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特 集：文化財の保存と現代科学l
馬

淵

文

化

財

研

究

と

自

然

科

学

と

い

う

こ

と

で

す

が

、

私

自

身

が

お

世

話

に

な

っ

て

い

る

東

京

国

立

文

化

財

研

究

所

に

つ

い

て

、

文

化

財

と

自

然

科

学

の

関

わ

り

で

考

え

る

と

、

や

は

り

、

中

心

は

保

存

と

修

復

だ

と

思

い

ま

す

ね

。

文

化

財

の

研

究

自

身

は

大

き

く

二

種

類

に

分

か

れ

る

と

思

い

ま

す

。

―

つ

は

、

文

化

財

自

身

を

研

究

す

る

。

考

古

学

だ

と

か

人

類

学

は

主

に

そ

っ

ち

だ

と

思

う

ん

で

す

。

も

う

―

つ

は

、

そ

の

も

の

を

な

る

べ

く

あ

り

の

ま

ま

の

形

で

残

し

て

い

こ

う

と

い

う

保

存

で

す

ね

。

こ

れ

は

関

連

は

あ

る

け

れ
ど
も
、
研
究
内
容
は
一
•
応
違
う
こ
と
で
す
。

そ

う

い

う

面

か

ら

み

る

と

東

京

国

立

文

化

財

研

究

所

は

過

去

三

十

年

近

い

間

、

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

保

存

の

方

に

主

力

を

注

い

で

い

た

よ

う

に

思

い

ま

す

。

最

近

に

な

っ

て

物

自

体

を

調

べ

る

こ

と

の

研

究

が

段

々

導

入

さ

れ

て

き

た

。

い

わ

ゆ

る

非

破

壊

的

な

方

法

で

物

を

分

析

で

き

る

よ

う

に

自

然

科

学

的

な

機

械

が

◎ 

発

達

し

て

き

た

。

そ

れ

か

ら

、

非

破

壊

ま

で

い

か

な

く

て

も

、

非

常

に

微

量

で

物

の

材

料

と

か

材

質

と

か

産

地

と

か

を

分

析

で

き

る

方

法

が

開

発

さ

れ

て

き

た

の

で

、

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

と

思

う

ん

で

す

。

そ

う

い

う

こ

と

で

物

自

体

を

調

べ

て

い

く

と

い

う

こ

と

も

、

最

近

で

は

か

な

り

活

発

に

な

り

つ

つ

あ

る

と

い

う

の

が

現

状

だ

と

思

い

ま

す

ね

。

そ

の

成

果

は

勿

論

保

存

に

も

反

映

さ

れ

る

で

し

ょ

う

。

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

は

考

古

学

が

中

心

だ

と

思

い

ま

す

け

れ

ど

も

…

0

.

佐

原

え

え

。

私

ど

も

の

研

究

所

で

は

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

を

や

っ

て

お

り

、

平

城

宮

跡

と

か

飛

鳥

、

藤

原

宮

跡

の

発

掘

調

査

も

や

っ

て

お

り

ま

す

。

今

日

の

話

題

と

関

わ

る

こ

と

で

は

、

東

京

の

文

化

財

研

究

所

と

提

携

を

し

な

が

ら

、

出

て

き

た

も

の

を

、

い

か

に

損

な

わ

な

い

形

で

残

し

て

い

く

か

、

あ

る

い

は

物

だ

け

で

は

な

く

て

、

例

え

ば

奈

良

時

代

の

庭

が

出

て

き

た

そ

こ

の

石

を

現

場

で

風

雨

に

さ

ら

さ

れ

た

ま

ま

で

置

く

に

は

ど

う

し

た

ら

い

い

か

と

か

、

そ

う

い

う

も

の

を

含

め

て

研

究

を

行

う

保

存

科

学

の

部

門

が

あ

り

ま

研

究

を

主

体

に

し

て

、

考

古

学

ま

た

は

人

類

の

歴

史

を

復

元

す

る

た

め

に

、

ど

う

い

う

こ

と

が

一

番

重

要

か

と

い

う

視

点

に

立

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

場

合

は

具

体

的

な

サ

ン

プ

ル

が

必

要

に

な

っ

た

時

に

、

遺

跡

の

方

々

と

連

携

を

持

つ

。

最

近

は

、

各

地

の

遺

跡

の

発

掘

調

査

に

関

し

て

協

力

し

な

が

ら

や

っ

て

い

く

機

会

が

ま

す

ま

す

増

加

し

て

い

ま

す

。

実

際

に

は

現

地

で

の

発

掘

指

導

と

か

遺

物

の

分

析

の

依

頼

を

受

け

る

と

い

う

態

勢

を

取

っ

て

い

ま

す

。

馬

淵

人

類

学

と

考

古

学

と

は

ど

う

い

う

ふ

う

に

関

連

が

あ

る

の

で

す

か

。

小

池

人

類

学

の

中

で

は

考

古

学

と

い

わ

な

い

で

先

史

学

と

い

う

い

い

方

を

す

る

の

で

す

が

、

い

ま

私

の

専

門

分

野

を

き

か

れ

た

時

に

は

「

先

史

生

態

学

」

と

答

え

て

お

り

ま

す

。

大

学

で

は

現

在

、

動

物

学

を

教

え

て

い

る

の

で

す

が

、

先

史

生

態

学

は

そ

う

い

う

意

味

で

、

人

類

と

動

物

1
人

間

に

と

っ

て

は

動

物

は

食

物

で

あ

っ

て

、

動

物

に

と

っ

て

は

人

類

は

天

敵

で

あ

り

、

環

境

を

変

化

さ

せ

る

も

の

で

す

が

、

両

者

を

と

も

に

に

ら

み

な

が

ら

、

長

い

歴

史

的

な

関

わ

り

合

い

を

見

て

い

く

と

い

う

の

が

、

い

ま

の

私

の

興

味

の

中

心

で

す

。

佐

原

日

本

の

考

古

学

の

出

発

点

の

モ

ー

ル

ス

先

生

の

大

森

貝

塚

発

掘

の

と

き

に

は

、

実

は

彼

は

非

常

に

自

然

科

学

的

な

見

方

も

や

っ

て

、

動

物

の

骨

や

貝

を

調

べ

る

と

い

う

こ

と

を

や

っ

て

い

た

ん

だ

け

れ

ど

も

、

9

そ

の

弟

子

た

ち

は

考

古

学

を

や

ら

な

か

っ

た

。

日

本

の

考

古

学

の

中

で

、

そ

う

い

う

自

然

科

学

的

な

こ

と

を

や

り

始

め

た

の

は

、

そ

れ

か

ら

お

よ

そ

半

世

紀

ぐ

ら

い

経

っ

て

か

ら

で

す

ね

。

だ

け

ど

も

初

め

の

う

ち ．
 

文
化
財
研
究
と

自
慾
科
学

‘
↓
 
て
い
談

馬
淵
久
夫

佐

原

其

小
池
裕
子

す

。

そ

れ

か

ら

、

遺

跡

を

掘

る

前

に

、

ど

う

い

う

状

態

か

と

い

う

こ

と

を

調

べ

る

。

電

流

を

流

す

と

か

定

常

波

を

流

し

て

前

も

っ

て

遺

跡

の

地

下

の

様

子

を

探

る

と

か

、

さ

ら

に

は

年

輪

年

代

を

調

べ

て

、

木

製

品

や

遺

跡

の

年

代

を

推

定

す

る

方

法

な

ど

を

開

発

し

て

い

ま

す

。

馬

淵

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

の

場

合

は

平

城

宮

跡

と

か

フ

ィ

ー

ル

ド

を

持

っ

て

い

る

で

し

ょ

う

。

佐

原

え

え

。

フ

ィ

ー

ル

ド

で

も

も

ち

ろ

ん

そ

う

い

う

こ

と

を

や

っ

て

成

果

を

上

げ

て

い

る

し

、

そ

れ

か

ら

、

私

が

属

し

て

お

り

ま

す

埋

蔵

文

化

財

セ

ン

タ

ー

は

、

一

応

北

海

道

か

ら

沖

縄

ま

で

の

全

国

の

重

要

な

発

掘

調

査

の

と

き

に

は

、

指

導

・

助

言

を

与

え

る

と

い

う

こ

と

を

し

て

お

り

ま

す

。

あ

る

い

は

い

ま

現

場

に

立

つ

考

古

学

研

究

者

は

三

千

五

百

人

ぐ

ら

い

い

ま

す

が

、

若

い

人

た

ち

を

私

の

所

へ

集

め

て

研

修

を

や

る

と

い

う

よ

う

な

こ

と

を

や

っ

て

い

る

の

で

、

全

国

的

に

も

そ

う

い

う

こ

と

で

タ

ッ

チ

し

て

い

る

わ

け

で

す

。
馬

淵

東

京

国

立

文

化

財

研

究

所

の

方

は

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

を

見

て

い

て

、

フ

ィ

ー

ル

ド

が

あ

る

が

ら

非

常

に

具

体

的

に

研

究

が

進

め

や

す

い

と

思

っ

て

い

る

ん

で

す

が

、

我

々

の

方

は

遺

跡

と

は

関

係

が

薄

く

、

出

て

き

た

遺

物

だ

と

か

博

物

館

・

美

術

館

に

収

蔵

さ

れ

て

い

る

も

の

と

か

、

あ

る

い

は

博

物

館

・

美

術

館

自

身

の

保

存

環

境

と

か

が

主

力

な

の

で

、

だ

い

ぶ

性

格

が

違

い

ま

す

ね

。

小

池

先

生

の

方

は

ど

う

で

し

ょ

う

。

小

池

私

は

大

学

に

籍

を

お

い

て

い

ま

す

の

で

、

行

政

的

な

必

要

性

に

と

ら

わ

れ

な

い

立

場

か

ら

の

調

査

は

、

例

え

ば

貝

塚

を

掘

っ

て

も

シ

カ

や

イ

ノ

シ

シ

の

骨

が

あ

る

と

い

う

く

ら

い

の

こ

と

だ

っ

た

で

す

よ

ね

。

い

ま

や

、

人

間

活

動

が

目

の

あ

た

り

に

わ

か

る

よ

う

に

、

動

物

の

骨

か

ら

も

詳

し

く

い

え

る

よ

う

に

な

っ

た

。

で

す

か

ら

、

あ

る

考

古

学

の

遺

跡

が

一

0
0の

情

報

を

持

っ

て

い

る

と

す

る

と

、

な

か

な

か

一

0
0

％

ま

で

は

と

ら

え

ら

れ

な

い

ん

だ

け

れ

ど

、

考

古

学

だ

け

で

や

っ

て

い

た

ら

、

い

ま

ま

で

は

そ

の

中

の

五

％

と

か

一

0％
し

か

引

っ

張

り

出

せ

な

か

っ

た

の

が

、

い

ま

や

自

然

科

学

と

の

提

携

で

、

例

え

ば

五

0
と

か

六
0％
ま

で

引

っ

張

り

出

し

て

い

る

と

こ

ろ

ま

で

き

て

い

る

ん

で

し

ょ

う

ね

。

馬

淵

私

が

大

学

卒

業

後

や

づ

て

た

研

究

が

、

宇

宙

、

と

地

球

の

化

学

な

ん

で

す

が

、

宇

宙

と

地

球

の

化

学

と

い

う

の

は

、

要

す

る

に

地

球

の

全

材

料

が

す

べ

て

対

象

で

す

か

ら

何

で

も

や

る

と

い

う

よ

う

な

も

の

で

す

。

そ

の

中

で

同

位

体

を

使

っ

て

過

去

の

地

球

の

ヒ

ス

ト

リ

ー

、

あ

る

い

は

太

陽

系

の

ヒ

ス

ト

リ

ー

を

追

っ

て

た

わ

け

で

す

。

い

ろ

い

ろ

や

っ

て

た

の

で

す

け

れ

ど

も

、

そ

の

中

に

現

在

文

化

財

に

応

用

し

て

い

る

鉛

の

同

位

体

が

あ

る

わ

け

で

す

。

地

球

の

年

代

を

出

す

の

に

も

鉛

の

同

位

体

を

非

常

に

よ

く

使

っ

て

い

ま

す

。

一
提
携
の
進
展

佐

原

全

国

で

発

掘

件

数

が

ど

ん

ど

ん

増

え

、

い

ろ

い

ろ

な

要

請

が

出

て

き

ま

し

た

が

、

そ

れ

ま

で

の

考

古

学

は

、

何

か

出

て

く

る

と

自

然

科

学

に

関

す

る

も

の

は

資

料

を

提

供

し

て

調

べ

て

も

ら

う

。

あ

く

ま

で

ー 5― 一 4―
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も
考
古
学
に
利
用
す
る
と
い
う
か
、
「
こ
れ
何
で
す
か
。

調
べ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
調
子
で
し
か
お

つ
き
合
い
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま
は
む
し
ろ

対
等
と
い
う
か
、
最
初
の
段
階
か
ら
提
携
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
も
昔
に
比
べ
れ
ば
増
え
て
い
ま
す
ね
。

小
池
い
ま
ま
で
発
掘
を
や
っ
て
い
る
考
古
学
の
分

野
の
人
た
ち
に
と
っ
て
自
然
科
学
と
い
う
の
は
、
例

え
ば
、
報
告
書
の
最
後
に
「
何
と
か
分
析
」
と
い
う

の
を
、
付
録
の
よ
う
に
付
け
る
と
い
う
程
度
の
受
け

取
り
方
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
現
在
の
関
わ
り

方
は
、
い
つ
の
時
代
の
ど
う
い
う
性
格
の
遺
跡
か
を

決
め
る
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
な
事
項
に
ま
で
自
然

科
学
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
低
湿

地
性
遺
跡
を
発
掘
す
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
自
然
科

学
の
人
が
層
位
を
み
て
、
ど
う
い
う
時
代
の
ど
う
い

う
堆
積
環
境
だ
と
い
う
こ
と
を
推
定
す
る
。
遺
跡
・

遺
物
の
時
代
決
定
に
お
い
て
、
自
然
科
学
は
現
在
相

当
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
初
め
は
考
古
学
の

土
器
編
年
や
文
化
編
年
の
方
が
、
む
し
ろ
細
か
く
時

期
を
区
分
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
た
の

で
す
が
、
い
ま
や
年
輪
年
代
学
の
方
法
を
用
い
る
と
、

現
在
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
弥
生
時
代
く
ら
い
ま
で
年

単
位
で
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
が
研
究
し
て
き
た
貝
殻
年
代
学
と
い
う
の
は
貝

殻
に
形
成
さ
れ
る
日
輪
を
用
い
る
の
で
す
が
、
年
輪

と
同
じ
よ
う
に
暖
か
い
時
期
に
は
日
成
長
が
速
く
広

が
り
、
寒
い
と
き
に
は
遅
く
な
る
。
だ
か
ら
、
冬
の

最
も
成
長
の
遅
い
冬
輪
の
部
分
か
ら
始
め
て
、
採
取

さ
れ
た
時
ま
で
の
日
輪
を
数
え
て
い
く
と
、
そ
の
貝

を
い
つ
採
集
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
お
も

な
哺
乳
類
の
場
合
に
は
歯
の
セ
メ
ン
ト
質
に
年
輪
が

で
き
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
年
輪
を
調
べ
る
と
、
そ
の

シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
が
い
つ
ご
ろ
捕
ら
れ
た
か
狩
猟
季

節
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
年
齢
を
調
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
年
を
と
っ
た
シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
が
少
な
く

な
る
時
代
は
、
人
間
の
狩
猟
活
動
が
活
発
で
、
つ
ま

り
狩
猟
圧
が
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

佐
原
人
間
の
狩
猟
活
動
が
シ
カ
の
年
齢
構
成
に
影

響
を
与
え
る
わ
け
で
す
ね
。

小
池
そ
う
で
す
。

佐
原
そ
れ
も
ま
た
さ
っ
き
の
考
古
学
の
方
の
土
器

と
か
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
変
遷
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
生
活
全
体
と
い
う
か
人
間
の
行
動
の

全
部
が
総
合
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

小
池
縄
文
時
代
は
今
か
ら
一
万
三
千
年
前
の
草
創

期
の
こ
ろ
か
ら
二
千
五
百
年
前
か
ら
始
ま
る
弥
生
時

代
ま
で
約
一
万
年
く
ら
い
続
い
た
文
化
で
す
が
、
そ

の
期
間
の
大
部
分
は
、
そ
れ
ほ
ど
集
落
の
数
が
多
く

な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
特
に
中
期
の
四
千
年
前

ご
ろ
か
ら
遺
跡
の
数
が
急
に
増
え
て
き
ま
す
。
シ
カ
・

イ
ノ
シ
シ
の
年
齢
構
成
を
調
べ
る
と
、
前
期
の
こ
ろ

に
は
年
を
と
っ
た
も
の
も
、
貝
塚
か
ら
ご
く
普
通
に

含
ま
れ
る
の
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
貝
塚
が
で
き
る

縄
文
後
期
に
な
る
と
、
動
物
の
年
齢
は
ず
っ
と
若
く

な
り
、
人
口
増
加
に
伴
い
、
狩
猟
活
動
が
活
発
に
な

り
、
狩
猟
動
物
に
対
す
る
影
響
に
現
わ
れ
て
き
ま

す。佐
原
だ
け
ど
シ
カ
が
絶
滅
し
な
か
っ
た
の
は
お
も

し
ろ
い
。

小
池
そ
う
で
す
ね
。
食
糧
対
人
間
と
い
う
こ
と
か

し
ろ
い
の
は
、
一
年
中
、
貝
を
採
集
し
て
い
て
も
、

一
番
た
く
さ
ん
採
っ
て
る
の
は
縄
文
時
代
以
来
、
い

ま
の
潮
干
狩
り
の
季
節
と
変
わ
ら
な
く
、
春
だ
っ
た

と
い
う
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。

佐
原
我
々
貝
塚
に
行
き
ま
す
と
貝
の
山
が
あ
っ
て
、

た
く
さ
ん
貝
が
あ
る
な
あ
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の

貝
を
、
一
体
何
人
の
人
が
何
年
か
け
て
食
べ
た
ん
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
が
、
い
ま
や
小
池
先
生

の
研
究
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貝
の
日
輪
の
幅

の
狭
い
広
い
と
い
う
関
係
を
‘
―
つ
の
貝
塚
の
中
で

調
べ
て
、
こ
の
日
輪
パ
タ
ー
ン
と
こ
の
日
輪
パ
タ
ー

ン
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
つ
な
い
で
い
く
年
輪

年
代
と
同
じ
よ
う
な
作
業
を
や
り
始
め
た
。
そ
う
す

る
と
―
つ
の
貝
塚
が
何
年
か
か
っ
て
形
成
さ
れ
た
か

と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
よ
う
に
、
い
ま
な
っ
て
き
て

い
る
。

小
池
こ
の
貝
殻
年
代
学
で
時
間
の
流
れ
を
決
め
て

貝
塚
の
内
容
を
調
べ
る
こ
と
を

E
xp
loi
t

at
i

o
n

D
i

a
r
y
「
生
業
日
記
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば

北
海
道
の
東
釧
路
と
い
う
貝
塚
で
は
、
冬
が
あ
け
る

と
，
ア
サ
リ
を
採
り
始
め
、
ニ
シ
ン
が
来
た
こ
ろ
に
は

ホ
タ
テ
や
カ
キ
も
採
り
、
ニ
シ
ン
が
終
わ
る
と
カ
レ

イ
な
ど
湾
内
の
底
魚
を
漁
っ
て
夏
を
過
ご
し
、
冬
に

は
オ
ッ
ト
セ
イ
な
ど
海
獣
を
捕
る
と
い
う
季
節
的
な

サ
イ
ク
ル
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
興
味
は
、
そ
の
集
落
へ
移
り
住
ん

で
き
て
か
ら
生
活
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

で
、
例
え
ば
最
初
、
干
潟
に
は
貝
が
た
く
さ
ん
い
た

が
、
ど
ん
ど
ん
採
り
始
め
て
い
っ
て
貝
が
少
な
く
な

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
と
き
に
は
魚
が
ワ
ッ
と

入
っ
て
き
て
漁
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
よ

う
に
細
か
な
昔
の
人
た
ち
の
経
済
状
況
が
貝
塚
の
分

析
を
通
し
て
わ
か
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
資
源
の
状

況
の
指
標
に
貝
殻
の
大
き
さ
も
使
わ
れ
ま
す
。
干
潟

の
中
で
貝
が
す
く
す
く
と
育
っ
て
し
か
も
そ
れ
を
採

る
者
が
少
な
い
と
、
大
き
な
年
齢
を
経
た
貝
が
多
く

な
り
、
反
対
に
貝
を
ど
ん
ど
ん
採
り
始
め
る
と
、
大

き
く
な
る
前
に
採
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
段
々
小
さ

い
貝
し
か
残
ら
な
く
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

そ
こ
の
貝
塚
の
下
の
方
の
古
い
層
か
ら
上
の
層
ま
で

貝
の
サ
イ
ズ
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

が
捕
獲
す
る
状
況
（
捕
獲
圧
）
が
、
資
源
に
対
し
て

ど
の
程
度
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
推
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

佐
原
い
ま
の
お
話
を
考
古
学
と
結
ぴ
付
け
る
と
、

あ
る
時
期
の
土
器
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
の
翌
穴
住

居
が
あ
る
。
次
の
時
期
に
な
る
と
そ
れ
が
非
常
に
増

え
て
く
る
と
か
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
時
期
に
は
人
が

住
ま
な
く
な
る
と
か
が
、
考
古
学
か
ら
い
え
て
も
、

な
ぜ
か
は
い
え
な
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
あ

る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
い
ま

小
池
さ
ん
が
い
わ
れ
た
こ
と
と
結
ぴ
付
く
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
例
え
ば
、
貝
を
採
り
す
ぎ
て
貝
が
食
べ

ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
い
な
く
な
っ
た
と

い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
ね
。
考
古
学
だ
け
で
や
っ
て
い
た
段
階
と
違
っ
て
、

総
合
的
に
人
間
の
生
活
が
わ
か
る
と
い
う
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

小
池
貝
と
同
じ
よ
う
に
シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
の
よ
う

ら
考
え
る
と
、
日
本
列
島
に
は
昔
か
ら
比
較
的
大
勢

の
人
間
が
住
ん
で
き
た
わ
け
で
、
食
糧
確
保
の
た
め

の
長
い
生
活
技
術
の
改
良
や
試
練
を
経
て
い
ま
の
状

況
が
あ
り
、
昔
の
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
も
役
に
立
つ

と
思
い
ま
す
。

佐
原
い
ま
自
然
環
境
が
い
か
に
壊
さ
れ
る
か
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
縄
文
時
代
の

自
然
環
境
の
破
壊
は
、
現
状
復
元
が
で
き
た
ん
で
す

よ
ね
。

一
古
代
人
の
食
生
活

小
池
縄
文
の
人
の
場
合
に
は
、
初
め
は
陸
上
の
哺

乳
類
を
主
体
に
蛋
白
源
を
賄
っ
て
い
た
の
が
、
そ
れ

が
賄
え
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
相
当
積
極
的
に
海
の

資
源
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
後
期
に
貝

塚
が
た
く
さ
ん
で
き
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
思

う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
食
物
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増

や
す
と
い
う
こ
と
で
解
決
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

最
近
、
炭
素
の
安
定
同
位
体
比
，
の
方
法
と
い
う
の

を
始
め
た
の
で
す
が
、
水
産
資
源
と
陸
の
哺
乳
類
で
‘

は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
同
位
体
比
を
持
っ
て
い
て
、
食

糧
の
同
位
体
比
が
そ
の
捕
食
者
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

そ
の
安
定
同
位
体
比
法
を
日
本
の
人
骨
に
応
用
し
て

み
る
と
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
縄
文
の
人

骨
と
弥
生
の
人
骨
と
の
間
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
縄
文
の
場
合
に
は
一
般
に
弥

生
人
よ
り
水
産
食
糧
が
多
い
の
で
す
が
、
よ
く
み
る

と
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
、
山
の
方
に
住

ん
で
い
た
人
々
は
シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
を
主
に
捕
り
、

一 7― ー 6―
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海
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
貝
塚
の
人
た
ち
は
、
ほ
と

ん
ど
海
の
も
の
で
蛋
白
源
を
賄
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
弥
生
に
な
り
ま
す
と
、
海
辺
に
住
む
人
も
内
陸
の

人
も
、
あ
る
一
定
の
範
囲
に
ま
と
ま
っ
て
く
る
。
す

な
わ
ち
、
弥
生
人
は
弥
生
人
と
し
て
同
じ
生
活
体
系

を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

佐
原
そ
の
弥
生
は
ど
こ
で
す
か
。

小
池
い
ま
の
と
こ
ろ
、
分
析
し
た
の
は
主
に
九
州

と
中
国
地
方
で
山
口
県
で
す
。
西
日
本
の
弥
生
人
は

蛋
白
源
の
七

0
％
を
陸
か
ら
調
達
し
、
残
り
の
三
〇

％
く
ら
い
は
海
の
も
の
を
と
っ
た
。

佐
原
現
代
日
本
人
の
平
均
と
比
べ
る
と
ど
う
で
す

n

o

 

力小
池
現
代
日
本
人
は
コ
ー
ン
と
か
栽
培
植
物
を
と

っ
て
い
る
の
で
ま
た
違
つ
ん
で
す
が
、
弥
生
人
の
値

い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
勉
強
し
て
い
く
と
、
日
本
の

弥
生
時
代
に
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
銅
鐸
も
非
常

に
お
も
し
ろ
い
。
原
料
が
ど
こ
か
ら
き
た
か
と
か
、

い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か

っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
考
古
学
の
い
ろ
い
ろ
な
先

生
に
お
世
話
に
な
っ
て
試
料
を
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

試
料
と
い
っ
て
も
、
実
は
鉛
同
位
体
比
は
非
常
に
感

度
が
い
い
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
た
測
定
器
で
す

の
で
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
い
い
ん
で
す
。
同
位
体
比

と
い
う
の
は
、
青
銅
の
場
合
だ
と
さ
ぴ
で
も
十
分
だ

と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
サ
ン
プ
ル
が
い
た
だ

け
た
わ
け
で
す
。
青
銅
器
が
日
本
で
使
わ
れ
始
め
た

の
は
、
こ
れ
は
考
古
学
の
佐
原
先
生
の
専
門
の
分
野

で
、
私
が
あ
ま
り
説
明
す
る
の
も
お
こ
が
ま
し
い
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
弥
生
時
代
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。

は
江
戸
時
代
の
博
多
の
商
人
や
江
戸
の
武
家
の
人
々

と
似
た
値
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
縄
文
と
弥
生
で
大
き
く
異
な
る
の
が
、

男
女
差
で
す
。
北
海
道
の
二
つ
の
縄
文
貝
塚
で
は
、

女
性
の
方
が
男
性
よ
り
水
産
物
を
多
く
食
べ
る
傾
向

が
あ
る
の
に
対
し
、
弥
生
の
貝
塚
で
は
男
性
の
方
が

水
産
物
の
摂
取
が
多
い
。
こ
れ
は
一
口
に
漁
榜
と
い

っ
て
も
、
縄
文
時
代
に
は
女
性
に
よ
る
貝
類
採
取
が

時
に
は
大
き
な
比
重
を
占
め
、
弥
生
時
代
か
ら
男
性

の
仕
事
と
し
て
の
本
格
的
な
漁
携
が
卓
越
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
土
器
で
ど
う
い
う
も
の
を

煮
て
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
話
に
は
例
え
ば
脂
質
分

析
な
ど
が
役
に
立
ち
ま
す
。
そ
れ
は
土
器
の
中
に
し

み
込
ん
で
残
っ
て
い
る
脂
質
を
抽
出
し
て
、
ス
テ
ロ

ー
ル
や
脂
肪
酸
な
ど
の
成
分
を
調
べ
る
ん
で
す
。
こ

の
方
法
は
、
土
器
と
か
石
器
な
ど
考
古
学
の
人
々
の

関
心
の
強
か
っ
た
遺
物
に
対
し
て
ダ
イ
レ
ク
ト
に
関

わ
り
、
か
つ
応
用
範
囲
も
広
い
も
の
で
す
。

佐
原
具
体
的
に
こ
の
石
器
で
イ
ノ
シ
シ
を
倒
し
た

と
か
ナ
ウ
マ
ン
象
を
倒
し
た
と
か
、
考
古
学
の
手
法

で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

小
池
そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
土
器
で
は
浅
鉢
の
よ

う
な
も
の
は
割
に
脂
が
多
く
て
い
た
め
も
の
用
か
な

と
か
、
お
雑
炊
用
の
深
鉢
と
か
、
お
魚
の
煮
物
用
の

鉢
と
い
う
よ
う
に
土
器
に
そ
れ
ぞ
れ
用
途
が
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

佐
原
考
古
学
の
方
で
は
、
あ
る
時
期
（
型
式
）
の

土
器
を
細
か
く
分
類
し
て

A
B
C
と
分
け
て
、

A
な

弥
生
時
代
の
銅
鐸
だ
と
か
、
銅
剣
だ
と
か
、
銅
鉾
だ
と

か
、
鏡
と
か
、
古
墳
時
代
に
な
っ
て
も
鏡
だ
と
か
、
鏃

だ
と
か
、
馬
具
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
古
墳
時
代
も
時

代
が
下
っ
て
い
く
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
仏
像
な
ど
で

す
ね
。
あ
る
い
は
奈
良
時
代
近
く
な
っ
て
日
本
で
作
ら

れ
始
め
た
い
わ
ゆ
る
皇
朝
十
二
銭
、
そ
の
ほ
か
平
安

時
代
ぐ
ら
い
ま
で
の
資
料
、
大
体
二
千
点
ぐ
ら
い
を

測
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
全
部
時
代
を
区
分
し
て

眺
め
て
み
る
と
、
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
こ
と
が
浮

か
ぴ
上
が
っ
て
き
た
。
鉛
同
位
体
比
を
測
る
と
鉛
の

産
地
が
区
別
で
き
る
の
で
す
が
、
ま
ず
日
本
の
鉛
が

出
て
く
る
の
が
、
紀
元
後
七
世
紀
以
降
で
非
常
に
遅

い
ん
で
す
。
そ
れ
以
前
に
は
例
外
な
く
大
陸
か
ら
き

て
い
る
。
朝
鮮
半
島
か
中
国
か
の
ど
っ
ち
か
で
す
。

日
本
の
も
の
は
飛
鳥
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
資
料
ぐ

ら
い
か
ら
な
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
あ
と
は
逆
に
日
本

の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
皇

朝
十
二
銭
な
ん
か
は
日
本
の
鉛
を
含
ん
で
い
て
、
確

実
に
日
本
の
原
料
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
実
は
七
世
紀
以
降
と
い
う
の

が
、
一
部
の
考
古
学
の
方
々
に
は
意
外
な
こ
と
だ
っ

た
ら
し
く
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
抵
抗
が
あ
り
ま
す

ね。佐
原
八
世
紀
の
初
め
の
和
同
に
、
武
蔵
の
国
の
秩

父
で
銅
が
出
て
き
た
の
が
出
発
点
だ
と
す
る
と
、
そ

れ
よ
り
も
古
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

馬
淵
も
う
―
つ
は
弥
生
時
代
か
ら
国
産
の
原
料
を

使
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
わ
け
で
し
ょ

う
。
そ
れ
を
私
の
結
果
は
否
定
し
て
し
ま
う
か
ら
、

そ
っ
ち
の
面
で
も
抵
抗
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う

ら
A
に
つ
い
て
も
一

0
0
個
体
と
か
、

B
に
つ
い
て

も
一

0
0
個
体
と
調
べ
な
い
と
、
こ
れ
は
解
決
で
き

な
い
。
例
え
ば
、
二
、
三
の
土
器
を
や
っ
て
み
て
、
こ

れ
に
例
え
ば
イ
ル
カ
の
脂
が
し
み
込
ん
で
い
た
か
ら

と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
は
イ
ル
カ
の
油
を
入
れ
る

容
器
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
器
は
転
用
も
し
ま
す
し
、

い
ろ
い
ろ
な
使
い
方
を
す
る
か
ら
。
だ
か
ら
、
脂
肪

酸
分
析
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
細
か
く
土
器
を
分
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
数
多
く
や
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

小
池
こ
う
い
う
分
析
に
際
し
て
基
本
的
に
大
事
な

こ
と
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
問

題
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
よ
く
わ
か
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
考
古
学
の
方
と
よ
い
協
力
体
制
を

と
り
、
共
同
研
究
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

青
銅
器
の
産
地
推
定

馬
淵
私
の
話
は
、
小
池
先
生
の
話
の
あ
と
に
す
る

と
具
合
が
い
い
ん
で
す
よ
。
先
生
の
お
話
の
中
心
は

縄
文
時
代
で
し
た
が
、
私
の
関
与
す
る
の
は
弥
生
時

代
以
降
な
ん
で
す
。
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
鉛
の
同
位

体
比
を
応
用
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ど
ん
な

資
料
が
良
い
か
考
え
た
の
で
す
が
、
や
は
り
考
古
学

の
先
生
な
ど
に
接
し
て
い
る
と
青
銅
器
に
は
い
ろ
い

ろ
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

例
え
ば
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
問
題
、
魏
か
ら
来
た
鏡

か
ど
う
か
と
い
う
の
が
、
素
人
か
ら
み
る
と
非
常
に

お
も
し
ろ
い
。
私
は
ク
イ
ズ
と
か
謎
解
き
が
好
き
な

も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
ま
ず
興
味
を
引
か
れ
た
と
・

こ
と
な
ん
で
す
。
日
本
産
の
銅
が
七
世
紀
か
ら
使
わ

れ
始
め
る
と
い
う
の
は
遅
過
ぎ
る
と
考
え
る
人
も
い

る。
そ
の
前
の
時
代
、
弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
を
眺
め

て
み
ま
す
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
大
陸
か
ら
き
た
鉛

を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
不
思

議
な
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
当
然
な
の
か
も

し
れ
な
い
で
す
け
ど
、
弥
生
時
代
の
原
料
と
古
墳
時

代
の
原
料
と
で
画
然
と
し
た
違
い
が
あ
り
ま
す
。
弥

生
時
代
の
も
の
は
現
韓
国
と
思
わ
れ
る
鉛
を
含
ん
だ

青
銅
器
で
す
ね
。
そ
れ
が
ま
ず
あ
っ
て
、
あ
と
大
半

は
中
国
北
部
と
思
わ
れ
る
鉛
を
含
ん
だ
も
の
で
す
。

弥
生
時
代
の
青
銅
器
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
だ
け
で
終

わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
古
墳
か
ら
出
て
く
る
鏡
と

か
、
さ
っ
き
の
三
角
縁
神
獣
鏡
も
含
み
ま
す
け
れ
ど

も
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
華
南
（
中
国
南
部
）
の
鉛

を
含
ん
で
い
る
。
自
分
の
結
果
を
見
な
が
ら
、
非
常

に
印
象
深
い
の
は
弥
生
文
化
と
古
墳
の
文
化
と
、
原

料
の
う
え
で
何
か
画
然
と
し
た
違
い
が
あ
る
。
あ
る

い
は
輸
出
先
が
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で

す
。
三
角
縁
神
獣
鏡
の
問
題
は
、
非
常
に
お
も
し
ろ

い
問
題
な
の
で
、
た
く
さ
ん
の
鏡
の
資
料
を
い
ろ
い

ろ
測
り
ま
し
た
。
魏
鏡
か
日
本
で
造
っ
た
か
と
い
う

の
が
、
大
き
な
問
題
な
ん
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
デ

ー
タ
が
出
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
す
る

明
快
な
答
は
出
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
古
墳
時

代
の
原
料
は
全
部
中
国
か
ら
き
た
も
の
だ
か
ら
、
中

国
で
造
ろ
う
が
日
本
で
造
ろ
う
が
、
鉛
同
位
体
比
は

同
じ
に
な
る
か
ら
で
す
。

佐
原
将
来
、
日
本
で
造
っ
た
車
と
ア
メ
リ
カ
の
エ

ー，ー 一 8―
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場
で
造
っ
た
日
本
車
の
区
別
を
考
古
学
的
に
ど
う
い

う
ふ
う
に
や
る
か
で
す
ね
（
笑
い
）
。

馬
淵
こ
の
鉛
の
方
法
は
原
料
自
身
の
産
地
を
指
す

も
の
で
す
か
ら
、
製
作
地
は
直
接
は
い
え
な
い
わ
け

で
す
。
間
接
的
に
い
う
方
法
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

か
ら
、
そ
こ
を
一
生
懸
命
い
ま
考
え
て
い
る
ん
で
す

が
、
こ
れ
は
明
快
に
は
結
論
が
出
そ
う
も
な
い
。
し

か
し
、
非
常
に
き
れ
い
に
い
っ
た
例
も
一
っ
だ
け
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
佐
原
先
生
の
ご
専
門
の
一
部
で
あ

る
銅
鐸
な
ん
で
す
。
銅
鐸
の
原
料
自
身
が
、
佐
原
分

類
の
四
つ
の
形
式
ご
と
に
少
し
ず
つ
変
わ
る
。
佐
原

先
生
の
形
式
分
類
に
原
料
の
産
地
が
対
応
す
る
わ
け

で
す
。
佐
原
分
類
の
中
の
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
い

う
と
最
古
段
階
と
お
呼
び
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、

数
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
例
外
な
く
い
ま
の
韓
国
の

つ
、
て
く
て
く
歩
い
て
や
っ
て
き
た
も
の
だ
。
い
ま

や
ハ
イ
テ
ク
考
古
学
と
い
わ
れ
て
、
す
ご
く
脚
光
を

浴
ぴ
て
い
る
よ
う
な
ん
だ
け
ど
、
実
態
と
し
て
は
ハ

イ
テ
ク
の
中
の
ご
く
一
部
の
こ
と
が
考
古
学
に
利
用

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ハ
イ
テ
ク
や
っ
て
る
人
か
ら

見
た
ら
、
別
に
画
期
的
な
こ
と
で
も
何
で
も
な
い
ん

だ
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
ん
で
す
。

そ
れ
と
、
欧
米
追
随
型
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど
全

部
が
欧
米
で
生
ま
れ
て
、
そ
れ
が
日
本
へ
持
っ
て
こ

ら
れ
て
、
生
ま
れ
た
所
よ
り
も
っ
と
発
達
し
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
残
念
な
が
ら
、
日
本
で
生

ま
れ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
は
な
い
か
。

馬
淵
こ
れ
は
多
分
文
化
財
の
科
学
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な
く
て
、
そ
の
前
の
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。

い
ま
我
々
が
文
化
財
関
係
に
使
っ
て
い
る
科
学
の
方

法
は
、
ほ
か
の
分
野
で
発
達
し
て
き
た
方
法
な
ん
で

す
よ
。
文
化
財
用
だ
け
の
独
特
な
方
法
な
ん
て
な
い

ん
で
す
。
強
い
て
い
え
ば
カ
ー
ボ
ン
1
4
が
半
減
期
の

関
係
で
、
ち
ょ
う
ど
人
間
の
雁
史
に
対
応
す
る
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
が
人
間
関
係
の
資
料
に
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
け
で
、
あ
と
の
こ
と
は

ね
…
。
そ
れ
に
し
て
も
カ
ー
ポ
ン
1
4
の
原
理
だ
っ
て
、

地
球
の
年
代
を
測
っ
た
り
す
る
の
と
同
じ
考
え
方
の

中
の
―
つ
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
我
々
の

弁
解
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
も
、
ほ
か
の
分
野

で
多
く
の
原
理
が
欧
米
で
ほ
ぼ
先
に
出
さ
れ
た
も
の

を
や
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
の
結
果
に
過
ぎ
な

い
ん
で
す
よ
。
文
化
財
の
ほ
う
は
自
然
科
学
の
面
か

ら
い
う
と
、
か
な
り
応
用
の
科
学
だ
と
い
う
気
が
す

鉛
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
古
段
階
と
お
呼
び

に
な
っ
て
い
る
第
二
段
階
は
、
一
部
分
だ
け
韓
国
の

も
の
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
残
り
は
中
国
の
北
の
も
の

で
あ
る
。
第
三
番
目
の
段
階
の
中
段
階
は
、
こ
れ
も

中
国
の
北
と
判
定
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
各
々

が
少
し
ず
つ
値
が
違
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
お
し
ま

い
の
第
四
段
階
の
新
段
階
は
、
そ
の
大
半
が
近
畿
式
、

三
遠
式
と
い
わ
れ
て
、
非
常
に
大
型
に
な
っ
た
。
装

飾
性
の
強
い
銅
鐸
で
す
が
、
こ
れ
は
画
一
的
な
中
国

北
部
の
鉛
を
含
ん
で
い
る
。
画
一
的
と
い
う
の
は
科

学
的
に
み
て
非
常
に
お
も
し
ろ
い
現
象
で
、
な
ぜ
そ

う
な
っ
た
か
、
い
ま
で
も
ま
だ
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

近
畿
式
に
し
ろ
、
三
遠
式
に
し
ろ
、
か
な
り
の
数
を

測
っ
て
い
ま
す
の
で
、
恐
ら
く
残
り
全
部
を
測
っ
て

も
多
分
同
じ
だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
誤
差

の
範
囲
で
同
じ
値
を
と
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
あ
た
か

も
全
部
の
原
料
を
―
つ
の
炉
で
溶
か
し
て
塊
を
分
け

て
造
っ
た
か
の
ご
と
く
み
え
る
わ
け
で
す
。
多
分
そ

の
時
代
は
中
国
の
漢
代
だ
と
思
い
ま
す
。
前
漢
だ
か

後
漢
だ
か
、
そ
の
へ
ん
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
後
漢
に
し
て
も
早
い
う
ち
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
漢
の
時
代
に
日
本
に
送
り
出
す
か
な
り
の
量
の

も
の
を
、
均
一
に
溶
か
す
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
ど

う
か
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
で
す
が
…
。
あ
る
い

は
も
う
―
つ
の
解
釈
は
鉱
山
の
あ
る
一
か
所
か
ら
と

っ
て
、
そ
れ
だ
け
を
日
本
に
送
っ
て
き
て
い
た
、
と

い
う
解
釈
で
す
。
銅
鐸
の
分
類
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な

分
類
案
が
あ
り
ま
す
が
、
一
番
よ
く
使
わ
れ
て
い
る

佐
原
分
類
と
非
常
に
よ
く
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

私
自
身
は
非
常
に
満
足
し
て
お
り
ま
す
。

る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
文
化
財
特
有
の
何
か
を
考

え
つ
け
ば
非
常
に
よ
い
の
で
す
が
、
新
し
い
原
理
を

―
つ
考
え
る
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
変
な
こ
と
な

ん
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
か
の
分
野
で
発
達
し
た

も
の
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

佐
原
日
本
の
場
合
は
原
理
的
な
と
こ
ろ
を
や
る
と

い
う
よ
り
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
応

用
し
て
発
達
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
得
意
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
と
い
う
の
は
、
お
二
人
の
や

っ
て
る
内
容
は
、
本
当
に
世
界
の
檜
舞
台
に
出
て
恥

ず
か
し
く
な
い
こ
と
で
、
実
際
に
そ
う
い
う
学
会
で

も
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
ど
う
で
す
か
。

小
池
私
の
場
合
は
貝
殻
成
長
線
に
し
ろ
、
古
生
物

学
と
か
生
物
学
の
分
野
で
す
で
に
わ
か
っ
て
い
た
こ

と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
も
と
に
貝
塚
に
応

用
で
き
る
よ
う
な
形
に
し
て
、
考
古
学
的
に
解
釈
し

て
き
た
と
い
う
の
は
、
世
界
的
に
少
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
貝
殻
年
代
学
で
す
と
か
、
廃
棄
単

位
や
季
節
層
・
年
周
期
、
あ
る
い
は
狩
猟
圧
や
捕
獲

圧
と
い
っ
た
用
語
を
新
た
に
設
定
し
て
海
外
に
向
け

て
も
提
唱
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
考
古
学

の
分
野
で
は
か
な
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
ー
の
高
い
仕

事
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

が
何
か
ら
生
ま
れ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
ひ
と
え
に

縄
文
文
化
が
狩
猟
採
集
民
と
し
て
非
常
に
高
度
な
生

活
文
化
体
系
を
持
ち
、
安
定
で
よ
り
継
続
性
の
あ
る

生
活
を
し
て
く
れ
た
た
め
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
情
報

を
遺
跡
の
中
に
連
続
的
に
残
し
て
い
っ
て
く
れ
た
と

い
う
こ
と
に
も
よ
る
ん
で
す
。
私
の
前
に
置
か
れ
て

い
る
、
海
外
か
ら
要
請
の
あ
る
問
題
点
は
、
そ
う
い

佐
原
い
ま
の
ご
説
明
の
中
で
鉛
だ
け
で
は
な
く
て
、

銅
、
錫
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
、
銅
、
錫
も
含
め
て

原
料
は
向
こ
う
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
お
考
え
な
ん

で
す
ね
。

馬
淵
科
学
的
に
は
そ
こ
ま
で
い
え
な
い
の
が
本
当

で
す
。

佐
原
鉛
は
き
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
銅
や
錫
は

日
本
産
で
も
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
あ
り

ま
す
が
、
銅
も
錫
も
向
こ
う
か
ら
き
た
と
お
考
え
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

馬
淵
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
れ
ば
、
客
観
的
に
見
て

た
く
さ
ん
の
資
料
を
測
っ
て
ま
す
か
ら
ね
。
鉛
だ
け

ボ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
中
国
か
ら
持
っ
て
き
て
、
日
本

で
た
く
さ
ん
と
っ
た
銅
に
混
ぜ
る
と
い
う
こ
と
を
、

九
州
か
ら
関
東
ま
で
、
ど
こ
の
地
域
で
も
全
部
や
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ど
こ
か
ら
出
よ
う
と
、
み
ん
な
そ
う
い
う
鉛
を
含
ん

で
い
ま
す
の
で
ね
。

一
文
化
財
科
学
の
国
際
化
と
独
創
性

佐
原
い
ま
ま
で
の
こ
と
で
も
、
い
か
に
自
然
科
学

力
過
去
の
人
間
の
活
動
や
生
活
と
い
う
も
の
を
、

復
元
し
て
つ
か
ま
え
る
の
に
重
要
か
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

田
中
琢
さ
ん
が
最
近
書
い
た
も
の
（
「
ハ
イ
テ
ク
考

古
学
」
と
い
う
け
れ
ど
『
本
』
一
九
八
八
年
六
月

号
講
談
社
）
で
、
い
ま
ハ
イ
テ
ク
考
古
学
と
い
わ

れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
彼
は
テ
ク
テ
ク
考
古
学

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
本
来
の
考
古
学
は
こ
つ
こ

う
非
常
に
い
い
発
掘
環
境
、
研
究
環
境
を
、
で
き
る

だ
け
自
由
化
し
て
ほ
し
い
。
つ
ま
り
海
外
の
研
究
者

が
日
本
で
協
同
で
貝
塚
を
発
掘
し
た
り
、
分
析
し
た

り
す
る
門
戸
を
開
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ス
ク
ー
ル
と
い
う
の
は
考

古
学
の
学
生
が
夏
の
間
、
自
分
の
所
属
す
る
大
学
に

か
か
わ
ら
ず
、
各
地
の
発
掘
に
参
加
し
な
が
ら
勉
強

し
て
い
く
制
度
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

フ
ィ
ー
ル
ド
・
ス
ク
ー
ル
み
た
い
な
も
の
を
開
い
て

ほ
し
い
と
い
う
声
も
よ
く
聞
き
ま
す
。

佐
原
環
境
考
古
学
、
自
然
科
学
と
考
古
学
の
提
携

は
非
常
に
大
切
で
、
人
間
の
歴
史
の
解
明
の
一
部
に

不
可
欠
で
す
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
国
自
身
で

も
そ
う
い
う
部
門
は
で
き
て
い
な
い
。
個
々
の
大
学
＿ー

あ
る
い
は
個
々
の
研
究
所
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
行
わ
れ

ー

て
い
る
と
い
う
状
況
で
、
体
制
的
に
は
ま
だ
整
っ
て

い
な
い
の
は
問
題
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
例
え
ば
、
一

脂
肪
酸
分
析
な
ん
か
は
、
中
野
先
生
が
や
っ
て
い
て
、

あ
る
会
社
が
実
際
に
脂
肪
酸
分
析
を
や
り
始
め
た
。

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
皆
さ
ん
方
が
提
案
し
た
り
、

手
が
け
て
い
る
と
い
う
問
題
を
、
商
業
ベ
ー
ス
で
全

部
や
っ
て
い
け
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
す

る
と
ど
う
し
て
も
、
せ
め
て
各
都
道
府
県
ぐ
ら
い
に
、

そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
く
人
が
育
っ
て
い
く
よ

う
な
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
池
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
自
然
科
学
に
対
す
る
要

請
も
多
く
な
っ
た
し
、
そ
の
必
要
性
も
理
解
さ
れ
て

き
た
状
況
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
度
は
そ
れ
に

答
え
る
分
析
体
制
を
ど
う
整
え
る
か
が
問
題
で
す
ね
。

そ
の
場
合
、
で
き
る
だ
け
多
様
な
対
応
を
考
え
た
ら
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い
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
程
度
完
成
さ
れ
た
分
析
技

術
な
ら
ば
、
企
業
ベ
ー
ス
の
分
析
依
頼
と
い
う
形
で

迅
速
に
処
理
し
て
い
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
。

佐
原
そ
の
た
め
の
―
つ
は
、
ぽ
く
が
い
つ
も
主
張

し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
学
問
的
内
容
を
い
か
に

や
さ
し
い
言
葉
で
語
り
か
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
、

我
々
が
努
力
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
面
も
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。
＇

そ
れ
か
ら
、
現
在
の
日
本
の
保
存
科
学
は
か
な
り

い
い
線
い
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
も
保
存

科
学
の
国
際
学
会
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
ね
。

馬
淵
そ
の
国
際
会
議
は
、
国
際
文
化
財
保
存
科
学

会

(
I
I
C
)
と
い
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
本
部
が
あ

る
世
界
的
学
会
の
会
議
な
ん
で
す
。

こ
こ
か
ら
「
い
ま
ま
で
十
一
回
、
ヨ

1
ロ
ッ
パ
と

ア
メ
リ
カ
で
国
際
会
議
を
ほ
ぼ
隔
年
で
や
っ
て
い
た

け
れ
ど
も
、
一
九
八
八
年
は
日
本
で
や
っ
て
く
れ
な

い
か
」
と
い
う
依
頼
が
き
た
わ
け
で
す
。
つ
い
て
は

「
日
本
は
保
存
の
環
境
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
先
端

を
行
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
テ
ー
マ
で
や

っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
っ
て
き
て
、
い
ろ
い
ろ
検

討
し
た
ん
で
す
が
、
保
存
環
境
だ
け
と
い
う
の
は
、

日
本
の
場
合
は
も
う
大
体
研
究
段
階
は
過
ぎ
て
い
て
、

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
応
用
段
階
に
な
っ
て
き
て
い
る

か
ら
、
も
う
ち
ょ
っ
と
テ
ー
マ
を
広
げ
、
東
洋
の
文

化
財
の
保
存
と
い
う
総
合
テ
ー
マ
で
国
際
会
議
を
京

都
で
や
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
九
月
の
十
九
日
か

ら
二
十
三
日
ま
で
で
す
。

佐
原
そ
う
い
う
国
際
学
会
と
い
う
の
は
、

―
つ
の

• 
9·— 
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研
究
を
進
展
さ
せ
る
ス
テ
ッ
プ
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

成
功
さ
せ
た
い
で
す
ね
。

お
二
人
と
も
、
国
際
的
に
活
躍
さ
れ
て
い
て
、
日

本
の
学
問
を
世
界
的
な
と
こ
ろ
ま
で
高
め
て
お
ら
れ

る
わ
け
で
す
が
、
お
話
に
出
ま
し
た
よ
う
に
、
ま
す

ま
す
こ
れ
か
ら
、
交
流
を
深
め
る
こ
と
に
努
力
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

考
古
学
を
ふ
り
か
え
っ
て
も
、
か
つ
て
は
、
向
こ

う
の
偉
い
先
生
の
本
を
読
ん
で
勉
強
し
た
り
、
翻
訳

を
出
し
た
り
、
向
こ
う
の
考
え
を
日
本
に
当
て
は
め

て
み
た
り
と
い
う
、
い
わ
ば
翻
訳
考
古
学
の
段
階
が

あ
っ
た
。

今
で
は
、
海
外
で
、
ま
た
日
本
で
開
か
れ
る
国
際

学
会
に
出
席
し
て
発
表
し
、
発
表
を
き
き
、
交
流
は

ぐ
っ
と
深
ま
っ
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
小
池
さ
ん
の
い
わ
れ
た
こ
と
も
含

め
て
、
向
こ
う
の
研
究
者
も
日
本
へ
来
て
共
同
で
学

ぶ
、
こ
ち
ら
も
向
こ
う
へ
行
っ
て
共
同
で
学
ぶ
と
い

う
段
階
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
学
問
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
文
化
財
行

政
の
面
で
も
そ
う
で
す
ね
。
日
本
の
文
化
財
行
政
や

史
跡
整
備
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
て
る
け

ど
、
欧
米
か
ら
来
た
研
究
者
は
皆
、
そ
の
実
際
を
知

る
と
進
ん
で
る
と
い
っ
て
驚
く
の
で
す
。
し
か
し
、

逆
に
向
こ
う
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
は
、
勿

論
の
こ
と
で
す
。
特
に
普
及
面
、
展
示
や
解
説
書
や

案
内
板
は
、
向
こ
う
の
方
が
ず
っ
と
う
ま
い
。
一
般

の
人
々
へ
の
思
い
や
り
が
あ
る
。
国
際
交
流
を
ま
す

ま
す
密
に
と
い
う
こ
と
で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

（

了

）
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奈
良
•
藤
ノ
木
古
墳
の
石
棺
の
フ
ァ
イ
バ

ー
ス
コ
ー
プ
に
よ
る
調
査
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、

日
本
中
の
茶
の
間
の
人
々
を
古
代
へ
と
誘
い

ま
し
た
。

折
よ
く
今
月
の
特
集
は
、
ハ
イ
テ
ク
導
入

に
よ
る
文
化
財
研
究
の
事
例
を
い
く
つ
か
取

り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
学
際
的
研

究
に
よ
り
先
人
た
ち
の
生
活
が
よ
り
明
ら
か

に
な
る
も
の
と
期
す
る
と
こ
ろ
大
で
す
。(

K

)
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