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今
か
ら
二
十
数
年
前
、
考
古
学
を
研
究
し
て
い
る
友
人
の
K
君
と
、
天
皇
陵
の
発
掘
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
は
、
次
か
ら

次
に
古
墳
の
発
掘
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
が
進
み
、
古
代
史
像
は
大
い
に
充
実
し
た
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と

を
語
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
K
君
は
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
新
発
見
の
天
皇
陵
を
今
す
ぐ
に
開
い
て
研
究
す
る
の
が
、
よ
い

の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
述
べ
た
。
K
君
の
発
言
の
意
図
が
よ
く
飲
み
込
め
な
か
っ
た
私
が
、
そ
の
意
図
を
問
う
と
、
彼
は
こ
う
応
え

た
。
今
現
在
の
研
究
水
準
で
研
究
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
成
果
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
先
、
仮
に
五
十
年
先
で
あ
っ
た
な
ら

ば
分
析
方
法
な
ど
も
格
段
に
進
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
成
果
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば

密
閉
さ
れ
た
ま
ま
の
古
墳
の
内
部
の
空
気
や
塵
は
、
一
千
年
以
上
前
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
今
の
技
術
で
は
こ
れ
ら
を
分
析
で

き
な
い
が
、
将
来
空
気
中
の
塵
を
も
分
析
で
き
る
時
代
が
来
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
今
、
密
閉
を
解
い
て
新
し
い
別
の
空
気
を
混
ぜ
る
の
は

感
心
し
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
二
十
数
年
前
の
K
君
の
発
言
を
、
そ
の
時
の
私
は
心
底
か
ら
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
今
よ
り

も
ず
っ
と
性
急
で
あ
っ
た
。

　
K
君
の
学
問
的
態
度
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
つ
な
が
る
研
究
の
長
い
営
み
の
中
に
、
現
在
の
自
分
の
研
究
を
位
置
づ
け
る
考
え
方
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
私
の
そ
の
頃
の
研
究
姿
勢
は
、
未
来
に
研
究
を
託
す
と
い
う
意
識
を
持
て
ず
、
た
と
え
て
言
う
な
ら
ば
、
自
分

と
と
も
に
現
在
で
研
究
が
完
了
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
日
本
近
世
史
の
研
究
者
の
多
く
が
史
料
調
査
に

入
る
と
、
そ
の
人
の
研
究
に
役
立
つ
も
の
だ
け
が
価
値
あ
る
史
料
で
、
そ
れ
以
外
の
関
心
の
無
い
も
の
は
役
に
立
た
な
い
雑
史
料
で
、
価

値
の
低
い
も
の
と
見
な
す
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
私
の
研
究
態
度
も
共
通
し
て
い
た
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
将
来
に
新
し
い
、
多
様
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な
研
究
視
点
や
方
法
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
将
来
の
研
究
の
た
め
に
史
料
を
原
型
を
く
ず
さ
ず
に
保
存
し
つ
つ
研
究
し
て
い
こ
う

と
い
う
意
識
は
極
め
て
稀
薄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
で
あ
る
学
習
院
大
学
史
料
館
で
は
、
「
日
本
史
料
学
の
基
礎
研
究
」
の
テ
ー
マ
で
、
私
学
振
興
財
団
の
援
助
を

受
け
て
、
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
よ
り
三
年
間
に
わ
た
っ
て
共
同
研
究
に
取
組
ん
で
き
た
。
史
料
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
の
が
、
現

在
の
み
な
ら
ず
将
来
に
わ
た
る
歴
史
研
究
に
利
用
し
や
す
い
か
、
ま
た
、
整
理
さ
れ
た
史
料
を
ど
の
よ
う
に
科
学
的
に
保
存
す
る
の
が
、

よ
い
状
態
を
長
く
保
つ
こ
と
に
な
る
の
か
、
な
ど
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
た
ち
が
史
料
解
釈
を
し
て
歴
史

像
を
結
ぶ
と
い
う
作
業
に
止
ま
ら
ず
、
史
料
そ
れ
自
体
を
歴
史
現
象
の
所
産
と
し
て
捉
え
る
立
場
か
ら
、
形
態
・
様
式
・
機
能
は
も
ち
ろ

ん
、
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
、
歴
史
研
究
に
寄
与
し
よ
う
と
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部
を
、
本
誌
第
八
号
に
発
表
で
き
る
の
は
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
従
来
、
等
閑
視
さ
れ
る
こ
と

の
多
か
っ
た
書
籍
史
料
に
光
を
当
て
、
そ
の
整
理
・
調
査
の
方
法
を
説
い
た
藤
實
久
美
子
論
文
は
史
料
学
に
ふ
さ
わ
し
い
成
果
と
な
っ

た
。
ま
た
、
稀
襯
性
の
高
い
、
新
出
の
西
園
寺
家
所
蔵
『
万
一
記
』
に
つ
い
て
、
紙
背
文
書
も
含
め
た
翻
刻
と
考
証
を
行
な
っ
た
新
田
英

治
や
大
原
幽
学
に
関
す
る
新
史
料
を
紹
介
し
た
斎
藤
洋
一
の
労
作
は
貴
重
史
料
の
活
用
に
途
を
開
い
た
。
上
野
秀
治
論
文
は
、
主
に
大
名

家
（
土
佐
山
内
）
文
書
中
の
将
軍
か
ら
の
御
内
書
に
関
す
る
実
証
的
な
基
礎
研
究
で
あ
り
、
西
田
か
ほ
る
論
文
は
甲
州
国
中
地
方
の
神
社

所
蔵
史
料
か
ら
の
分
析
成
果
で
、
い
ず
れ
も
彪
大
な
未
活
字
史
料
の
整
理
作
業
の
た
ま
も
の
と
い
え
る
。
桑
尾
光
太
郎
論
文
も
戦
前
期
発

行
の
雑
誌
を
い
か
に
客
観
的
な
歴
史
史
料
と
し
て
活
用
す
る
か
の
方
法
的
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
共
同
研
究
は
ま
だ
多
く
の
課

題
を
残
し
て
い
る
。
今
後
と
も
一
層
の
研
究
を
重
ね
て
い
く
所
存
で
あ
り
、
大
方
の
ご
教
示
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
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