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児
島
惟
謙
と
大
森
貝
塚

　
　
　

―
没
後
一
〇
〇
年
に
寄
せ
て
―

　

徳　

田　

誠　

志

は
じ
め
に

　

関
西
大
学
博
物
館
前
の
広
場
に
は
、
大
き
な
ク
ス
ノ
キ
が
数
本

植
え
ら
れ
て
い
る
。
時
に
は
新
緑
を
輝
か
せ
、
時
に
は
木
陰
を
作

り
だ
し
、
こ
の
木
の
下
は
学
生
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
一
本
の
ク
ス
ノ
キ
の
傍
ら
に
あ
ま
り
大
き
く
も
な
く
、
そ

し
て
目
立
つ
こ
と
も
な
い
が
一
つ
の
彫
刻
が
置
か
れ
て
い
る
。
だ

れ
あ
ろ
う
本
学
の
創
設
に
関
与
し
た
一
人
、
児
島
惟
謙
（
以
下
、

小
文
で
は
「
児
島
翁
」
と
敬
意
を
込
め
て
記
述
し
て
い
き
た
い
。）

の
胸
像
で
あ
る
（
写
真
1
）。
今
日
ど
れ
ほ
ど
の
学
生
が
こ
の
姿

に
気
づ
い
て
い
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
こ
の
像
は
関
西
大
学
創
立

八
〇
周
年
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
所
で

四
〇
年
以
上
学
生
を
見
守
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　

筆
者
も
大
学
在
学
中
に
は
毎
日
の
よ
う
に
博
物
館
前
に
あ
る
こ

の
胸
像
を
見
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
先
日
改
め
て
こ
の
像
を
し

げ
し
げ
と
眺
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
児
島
翁
と
考

古
学
と
の
ち
ょ
っ
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
発
見
し
、
一
層
の
親
近

感
が
湧
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

以
下
、
平
成
二
〇
年
が
児
島
翁
の
没
後
一
〇
〇
年
に
あ
た
る
こ

と
か
ら
、
翁
と
考
古
学
の
不
思
議
な
縁
を
綴
っ
て
い
き
た
い
と
思

う
。

一　

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵　

土
偶
片
に
つ
い
て

　

東
京
上
野
に
あ
る
東
京
国
立
博
物
館
に
、
一
つ
の
土
偶
が
所
蔵
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さ
れ
て
い
る
。
頭
部
の
み
が
残
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ

の
土
偶
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。

　

出
土
地
は
東
京
都
品
川
区
に
あ
る
、明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）

に
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ベ
ス
タ
・
モ
ー
ス
（
以
下
、「
モ
ー
ス
」

と
表
記
）
が
発
掘
し
た
こ
と
で
有
名
な
大
森
貝
塚
で
あ
る
。
土
偶

は
、
写
真
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
最
大
長
五
・
七
㎝
、
横
幅
五
・

二
㎝
ほ
ど
を
測
る
頭
部
の
破
片
で
あ
る
（
写
真
2
）。
図
1
に
も

示
し
た
よ
う
に
ほ
ぼ
円
形
を
呈
し
て
お
り
、
裏
面
に
剥
離
痕
を
残

す
こ
と
か
ら
胴
体
は
別
部
材
で
作
製
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
厚
さ
は
最
大
で
一
・
五
㎝
ほ
ど
で
あ
り
、
縄
文
時
代
後
期

の
特
徴
を
示
す
土
偶
で
あ
る
。
眉
か
ら
鼻
梁
に
か
け
て
は
少
し
盛

り
上
が
っ
て
お
り
、
眉
隆
起
し
た
縄
文
時
代
人
の
特
徴
を
示
し
て

い
る
と
も
い
え
る
。

　

目
・
鼻
・
口
と
も
刺
突
で
成
形
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
竹

ひ
ご
状
の
工
具
を
用
い
た
と
思
わ
れ
、
目
は
両
眼
と
も
鼻
か
ら
目

尻
に
か
け
て
ほ
ぼ
真
横
に
引
っ
掻
く
よ
う
に
し
て
刻
ん
で
い
る
。

鼻
腔
は
お
そ
ら
く
同
じ
竹
ひ
ご
状
の
工
具
を
下
か
ら
上
方
へ
突
き

刺
す
よ
う
に
し
て
表
現
し
、
口
は
棒
状
工
具
を
突
き
刺
し
て
回
転

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
口
径
を
大
き
く
し
、
結
果
的
に
口
を
開
い

写真 1　児島惟謙像と関西大学博物館
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た
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
顔
の
表
面
は
指
で
な
で
つ
け
る

よ
う
に
整
形
し
た
痕
跡
が
観
察
で
き
る
も
の
の
、
朱
塗
り
な
ど
は

確
認
で
き
な
い
。
表
面
の
色
調
は
茶
褐
色
を
呈
し
、
裏
面
は
剥
離

部
分
が
黒
班
状
に
な
っ
て
い
る
。
焼
成
は
こ
の
時
期
の
土
器
と
同

程
度
で
あ
り
良
好
と
い
っ
て
よ
く
、
胎
土
も
精
良
で
あ
る
。

　

縄
文
時
代
の
土
偶
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
型
式
が
あ
り
、
用

途
に
つ
い
て
も
様
々
に
議
論
さ
れ
る
が
、
縄
文
時
代
人
の
精
神
生

活
を
表
徴
す
る
遺
物
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
な
か

で
本
品
の
よ
う
に
、
縄
文
時
代
人
の
表
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
（
土
面
を
つ
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
注
意
は
必
要
だ

図 1　大森貝塚採集 土偶片（児島惟謙寄贈：東京国立博物館所蔵）

写真 2　大森貝塚出土土偶片
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が
）
個
体
は
貴
重
で
あ
る
。

　

こ
の
遺
物
が
収
め
ら
れ
て
い
た
箱
に
は
「
明
治
三
十
八
年　

歴

史　

會
八
三
號　

寄
贈
」
の
ラ
ベ
ル
が
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
後
述

す
る
本
品
の
来
歴
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る
。

　

さ
て
、
今
回
紹
介
し
た
土
偶
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。
大
森
貝
塚
の
出
土
品
に
つ
い
て
は
、
近
年
遺
跡
公
園
と
し
て

整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
ま
で
は
、
モ
ー
ス
が
調
査
し
た
時
に
出

土
し
た
以
外
の
遺
物
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
も
あ
っ
て
大
森
貝
塚
出
土
土
製
品
（
土
器
を
除
く
）
に
つ
い
て

は
、遺
物
を
再
整
理
し
た
際
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
大
森
貝
塚
か
ら
出
土
し
た
土
製
品
は
な
ぜ
か
バ
ラ
エ
テ
ィ

ー
が
少
な
い
。
加
曽
利
Ｂ
式
〜
安
行
式
で
は
土
偶
の
頂
点
で

も
あ
る
が
、
大
森
貝
塚
に
は
な
い
。
ま
た
、
土
製
耳
飾
も
同

様
で
あ
る（

一
）。」

　

こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
今
回
紹
介
し
た
よ
う
に
、
東
京
国
立
博

物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
遺
物
が
あ
る
以
上
、
事
実
誤
認
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
た
し
か
に
モ
ー
ス
が
発

掘
し
た
資
料
の
中
に
、
土
偶
を
含
め
た
土
製
品
が
少
な
い
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
モ
ー
ス
の
報
告
に
は
土
偶
と
し
て
は
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
が
、
現
在
こ
の
時
の
出
土
品
を
所
蔵
し
て
い
る
東
京
大
学

総
合
博
物
館
で
は
、
モ
ー
ス
が
刊
行
し
た
報
告
書
図
版
14

－

14
に

掲
載
さ
れ
た
破
片
が
ハ
ー
ト
型
土
偶
の
下
肢
部
で
あ
る
と
報
告
し

て
い
る（
二
）。
ち
な
み
に
こ
の
遺
物
に
対
す
る
モ
ー
ス
の
記
載
は
「
実

大
。
赤
み
を
お
び
た
明
る
い
煉
瓦
色
。
非
常
に
粗
い
作
り
。
三
つ

の
面
に
同
様
に
沈
線
が
あ
る
。
明
ら
か
に
把
手
」
と
あ
る（

三
）。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
今
回
紹
介
し
た
土
偶
の
意
義
と
い

う
も
の
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
大
森
貝
塚
に
お
い
て
土
製
品
の
出
土
量
が
少
な
い
こ
と
は
事

実
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
本
品
の
よ
う
に
明
ら
か
に
土
偶
と
し
て

の
形
状
を
保
ち
、
表
情
さ
え
も
窺
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
大
森

貝
塚
に
生
活
し
た
人
々
の
精
神
活
動
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な

位
置
を
占
め
る
と
い
え
る
。

　

以
上
、
大
森
貝
塚
出
土
の
土
偶
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
本
品
が

東
京
国
立
博
物
館
へ
納
め
ら
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
来
歴
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
東
京
国
立
博
物
館
か

ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
収
蔵
品
目
録
を
見
る
と
、
こ
の
土
偶
は
明
治

三
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
、
児
島
翁
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る（

四
）。

す
な
わ
ち
関
西
大
学
創
設
者
の
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一
人
で
あ
る
児
島
翁
と
、
考
古
学
発
祥
の
地
大
森
貝
塚
の
接
点
が

見
え
て
く
る
。
児
島
翁
が
土
偶
を
寄
贈
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
次

章
で
詳
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
本
章
の
最
後
に
、
こ
の
土
偶
と
同

時
に
児
島
翁
に
よ
っ
て
博
物
館
に
収
め
ら
れ
た
石
棒
に
つ
い
て
も

紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

石
棒
と
は
縄
文
時
代
に
用
い
ら
れ
た
石
器
の
一
種
で
あ
る
が
、

そ
の
用
途
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
男
性
性
器

を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
形
状
か
ら
、
子
孫
繁
栄
を
祈
念
す
る
縄
文

時
代
人
の
精
神
生
活
を
考
え
て
い
く
上
で
重
視
さ
れ
る
遺
物
で
あ

る
。

　

大
森
貝
塚
出
土
の
石
棒
は
図
2
に
示
し
た
よ
う
に
、現
存
長
八
・

二
三
㎝
、
最
大
幅
二
・
六
㎝
、
最
大
厚
一
・
四
五
㎝
を
測
る
。
途

中
で
折
損
し
て
い
る
た
め
全
形
は
不
明
で
あ
る
が
、
石
棒
で
あ
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
現
状
の
根
元
付
近
で
は
断
面
隅
丸
菱
形

を
呈
し
、
先
端
に
い
く
に
つ
れ
て
断
面
は
楕
円
形
状
を
呈
す
る
よ

う
に
な
る
。
石
質
は
砂
岩
系
統
と
思
わ
れ
、
全
体
に
丁
寧
に
研
磨

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
石
棒
の
裏
面
（
現
状
で
の
）
に
は
「
明
治
三
十
八
年　

歴

史　

會
八
五
號　

寄
贈
」
と
の
ラ
ベ
ル
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
先

図 2　大森貝塚採集 石棒片（児島惟謙寄贈：東京国立博物館所蔵）
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の
土
偶
と
同
時
期
に
整
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

石
器
に
つ
い
て
の
モ
ー
ス
の
報
告
を
見
て
み
る
と
、
本
品
と
同

様
の
石
棒
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
報
告
書
図
版
17

－

7
）。
石
質

は
「
滑
石
質
の
板
岩
」
と
記
述
し
て
あ
り
、
遺
物
の
解
説
と
し
て

「
に
ぶ
く
平
滑
に
終
わ
る
一
方
の
端
部
に
、
二
個
の
溝
を
横
方
向

に
つ
け
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

五
）。

断
面
形
状
は
今
回
紹
介
し

た
も
の
と
同
様
の
隅
丸
菱
形
を
呈
し
て
お
り
、
両
者
の
類
似
性
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
個
体
を
実
見
す
る
機
会
が
な
い
の
で
、
同
一
個
体
で
あ
る
か

否
か
、
ま
た
同
質
の
石
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
未
確
認
で
あ
る
。

　

大
森
貝
塚
の
出
土
品
の
う
ち
石
器
に
つ
い
て
も
、
土
器
と
比
べ

る
と
そ
の
量
は
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
石
棒
に
つ
い
て
は
土
偶

と
違
っ
て
モ
ー
ス
の
報
告
書
に
も
同
種
の
遺
物
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
回
紹
介
し
た
石
棒
も
そ
の
一
端
に
つ
な

が
る
資
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
大
森
貝
塚
か
ら
出
土
し
、
児
島
翁
に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ

た
土
偶
と
石
棒
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
遺
物
が
一
〇
〇
年
を

経
て
も
そ
の
価
値
を
保
っ
た
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

二　

児
島
邸
と
大
森
貝
塚

　

こ
れ
ま
で
に
児
島
翁
に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
土
偶
・
石
棒
を
紹

介
し
て
き
た
が
、
本
章
で
は
な
ぜ
翁
が
土
偶
を
寄
贈
す
る
に
至
っ

た
か
と
い
う
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
ま
ず
、

翁
の
略
歴
を
見
て
い
く
こ
こ
と
し
よ
う（

六
）。

　

児
島
翁
は
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
現
在
の
愛
媛
県
宇
和

島
に
生
ま
れ
て
い
る
。
生
家
の
身
分
は
け
っ
し
て
高
い
も
の
で
は

な
く
下
級
藩
士
と
い
え
る
が
、
幕
末
に
は
脱
藩
し
勤
王
運
動
に
身

を
投
じ
る
。
明
治
維
新
以
後
、程
な
く
し
て
司
法
省
に
出
仕
し（
明

治
四
年
）、
以
降
法
曹
界
の
道
を
邁
進
す
る
。
関
西
大
学
の
創
立

に
関
わ
っ
た
時
に
は
、
大
阪
控
訴
院
長
と
し
て
在
阪
し
て
い
た
壮

年
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）

に
大
審
院
長
と
な
り
、
直
後
に
い
わ
ゆ
る
大
津
事
件
が
起
き
る
。

こ
の
大
津
事
件
に
関
し
、
児
島
翁
が
司
法
の
独
立
を
守
っ
た
こ
と

は
つ
と
に
有
名
で
あ
り
、
翁
の
伝
記
の
大
半
を
占
め
る
よ
う
な
事

柄
で
は
あ
る
が
、
今
回
は
あ
え
て
触
れ
な
い
で
お
こ
う
。
児
島
翁

は
大
津
事
件
へ
の
裁
判
に
決
着
を
つ
け
た
後
、
翌
二
五
年
に
は
大

審
院
長
を
辞
任
す
る
。
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こ
こ
ま
で
が
い
わ
ば
翁
の
司
法
官
時
代
で
あ
る
が
、
こ
の
後
は

政
界
へ
と
身
を
転
じ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
明
治
二
七
年
に

は
貴
族
院
議
員
と
な
り
、
明
治
三
一
年
に
は
愛
媛
県
六
区
か
ら
衆

議
院
に
立
候
補
し
当
選
す
る
。
同
年
の
衆
議
院
解
散
後
の
選
挙
で

も
再
び
当
選
し
、
明
治
三
五
年
の
満
期
ま
で
議
員
を
務
め
る
こ
と

と
な
る
。
さ
ら
に
、
明
治
三
八
年
に
は
再
び
貴
族
院
議
員
に
就
任

し
、
明
治
四
一
年
に
亡
く
な
る
ま
で
そ
の
職
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

さ
て
こ
の
よ
う
な
生
涯
の
中
で
、
先
の
土
偶
を
寄
贈
し
た
明
治

三
八
年
の
事
跡
を
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
年
に
貴
族
院

議
員
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
も
う
一
つ
左
記
の
と

こ
ろ
へ
転
居
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
住

所
と
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
東
京
府
荏
原
郡
大
井
村
二
千
九
百
五
十
五
番
地
」

　

こ
の
住
所
に
ピ
ン
と
来
る
方
は
少
な
い
と
思
う
が
、
こ
の
場
所

は
明
治
一
〇
年
に
モ
ー
ス
の
発
掘
し
た
大
森
貝
塚
の
所
在
地
に
相

違
な
い
。
正
確
に
は
隣
接
す
る
地
番
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
モ

ー
ス
が
発
掘
す
る
に
あ
た
っ
て
、
発
掘
場
所
の
地
主
「
櫻
井
甚
右

衛
門
」
に
あ
て
た
補
償
費
の
支
払
い
を
示
す
書
類
の
中
に
は
っ
き

り
と
そ
の
場
所
が
「
荏
原
郡
大
井
村
二
千
九
百
六
十
番
地
」
で
あ

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

七
）。
こ
の
「
二
千
九
百
五
十
五
番
地
」
と

「
二
千
九
百
六
十
番
地
」
の
関
係
を
示
す
図
面
が
、
写
真
3
に
示

し
た
と
お
り
現
在
品
川
区
立
歴
史
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
地

籍
図
で
あ
る（

八
）。
こ
の
図
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
モ
ー
ス
の
発

掘
し
た
箇
所
は
線
路
敷
き
に
接
す
る
三
角
形
の
土
地
で
あ
り
、
発

掘
か
ら
約
三
〇
年
を
経
て
こ
の
場
所
も
含
め
て
、
児
島
翁
の
屋
敷

地
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
先
の
土
偶
片
は
、

児
島
翁
が
屋
敷
地
を
整
地
す
る
か
、
も
し
く
は
邸
宅
の
建
築
に
あ

た
っ
た
際
に
発
見
し
、
そ
れ
を
東
京
国
立
博
物
館
に
寄
贈
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

モ
ー
ス
が
発
掘
し
て
か
ら
約
三
〇
年
後
、
大
森
貝
塚
の
上
に
児

島
翁
が
居
住
し
、
そ
の
邸
内
で
発
見
し
た
土
偶
他
を
東
京
国
立
博

物
館
に
寄
贈
し
た
と
い
う
の
が
こ
と
の
顚
末
で
あ
る
。

　

モ
ー
ス
の
発
掘
に
つ
い
て
は
、
発
掘
か
ら
一
〇
〇
年
を
記
念
す

る
事
業
と
し
て
昭
和
五
二
年
に
研
究
成
果
が
再
評
価
さ
れ
、
そ
の

過
程
で
先
に
示
し
た
発
掘
地
の
保
証
費
を
記
し
た
文
書
が
発
見
さ

れ
た（

九
）。

ま
た
、
モ
ー
ス
の
考
古
学
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
彼
の

収
集
し
た
民
俗
資
料
の
再
評
価
な
ど
多
方
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら

れ
て
い
る

（
一
〇
）。
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こ
の
よ
う
に
モ
ー
ス
の
全
体
像
が
再
評
価
さ
れ
る
中
で
、
大
森

貝
塚
と
神
田
孝
平
、
本
山
彦
一
両
氏
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
て

お
こ
う
。
両
氏
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
現
在
の
関
西
大
学
博

物
館
の
中
核
を
な
す
資
料
の
収
集
者
で
あ
り
、
こ
の
両
氏
と
わ
が

国
に
お
け
る
考
古
学
調
査
の
劈
頭
を
飾
る
大
森
貝
塚
と
の
関
係
を

記
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、神
田
孝
平
と
大
森
貝
塚
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

モ
ー
ス
が
神
田
と
い
つ
か
ら
面
識
を
持
っ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
し
か
し
発
掘
調
査
か
ら
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
大

森
貝
塚
の
報
告
書
の
序
文
に
お
い
て
、
関
係
者
へ
の
謝
辞
を
記
し

た
部
分
の
筆
頭
に
「K

A
N
D
A

（
神
田
）」
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
「
神
田
」
が
「
孝
平
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
一
一
）。
こ

の
時
神
田
孝
平
は
文
部
少
輔
を
務
め
て
お
り
、
東
京
大
学
の
お
雇

い
教
員
で
あ
る
モ
ー
ス
と
面
識
が
あ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
が
、

単
に
官
僚
と
外
国
人
教
員
と
し
て
で
は
な
く
「
考
古
学
」
と
い
う

学
問
の
研
究
者
と
し
て
お
互
い
に
有
益
な
会
話
を
交
わ
し
た
こ
と

が
想
像
で
き
る
。

　

そ
し
て
神
田
は
大
森
貝
塚
の
出
土
品
を
明
治
天
皇
へ
の
天
覧
を

上
申
し
、
実
現
す
る
。
先
に
示
し
た
櫻
井
甚
右
衛
門
が
所
有
す
る

写真 3　児島惟謙邸地籍図（明治40年ころ）



19　関西大学年史紀要　18

「
二
千
九
百
六
十
番
地
」
の
発
掘
調
査
は
、
モ
ー
ス
の
手
が
け
た

四
回
目
の
発
掘
調
査
で
あ
る
が
、
こ
の
発
掘
の
お
こ
な
わ
れ
た
明

治
一
〇
年
一
一
月
に
は
モ
ー
ス
は
一
時
帰
国
し
て
お
り
、
現
場
作

業
は
教
え
子
の
松
浦
佐
用
彦
と
佐
々
木
忠
次
郎
を
中
心
と
し
て
実

施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
発
掘
か

ら
一
ヶ
月
も
た
た
な
い
同
年
一
二
月
一
四
日
付
け
で
神
田
は
太
政

大
臣
三
条
実
美
宛
に
「
府
下
大
森
ニ
於
テ
発
見
ノ
古
物
供
天
覧
度

該
品
九
函
并
目
録
筆
記
共
二
通
呈
進
候
条
該
品
九
函
ハ
経
覧
後
回

下
相
成
候
様
致
度
此
段
上
申
候
成
」
と
の
上
申
書
を
提
出
す
る
。

そ
し
て
九
箱
に
収
め
ら
れ
た
大
森
貝
塚
出
土
品
の
目
録
が
発
掘
に

参
加
し
た
松
浦
・
佐
々
木
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
添
付
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
上
申
書
に
「
筆
記
」
と
あ
る
『
大
森
村
古
物
発
見
ノ

概
記
』
が
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
『
概
記
』
は
「
考
古
学
ノ
世
ニ
明

ラ
カ
ナ
ラ
ザ
ル
ヤ
久
シ
…
…
（
以
下
、
省
略
）。」
と
い
う
書
き
出

し
で
始
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
文
頭
で
「
考
古
学
」
と
い
う
文
字

が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「A

rchaeology

」
の
訳
語
を
当

て
る
に
あ
た
っ
て
、「
考
古
学
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
た
初

例
と
さ
れ
て
い
る

（
一
二
）。「

上
申
書
」・『
概
記
』
と
も
文
部
大
輔
田
中

不
二
麿
の
名
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
田
中
は

外
遊
に
出
て
お
り
、
実
質
文
部
行
政
の
ト
ッ
プ
と
し
て
指
揮
を
し

て
い
た
の
が
神
田
で
あ
っ
て
、
天
覧
を
計
画
し
た
そ
の
実
質
的
な

責
任
者
は
神
田
で
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
て
神
田
の
上
申
か
ら
一
週
間
足
ら
ず
の
一
二
月
二
〇
日

午
前
中
に
、
天
覧
が
実
現
す
る
。
こ
の
様
子
は
『
明
治
天
皇
記
』

に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
近
世
考
古
学
の
研
究
是
れ
よ

り
隆
な
り
」
と
あ
る

（
一
三
）。

こ
の
よ
う
に
神
田
は
モ
ー
ス
の
発
掘
し
た

成
果
を
い
ち
早
く
明
治
天
皇
に
供
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誕
生

し
た
ば
か
り
の
「
考
古
学
」
と
い
う
学
問
が
発
展
し
て
い
く
こ
と

を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
神
田
の
個
人
的
な
興
味
が

働
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
モ
ー
ス
と
神
田
と
の
信
頼
関

係
が
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
（
な
ぜ
な
ら
、
モ
ー
ス
の
一
時
帰
国
中

に
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
）
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が
国
で
初
め
て
実
施
さ
れ
た
発

掘
調
査
の
成
果
が
、
発
掘
か
ら
わ
ず
か
数
ヶ
月
後
に
天
覧
の
機
会

に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、
神
田
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
た
だ
、
実
際
の
と
こ
ろ
明
治
天
皇
が
い
か
な
る
感
想
を
持

っ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、「
考
古
学
」
が
学
問
と
し

て
成
立
す
る
に
は
、
今
し
ば
ら
く
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
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も
事
実
で
あ
る
。

　

次
に
、
本
山
彦
一
と
大
森
貝
塚
と
の
関
連
を
見
て
い
き
た
い
。

こ
の
話
は
モ
ー
ス
の
発
掘
か
ら
五
〇
年
あ
ま
り
が
過
ぎ
、
さ
ら
に

は
モ
ー
ス
が
逝
去
し
た
後
の
話
で
あ
る
。

　

モ
ー
ス
は
明
治
一
一
年
四
月
に
再
来
日
し
、
そ
の
後
明
治
一
二

年
八
月
三
一
日
に
東
京
大
学
の
教
授
と
し
て
の
契
約
期
間
を
満
了

す
る
ま
で
滞
在
し
た
。
し
か
し
契
約
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
な
く

帰
国
し
、
そ
の
後
、
明
治
一
五
年
六
月
五
日
に
日
本
美
術
を
愛
玩

し
た
ア
メ
リ
カ
の
富
豪
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ビ
ゲ
ロ
ウ
の
案
内
役
と
し

て
再
来
日
す
る
。
そ
し
て
、
ビ
ゲ
ロ
ウ
の
日
本
美
術
品
収
集
に
大

い
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
滞
在
は
翌

年
の
二
月
ま
で
の
ほ
ぼ
半
年
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
は
特
に
考

古
学
的
な
活
動
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
モ
ー
ス
の
日
本
滞

在
期
間
は
、
す
べ
て
を
通
算
し
て
も
二
年
半
足
ら
ず
で
あ
る
。
し

か
し
モ
ー
ス
は
日
本
へ
の
興
味
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

り
、
地
元
セ
ー
ラ
ム
の
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
館
長
と
し
て
日
本
の

民
俗
学
・
陶
器
・
家
屋
な
ど
の
収
集
・
整
理
・
研
究
を
続
け
て
い

る
（
写
真
4
）。
そ
し
て
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
東
京
大
学
の
蔵

書
の
多
く
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
と
、
自
分
の
全
所
蔵
図
書
の

写真 4　現在のピーポディ・エセックス博物館
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中
央
に
深
鉢
形
土
器
を
乗
せ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
形
を
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
図
案
家
で
も
あ
り
原
始
工
芸
・
ア
イ
ヌ
工
芸
の
研
究
者
と

し
て
活
躍
す
る
杉
山
寿
栄
男
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
モ
デ
ル
と
な
っ
た
土
器
は
、
モ
ー
ス
の
刊
行
し
た

報
告
書
の
図
版
1

－

9
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
は
昭
和
四
年
の
五
月
二
六
日
に
起
工
し
、

同
年
一
一
月
三
日
に
竣
工
式
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
場
所
に
設
置
す
る
経
緯
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

本
山
と
両
輪
と
な
っ
て
こ
の
碑
の
建
立
に
奔
走
し
た
公
爵
大
山
柏

は
、
後
日
こ
の
碑
の
近
く
で
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
の

写真 5　モース晩年の胸像
（於：大森貝塚遺跡庭園）

寄
贈
を
約
束
し
、
彼
の
逝
去
後
実
現
さ
れ
た
。
実
際
、
東
京
大
学

図
書
館
に
残
さ
れ
る
書
物
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
認
め

ら
れ
る
図
書
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
あ
る

（
一
四
）。

「E
X
LIB
R
IS　

E
dw
ard 

S. 
M
orse

（1835

‒1925

） 

professor of Biology T
okyo Im

perial U
niversity 

（1877

‒1879
） Given by his w

ill By his daughter 

M
rs.Edith M

orss Robb

」

　

終
生
日
本
を
愛
す
る
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
モ
ー
ス
で
あ

る
が
、
大
正
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
に
八
七
歳
で
逝
去
す
る
（
写

真
5
）。
モ
ー
ス
の
訃
報
に
接
し
た
国
内
に
お
い
て
は
、
様
々
な

顕
彰
の
活
動
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
大
森
貝
塚
に
顕
彰

の
碑
を
建
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
顕
彰
碑
が
相
次

い
で
二
基
建
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
森
貝
塚
の
場
所
を
め
ぐ
る

混
乱
が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。

　

二
基
あ
る
う
ち
の
一
つ
は
「
大
森
貝
塚
碑
（
以
下
、「
貝
塚
碑
」

と
す
る
。）」
で
あ
り
、
こ
の
碑
の
建
立
発
起
人
が
、
本
山
彦
一
で

あ
る
。
建
立
さ
れ
た
場
所
は
モ
ー
ス
の
発
掘
し
た
「
二
千
九
百
六

十
番
地
」
の
一
角
で
あ
り
、
現
在
の
住
所
は
「
品
川
区
大
井
六
丁

目
二
一
番
」で
あ
る
。「
貝
塚
碑
」は
写
真
6
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
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場
所
が
ま
さ
に
モ
ー
ス
の
発
掘
し
た
大
森
貝
塚
に
違
い
な
い
と
の

確
証
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
一
五
）。
も
う
一
つ
の
碑
は
、
現
在
の
大

田
区
山
王
一
丁
目
三
番
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
碑
は
モ

ー
ス
と
と
も
に
発
掘
調
査
に
参
加
し
た
佐
々
木
忠
次
郎
が
中
心
と

な
っ
て
建
立
し
た
も
の
で
あ
る（
写
真
7
）。
こ
ち
ら
は
碑
面
に「
大

森
貝
墟
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
貝
墟
碑
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
佐
々
木
は
「
貝
塚
碑
」
の
賛
成
人
と
し
て
名
前
が
刻
ま
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貝
塚
碑
の
建
立
か
ら
わ
ず
か
五
ヶ
月

後
の
昭
和
五
年
四
月
に
こ
の
碑
を
建
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
佐
々

木
は
モ
ー
ス
と
一
緒
に
発
掘
調
査
に
立
ち
会
っ
た
人
物
で
あ
っ
て
、

こ
の
時
唯
一
の
生
存
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
特
定
し
た
こ
の

写真 6　大森貝塚碑

写真 7　大森貝墟碑
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場
所
こ
そ
が
大
森
貝
塚
の
地
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
も

な
っ
た
。
実
際
、「
貝
塚
碑
」・「
貝
墟
碑
」
の
両
方
に
「
石
川
千

代
松
」・「
小
金
井
良
精
」
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

顕
彰
碑
が
ほ
ぼ
同
時
に
、
ま
た
同
じ
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
建
立
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
佐
々
木
は
、
モ
ー
ス
の
訃
報
に
接
し
た
と

き
に
す
ぐ
碑
の
建
立
に
動
き
出
し
、
発
掘
し
た
場
所
を
特
定
し
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
発
掘
か
ら
五
〇
年
以
上
を
過
ぎ
て
い
た

だ
け
に
正
確
な
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
も
い
え

る
。

　

結
局
二
つ
の
碑
が
相
次
い
で
建
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
先
述
し

た
「
補
償
費
」
の
公
文
書
が
見
つ
か
る
ま
で
の
約
五
〇
年
間
に
わ

た
っ
て
、
モ
ー
ス
の
発
掘
し
た
大
森
貝
塚
の
場
所
を
め
ぐ
る
混
乱

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
は
こ
の
文
書
と
そ
れ
ぞ
れ
の
碑
の

周
辺
を
発
掘
調
査
し
た
結
果
、「
貝
塚
碑
」
の
所
在
地
が
モ
ー
ス

の
発
掘
し
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る

（
一
六
）。

し
か
し
な
が

ら
両
方
の
碑
が
存
在
す
る
場
所
が
と
も
に
昭
和
三
〇
年
に
史
跡
に

指
定
さ
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
で
は
本
家
争
い
は
一
段
落
し
て
い

る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
関
西
大
学
博
物
館
資
料
の
中
核
と
な

っ
て
い
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
築
い
た
神
田
孝
平
と
本
山
彦
一
で
あ

る
が
、
神
田
は
ま
さ
に
発
掘
の
時
点
に
お
い
て
モ
ー
ス
の
発
掘
成

果
を
い
ち
早
く
天
覧
に
供
す
る
な
ど
、
発
掘
の
よ
き
理
解
者
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
本
山
は
発
掘
か
ら
五
〇
年
を
過
ぎ
、

モ
ー
ス
の
没
後
に
顕
彰
事
業
の
中
心
と
な
っ
て
大
森
貝
塚
と
の
縁

を
持
っ
た
こ
と
に
な
る
。

三　

江
見
水
陰
に
よ
る
大
森
貝
塚
の
発
掘

　

さ
て
本
章
で
は
も
う
一
度
、
大
森
貝
塚
の
上
に
児
島
翁
の
邸
宅

が
あ
っ
た
と
き
に
戻
っ
て
、
こ
の
時
代
に
実
施
さ
れ
た
「
発
掘
調

査
」
に
言
及
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
明
治
三
〇
年
代
の
考
古
学

界
を
振
り
返
り
な
が
ら
学
史
的
な
位
置
付
け
を
試
み
た
い
。

　

児
島
翁
は
先
述
し
た
よ
う
に
明
治
三
八
年
一
二
月
に
同
地
に
転

居
し
、
同
四
一
年
七
月
に
逝
去
し
て
い
る
た
め
、
実
質
二
年
ほ
ど

し
か
暮
ら
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
地
で
は
「
大
森
倶
楽
部
」

と
名
付
け
た
会
を
設
立
し
、
そ
の
初
代
委
員
長
と
し
て
地
元
と
の

交
流
も
大
い
に
振
興
し
た
よ
う
で
あ
る
。
児
島
邸
の
電
話
番
号
が

「
大
森
局　

壱
番
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
翁
が
地
元
で
も
積

極
的
に
地
域
と
の
交
流
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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こ
の
時
、
翁
の
邸
宅
内
を
モ
ー
ス
の
発
掘
し
た
大
森
貝
塚
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
発
掘
調
査
を
し
た
人
物
が
い
る
。
そ
の
人
の

名
を
「
江
見
水
陰
」
と
い
う
。

　

本
名
は
「
江
見
忠
功
（
た
だ
か
つ
）」
と
い
い
、明
治
二
年
（
一

八
六
九
）
に
岡
山
市
で
生
ま
れ
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
松

山
市
で
客
死
し
た
。
享
年
六
六
歳
で
あ
る
。
彼
の
名
前
は
考
古
学

界
で
も
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
明
治
時
代
の
文
壇
界
で
活

躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
自
身
考
古
学
に
対
す
る
自
分
の
立
場
を

「
学
界
の
高
等
土
方
を
以
て
任
じ
」
と
い
う
よ
う
に
、
考
古
学
に

つ
い
て
は
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
た
。
も
ち
ろ

ん
彼
が
考
古
学
で
名
を
馳
せ
た
明
治
三
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、

考
古
学
を
職
業
と
し
て
い
た
人
物
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
ろ
う
か
ら
、

な
に
を
も
っ
て
考
古
学
の
「
プ
ロ
」「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
を
区
別
す

る
か
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
文
才
を
活
か
し
て
彼
自
身
が
体
験

し
た
発
掘
調
査
を
題
材
に
「
考
古
小
説
」
と
い
う
分
野
を
切
り
開

い
た
人
物
と
い
え
る
。
彼
の
著
作
の
う
ち
、『
地
底
探
検
記
』『
地

中
の
秘
密
』『
考
古
小
説 

三
千
年
前
』
の
三
冊
が
考
古
三
部
作
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

江
見
水
陰
の
人
物
論
、
あ
る
い
は
彼
の
考
古
学
界
に
お
け
る
役

割
・
業
績
な
ど
は
先
学
の
研
究
に
よ
る
こ
と
と
し
（
一
七
）、
彼
の
著
作
の

中
か
ら
大
森
貝
塚
の
発
掘
に
関
す
る
部
分
を
見
て
い
き
た
い
。

　

大
森
貝
塚
の
発
掘
に
関
し
て
は
、『
地
中
の
秘
密
』（
写
真
8
）
に

「
大
森
貝
塚
の
發
掘
」
と
題
さ
れ
た
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
一
八
）。

そ
の
冒
頭
は
「
大
森
の
貝
塚
は
、
人
類
学
研
究
者
の
眼
か
ら
、
最

も
神
聖
な
る
地
と
し
て
尊
敬
せ
ら
れ
て
居
る
」
か
ら
始
ま
る
。
そ

し
て
重
要
な
こ
と
は
、
モ
ー
ス
が
こ
の
地
を
発
掘
し
た
こ
と
を
記

し
（
た
だ
し
発
掘
し
た
年
を
明
治
一
二
年
と
誤
解
し
て
い
る
が
）、

現
在
こ
の
場
所
は
児
島
惟
謙
邸
に
な
っ
て
い
る
と
明
記
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
モ
ー
ス
の
発
掘
か
ら
三
〇
年
ほ
ど
を
経

写真 8　江見水陰『地中の秘密』
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た
時
点
で
は
、
彼
が
発
掘
し
た
大
森
貝
塚
の
位
置
と
い
う
の
は
明

確
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
昭
和
初
期
に
記
念

碑
が
二
基
建
立
さ
れ
た
よ
う
な
混
乱
は
こ
の
時
点
で
は
起
き
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
江
見
水
陰
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
、
発
掘
の
経
緯
を
見

て
い
こ
う
。
そ
も
そ
も
児
島
翁
の
屋
敷
地
を
発
掘
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
こ
の
時
朝
日
新
聞
社
に
勤
め
て
い
た

杉
村
広
太
郎
（
号
は
楚
人
冠
：
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
和
歌
山

市
生
ま
れ
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
没
。）
が
、
児
島
翁
、

も
し
く
は
子
息
と
交
流
が
あ
り
、
杉
村
と
同
じ
く
朝
日
新
聞
に
勤

め
て
い
た
水
谷
幻
花
の
元
へ
発
掘
の
話
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
翁
自
身
も
自
邸
が
大
森
貝
塚
の
上

に
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
採
集

し
た
遺
物
を
重
要
だ
と
判
断
し
、
東
京
国
立
博
物
館
に
寄
贈
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
江
見
水
陰
と
と
も
に
発
掘
を
実
施
し
た
水
谷
幻

花（
本
名
乙
次
郎
：
慶
応
元
年（
一
八
六
五
））東
京
深
川
生
ま
れ
、

昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
））
没
。）
は
、
そ
も
そ
も
江
見
を
考
古

学
の
世
界
に
引
き
込
ん
だ
人
物
で
あ
り
、
一
歩
先
に
東
京
人
類
学

会
に
入
会
し
て
お
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
江
見
の
先
輩
で
あ
り
、
よ

き
理
解
者
で
あ
り
、
い
ざ
発
掘
調
査
の
場
所
に
あ
っ
て
は
遺
物
採

集
の
ラ
イ
バ
ル
と
も
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
江
見
水
陰
と
水
谷
幻
花
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
た
大

森
貝
塚
の
発
掘
調
査
は
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
一
月
二
一

日
（
火
曜
日
）
に
実
施
さ
れ
た
。
二
人
は
朝
九
時
に
児
島
邸
を
訪

問
し
、
翁
は
不
在
で
あ
っ
た
が
（
熱
海
に
お
い
て
病
気
療
養
中
、

こ
の
年
の
七
月
に
逝
去
。）
令
息
が
対
応
し
、
さ
ら
に
は
発
掘
人

夫
も
二
名
用
意
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
時
対
応
し
た
令
息
と
は
、

長
男
正
一
郎
は
明
治
三
三
年
北
清
事
変
で
戦
死
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
次
男
の
富
雄
、
も
し
く
は
三
男
俊
之
助
で
あ
る
と
お
も
わ
れ

る
。
こ
の
江
見
の
記
述
に
よ
れ
ば
昼
食
を
提
供
し
茶
菓
を
出
す
な

ど
、
児
島
家
も
こ
の
発
掘
調
査
に
は
非
常
に
協
力
的
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。

　

発
掘
の
開
始
に
あ
た
っ
て
は「
土
器
は
モ
ー
留
守
で
あ
っ
た（「
モ

ー
ル
ス
」
は
、「
モ
ー
ス
」
の
明
治
時
代
の
呼
称
）」
と
い
う
よ
う

な
冗
談
を
交
え
な
が
ら
意
気
揚
々
と
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

最
初
の
発
掘
場
所
で
は
そ
れ
ほ
ど
遺
物
は
出
土
せ
ず
、
邸
内
に
お

い
て
発
掘
箇
所
を
変
更
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

を
近
年
の
史
跡
整
備
に
あ
わ
せ
た
発
掘
調
査
の
結
果
と
照
ら
し
合
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わ
せ
て
考
え
る
と
、
最
初
の
発
掘
場
所
は
線
路
脇
の
Ｂ
地
点
と
呼

称
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
者
が
Ａ
地
点
と
呼
ば
れ
る
と
こ

ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

引
き
続
き
発
掘
は
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
遺
物
の
出
土
状
況
は
相

変
わ
ら
ず
不
調
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
発
掘
に
立
ち
会
っ
た
杉

村
広
太
郎
に
は
さ
ん
ざ
ん
か
ら
か
わ
れ
た
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
発
掘
調
査
は
続
け
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
こ
へ
二
条
基
弘
公

爵
（
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
九
条
尚
忠
の
八
男
と
し
て
誕
生
、

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
没
。）
が
発
掘
に
加
わ
っ
て
い
る
。
二

條
公
爵
家
と
は
五
摂
家
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
の
時
基
弘
は
貴
族

院
議
員
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
留

学
し
、
そ
の
頃
か
ら
考
古
学
・
人
類
学
に
興
味
を
持
ち
東
京
人
類

学
会
に
入
会
す
る
と
と
も
に
、
華
族
人
類
学
会
を
組
織
す
る
な
ど

積
極
的
に
活
動
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
銅
駝
坊
陳
列

館
（
正
式
名
称
：
二
條
家
人
類
学
標
本
陳
列
所
）」
と
名
付
け
た

日
本
で
最
初
の
個
人
博
物
館
を
設
立
す
る
。
こ
の
二
條
公
爵
の
収

集
品
は
徳
川
頼
貞
に
引
き
継
が
れ
て
、
そ
の
後
東
京
国
立
博
物
館

に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。

　

三
人
は
昼
食
を
挟
ん
で
午
後
ま
で
発
掘
を
続
け
た
が
、
彼
ら
を

満
足
さ
せ
る
遺
物
は
出
土
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
「
何
も
出
な
い
で
も
好
（
い
）
い
で
す
。
大
森
の
貝
塚
を
一

鍬
で
も
堀

（
マ
マ
）つ
た
と
い
ふ
事
が
、
既
に
誇
る
に
足
る
の
で
す
か
ら
」

と
な
か
ば
負
け
惜
し
み
、
半
分
は
本
音
を
も
ら
し
て
い
る
。
そ
し

て
午
後
三
時
頃
に
は
、
坪
井
正
五
郎
東
京
大
学
教
授
が
現
地
を
訪

れ
て
い
る
。
坪
井
に
つ
い
て
は
改
め
て
記
述
す
る
ま
で
も
な
い
が
、

東
京
大
学
理
学
部
に
お
い
て
わ
が
国
で
初
め
て
の
人
類
学
教
室
を

主
宰
し
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
東
京
人
類
学
会
の
創
立
に
も

関
わ
り
、
明
治
二
九
年
に
は
神
田
孝
平
に
引
き
続
い
て
会
長
職
に

就
任
し
、
学
会
で
訪
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
で
客
死
す
る
ま
で
日
本
の

人
類
学
・
考
古
学
を
リ
ー
ド
し
た
人
物
で
あ
る
。
モ
ー
ス
を
評
し

て
「
日
本
考
古
学
の
父
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
わ
が
国
に
人

類
学
・
考
古
学
を
学
問
と
し
て
普
及
さ
せ
た
人
物
は
む
し
ろ
坪
井

正
五
郎
で
あ
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

坪
井
の
業
績
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
改
め
て

江
見
水
陰
と
水
谷
幻
花
が
主
催
し
た
大
森
貝
塚
の
発
掘
調
査
を
見

て
み
る
と
、
こ
の
時
期
に
日
本
に
お
け
る
考
古
学
を
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
面
か
ら
牽
引
す
る
坪
井
と
華
族
の
最
高
位
に
立
つ
公
爵
が
参

加
し
、
そ
こ
へ
ア
マ
チ
ュ
ア
考
古
学
を
自
任
す
る
両
名
が
加
わ
っ
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
発
掘
の
ほ
う
は
、
夕
方
四
時
頃
に
は
終

了
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
坪
井
・
水
谷
と
と
も
に
江
見
が

自
宅
に
開
設
し
て
い
た
「
太
古
遺
物
陳
列
所
」
に
立
ち
寄
っ
て
、

そ
の
日
の
日
程
を
終
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
発
掘
調
査
は
、
近
隣
の
遺
跡
に
お
い
て
江
見
が
考

古
学
に
熱
中
し
て
い
た
明
治
三
六
年
か
ら
四
一
年
に
か
け
て
、
結

構
頻
繁
に
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
参
加
す
る
メ

ン
バ
ー
も
ほ
ぼ
同
じ
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

本
章
の
ま
と
め
と
し
て
こ
の
時
代
の
考
古
学
界
の
状
況
に
つ
い
て

触
れ
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　

今
回
紹
介
し
た
江
見
・
水
谷
が
実
施
し
た
発
掘
は
「
考
古
学
＝

宝
探
し
」
的
な
側
面
が
強
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
層
位
的
に
発
掘

す
る
こ
と
は
な
く
、
貝
層
を
み
つ
け
て
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
追
い
か

け
て
、
そ
の
中
に
包
含
す
る
遺
物
を
取
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
、

彼
ら
の
お
こ
な
っ
た
「
発
掘
」
で
あ
る
。『
地
中
の
秘
密
』
に
綴

ら
れ
た
江
見
の
報
告
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
の
発
掘
と
い
う
も
の

の
実
態
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
遺
物
採
集
を
目
的
と
し
た
発
掘
を
、
宝
探
し
的
だ

と
批
判
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
二
六
年

に
坪
井
に
よ
っ
て
初
め
て
東
京
大
学
に
人
類
学
教
室
が
設
置
さ
れ

た
と
い
う
時
代
背
景
を
考
慮
す
れ
ば
頭
ご
な
し
に
否
定
す
る
こ
と

は
正
し
い
態
度
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
遺
跡
と
い

う
も
の
を
認
識
し
、
遺
物
を
保
存
し
た
こ
と
を
評
価
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
遺
物
の
採
集
と
い
う
こ
と
を
法
律
的
な
側
面
か
ら
見
て

み
る
と
、
こ
の
こ
ろ
に
は
今
日
で
い
う
考
古
遺
物
を
土
中
か
ら
発

見
し
た
場
合
に
は
、
明
治
三
二
年
七
月
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
八

七
号
の
「
遺
失
物
法
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
法
律
の
「
訓
第
九
八
五
号
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。

「
遺
失
物
法
第
一
三
条
ニ
依
リ
学
術
技
芸
若
ハ
考
古
ノ
資
料

ト
為
ル
ヘ
キ
埋
蔵
物
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
品
質
形
状

発
掘
ノ
年
月
日
場
所
及
口
碑
等
徴
証
ト
ナ
ル
ヘ
キ
事
項
ヲ
詳

記
シ
模
写
図
ヲ
添
ヘ
左
ノ
区
別
ニ
従
ヒ
之
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ

　

一　

古
墳
関
係
品
其
ノ
他
学
術
技
芸
若
ハ
考
古
ノ
資
料
ト

ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ　
　
　
　
　

宮
内
省

　

一　

石
器
時
代
遺
物
ハ　
　
　
　
　

東
京
帝
国
大
学
」

　

こ
の
よ
う
な
条
文
が
定
め
ら
れ
た
背
景
を
記
し
て
お
く
と
、
古

墳
関
係
の
遺
物
が
宮
内
省
に
通
知
さ
れ
た
理
由
は
、
未
治
定
陵
墓
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の
調
査
考
証
の
た
め
に
情
報
が
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

法
律
に
従
い
宮
内
省
に
置
か
れ
て
い
た
諸
陵
寮
に
は
、
各
地
の
古

墳
か
ら
の
出
土
品
報
告
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
実
際
に
は
、
陵
墓
の

治
定
に
至
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た
が
、
出
土
品
の
う
ち
優
品
は

宮
内
省
に
よ
っ
て
買
い
上
げ
ら
れ
、
あ
る
い
は
同
じ
宮
内
省
の
管

轄
下
に
あ
っ
た
現
在
の
東
京
国
立
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
も
の
も

あ
っ
た
。
一
方
で
、
今
日
で
い
う
弥
生
時
代
以
前
の
遺
物
に
つ
い

て
は
、
坪
井
が
主
任
教
授
を
務
め
て
い
た
東
京
大
学
の
人
類
学
教

室
へ
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
教
室
が
こ

の
時
代
に
人
類
学
（
広
い
意
味
で
「
考
古
学
」
も
内
包
す
る
と
い

え
る
）
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
唯
一
の
機
関
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

こ
の
条
文
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
江
見
水
陰

ら
の
発
掘
が
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
江
見
が
自
宅

に
私
設
博
物
館
を
開
設
し
て
、
発
掘
に
よ
っ
て
採
取
し
た
遺
物
を

展
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
法
律
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

は
こ
の
私
設
博
物
館
を
本
来
で
あ
れ
ば
遺
物
が
送
付
さ
れ
る
べ
き

機
関
を
代
表
す
る
東
大
教
授
が
そ
の
場
所
を
訪
れ
、
様
々
な
学
問

的
な
指
導
を
す
る
こ
と
は
誠
に
奇
妙
な
状
況
で
あ
る
と
し
か
い
い

よ
う
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
状
況
こ
そ
が
明
治
三

〇
年
代
の
考
古
学
と
い
う
学
問
の
実
情
で
あ
り
、
こ
の
黎
明
期
に

あ
っ
て
坪
井
は
厳
格
な
法
の
適
用
よ
り
も
、
む
し
ろ
遺
物
が
ど
こ

に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
を
問
わ
ず
資
料
が
集
積
さ
れ
る
こ
と
を
重

視
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

江
見
ら
が
提
供
し
た
情
報
や
遺
物
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
考

古
学
と
い
う
学
問
の
成
長
に
幾
ば
く
か
の
寄
与
を
し
た
こ
と
は
事

実
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
宝
探
し
的
で
は
あ
っ
た
が
考
古
学
を
机
上

の
学
問
と
せ
ず
、
自
ら
遺
跡
に
足
を
運
び
、
発
掘
を
企
画
し
、
さ

ら
に
は
自
宅
に
展
示
施
設
を
設
け
た
こ
と
も
、
法
的
に
は
問
題
が

あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
学
問
の
成
長
過
程
で
は
必
要
な
こ
と

で
あ
っ
た
と
総
括
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
の
著
作
に

魅
了
さ
れ
て
考
古
学
の
道
を
目
指
し
た
若
人
が
い
た
こ
と
も
、
彼

の
功
績
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

江
見
ら
の
こ
の
よ
う
な
活
動
も
、
彼
の
年
譜
を
見
る
限
り
こ
の

明
治
四
一
年
の
大
森
貝
塚
の
調
査
以
降
は
や
や
下
火
に
な
っ
て
い

く
と
い
え
る
。
彼
の
考
古
三
部
作
の
最
後
を
飾
る
『
考
古
小
説　

三
千
年
前
』
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
に
江
見
が
発
掘
を
企
画
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
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た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
坪
井
が
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に

ロ
シ
ア
で
客
死
し
、
そ
の
一
方
で
、
京
都
大
学
に
お
い
て
浜
田
耕

作
（
青
陵
）
が
わ
が
国
初
の
考
古
学
教
室
を
大
正
五
年
（
一
九
一

六
）
に
開
設
す
る
な
ど
考
古
学
は
次
の
段
階
に
進
ん
で
い
く
。
そ

し
て
江
見
ら
の
活
動
は
学
史
の
一
面
と
し
て
の
み
記
憶
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
大
森
貝
塚
の
上
に
児
島
邸
が
位
置
し
て
お
り
、
そ
し
て

そ
の
邸
内
で
実
施
さ
れ
た
江
見
水
陰
ら
の
発
掘
に
つ
い
て
述
べ
て

き
た
。
こ
の
発
掘
は
明
治
四
一
年
一
月
の
肌
寒
い
一
日
に
実
施
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
重
要
な
出
土
遺
物
が
得
ら
れ
た
わ
け
で

も
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
本
考
古
学
の
歴
史
を
考
え
る
中
で
、
モ

ー
ス
の
発
掘
か
ら
三
〇
年
ぶ
り
に
わ
が
国
で
初
め
て
発
掘
調
査
が

お
こ
な
わ
れ
た
遺
跡
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
あ
り
、
ま
た

そ
こ
に
関
わ
っ
た
江
見
・
水
谷
・
二
條
・
坪
井
ら
の
活
動
は
考
古

学
史
の
中
に
記
憶
さ
れ
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
土
偶
の
破
片
か
ら
、
こ

こ
ま
で
大
森
貝
塚
を
め
ぐ
る
考
古
学
史
を
見
て
き
た
。
大
森
貝
塚

は
明
治
一
〇
年
に
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
わ

が
国
に
お
け
る
近
代
考
古
学
発
祥
の
地
と
し
て
小
・
中
学
校
の
教

科
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
遺
跡
で
あ
る
。
考
古
学
を
学
ぶ
者
に
と
っ

て
も
、
遺
跡
の
時
代
・
内
容
を
越
え
て
記
念
碑
的
な
場
所
で
あ
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
所
に
本
学
の
創
設

に
関
与
す
る
児
島
翁
が
、
そ
の
最
後
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
居
宅

を
構
え
て
い
た
事
実
を
報
告
し
た
。
児
島
翁
自
身
大
森
貝
塚
の
上

に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ゆ
え
庭
先
で
採
集
し
た
土
偶
を
東
京
国
立
博

物
館
へ
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

の
一
〇
〇
年
前
に
寄
贈
さ
れ
た
考
古
遺
物
の
重
要
性
は
、
今
日
に

お
い
て
も
少
し
も
減
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
森
貝
塚
を
考
え
て

い
く
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
遺
物
で
あ
る
。
今
、
こ
の
地
に

児
島
翁
が
居
住
し
た
痕
跡
は
ま
っ
た
く
な
く
、
現
在
同
地
は
大
森

貝
塚
の
史
跡
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
（
写
真
9
）。

　

関
西
大
学
考
古
学
の
歴
史
は
、
昭
和
二
七
年
末
永
雅
雄
先
生
が

教
授
と
し
て
ご
着
任
に
な
っ
た
昭
和
二
七
年
四
月
を
そ
の
出
発
点

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
も
な
く
本
山
彦
一
が
収
集
し
て
き
た
考

古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
大
学
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
今
日
の
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関
西
大
学
博
物
館
へ
と
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
本
山
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
前
身
が
、
神
田
孝
平
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

る
事
実
で
あ
る
。
今
回
大
森
貝
塚
の
発
掘
と
モ
ー
ス
の
顕
彰
事
業

を
通
じ
て
、
奇
し
く
も
神
田
孝
平
、
本
山
彦
一
と
い
う
本
学
博
物

館
の
中
核
と
な
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
築
い
て
き
た
両
氏
の
活
動
に

も
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
関
西
大
学
で
考
古
学
を
学
ん
だ
者
に

と
っ
て
、
考
古
学
の
象
徴
的
な
遺
跡
で
あ
る
大
森
貝
塚
と
の
関
連

の
中
で
「
児
島
惟
謙
」・「
神
田
孝
平
」・「
本
山
彦
一
」
の
名
を
見

つ
け
る
こ
と
は
、
う
れ
し
さ
と
と
も
に
や
や
誇
ら
し
げ
に
感
じ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
冒
頭
に
記
し
た
と
お
り
、
先
日
関
西
大
学

博
物
館
前
に
立
つ
児
島
翁
の
胸
像
を
お
も
わ
ず
見
つ
め
た
理
由
で

あ
る
。

　

児
島
翁
は
現
在
、
終
焉
の
地
と
な
っ
た
大
森
貝
塚
か
ら
も
ほ
ど

近
い
品
川
区
南
品
川
五
丁
目
に
あ
る
海
晏
寺
に
眠
っ
て
い
る
（
写

真
10
）。
先
日
、
翁
の
一
〇
〇
回
忌
を
や
や
過
ぎ
た
夏
の
一
日
、

墓
参
に
参
上
し
た
。
そ
し
て
平
成
二
〇
年
、
一
〇
〇
年
を
経
て
翁

が
寄
贈
し
た
遺
物
の
存
在
を
知
っ
た
こ
と
と
、
翁
が
居
住
し
た
以

後
の
大
森
貝
塚
の
状
況
、
さ
ら
に
は
関
西
大
学
に
お
け
る
考
古
学

研
究
の
現
状
を
報
告
し
た
。

写真 9　現在の大森貝塚（大森貝塚遺跡庭園）
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ま
た
平
成
二
一
年
は
、
筆
者
に
と
っ
て
関
西
大
学
で
考
古
学
を

学
び
始
め
て
か
ら
三
〇
年
を
迎
え
る
こ
と
な
る
こ
と
を
期
に
一
層

の
精
進
を
、
霊
前
に
て
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

了　

註
一 

東
京
都
大
田
区
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
大
田
区
史
（
資
料
編
）

考
古
Ⅱ
』　

昭
和
五
五
年
三
月

二 

東
京
大
学
総
合
博
物
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　
「
人
類
先
史
縄
文

時
代
土
偶
・
土
製
品
デ
ー
タ
シ
ー
ト
」

三 

エ
ド
ワ
ル
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ル
ス
『
大
森
介
墟
古
物
篇
』
理
学

部
会
粋
第
一
帙　

上
冊　

東
京
大
学
法
理
学
部　

報
告
書　

明
治
一
二
年

 

現
在
こ
の
報
告
書
の
原
本
を
見
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い

の
で
、
小
稿
で
は
左
記
の
復
刻
版
を
利
用
し
た
。

 

近
藤
義
郎
・
佐
原　

真
『
大
森
貝
塚　

付
関
連
資
料
』
岩
波

文
庫　

青
四
三
二

－

一　

一
九
八
八
年

四 

東
京
国
立
博
物
館
『
収
蔵
品
目
録　

考
古　

土
俗　

法
隆
寺

献
納
宝
物
』
昭
和
三
一
年
三
月

 
た
だ
し
、本
書
で
は
「
児
島
惟
謙
」
の
名
前
を
「
児
玉
惟
謙
」

写真10　児島家墓所（於：海晏寺）
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と
誤
記
し
て
い
る
。

 

ま
た
、
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
土
偶
、
石
棒

の
閲
覧
調
査
に
あ
た
っ
て
は
同
館
学
芸
研
究
部
古
谷
毅
氏
に

ご
高
配
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

 
 

東
京
国
立
博
物
館
『
東
京
国
立
博
物
館
図
版
目
録 

縄
文
遺

物
篇 

土
偶
・
土
製
品
』
平
成
八
年
三
月
二
五
日

五 
 

近
藤
義
郎
・
佐
原　

真
『
大
森
貝
塚　

付
関
連
資
料
』
岩

波
文
庫　

青
四
三
二

－

一　

一
九
八
八
年

六 

児
島
惟
謙
の
年
譜
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
を
参
照
し
た
。

 

原
田
光
三
郎
『
護
法
の
巨
人　

児
島
惟
謙
と
其
時
代
』（
復

刻
版
）
伝
記
叢
書
二
七
九　

大
空
社　

一
九
九
七
年
（
初
版

は
文
光
堂
刊
行　

昭
和
一
五
年
）

七 

モ
ー
ス
の
発
掘
に
係
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
の

巻
末
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

 

品
川
区
立
歴
史
博
物
館
『
日
本
考
古
学
は
品
川
か
ら
始
ま
っ

た
―
大
森
貝
塚
と
東
京
の
貝
塚
―
』　

二
〇
〇
七
年

八 

地
籍
図
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
品
川
区
立
歴
史
博
物
館
な

ら
び
に
同
館
副
館
長
柘
植
信
行
氏
、学
芸
員
塚
越
理
恵
子
氏
、

同 

冨
川
武
史
氏
に
ご
高
配
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上

げ
る
次
第
で
あ
る
。

九 

発
掘
地
点
を
示
す
公
文
書
の
発
見
経
緯
に
つ
い
て
は
、
左
記

論
考
に
詳
し
い
。

 

佐
原　

真
「
大
森
貝
塚
百
年
」『
考
古
学
研
究
』
第
二
四
巻　

第
三
・
四
号　

一
九
七
七
年

 

佐
原　

真
「
日
本
近
代
考
古
学
の
始
ま
る
こ
ろ
（
モ
ー
ス
、

シ
ー
ボ
ル
ト
、
佐
々
木
忠
二
郎
資
料
に
寄
せ
て
）」

 

守
屋　

毅
編　

共
同
研
究
『
モ
ー
ス
と
日
本
』
小
学
館　

一

九
八
八
年

一
〇 

モ
ー
ス
の
総
合
的
な
研
究
と
し
て
は
、
左
記
の
図
書
が
あ
る
。

 

守
屋　

毅
編
共
同
研
究
『
モ
ー
ス
と
日
本
』
小
学
館　

一
九

八
八
年

一
一 

近
藤
義
郎
・
佐
原　

真
『
大
森
貝
塚　

付
関
連
資
料
』
岩
波

文
庫　

青
四
三
二

－

一　

一
九
八
八
年

一
二 

「
考
古
学
」
と
い
う
用
語
の
初
出
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
論

考
が
あ
る
。

 

金
関　

恕
「
世
界
の
考
古
学
と
日
本
の
考
古
学
」『
岩
波
講

座　

日
本
考
古
学
一　

研
究
の
方
法
』
岩
波
書
店　

一
九
八

五
年

 
邉
見　

端
「
訳
語
「
考
古
学
」
の
成
立
」『
日
本
歴
史
』
第

四
五
七
号　

吉
川
弘
文
館　

一
九
八
六
年
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一
三 

宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
第
四　

吉
川
弘
文
館　

昭
和
四
五

年

一
四 
モ
ー
ス
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
図
書
と
し
て
、
左
記
の
図
書
を
紹

介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

 

Ｈ
・
Ｖ
・
シ
ー
ボ
ル
ト
『N

otes 
on 
Japanese 

A
r chae-

ology ‒
w
ith Especial Referece to the stone A

ge 

‒

』（
日
本
語
訳
『
日
本
考
古
学
覚
書
』）

 

徳
田
誠
志
「
Ｈ
・
Ｖ
・
シ
ー
ボ
ル
ト
と
関
西
大
学
博
物
館
所

蔵
資
料
―
日
本
考
古
学
黎
明
期
の
一
断
面
―
」『
関
西
大

学
博
物
館
紀
要
』
第
九
号　

平
成
一
五
年
三
月

一
五 

大
山
柏
の
実
施
し
た
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
報
告

が
あ
る
。

 

清
水
潤
三
「
大
森
貝
塚
の
発
掘
」『
考
古
学
研
究
』
第
二
四

巻　

第
三
・
四
号　

一
九
七
七
年

一
六 

近
年
の
発
掘
調
査
と
し
て
は
、
左
記
の
報
告
書
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

 

品
川
区
遺
跡
調
査
会
『
大
森
貝
塚　

平
成
五
年
度
範
囲
確
認

発
掘
調
査
概
報
』
品
川
区
教
育
委
員
会　

平
成
六
年

一
七 

江
見
水
陰
に
つ
い
て
は
、左
記
の
図
書
、論
考
を
参
照
し
た
。

 

杉
山
荘
平
「
江
見
水
陰
論
」『
縄
文
文
化
の
研
究
』
第
一
〇

巻　

縄
文
時
代
研
究
史　

雄
山
閣
出
版　

一
九
八
四
年

 

斎
藤　

忠
「
江
見
水
陰
」『
考
古
学
史
の
人
々
』
第
一
書
房　

昭
和
六
〇
年

 

杉
山
博
久
『
魔
道
に
魅
入
ら
れ
た
男
た
ち　

揺
籃
期
の
考
古

学
界
』
雄
山
閣
出
版　

一
九
九
九
年

 

斎
藤　

忠
編
『
江
見
水
陰　
『
地
底
探
検
記
』
の
世
界
解
説
・

研
究
編
』
雄
山
閣
出
版　

二
〇
〇
一
年

一
八 

江
見
水
陰
『
地
中
の
秘
密
』
博
文
館　

明
治
四
二
年

補
記一 

「
東
京
国
立
博
物
館
」「
東
京
大
学
」「
京
都
大
学
」
は
、
時

期
に
よ
っ
て
名
称
が
変
遷
す
る
が
、
小
稿
で
は
煩
雑
に
な
る

の
で
標
記
の
名
称
で
基
本
的
に
統
一
し
た
。

二 

小
稿
に
掲
載
し
た
写
真
の
う
ち
「
写
真
2
」
は
東
京
国
立
博

物
館
、「
写
真
3
」「
写
真
8
」
に
つ
い
て
は
品
川
区
立
歴
史

博
物
館
よ
り
掲
載
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
は

す
べ
て
筆
者
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
（
と
く
だ　

ま
さ
し　

宮
内
庁
書
陵
部
首
席
研
究
官
）


