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南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
で

は
、
一
九
八
〇
年
か
ら
二
〇
〇

〇
年
ま
で
の
二
十
年
間
、
『
南
山

大
学
人
類
学
博
物
館
館
報
』
と

題
し
た
冊
子
を
発
行
し
て
き
ま

し
た
。
二
十
年
間
で
出
し
た
冊

数
は
三
十
五
冊
。
さ
す
が
に
ガ

リ
版
刷
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
手
作
り
感
の
あ
る
素

朴
な
印
刷
物
で
し
た
。
編
集
・
発

行
は
博
物
館
の
運
営
を
担
当
し

て
い
た
重
松
和
男
先
生
で
す
。

重
松
先
生
は
私
の
前
任
者
で
、

人
文
学
部
の
考
古
学
の
先
生
で

し
た
。
人
類
学
博
物
館
の
運
営

と
し
て
は
例
え
ば
昭
和
の
生
活

史
資
料
の
蒐
集
や
上
智
大
学
生

西
北
タ
イ
歴
史
文
化
調
査
団
蒐

集
の
民
族
誌
資
料
の
受
け
入
れ

な
ど
、
今
日
の
人
類
学
博
物
館

の
礎
を
築
か
れ
た
先
生
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
館
報
の
発
行
も
、

人
類
学
博
物
館
へ
の
貢
献
の
一

つ
に
数
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 
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こ
の
館
報
の
特
色
は
、
一
つ
に

は
扱
う
ト
ピ
ッ
ク
が
考
古
学
・
人

類
学
・
民
俗
学
・
博
物
館
と
多
岐

に
わ
た
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う

一
つ
は
執
筆
し
て
い
る
の
が
大

学
の
先
生
や
専
門
的
研
究
者
で

は
な
く
（
一
部
そ
う
し
た
方
々

も
書
い
て
は
い
ま
す
が
）
、
大
学

院
生
や
学
生
が
中
心
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
学
生
や
院
生

が
書
い
た
も
の
な
ん
て
、
と
侮

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
、

第
二
五
号
の
『
藁
草
履
を
つ
く

る
』
と
い
う
特
集
は
、
今
か
ら
三

十
年
も
前
の
も
の
で
す
が
、
い

ま
だ
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま

す
。
お
そ
ら
く
は
学
校
の
先
生

か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
授

業
で
使
う
素
材
を
探
さ
れ
て
い

る
中
で
見
つ
け
ら
れ
た
の
で
し

ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
今
で
も

参
照
さ
れ
得
る
レ
ベ
ル
の
も
の

を
出
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
れ

は
ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き
で
も
あ

り
ま
す
。 

 
 

 
残
念
な
が
ら
、

こ
の
館
報
の
シ

リ
ー
ズ
は
二
〇

〇
〇
年
に
三
五

号
を
も
っ
て
途

切
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
今

回
、
ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
ｍ 

ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ
と
し

て
復
活
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

そ

の

理

由

は

様
々
で
す
が
、

一
つ
に
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
感
染
症
の
広

が
り
と
い
う
未

曽
有
の
事
態
が

あ
り
ま
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
人

類
学
博
物
館
も

長
期
休
館
を
余

儀
な
く
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ

の
間
に
デ
ジ
タ

ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ

で
博
物
館
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
展
示

し
て
い
な
い
膨
大
な
資
料
を
逐

次
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
し
て
い
き

た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。 

 

か
つ
て
の
館
報
は
紙
媒
体
で

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
じ
ま
る 

ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
ｍ 

ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ
は
、
主

に
Ｗ
ｅ
ｂ
で
公
開
さ
れ
ま
す
の

で
、
気
に
な
る
ト
ピ
ッ
ク
を
見
つ

け
た
ら
い
つ
で
も
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。
記
事
を
書
く
の
は

昔
と
同
様
、
博
物
館
の
ス
タ
ッ
フ
、

大
学
院
生
、
学
生
が
中
心
で
す
。

彼
ら
彼
女
ら
が
、
博
物
館
資
料

の
研
究
成
果
を
駆
使
し
て
、
そ

の
面
白
さ
を
紹
介
し
て
い
き
ま

す
。
ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
ｍ 

ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ
が

昔
の
館
報
同
様
、
長
く
活
用
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 
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タ
イ
山
地
民
の
衣
服 

―
ユ
ー
ミ
エ
ン
族
― 

 
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
四

年
に
か
け
て
、
当
時
上
智
大
学

教
授
で
あ
っ
た
白
鳥
芳
郎
氏
を

団
長
と
す
る
「
上
智
大
学
西
北

タ
イ
歴
史
・
文
化
調
査
団
」
が
タ

イ
北
部
に
住
む
山
地
民
の
民
族

調
査
を
行
い
ま
し
た
。
調
査
は

種
族
史
や
宗
教
・
儀
礼
、
社
会
構

造
、
経
済
形
態
と
生
活
技
術
に

焦
点
を
当
て
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

三
度
に
わ
た
る
調
査
に
お
い
て

収
集
さ
れ
た
資
料
は
上
智
大
学

に
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

調
査
団
員
で
あ
っ
た
量
博
満
氏

の
退
職
を
機
に
、
南
山
大
学
人

類
学
博
物
館
に
一
括
移
管
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
民
族

衣
装
や
生
活
用
具
な
ど
、
二
千

点
を
越
し
、
タ
イ
山
地
民
族
研

究
の
基
礎
資
料
と
し
て
非
常
に

価
値
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
い

ま
す
。 

調
査
団
は
、
タ
イ
西
北
部
の

チ
ェ
ン
ラ
イ
州
メ
ー
チ
ャ
ン
県
を

基
地
と
し
、
ユ
ー
ミ
エ
ン
族
、
モ

ン
族
、
ア
カ
族
、
リ
ス
族
、
ラ
フ

族
、
カ
レ
ン
族
各
種
族
の
村
落

を
訪
ね
、
彼
ら
と
寝
食
を
共
に

し
、
聞
き
取
り
調
査
や
資
料
の

収
集
を
行
い
ま
し
た
。 

今
回
は
、
ユ
ー
ミ
エ
ン
族
の

民
族
衣
装
の
紹
介
を
し
ま
す
。 

ユ
ー
ミ
エ
ン
族
は
中
国
湖
南

省
に
起
源
を
も
つ
と
さ
れ
る
民

族
で
す
。
中
国
で
は
「
ヤ
オ
」
族

と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
漢
民

族
の
南
下
な
ど
に
よ
り
移
動
を

開
始
し
、
タ
イ
国
内
へ
は
一
九

世
紀
後
半
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。

現
在
で
は
タ
イ
、
中
国
、
ラ
オ
ス
、

ベ
ト
ナ
ム
に
広
く
居
住
し
て
い

ま
す
。
タ
イ
の
山
岳
地
帯
に
住

む
少
数
民
族
の
中
で
唯
一
漢
字

を
使
用
す
る
な
ど
、
中
国

の
文
化
を
色
濃
く
受
け
て

い
ま
す
。 

ユ
ー
ミ
エ
ン
族
の
女
性

の
衣
服
は
、
赤
い
ポ
ン
ポ
ン

の
つ
い
た
厚
手
の
濃
紺
の

上
着
に
、
細
か
な
刺
繍
の

入
っ
た
大
き
な
ズ
ボ
ン
、
頭

に
は
同
じ
く
細
か
な
刺
繍
入
り

の
布
を
タ
ー
バ
ン
の
様
に
巻
き

付
け
て
い
ま
す
。 

刺
繍
技
術
の
巧
み
さ
が
、
よ

き
女
性
で
あ
る
こ
と
の
証
明
の

一
つ
で
あ
っ
た
た
め
、
ユ
ー
ミ
エ

ン
族
の
少
女
た
ち
は
幼
い
こ
ろ

か
ら
、
母
親
か
ら
技
術
を
学
ん

で
い
き
ま
し
た
。
図
案
書
な
ど

は
な
く
、
母
か
ら
子
へ
、
伝
統
的

な
刺
繍
の
文
様
は
受
け
継
が
れ

て
い
き
ま
す
。 

ま
た
、
ユ
ー
ミ
エ
ン
族
や
ア
カ

族
で
は
、
頭
に
精
霊
が
宿
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、

み
な
帽
子
や
タ
ー
バ
ン
を
身
に

つ
い
て
い
ま
す
。
人
前
に
肌
を

晒
す
行
為
、
タ
ー
バ
ン
を
外
す

行
為
は
マ
ナ
ー
違
反

に
当
た
る
た
め
、
就
寝

時
で
さ
え
身
に
着
け

て
い
た
そ
う
で
す
。
子

供
は
帽
子
を
身
に
着

け
ま
す
。
七
～
八
歳
に

な
る
と
少
女
は
タ
ー

バ
ン
を
巻
く
よ
う
に

な
り
ま
す
。 

な
お
、
日
常
的
に
身
に
つ
け

ら
れ
て
い
た
民
族
衣
装
で
す
が
、

二
〇
〇
八
年
に
行
わ
れ
た
調
査

時
に
は
、
日
常
的
に
着
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
結

婚
式
や
タ
イ
政
府
主
催
の
イ
ベ

ン
ト
な
ど
の
特
別
な
機
会
に
し

か
着
用
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。 
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博
物
館
と
出
会
う 

 
私
が
南
山
大
学
人
類
学
博
物

館
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
大

学
一
年
生
の
時
で
し
た
。
人
類

文
化
学
科
に
入
り
な
が
ら
も
部

活
で
忙
し
く
、
実
際
に
足
を
踏

み
入
れ
た
の
は
博
物
館
で
行
わ

れ
る
考
古
学
の
授
業
が
初
め
て

で
し
た
。
博
物
館
は
そ
の
当
時
、

Ｇ
棟
の
地
下
一
階
、
現
在
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
が
あ
る
場
所
一
帯
に

あ
り
ま
し
た
。
展
示
室
は
第
一

か
ら
第
三
ま
で
あ
り
、
様
々
な

資
料
が
ケ
ー
ス
の
中
に
展
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
基
本
的
に
は

資
料
に
自
由
に
触
る
こ
と
は
で

き
ず
、
授
業
中
に
指
定
さ
れ
た

資
料
（
主
に
土
器
）
を
触
察
す
る

と
い
っ
た
形
で
し
た
。
特
に
印
象

に
残
っ
て
い
る
の
は
、
授
業
の
最

初
に
言
わ
れ
た
「
天
井
に
ヒ
ビ

が
入
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す

か
。
地
震
が
来
た
ら
土
器
の
こ

と
は
気
に
せ
ず
に
外
に
逃
げ
て

く
だ
さ
い
。
土
器
は
ま
た
く
っ
つ

け
れ
ば
い
い
の
で
」
と
い
う
言
葉
。

先
生
は
、
貴
重
な
資
料
が
揃
っ

て
い
る
一
方
、
施
設
が
老
朽
化

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
も

し
ろ
お
か
し
く
話
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
そ
れ
を
聞
い
た
時
、
確
か

に
教
科
書
に
載
る
よ
う
な
資
料

が
あ
る
と
言
う
割
に
は
古
め
か

し
い
場
所
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

た
だ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
壊
れ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
大
前
提

で
あ
る
が
、
展
示
さ
れ
て
い
る

土
器
の
ほ
と
ん
ど
が
展
示
前
に

接
合
修
復
と
い
う
過
程
を
経
て

そ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
の
博
物
館
と
の
関
わ
り

と
し
て
短
期
ア
ル
バ
イ
ト
を
経

験
し
、
所
蔵
資
料
が
研
究
さ
れ

尽
く
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い

と
い
う
気
づ
き
も
得
ま
し
た
。

博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
る
資

料
は
、
何
も
か
も
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
物
な
の
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
の
で
と
て
も
新
鮮

な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。 

Ｇ
棟
の
博
物
館
だ
っ
た
場
所

は
現
在
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー

ル
と
資
料
の
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
、

学
芸
員
養
成
課
程
の
実
習
な

ど
を
行
う
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
は
利
用
す
る
機
会
が

少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

発
掘
報
告
書
は
全
て
Ｇ
棟
の

資
料
室
に
あ
る
た
め
、
特
に
人

類
文
化
学
科
の
学
生
は
利
用

す
る
機
会
が
多
く
あ
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。 

二
〇
一
三
年
か
ら
、
人
類
学

博
物
館
は
Ｒ
棟
の
地
下
一
階

に
場
所
を
移
し
、
「
触
る
博
物
館
」

と
し
て
資
料
を
自
由
に
手
に
取

っ
て
観
察
で
き
る
よ
う
な
仕
組

み
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響

を
考
慮
し
て
資
料
を
触
る
と
い

う
こ
と
は
当
面
見
合
わ
せ
て
い

ま
す
が
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
で

な
く
、
考
古
資
料
、
民
族
誌
資
料

を
間
近
で
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
他
に
は
な
い
特
徴
で

す
。 専

攻
分
野
と
博
物
館
が
関
係

な
さ
そ
う
で
も
、
思
わ
ぬ
発
見

や
興
味
か
ら
き
っ
と
新
た
な
関

心
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。

在
学
生
、
一
般
の
方
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
新
入
生
の
皆
さ
ん

に
は
ぜ
ひ
一
度
は
来
館
す
る
機

会
を
作
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
感

じ
て
い
ま
す
。 

（南
山
大
学
人
類
学
博
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