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第
十
九 

  
 

発 

掘 
   
 
 
 
 

一 
  

見
落
と
し
。 

 

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
ま
れ
に
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。 

 

見
慣
れ
た
風
景
、
遺
物
で
あ
る
た
め
に
つ
い
つ
い
見
逃
し
て
し
ま

う
の
だ
が
、
あ
る
と
き
突
然
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
か
ら
と

ん
で
も
な
い
発
見
が
あ
る
。 

 

一
九
七
八
年
九
月
、
日
本
考
古
学
会
を
揺
る
が
し
た
大
事
件
が
あ

っ
た
。 

 

埼
玉
県
行
田
市
に
あ
る
「
さ
き
た
ま
（
埼
玉
）
古
墳
群
」
の
稲
荷

山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
で
あ
る
。 

 

さ
き
た
ま
古
墳
群
は
稲
荷
山
、
丸
墓
山
、
将
軍
山
、
二
子
山
、
愛

宕
山
、
鉄
砲
山
、
奥
の
山
、
中
の
山
、
瓦
塚
の
計
九
基
か
ら
成
り
、

丸
墓
山
は
径
九
十
メ
ー
ト
ル
を
測
る
日
本
最
大
の
円
墳
、
稲
荷
山
は

水
濠
に
囲
ま
れ
た
差
し
渡
し
百
三
十
八
メ
ー
ト
ル
の
堂
々
た
る
前
方

後
円
墳
で
あ
る
。
ば
か
り
か
、「
衙
頭
」
と
呼
ば
れ
る
祭
壇
を
備
え

た
特
殊
な
構
造
だ
っ
た
。 

 

「
衙
頭
」
は
「
が
と
う
」
と
読
み
、
役
所
の
前
の
広
場
を
指
す
。 

 

毎
朝
、
役
所
の
幹
部
が
集
ま
っ
て
食
事
を
し
な
が
ら
行
事
の
打
合

せ
や
作
物
の
熟
り
具
合
を
語
り
合
っ
た
。
あ
る
い
は
国
人
の
訴
え
を

聞
き
、
罪
を
犯
し
た
咎
人
を
裁
い
た
。
朝
廷
、
法
廷
の
「
廷
」
に
等

し
い
。 
 

亡
く
な
っ
た
王
の
威
徳
を
偲
び
称
え
る
た
め
、
そ
の
墓
の
脇
に
石

像
や
埴
輪
で
朝
廷
の
様
子
を
再
現
し
た
。
転
じ
て
古
墳
に
設
け
ら
れ

た
朝
廷
再
現
の
場
を
「
衙
頭
」
と
呼
ぶ
。
福
岡
県
八
女
市
に
残
る

「
肥
の
君
磐
井
の
墓
」
に
は
石
の
像
が
立
ち
、
法
廷
の
様
が
再
現
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
「
石
人
塚
」
の
異
名
が
つ
い
た
。 

 

以
後
は
筆
者
の
趣
味
に
属
す
る
こ
と
な
の
で
、
読
み
飛
ば
し
て
い

た
だ
い
て
構
わ
な
い
。 

 

紀
元
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
、
行
田
市
の
近
く
ま
で
江
戸
湾
が
入
り
込

み
、
古
利
根
川
の
支
流
が
流
れ
込
ん
で
い
た
。
大
阪
市
堺
市
の
百
舌

古
墳
群
と
同
様
、
海
に
臨
む
高
台
に
大
型
古
墳
が
築
か
れ
た
こ
と
に

な
る
。
海
か
ら
川
を
伝
っ
て
き
た
外
部
の
人
を
威
圧
し
た
と
も
、
領

域
の
出
入
り
口
に
先
祖
を
埋
葬
し
て
守
護
神
と
す
る
縄
文
の
風
習
が

残
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。 

 
多
く
の
学
者
が
稲
荷
山
古
墳
に
眠
る
人
物
に
つ
い
て
、 

 
―
―
こ
の
古
墳
群
の
盟
主
。 

 

と
に
ら
ん
で
い
た
。 

 

七
八
年
の
春
、
同
資
料
館
は
出
土
し
た
鉄
剣
に
長
期
保
存
の
処
理
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を
施
す
た
め
、
二
人
の
学
芸
員
が
列
車
で
奈
良
・
元
興
寺
極
楽
坊
の

埋
蔵
文
化
財
処
理
セ
ン
タ
ー
に
送
り
届
け
た
。
輸
送
の
際
、
鉄
サ
ビ

と
木
片
の
一
部
が
剥
が
れ
落
ち
た
。
そ
の
隙
間
に
、
わ
ず
か
に
金
色

を
残
す
泥
粒
が
見
て
取
れ
た
。 

 

セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
が
そ
れ
に
気
が
付
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

の
こ
と
だ
っ
た
。 

 

「
何
か
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」 

 

研
究
員
は
考
え
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
透
視
写
真
を
撮
影
し
た
。 

 

写
真
を
現
像
す
る
と
、
そ
こ
に
入
り
組
ん
だ
線
描
が
ほ
の
白
く
浮

か
び
上
が
っ
た
。 

 

埋
蔵
文
化
財
処
理
セ
ン
タ
ー
と
い
う
の
は
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

品
々
を
長
期
保
存
す
る
た
め
の
科
学
的
処
理
を
施
す
機
関
だ
が
、
セ

ン
タ
ー
の
研
究
員
は
そ
れ
な
り
に
考
古
学
や
歴
史
の
知
識
を
備
え
て

い
る
。
当
然
な
が
ら
線
描
の
意
味
を
即
座
に
理
解
し
た
。 

 

―
―
ま
さ
か
。 

 

最
初
に
透
視
写
真
を
見
た
研
究
員
は 

 

「
思
わ
ず
鳥
肌
が
立
ち
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。 

 

―
―
文
字
。 

 

複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
た
の
は
、
刀
身
の
表
と
裏
に
刻
ま
れ
た
漢

字
が
重
な
っ
て
写
っ
て
い
た
た
め
だ
っ
た
。 

 

研
究
員
た
ち
は
そ
の
重
な
り
具
合
と
形
か
ら
一
文
字
ず
つ
レ
ポ
ー

ト
用
紙
に
写
し
取
っ
た
。
現
わ
れ
た
文
字
は
完
全
で
は
な
か
っ
た
。

画
の
省
略
や
欠
落
が
あ
っ
た
り
、「
夕
」「
名
」「
多
」
の
い
ず
れ
と

も
判
別
に
苦
し
む
文
字
も
あ
っ
た
。 

 

こ
の
発
見
へ
の
対
応
に
は
、
よ
り
専
門
的
か
つ
権
威
の
あ
る
人
物

の
知
識
が
必
要
と
判
断
し
た
同
セ
ン
タ
ー
は
、
た
だ
ち
に
関
係
諸
機

関
に
連
絡
を
取
っ
た
。 

 
 

解
読
に
当
た
っ
た
の
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
長
だ
っ
た
田
中
稔
、
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
長
の
狩
野

久
、
京
都
大
学
教
授
の
岸
俊
男
で
あ
る
。 

 

刻
ま
れ
て
い
た
漢
字
は
百
十
五
個
だ
っ
た
。 

  

〔
表
〕 

辛
亥
年
七
月
中
記
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
冨
比
跪
其
児
多
加
利
足
尼
其

児
名
互
巳
加
利
獲
居
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
其
児
名
多
沙
鬼
獲
居
其

児
名
半
互
比 

 

〔
裏
〕 

其
児
名
加
美
披
余
其
児
名
乎
獲
居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
来
至
今

獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
吾
左
治
天
下
令
作
此
百
練
利
刀
記

吾
奉
事
根
原
也 

  
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
人
の
た
め
に
若
干
の
解
説
を
加
え
て
お
く

と
、
こ
の
鉄
剣
銘
文
の
中
に
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
と
読
む
こ
と
が
で
き

そ
う
な
名
前
や
「
シ
キ
ノ
ミ
ヤ
」
と
い
っ
た
地
名
（
か
も
し
れ
な
い
）
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文
字
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
で
欠
史

八
代
の
大
彦
（
お
お
び
こ
）
に
相
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
「
意
冨
比

跪
」
の
文
字
も
見
え
る
。 

 

「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
が
も
し
雄
略
天
皇
（
オ
オ
ハ
ツ
セ
・
ワ
カ
タ
ケ

ル
大
王
）
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
、
倭
の
五
王
の
時
代
、
い
わ
ゆ

る
大
和
朝
廷
が
日
本
を
統
一
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
五
世
紀
の
大

王
の
実
在
が
、
金
石
文
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

金
石
文
と
い
う
の
は
、
金
属
や
石
に
刻
ま
れ
た
文
字
の
こ
と
で
あ

る
。 

 

石
碑
、
銘
文
、
鋳
造
の
文
字
な
ど
は
、
ま
ず
書
き
直
す
の
が
難
し

い
。
し
か
も
こ
の
鉄
剣
は
、
長
く
人
目
に
触
れ
ず
地
中
に
埋
没
し
て

い
た
。
加
え
て
錆
に
覆
わ
れ
て
い
て
、
発
掘
調
査
に
当
た
っ
た
人
た

ち
は
文
字
の
存
在
す
ら
知
ら
ず
、
出
土
の
ひ
と
つ
と
し
て
保
存
す
る

こ
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
。 

 

捏
造
や
改
竄
が
行
わ
れ
る
余
地
は
な
い
。 

 

間
違
い
な
く
、「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
王
の
同
時
代
資
料
と
し
て
ピ
カ

イ
チ
の
文
献
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
論
争
の
輪
を
広
げ
た
の
は
「
シ
キ
ノ
ミ
ヤ
」
と
い
う
文
字

で
あ
っ
た
。 

 

音
か
ら
受
け
る
第
一
感
は
、
奈
良
県
の
「
磯
城
の
宮
」
だ
が
、
地

図
を
広
げ
る
と
、
埼
玉
古
墳
群
の
ほ
ど
近
く
に
「
シ
キ
」
と
い
う
地

名
が
あ
る
。
現
在
の
地
名
で
い
う
と
「
志
木
」。
そ
こ
に
は
『
延
喜

式
』
に
載
っ
て
い
る
古
い
神
社
が
あ
る
。 

 

神
社
と
い
う
の
は
普
通
、
太
古
か
ら
聖
地
と
さ
れ
た
場
所
に
建
て

ら
れ
る
。
歴
史
上
の
聖
地
と
は
、
お
お
む
ね
王
や
領
主
の
住
居
で
あ

り
、
埋
葬
地
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
と
な
る
と
そ
こ
に
本
拠

を
置
い
て
い
た
豪
族
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 
 

い
や
「
豪
族
」
と
い
う
の
は
奈
良
盆
地
を
「
中
央
」
と
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
た
表
現
で
あ
る
。
中
央
の
政
権
に
承
認
さ
れ
た
地
方
の

有
力
者
な
い
し
、
播
居
者
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
。 

 

こ
の
鉄
剣
銘
文
が
刻
ま
れ
た
と
き
、
そ
の
関
係
―
―
中
央
と
地
方
、

君
臨
と
臣
従
、
支
配
と
隷
属
―
―
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
彼
は

ま
さ
に
こ
の
地
方
の
大
王
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

と
い
う
こ
と
で
、
鉄
剣
名
文
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
る
や
、
大

論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
論
争
に
は
考
古
学
者
や
文
献
学
者
は
も
と

よ
り
、
言
語
学
者
、
地
理
学
者
、
地
質
学
者
、
民
俗
学
者
な
ど
が
入

り
乱
れ
た
。
テ
ー
マ
も
ま
た
大
和
朝
廷
の
日
本
統
一
論
、
複
数
王
朝

論
、
前
方
後
円
墳
形
成
論
な
ど
多
岐
に
及
び
、
い
ま
だ
に
論
争
が
続

い
て
い
る
。 

  
 
 
 
 

二 
  

筆
者
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
事
実
、
当

惑
し
た
。 
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「
明
治
二
十
五
年
」
に
ホ
レ
リ
ス
式
Ｐ
Ｃ
Ｓ
を
日
本
に
紹
介
し
た

高
橋
二
郎
と
い
う
人
の
こ
と
を
、
一
度
は
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
勢
院
が
現
物
を
輸
入
し
た
大
正
九
年
ま
で
、
お
よ
そ
三
十

年
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
が
、
こ
の
人
物
が
何
か
か
か
わ
り
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
一
世
紀
以
上
も
前
の
こ
と
な
の
で
、
果
た
し
て
記

録
や
文
献
が
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。 

 

―
―
調
べ
る
だ
け
は
調
べ
て
み
な
い
と
。 

 

ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
検
索
か
ら
だ
っ
た
。 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
チ
が
素
晴
ら
し
い
と
思
う
の
は
、

こ
う
い
う
と
き
で
あ
る
。
世
界
中
の
何
十
万
、
何
百
万
と
い
う
人
や

機
関
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
掲
示
し
て
い
る
。

図
書
館
に
行
っ
て
も
蔵
書
の
一
覧
を
検
索
で
き
る
程
度
だ
し
、
し
っ

か
り
し
た
文
献
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
っ
て
も
抄
録
が
精
一
杯
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
チ
は
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
字
句
ま
で
照

会
し
て
表
示
し
て
く
れ
る
。
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
手

が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
高
橋
二
郎
」「
人
口
調
査
」「
国
勢
院
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
単
語
を
〔
＊
〕
で
つ
な
ぎ
、
実
行
キ
ー
を
押
し
た
。
結

果
が
表
示
さ
れ
る
ま
で
が
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
。
当
時
、
筆
者
が
使
っ

て
い
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
は
、
ダ
イ
ヤ
ル
ア
ッ
プ
方
式
だ
っ
た

た
め
だ
。 

 

―
―
あ
っ
た
。 

 

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
高
橋
二
郎
」
で
な
く
、「
杉
亨

二
の
部
屋
」
と
な
っ
て
い
た
。 

 

戸
惑
い
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
手
が
か
り
に
は
違
い
な
い
。 

 

そ
れ
は
日
本
統
計
協
会
（
Ｊ
Ｓ
Ａ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
っ
た
。 

 

高
橋
二
郎
と
い
う
人
は
、
さ
き
た
ま
古
墳
群
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣

に
例
え
れ
ば
、
錆
の
中
に
光
っ
て
い
た
小
さ
な
金
色
の
粒
に
相
当
し

た
。
い
や
、
人
物
の
軽
い
重
い
を
い
う
の
で
は
な
い
。「
き
っ
か
け
」

と
い
う
意
味
で
、
高
橋
二
郎
と
い
う
人
は
未
知
の
世
界
に
つ
な
が
る

扉
だ
っ
た
の
だ
。 

 

『
杉
亨
二
の
部
屋
』
の
書
き
出
し
を
紹
介
す
る
と
、 

 

杉
亨
二
（
す
ぎ
こ
う
じ
）
は
、
初
代
統
計
局
長
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
二
月
二
十
四
日
太
政
官
正
院

に
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
政
表
課
（
総
務
省
統
計
局
・
統
計
セ
ン
タ

ー
の
前
身
）
担
当
の
大
主
記
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

  

い
か
に
も
明
治
の
人
ら
し
く
、
白
鬚
を
た
く
わ
え
た
人
物
の
写
真

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
写
っ
て
い
る
人
物
は
六
十
代
後
半
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。
官
界
か
ら
引
退
し
後
進
の
指
導
・
育
成
に
情
熱
を
燃

や
し
て
い
た
こ
ろ
の
撮
影
で
は
あ
る
ま
い
か
。
目
は
温
和
だ
が
、
引

き
締
ま
っ
た
口
許
は
強
い
意
思
を
示
し
て
い
る
。 

 

杉
亨
二
そ
の
人
に
違
い
な
い
。 
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三 
  

以
下
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
杉
亨
二
の
部
屋
」
か
ら
の
抜
粋
。 

  

杉
亨
二
は
、
明
治
維
新
後
の
我
が
国
の
近
代
化
に
お
い
て
人
口
調

査
の
必
要
性
を
説
き
、
明
治
十
二
年
に
は
国
勢
調
査
の
試
験
調
査
と

も
言
う
べ
き
「
甲
斐
国
現
在
人
別
調
」
を
実
施
し
た
こ
と
で
有
名
で

あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
我
が
国
の
統
計
学
の
開
拓
者
、
近
代
的
統
計

調
査
の
先
駆
者
、
そ
し
て
統
計
教
育
の
先
覚
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

現
在
、
我
が
国
の
統
計
が
国
際
的
に
非
常
に
高
い
評
価
を
得
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
、
杉
亨
二
の
卓
越
し
た
先
見
性
と
行
動
力
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
ま
す
。 

 

（
中
略
） 

 

統
計
家
養
成
の
た
め
高
橋
二
郎
、
寺
田
勇
吉
、
宇
川
盛
三
郎
、
呉

文
聰
、
小
川
為
次
郎
、
岡
松
徑
な
ど
の
有
能
な 

職
員
を
政
表
課
に

集
め
、
課
務
を
行
う
と
と
も
に
…
… 

  

一
度
限
り
だ
が
、「
高
橋
二
郎
」
の
名
前
が
あ
っ
た
。 

 

な
ん
と
高
橋
二
郎
は
国
勢
院
の
職
員
だ
っ
た
の
だ
。 

 

し
か
も
そ
の
原
点
は
、
杉
亨
二
と
い
う
人
物
に
さ
か
の
ぼ
る
。 

 

―
―
と
い
う
こ
と
は
…
…
。 

 

卒
論
は
、
明
治
初
年
か
ら
書
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

最
初
は
一
九
五
〇
年
代
の
末
ご
ろ
か
ら
語
り
始
め
る
つ
も
り
だ
っ

た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
一
世
紀
近
く
繰
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
と
す
れ
ば
、
仕
様
変
更
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
契
約
に
基

づ
く
仕
事
で
あ
れ
ば
、 
 

「
無
茶
だ
」 

 

と
投
げ
出
す
で
あ
ろ
う
。 

 

わ
た
し
は
溜
め
息
を
つ
い
た
。 

 

―
―
ど
う
す
る
か
…
…
。 

 

進
む
べ
き
か
と
ど
ま
る
べ
き
か
。
明
治
初
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
意

味
が
あ
る
の
か
。 

 

ま
ず
、
意
味
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
。
次
に
、 

 

―
―
と
も
あ
れ
、
調
べ
て
み
る
か
、
と
考
え
た
。 

 

―
―
ダ
メ
も
と
で
調
べ
て
み
る
の
も
一
興
で
は
な
い
か
、
と
も
思

っ
た
。 

 

商
業
ベ
ー
ス
で
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
書
籍
を
出
版
社
が
積
極

的
に
扱
う
と
は
と
て
も
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

や
っ
て
み
る
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
、
そ
れ
を
や
る
の

は
自
分
を
お
い
て
ほ
か
に
あ
る
ま
い
。 

 
思
い
あ
が
り
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
種
の
書
籍
は
自
分
に
そ
う

言
い
聞
か
せ
な
い
と
書
き
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

情
報
が
氾
濫
す
る
こ
ん
に
ち
、
な
に
が
し
か
の
力
を
も
っ
て
事
実
を
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曲
げ
る
こ
と
は
適
わ
な
い
。
し
か
ら
ば
、『
古
事
記
』
序
文
が
い
う

「
削
偽
定
実
」
の
作
業
は
ま
ず
要
る
ま
い
。 

 
あ
る
い
は
ま
た
、
個
々
の
人
物
、
個
々
の
企
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ
に
自
身
を
語
る
で
あ
ろ
う
。
個
々
に
お
い
て
史
観
が
異
な

り
、
か
つ
そ
の
す
べ
て
に
筆
者
が
か
か
わ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。 

す
る
と
、
よ
り
必
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
を
貫
く
糸
と
し
て
の
通
史
で

は
な
か
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
を
独
り
で
描
く
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

不
可
能
と
決
め
付
け
る
こ
と
も
な
い
。 

 

語
り
部
で
あ
れ
ば
コ
ト
は
済
む
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
筆
者
は
、
語
り
始
め
る
前
に
時
計
の
針
を
十
九
世
紀
に
戻
し
、

舞
台
を
ア
メ
リ
カ
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

今
日
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
な
が
る
統
計
会
計
機
械
装
置
を
概
観

す
る
た
め
で
あ
る
。 

       

 



第 19 発 掘（補注） 

  

 
 〜

〜
〜
〜 

補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

さ
き
た
ま
古
墳
群 

埼
玉
県
行
田
市
。地
質
学
的
考
察
か
ら
、紀
元
六
世 

紀

ご
ろ
ま
で
同
地
の
近
く
ま
で
江
戸
湾
が
入
り
込
み
、
古
利
根
川
の
支
流
が
流

れ
込
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
大
阪
市
堺
市
の
百
舌
古
墳
群
と
同

様
、
海
に
臨
む
高
台
に
大
型
古
墳
が
築
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
古
墳
群

が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
浅
間
、
榛
名
、
富
士
な
ど
近
辺
に
あ
る
火

山
の
爆
発
で
堆
積
さ
れ
た
火
山
性
土
壌
か
ら
検
証
す
る
方
法
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。
こ
と
に
問
題
の
稲
荷
山
古
墳
出
土
在
銘
文
鉄
剣
の
銘
文
に
あ
る
「
辛

亥
年
」
が
西
暦
四
一
一
年
、
四
七
一
年
、
五
三
一
年
の
い
ず
れ
か
を
決
定
す

る
に
つ
い
て
は
、
五
世
紀
後
半
に
爆
発
し
た
こ
と
が
科
学
的
に
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
群
馬
県
榛
名
山
二
ツ
岳
の
広
域
火
山
灰
の
堆
積
に
よ
っ
て
も
補
強

さ
れ
る
。 

金
象
嵌
鉄
剣 

長
七
十
三
・
五
セ
ン
チ
を
測
る
。
東
京
大
学
教
授
斉
藤
忠
男

（
の
ち
大
正
大
学
教
授
）
の
指
導
の
も
と
で
一
九
六
八
年
に
行
わ
れ
た
発
掘

調
査
の
お
り
、
稲
荷
山
古
墳
の
後
円
墳
頂
上
の
礫
郭
か
ら
出
土
し
た
。
鞘
と

思
わ
れ
る
木
片
と
鉄
サ
ビ
に
覆
わ
れ
た
あ
り
ふ
れ
た
古
代
の
鉄
剣
と
し
て
古

墳
群
に
隣
接
す
る
「
さ
き
た
ま
資
料
館
」
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
銘
文
発
見

の
の
ち
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
そ
の
レ
プ
リ
カ
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。 

稲
荷
山
古
墳
の
被
葬
者 

後
円
墳
頂
上
に
礫
棺
と
木
棺
の
二
基
が
埋
葬
さ
れ

て
い
た
。
時
代
的
に
い
う
と
礫
棺
が
古
く
、
鉄
剣
は
こ
の
棺
か
ら
発
見
さ
れ

た
。
木
棺
は
礫
棺
の
主
の
子
が
追
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地

域
を
支
配
し
た
「
笠
原
」
氏
の
祖
先
と
す
る
見
方
が
あ
る
。 

「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」 

鉄
剣
裏
面
に
「
獲
加
多
支
鹵
」
と
あ
る
。 

「
シ
キ
ノ
ミ
ヤ
」 

同
じ
く
裏
面
に
「
斯
鬼
宮
」
と
あ
る
。 

欠
史
八
代 

第
二
代
天
皇
の
綏
靖
以
後
、
安
寧
、
懿
徳
、
孝
昭
、
孝
安
、
孝

霊
、
孝
元
、
開
化
の
八
代
を
い
う
。
皇
位
継
承
の
伝
承
と
皇
后
、
皇
子
・
皇

女
の
み
を
記
し
、
事
績
が
な
い
こ
と
か
ら
「
欠
史
」
と
称
さ
れ
る
。 

倭
の
五
王 

晋
朝
が
崩
壊
し
た
後
、
江
南
に
成
立
し
た
宋
王
朝
（
四
二
〇
〜

七
九
）
と
倭
国
を
使
者
が
往
来
し
た
。
倭
の
王
は
中
国
風
の
漢
字
一
文
字
で

表
記
さ
れ
、
讃
、
珍
、
済
、
興
、
武
の
五
人
の
王
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
は
大
型
の
前
方
後
円
墳
が
九
州
か
ら
関
東
に
か
け
て
造
ら
れ
た
時

期
に
当
た
り
、
史
学
者
は
「
大
和
朝
廷
に
よ
る
統
一
の
過
程
を
示
す
」
と
見

て
い
る
。 

鉄
剣
銘
文
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス 

最
初
に
報
じ
た
の
は
毎
日
新
聞
（
一
九
七
八

年
九
月
十
九
日
夕
刊
）
で
あ
る
。
以
後
、
新
聞
・
雑
誌
が
考
古
学
、
文
献
学
、

金
石
学
、
古
代
史
、
東
洋
史
な
ど
の
専
門
家
の
見
解
を
競
っ
て
掲
載
し
た
。

ま
と
ま
っ
た
論
文
で
は
「
関
東
と
北
九
州
の
古
代
豪
族
」（
井
上
辰
雄
）、「
鉄

剣
銘
と
武
蔵
国
の
古
代
士
族
」（
佐
伯
有
清
）、「
獲
加
多
支
鹵
＝
雄
略
へ
の
疑

問
」（
池
上
巌
）、「
九
州
王
朝
の
証
言
」（
古
田
武
彦
）
な
ど
が
あ
っ
た
。 

削
偽
定
実 

『
古
事
記
』
序
第
二
段
に
記
さ
れ
る
天
武
天
皇
の
詔
に
あ
る
。

原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

於
是
天
皇
詔
之
、
朕
聞
諸
家
之
所
賷
帝
紀
及
本
辭
、
既
違
正
實
、
多
加
虚

偽
。
當
今
之
時
、
不
改
其
失
、
未
經
幾
年
、
其
旨
欲
滅
。
斯
乃
、
邦
家
之
經

緯
、
王
化
之
鴻
基
焉
。
故
惟
、
撰
録
帝
紀
、
討
覈
舊
辭
、
削
偽
定
實
、
欲
流

後
葉
。 

 
文
意
は
、「
諸
氏
が
保
有
す
る
帝
紀
（
天
皇
の
事
跡
を
ま
と
め
た
記
録
）
と

旧
辞
（
神
話
伝
承
や
諸
氏
の
家
伝
）
は
事
実
と
異
な
り
虚
飾
を
加
え
た
部
分

が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
偽
り
を
削
り
事
実
を
定
め
、
の
ち
の
ち
の
世
に
残

す
」
と
い
う
。 

 

こ
こ
で
い
う「
偽
り
」と
は
客
観
的
な
意
味
で
の
誤
り
、虚
偽
で
は
な
く
、
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天
皇
家
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
理
な
「
削
偽
定

実
」
の
結
果
、『
日
本
書
紀
』
は
様
々
な
局
面
で
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
。

ま
た
天
孫
降
臨
神
話
は
天
皇
家
が
独
占
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大
伴
氏
の
遠
祖
が
難
波
・
河
内
地
方
に
降
臨
し
た
こ
と
を
認
め
る
説

話
を
載
せ
る
な
ど
、
天
皇
家
が
絶
対
的
な
権
力
を
掌
握
し
得
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
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