は
、
資
料
が
増
加
し
た
今
日
に
お
い
て
、
石
刃
剥
離

に

技
術
学
的
照
明
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る

(柳
田
、
藤
原

一
九
八

一
)。

柳
田

・
藤
原
は
定
義
概
念
が
、
あ
い
ま
い
で
あ

っ
た
従
来
の

「瀬
戸
内
技
法
」
お

よ
び

「石
刃
技
法
」
を
技
術
学
的
概
念
に
限
定
し
て
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち

瀬
戸
内
技
法
の
定
義
を
松
藤
和
人
の
い
う
第
2
工
程
に
限

っ
て
議
論
す
る
こ
と
は

剥
片
剥
離
技
術
を
技
術
論
的

に
論
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
方
瀬
戸
内
技
法
に

対
置
的
に
比
較
さ
れ
た
の
は

『縦
長
の
企
画
剥
片
の
連
続
剥
離
技
術
』
と
定
義
さ

れ
る

「石
刃
技
法
」
で
あ
る
。
大
井
晴
男
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に

(大
井

一

九
六
五
、
九
頁
)
、

技
術
学
的
観
点
か
ら
は
両
者
は
明
き
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

柳
田

・
藤
原
の
よ
う
に
議
論
の
前
提
を
明
確
に
す
る
時
、
そ
の
結
論
で
あ
る

『瀬

戸
内
技
法
と
石
刃
技
法
は
、
技
術
的
な
観
点
か
ら
異
な
る
部
分
が
大
き
い
。」

と

い
う
指
摘
は
、
実
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
同
論
文
は
そ
の
違

い
を
実
証
的
に
か
つ
詳
細

に
説
明
し
た
こ
と
に
な
る
。

問
題
は
柳
田

・
藤
原
論
文
の
結
論

の
後
半
に
あ
る
。

『瀬
戸
内
技
法
と
石
刃
技

法
を
同

一
の
用
語
で
呼
ん
だ
り
、
石
刃
技
法
か
ら
瀬
戸
内
技
法
が
発
生
す
る
と
い

っ
た
考
え
方
は
、
技
術
の
関
連
性
と
い
う
視
点
に
限
定
す
れ
ば
、
妥
当
で
は
な
い
』
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と
あ
る
。
技
術
論
的
に
い
え
ば
そ
の
通
り
で
異
論
は
な
い
。

大
井
論
文

以
来

の

「石
刃
技
法
」
に
関
す
る
議
論
は
そ
の
生
産
物
の
形
態
の
企
画
性
の
意
味
が
併
せ

論
じ
ら
れ
た
点

に
特
徴
が
あ
る
。
テ
ィ
キ

シ
エ
ら
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
石
材
の

性
質
を
見
事

に
把
握
し
た
技
法
で
あ
る
瀬
戸
内
技
法
は
、
そ
の
生
産
物
の
み
か
け

の
形
態
で
は
石
刃
と
さ
ほ
ど
か
わ
ら
な
い
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る

(
ゴ

×
一①
き

一三
N四
p

菊
o
o冨

お
c。
ρ

P
等
・

柳

田
、
藤
原

一
九
八

一
、
三
九
頁
)
。
こ

の
現
象
の
解
釈

に
お
い
て
瀬
戸
内
技
法
と
同

一
の
用
語
で
呼
ぶ
こ
と
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
資
料
操
作
の
手
段
に
し
か
す
ぎ

な
い
型
式
学
の
用
語
に
、
仮
説
的
に
し

か
付
加
し
え
な
い
解
釈
概
念
が
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
議
論
の
混
乱
の
原
因
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
点
を
日
本
先
土
器
時
代
研

究
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
と
認
識
す
る
。

註

(
1
)
石
刃
お
よ
び

「
石

刃
技

法
」
の
定
義

に
関
し

て
は
、
竹
岡
と

わ
れ
わ
れ
の
間
に
議
論

の

交
換
が
あ

る

(竹

岡

一
九

八
〇
b

、
山
中

一
九
八
〇
)
。

用
語
体
系

の
違

い
に
関
す
る

誤
解
が
お
互

い
に
存

在
す
る
が
参
照
さ
れ
た

い
。

(2
)
越
中
山
遺
跡

K
地
点

、
お
よ
び
平
林
遺
跡
出
土
資
料
を
接
合
作
業

を
通
し

て
研
究
さ
れ

て
い
る
東
北
大
学
研

究
生
会

田
容
弘
氏

の
御
教
示

に
多
く
を
負

っ
て
い
る
。
記
し

て
感

謝
申

し
上
げ

る
。

(
3
)
大
井
は
後
期

旧
石

器
時
代
に
盛
行
し
た

「
石
刃
石
器
群

」
の
技

術
基

盤
と
し

て

「
石
刃

技
法

」
を
評
価
す
る
。
し
か

し
石
刃
を
系
統
的

に
量
的

に
生
産
す
る
技
術
が
技
術
史
的

に
高

い
水

準
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
を
概
念

で
な
く
実
証
と

し
て
示

し
た

の
は

ル
ロ

ア
臼
,グ

ー

ラ
ン
で
あ
る

(

じ
Φ
円
9

1

0
8

}

四
ロ

一Φ
①
倉

℃
℃
」
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