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二
〇
一
八
年
度
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
（
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
）
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査

）

五
三　
（

Ⅰ　

序
論

　

慶
應
義
塾
大
学
西
ア
ジ
ア
考
古
学
調
査
団
（
団
長　

杉
本
智

俊
）
は
、
二
〇
一
八
年
八
月
八
日
（
水
）
か
ら
二
一
日
（
月
）
ま

で
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ベ
イ
テ
ィ
ン
村
の
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ

ン
遺
跡
及
び
ワ
デ
ィ
・
タ
ワ
ヒ
ー
ン
地
区
に
お
い
て
発
掘
調
査
を

行
っ（
た
）
1

。
本
調
査
団
は
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
一
六
年
度
に
日

本
学
術
振
興
会
科
学
研
究（
費
）
2

の
支
援
を
受
け
て
同
村
に
お
い
て
発

掘
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
七
年
度
も
追
加
調
査
を
行
っ
た
が
、
依

然
と
し
て
重
要
な
不
明
点
が
存
在
し
た
た
め
、
本
年
度
も
小
規
模

な
調
査
を
行
う
こ
と
と
し（
た
）
3

。

　

主
た
る
調
査
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
に
露
出
し
て
い
る
ビ
ザ
ン
ツ

期
の
教
会
堂
が
何
を
記
念
し
た
も
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
（
図
1
）。
本
教
会
堂
は
長
さ
40
ｍ
、
幅
27
ｍ
に
わ
た

る
大
規
模
な
も
の
で
、
そ
の
中
央
に
は
何
か
を
記
念
す
る
構
造
だ

と
思
わ
れ
る
中
央
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
内
部
か
ら

は
何
も
検
出
さ
れ
ず
、
目
的
も
不
明
で
あ
っ
た
。
紀
元
四
世
紀
の

伝
承
（
ボ
ル
ド
ー
の
巡
礼
、
巡
礼
エ
ゲ
リ
ア
及
び
ヒ
エ
ロ
ニ
ム（
ス
）
4

）

に
よ
る
と
、
ベ
イ
テ
ィ
ン
村
と
同
定
さ
れ
る
ベ
テ
ル
の
端
に
は
、

「
ヤ
コ
ブ
の
寝
た
石
」（
創
世
記28:10-22

）
と
金
の
子
牛
を
非
難

し
殺
さ
れ
た
「
預
言
者
の
墓
」（
Ⅰ
列
王
記13:26-32; 

Ⅱ
列
王
記

23:15-20

）
を
記
念
す
る
教
会
堂
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
教
会
堂
に
関
し
て
は
、
本
遺
跡
の
他
に
さ
ら
に
東
一
キ
ロ
ほ

ど
に
位
置
す
る
ヒ
ル
ベ
ト
・
マ
カ
ー
テ
ィ
ル
だ
と
す
る
説
も
存
在

し
て
お
り
、
そ
の
同
定
は
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ（
た
）
5

。
ま
た
、
本

調
査
隊
の
成
果
に
お
い
て
も
こ
の
教
会
堂
を
「
ヤ
コ
ブ
の
寝
た

二
一
七

二
〇
一
八
年
度
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡

　
　（
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
）
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査

杉
本
智
俊
、
菊
池
　
実
、
渡
部
展
也
、

稲
野
裕
介
、
間
舎
裕
生
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石
」
や
「
預
言
者
の
墓
」
と
結
び
つ
け
る
直
接
的
な
証
拠
に
欠
け

て
い
た
。

　

そ
の
た
め
本
年
度
は
、
記
念
物
や
墓
が
設
け
ら
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
以
下
の
地
点
の
調
査
を
行
っ
た
。
①
中
央
遺
構
の
プ
ラ

ス
タ
ー
床
下
の
調
査
、
②
中
央
遺
構
東
側
部
分
の
調
査
、
③
ブ
ル

ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
南
側
の
墓
の
調
査
、
で
あ
る
。
ま
た
本

調
査
期
間
に
は
、
④
ワ
デ
ィ
・
タ
ワ
ヒ
ー
ン
地
区
の
大
型
貯
水
池

に
付
属
す
る
施
設
の
発
掘
調
査
も
併
せ
て
行
っ
た
。
こ
の
建
物
は

貯
水
池
に
接
し
て
造
ら
れ
て
お
り
、
ア
ク
ア
ダ
ク
ト
が
谷
側
に
向

け
て
造
ら
れ
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
水
利
施
設
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
正
確
な
目
的
は
不
明
で
あ
り
、
こ

の
点
は
ワ
デ
ィ
・
タ
ワ
ヒ
ー
ン
地
区
に
お
け
る
十
字
軍（
期
）
6

〜
マ
ム

ル
ー
ク
朝
期
の
農
業
集
落
の
構
造
を
知
る
上
で
重
要
だ
と
考
え
ら

れ
た
。
こ
の
調
査
は
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
で
あ
る
。

　

本
年
度
の
調
査
参
加
者
は
、
杉
本
の
他
、
菊
池
実
（
東
京
基
督

教
大
学
）、
渡
部
展
也
（
中
部
大
学
）、
稲
野
裕
介
（
元
北
上
市
教

育
委
員
会
）、
間
舎
裕
生
（
東
京
文
化
財
研
究
所
）、
鳥
越
道
臣

（
国
際
文
化
財
株
式
会
社
）、
有
吉
亮
（
慶
應
義
塾
大
学
研
究
生
）、

長
尾
琢
磨
（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
生
、
部
分
参
加
）、
藤
田
隆

太
郎
、
松
本
健
佑
、
逢
坂
暖
（
以
上
三
名
、
慶
應
義
塾
大
学
学
部

生
）
で
あ
っ
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
観
光
遺
跡
省
か
ら
は
、
ス
フ
ィ
ヤ

二
一
八

図 1　ビザンツ期教会堂のアプスと中央遺構（北西方向から撮影）
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五
五　
（
二
一
九

ン
・
ダ
イ
ス
が
参
加
し
た
。
ワ
デ
ィ
・
タ
ワ
ヒ
ー
ン
地
区
の
調
査

は
、
基
本
的
に
間
舎
、
渡
部
、
藤
田
が
行
い
、
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ

テ
ィ
ン
遺
跡
の
調
査
は
そ
れ
以
外
の
人
員
が
担
当
し
た
。
③
の
墓

の
調
査
に
は
、
両
方
の
ス
タ
ッ
フ
が
参
加
し
た
。
鳥
越
は
主
と
し

て
遺
物
の
記
録
を
担
当
し
た
が
、
遺
構
の
実
測
、
記
録
作
業
に
も

加
わ
っ
た
。
本
報
告
は
、
各
地
区
ス
ー
パ
ー
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
に
よ
る

報
告
（
Ⅱ
、
Ⅲ
節
は
稲
野
、
Ⅳ
、
Ⅴ
節
は
間
舎
）
に
、
杉
本
が
加

筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

中
央
遺
構
の
調
査

　

こ
れ
ま
で
中
央
遺
構
で
は
プ
ラ
ス
タ
ー
の
張
ら
れ
た
床
が
確
認

さ
れ
て
い
た
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
遺
構
は
出
土
し
な
か
っ
た
の

で
、
プ
ラ
ス
タ
ー
を
は
が
し
て
そ
の
下
の
状
態
を
調
査
す
る
こ
と

と
し
た
。
ま
ず
、
南
側
の
翼
廊
（
当
初
ア
プ
ス
や
ミ
フ
ラ
ブ
と
呼

ん
で
い
た
突
出
部
）
に
墓
が
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
、
中
央
遺
構

の
南
半
分
の
埋
め
戻
し
土
を
除
去
し
、
そ
の
確
認
を
行
っ
た
。
し

か
し
、
そ
こ
に
墓
は
確
認
で
き
ず
、
大
き
な
亀
裂
の
入
っ
た
岩
盤

が
出
土
し
た
。
そ
こ
で
、
中
央
遺
構
全
体
の
埋
め
戻
し
土
を
除
去

し
、
プ
ラ
ス
タ
ー
を
は
が
し
て
そ
の
下
の
状
況
を
確
認
し
た
。
す

る
と
、
中
央
遺
構
全
体
の
床
か
ら
特
殊
な
「
石
」
が
出
土
し
た
。

　

南
側
翼
廊　

調
査
開
始
前
の
観
察
で
は
、
中
央
遺
構
は
床
全
体

が
プ
ラ
ス
タ
ー
で
覆
わ
れ
て
い
る
（
Ｌ
865
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

南
側
の
突
出
部
で
は
プ
ラ
ス
タ
ー
が
矩
形
に
抜
け
て
い
る
よ
う
に

見
え
た
（
図
2
）。
そ
の
た
め
、
こ
の
部
分
に
地
下
墓
へ
続
く
開

口
部
が
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
、
埋
め
戻
し
土
を
除
去
し
た
上
で

発
掘
を
計
画
し（
た
）
7

。
ま
ず
プ
ラ
ス
タ
ー
の
な
い
空
間
の
際
か
ら
際

ま
で
、
南
端
の
突
出
部
の
中
心
を
通
る
長
さ
160
㎝
、
幅
60
㎝
の
南

北
の
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
て
発
掘
作
業
を
行
い
、
そ
の
後
突
出
部

全
体
を
露
出
し
た
。
た
だ
し
、
突
出
部
の
南
端
部
は
30
〜
40
㎝
ほ

ど
の
幅
で
平
石
が
四
点
岩
盤
の
上
に
敷
か
れ
て
お
り
（
レ
ベ
ル
：

約
878
・12
ｍ
）、
突
出
部
の
円
弧
部
分
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
た
。　

　

結
果
的
に
、
ト
レ
ン
チ
の
下
は
赤
茶
色
の
土
と
石
灰
岩
の
岩
盤

（
レ
ベ
ル
：
約
878
・
02
ｍ
、
周
囲
の
プ
ラ
ス
タ
ー
面
：
約
878
・
17

ｍ
）
と
な
っ
て
お
り
、
当
初
想
定
さ
れ
た
墓
穴
等
の
遺
構
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
（
図
3
ａ
）。
赤
茶
色
の
土
は
、
本
遺
跡
の
他
の

箇
所
で
も
岩
盤
直
上
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
岩
盤
が
風
化
し
た
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
岩
盤
に
は
十
字
状
の
亀
裂
が
認
め
ら
れ
、
南

北
方
向
の
亀
裂
は
突
出
部
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
軸
と
も
方
向

が
あ
っ
て
い
た
。
東
西
方
向
の
亀
裂
は
、
中
央
遺
構
の
入
口
部
分

の
切
石
の
連
続
上
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
翼
廊
奥
の
平
石

面
ま
で
の
幅
と
な
っ
て
い
た
。
南
西
部
分
は
、
周
囲
三
方
に
比
べ
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い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　

翼
廊
入
口
手
前
東
側
の
石
の
上
か
ら

は
、
赤
い
二
重
同
心
円
状
の
痕
跡
が
認

め
ら
れ
た
（
直
径
：
約
22
㎝
、
図
3

ｂ
）。
こ
れ
は
、
真
鍮
な
ど
の
金
属
製

の
儀
式
用
の
台
の
錆
が
石
の
付
着
し
た

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う

だ
と
す
る
と
、
こ
の
翼
廊
部
分
に
何
ら

か
の
崇
敬
の
対
象
と
な
る
も
の
が
存
在

し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
、
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
点
は
あ
く

ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
。

　

プ
ラ
ス
タ
ー
床　

翼
廊
部
分
の
調
査

で
墓
な
ど
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
な
か
っ

た
た
め
、
そ
の
後
中
央
遺
構
全
体
の
プ

二
二
〇

図 2　調査前の中央遺構（北側から撮影）

て
20
㎝
ほ
ど
垂
直
に
落
ち
て
い
た
（
底
の
レ
ベ
ル
：
約
877
・81
ｍ
）。

こ
れ
ら
の
亀
裂
は
自
然
作
用
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
正
方

形
に
垂
直
に
落
ち
る
形
状
は
立
石
な
ど
何
か
を
装
填
す
る
基
礎
の

よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
推
測
を
支
持
す
る
直
接
的
な
証
拠
は
存

在
し
な
い
が
、
こ
の
亀
裂
の
位
置
と
建
物
の
関
係
、
後
述
す
る
丸

く
赤
い
痕
跡
は
、
こ
の
場
所
が
何
ら
か
の
特
別
な
意
味
を
持
っ
て

ラ
ス
タ
ー
面
を
は
が
し
て
そ
の
下
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
と
し

た
。
そ
の
際
、
も
っ
と
も
プ
ラ
ス
タ
ー
の
残
り
の
よ
い
西
側
部
分

の
幅
約
60
㎝
を
帯
状
に
残
し
、
翼
廊
南
西
の
角
の
プ
ラ
ス
タ
ー
は

入
口
か
ら
約
90
㎝
幅
で
翼
廊
の
ト
レ
ン
チ
ま
で
保
存
し
た
。
プ
ラ

ス
タ
ー
は
、
そ
れ
を
除
去
す
る
前
か
ら
三
層
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
層
か
ら
炭
化
物
を
採
取
し
、
年
代
を
測
定
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図 3b　南側翼廊入口東側で検出された赤色同心円状の痕跡（北側から撮影）

図 3a　南側翼廊から出土した岩盤と亀裂（南側から撮影）
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し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
始

め
に
年
代
づ
け
ら
れ（
た
）
8

。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
層
の
プ
ラ
ス

タ
ー
は
す
べ
て
十
字
軍
期
の
末
期
に
短
期
間
に
塗
布
さ
れ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
三
層
の
プ
ラ
ス
タ
ー
は
、
ロ
ー
カ
ス
と
し

て
は
一
つ
（
Ｌ
856
）
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

不
定
形
に
割
れ
た
石　

中
央
遺
構
の
プ
ラ
ス
タ
ー
床
の
下
か
ら

は
、
不
規
則
に
割
れ
た
石
が
隙
間
な
く
組
み
合
わ
さ
れ
た
状
態
で

検
出
さ
れ
た
（
図
4
ａ
）。
そ
の
様
相
は
、
大
型
矩
形
の
板
石
が

規
則
的
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
教
会
堂
内
陣
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
石
に
は
黒
く
光
沢
の
あ
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
う
で
な

い
も
の
も
混
じ
っ
て
お
り
、
中
央
部
分
が
周
囲
に
比
べ
て
12
㎝
ほ

ど
高
く
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
集
積
さ
れ
た
石
全
体
に
、

一
辺
約
2
・3
ｍ
の
正
方
形
の
切
り
込
み
が
施
さ
れ
て
い
た
。

　

割
れ
た
石
（
図
4
ｂ
）
に
は
大
き
く
平
ら
な
石
も
数
点
残
っ
て

お
り
、
特
に
四
角
い
切
り
込
み
の
南
側
、
西
側
、
北
東
角
の
も
の

が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
に
も
ヒ
ビ
が
は
い
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
不
定
形
で
、
矩
形
に
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
石
は
全
体
が
丸
く
黒
光
り
し
て
い（
る
）
9

。
一
方
、
中
央
東

側
、
南
西
角
付
近
の
石
は
比
較
的
細
か
く
割
れ
た
も
の
が
多
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
状
と
な
っ
て
い
た
。
色
も
黒
光
り
し
て
い
な
い
も

の
が
認
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
南
西
角
に
は
、
赤
っ
ぽ
く
よ
く
磨

か
れ
た
石
で
魚
と
ラ
ウ
ン
デ
ル
模
様
が
彫
刻
さ
れ
た
も
の
が
二
点

は
め
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
教
会
堂
の
チ
ャ

ン
セ
ル
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
石
の
よ
う
に
見
え
、
実
際
こ
の
地
区
か

ら
は
同
じ
素
材
の
チ
ャ
ン
セ
ル
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
石
が
覆
土
か
ら

出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
建
材
の
石
が
、

後
に
床
の
割
れ
目
の
欠
損
箇
所
の
充
填
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
側
と
西
側
の
大
き
な
石
の
間
に
詰

め
ら
れ
た
小
さ
め
の
石
の
素
材
は
、
大
き
く
黒
光
り
す
る
石
と
同

様
だ
が
、
細
か
く
割
れ
て
い
る
。

　

正
方
形
の
切
り
込
み
の
外
周
に
も
、
二
種
類
の
石
が
用
い
ら
れ

て
い
た
。
東
側
、
南
側
、
西
側
に
は
、
小
型
の
板
石
（
幅
80
㎝
程（
度
）
10

）

が
敷
か
れ
て
お
り
、
南
西
角
で
は
石
が
損
失
し
て
土
と
な
っ
て
い

た
。
一
方
、
北
西
お
よ
び
北
側
の
石
は
、
表
面
が
滑
ら
か
な
ひ
と

つ
の
大
き
な
石
の
よ
う
に
見
え
、
黒
光
り
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

北
辺
西
よ
り
に
細
い
断
裂
が
存
在
す
る
）。
特
に
北
西
角
の
石
と

切
り
込
み
内
側
の
西
側
の
石
と
は
同
一
素
材
に
見
え
、
外
周
北
側

の
石
と
内
側
北
東
角
の
石
も
同
一
の
も
の
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、

西
側
外
周
の
石
が
飛
ん
で
土
に
な
っ
た
部
分
の
さ
ら
に
西
の
石
も

同
一
の
滑
ら
か
な
も
の
に
見
え
る
。
切
り
込
み
の
北
西
角
は
直
角

に
な
っ
て
お
ら
ず
、
あ
た
か
も
こ
の
石
を
大
き
く
残
す
た
め
、
そ

の
よ
う
に
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

二
二
二
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図 4a　中央遺構で確認された不定形に破損された石（東側から撮影）

図 4b　魚とラウンデルの彫刻された石（西側から撮影）
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正
方
形
の
切
り
込
み
は
、
南
東
角
部
分
で
も
正
確
に
直
交
し
て

お
ら
ず
、
全
体
に
中
央
遺
構
の
中
央
か
ら
北
側
に
寄
っ
て
い
る
。

仮
に
南
側
の
翼
廊
に
特
殊
な
遺
構
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ

う
に
雑
な
設
計
を
当
初
教
会
堂
が
建
造
さ
れ
た
ビ
ザ
ン
ツ
期
に
行

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
後
に
充
填
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

石
も
、
こ
れ
の
切
り
込
み
に
合
わ
せ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
こ
の
切
り
込
み
自
体
は
、
後
代
に
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
石
と
教

会
堂
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
時
に
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。　

　

こ
れ
ら
の
事
象
を
総
合
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が

考
え
ら
れ
る
。

（
1
）　

ビ
ザ
ン
ツ
期
の
教
会
堂
建
造
時
に
は
、
中
央
遺
構
の
内

側
に
表
面
が
滑
ら
か
で
、
黒
光
り
す
る
大
き
な
石
が
存
在
し

た
。

（
2
）　

こ
の
石
は
、
お
そ
ら
く
教
会
堂
の
廃
絶
時
に
細
か
く
砕

か
れ
た
。

（
3
）　

十
字
軍
期
の
始
め
に
小
型
の
教
会
堂
が
再
建
さ
れ
た
時
、

破
壊
さ
れ
た
石
の
修
復
が
試
み
ら
れ
た
が
、
残
っ
た
空
隙
に

は
チ
ャ
ン
セ
ル
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
石
な
ど
別
の
石
が
充
填
さ

れ
た
。

（
4
）　

こ
の
石
は
、
十
字
軍
期
の
前
半
は
露
出
し
て
い
た
が
、

十
二
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
三
重
の
プ
ラ
ス
タ
ー
床
で
覆
わ
れ

た
。

　

も
し
こ
の
よ
う
な
再
構
成
が
正
し
い
と
す
る
と
、
こ
の
石
は
あ

き
ら
か
に
特
別
な
崇
敬
の
対
象
と
し
て
中
央
遺
構
の
中
に
含
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
教
会
堂
の
中
央
に
特
殊

な
遺
構
を
建
造
し
て
こ
の
石
を
含
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

ま
さ
に
こ
の
石
の
存
在
そ
の
も
の
が
教
会
堂
の
建
造
理
由
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
紀
元
四
世
紀
の
巡
礼
た
ち
の
伝
承
と
合
わ
せ
て

考
え
る
と
、
当
時
の
人
々
が
こ
れ
を
「
ヤ
コ
ブ
の
寝
た
石
」
と
考

え
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
石
の
重
要
性
は
、

一
度
破
壊
さ
れ
た
石
が
十
字
軍
期
に
修
復
さ
れ
、
新
し
い
教
会
堂

が
建
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
。
十
字
軍
期
の
終
わ

り
に
施
さ
れ
た
プ
ラ
ス
タ
ー
が
、
予
測
さ
れ
た
破
壊
か
ら
そ
れ
を

保
存
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
も
こ
の

解
釈
を
支
持
す
る
も
の
と
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

刻
印　

切
り
込
み
内
部
西
側
中
央
の
大
き
な
石
に
は
、
図
像
が

刻
線
で
描
か
れ
た
も
の
（
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
）
が
三
つ
検
出
さ
れ
た

（
図
5
）。
こ
の
石
の
中
央
東
端
、
す
な
わ
ち
、
中
央
遺
構
の
ほ
ぼ

中
央
に
は
四
角
い
図
像
が
描
か
れ
、
そ
の
内
側
四
隅
は
丸
く
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
上
辺
と
下
辺
に
は
翼
廊
の
よ
う
な
馬
蹄
形
図
像
が

つ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
中
央
遺
構
自
体
の
図
像

だ
と
思
わ
れ
る
。
中
央
遺
構
は
、
十
字
軍
期
に
な
る
と
そ
の
東
側

二
二
四
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に
矩
形
の
部
屋
が
増
築
さ
れ
、
形
状
が
変
化
す
る
の
で
、
こ
の
図

像
は
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
様
相
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
自
体
が
刻
ま
れ
た
の
も
ビ
ザ
ン
ツ
期
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
図
像
の
南
西
側
に
は
星
の
よ
う
な
図
像
、

南
東
部
分
に
も
特
定
で
き
な
い
図
像
が
二
等
辺
三
角
形
を
な
す
よ

う
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
図
像
自
体
が
、
中
央
遺
構
と
そ

の
中
の
石
が
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ　

中
央
遺
構
東
側
部
分
の
調
査

　

本
年
度
の
調
査
で
は
、
中
央
遺
構
東
側
部
分
の
状
況
も
確
認
し

た
。
こ
こ
は
教
会
堂
の
ア
プ
ス
正
面
に
あ
た
り
、
礼
拝
の
焦
点
と

な
る
場
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
調
査
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
特
に
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
床
で
は
、
こ
の
す
ぐ
北
側
部
分
か
ら
特

殊
な
鍵
穴
形
遺
構
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
横
に
な
ん
ら
か
の
記

念
物
が
存
在
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
十
字

軍
期
に
中
央
遺
構
に
接
続
し
て
造
ら
れ
た
矩
形
の
部
屋
の
北
側
の

壁
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
部
屋
の
東
壁
が
あ
る
は
ず
だ

と
考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
十
字
軍
期
の
独
立
し
た
教
会
堂
の

全
体
構
造
と
東
側
の
建
物
群
と
の
関
係
が
わ
か
る
と
期
待
さ
れ
た
。

調
査
は
、
昨
年
度
検
出
の
東
西
壁
（
Ｗ
824
）
の
石
列
を
基
準
に
約

230
×
340
㎝
の
調
査
区
を
設
定
し
て
行
っ
た
。
表
土
（
Ｌ
845
）
を
除

二
二
五

図 5　破損された石に施された刻印（拓本作成：鳥越道臣）



）

六
二　
（

史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
二
号

去
す
る
と
、
南
北
方
向
の
壁
（
Ｗ
826
）
の
連
続
と
考
え
ら
れ
る
石

列
が
現
れ
た
。
そ
の
西
側
に
は
プ
ラ
ス
タ
ー
が
つ
い
て
お
り
、
十

字
軍
期
に
中
央
遺
構
に
接
続
さ
れ
た
矩
形
の
部
屋
の
東
壁
を
構
成

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ（
た
）
11

。
Ｗ
826
の
東
側
に
は
、
三
方
を
石
壁
で

囲
ま
れ
た
矩
形
の
部
屋
が
接
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
と
ビ
ザ
ン
ツ

期
教
会
堂
の
床
お
よ
び
十
字
軍
期
矩
形
の
部
屋
と
の
関
係
を
念
頭

に
調
査
を
行
っ
た
。

　

南
北
方
向
の
壁
Ｗ
826　

ア
プ
ス
前
の
敷
石
の
上
に
、
幅
1
ｍ
、

高
さ
1
ｍ
程
度
、
長
さ
4
・
2
ｍ
に
わ
た
り
、
二
段
の
石
積
み
が

残
っ
て
い
た
（
図
6
ａ
左
端
）。
こ
れ
は
、
北
と
南
に
さ
ら
に
続

く
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
北
側
は
崩
落
土
の
山
に
埋
も
れ
て
い

る
が
、
壁
の
連
続
と
考
え
ら
れ
る
石
の
一
部
分
が
露
出
し
て
お
り
、

少
な
く
と
も
高
さ
1
・
8
ｍ
、
四
段
以
上
の
石
積
み
で
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
東
面
の
観
察
で
は
、
敷
石
の
上
に
60
㎝
大
の

石
を
積
ん
で
お
り
、
青
灰
色
の
モ
ル
タ
ル
で
固
め
て
い
た
が
、
西

面
は
プ
ラ
ス
タ
ー
壁
で
隠
れ
て
い
た
。
こ
の
壁
が
十
字
軍
期
の
建

造
で
あ
る
こ
と
は
、
石
の
大
き
さ
が
不
揃
い
で
あ
り
、
小
さ
な
平

石
を
は
さ
む
粗
く
切
っ
た
四
角
い
石
で
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も

支
持
さ
れ
る
。
壁
上
面
の
南
側
部
分
に
は
、
上
部
に
積
ま
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
プ
ラ
ス
タ
ー
が
付
着
し
た
40
㎝
大
の
石
の
連
続

が
崩
落
し
た
状
態
で
認
め
ら
れ
た
。
上
部
の
崩
落
し
た
瓦
礫
層
か

ら
採
取
さ
れ
た
炭
化
物
は
十
四
世
紀
の
年（
代
）
12

を
示
し
て
お
り
、
こ

の
建
物
が
最
終
的
に
破
壊
さ
れ
た
時
期
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

Ｗ
826
東
側
の
空
間　

Ｗ
826
の
東
側
は
、
ア
プ
ス
の
前
面
に
あ
た

る
。
Ｗ
826
か
ら
崩
落
し
た
土
石
（
Ｌ
857
）
を
除
去
し
た
と
こ
ろ
、

他
の
内
陣
部
分
と
同
様
、
厚
い
板
石
が
全
面
に
敷
か
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
特
殊
な
遺
構
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。

　

調
査
区
の
南
側
部
分
で
は
、
Ｗ
826
に
接
し
て
東
西
に
走
る
Ｌ
851
、

そ
の
東
端
か
ら
南
北
に
走
る
Ｗ
852
、
そ
の
南
端
か
ら
東
西
に
走
る

Ｗ
853
に
よ
っ
て
東
西
140
㎝
、
南
北
60
㎝
ほ
ど
の
空
間
が
囲
ま
れ
て

い
た
。
遺
跡
全
体
の
位
置
か
ら
す
る
と
、
こ
の
空
間
は
入
口
か
ら

教
会
堂
を
経
て
ア
プ
ス
に
至
る
中
心
軸
に
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
壁
は
、
み
な
ビ
ザ
ン
ツ
期
教
会
堂
の
板
石
の
床
に
直
接
載
っ
て

い
た
。
内
部
に
は
、
周
囲
の
石
列
に
沿
う
よ
う
に
30
㎝
程
の
大
き

さ
の
石
が
落
ち
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
を
Ｌ
855
と
し
た
。
石
の
間

か
ら
は
十
字
軍
期
〜
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
のH

M
GPW

 

（H
and 

M
ade Geom

etric Painted W
are

）
土
器
が
出
土
し
た
。
こ
れ

ら
の
落
石
を
取
り
上
げ
る
と
、
部
屋
の
床
か
ら
も
ビ
ザ
ン
ツ
期
教

会
堂
の
板
石
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
小
部
屋
は
、
十
字
軍
期
に
中

央
遺
構
に
付
加
さ
れ
た
矩
形
の
部
屋
の
東
壁
に
接
す
る
よ
う
に
造

二
二
六
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ら
れ
て
い
た
が
、
入
口
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
遺
物
も
ほ
と
ん

ど
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
部
屋
か
不
明
で
あ
る
。

　

Ｗ
826
の
西
側　

Ｗ
826
は
、
上
述
の
通
り
、
過
年
度
調
査
で
確
認

さ
れ
た
矩
形
の
部
屋
の
東
壁
の
延
長
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

調
査
は
、
東
側
の
幅
約
1
ｍ
を
最
初
に
掘
り
、
後
に
西
側
と
南
側

に
拡
張
し
た
が
、
南
壁
に
は
到
達
し
て
い
な
い
。
塔
に
近
づ
き
す

ぎ
る
と
、
崩
壊
の
危
険
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

　

瓦
礫
層　

床
面
に
近
い
覆
土
か
ら
は
、
建
材
と
考
え
ら
れ
る
石

が
密
に
散
乱
し
た
状
態
で
出
土
し
た
（
図
6
ａ
中
央
）。
表
土
直

下
か
ら
床
ま
で
約
75
㎝
の
厚
さ
で
堆
積
し
て
お
り
、
破
壊
層
（
Ｌ

858
）
と
仮
称
し
た
。
写
真
記
録
の
後
、
こ
れ
を
除
去
し
た
。

　

プ
ラ
ス
タ
ー
床　

調
査
区
の
北
半
分
の
床
面
に
は
プ
ラ
ス
タ
ー

が
塗
ら
れ
て
い
た
が
、
南
半
分
で
は
こ
れ
が
確
認
で
き
ず
、
板
石

の
床
が
露
出
し
て
い
た
。

　

不
整
形
の
穴　

調
査
区
東
南
の
床
面
に
1
ｍ
×
0
・
8
ｍ
の
不

整
形
の
穴
が
あ
り
、
長
さ
1
・
5
ｍ
、
直
径
45
㎝
の
円
柱
が
突
き

刺
さ
っ
た
状
態
で
出
土
し
た
（
図
6
ｂ
）。
穴
の
周
囲
に
は
板
石

が
確
認
さ
れ
た
が
、
中
央
部
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
床
面
よ
り

下
か
ら
は
、
本
遺
跡
岩
盤
直
上
に
見
ら
れ
る
赤
茶
色
の
ぼ
ろ
ぼ
ろ

の
土
が
認
め
ら
れ
た
。
破
壊
さ
れ
た
穴
の
側
面
を
観
察
し
た
と
こ

ろ
、
東
側
は
プ
ラ
ス
タ
ー
床
の
下
に
板
石
が
並
ん
で
い
た
が
、
北

側
は
石
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
床
の
敷
石
は
円
柱

に
よ
っ
て
壊
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
円
柱
が
突
き
刺
さ
っ
た

時
に
す
で
に
プ
ラ
ス
タ
ー
下
の
板
石
は
壊
さ
れ
て
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
こ
の
部
分
か
ら
破
損
さ

れ
た
板
石
は
確
認
さ
れ
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
北
側
部
分

で
も
プ
ラ
ス
タ
ー
下
の
敷
石
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
も
し
分

厚
い
床
石
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
円
柱
が
こ
の
よ
う
に
深
く
突
き

刺
さ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
場
所
も
十
字
軍
期
に
は
敷
石
が

な
い
土
の
上
に
直
に
プ
ラ
ス
タ
ー
が
張
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。

　

プ
ラ
ス
タ
ー
床
の
破
壊
部　

こ
の
よ
う
な
穴
の
状
況
に
鑑
み
、

北
壁
か
ら
長
さ
1
・
5
ｍ
、
東
壁
に
沿
っ
て
幅
1
ｍ
の
試
掘
溝
を

設
け
、
床
の
プ
ラ
ス
タ
ー
を
は
が
し
て
そ
の
下
の
状
況
を
確
認
し

た
（
図
6
ｃ
）。
北
東
隅
で
は
床
の
板
石
が
割
れ
、
中
央
部
分
が

下
に
押
し
込
ま
れ
、
石
が
欠
損
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
壊
れ
た
石
敷
き
の
床
は
修
理
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
直
接
プ
ラ

ス
タ
ー
を
塗
っ
て
新
し
い
床
を
張
る
と
い
う
非
常
に
雑
な
作
業
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
プ
ラ
ス
タ
ー
床
に
は
二
層
あ

り
、
上
層
は
比
較
的
柔
ら
か
く
、
炭
化
物
な
ど
夾
雑
物
を
含
む
の

に
対
し
、
下
層
は
堅
く
緻
密
で
、
よ
り
白
く
見
え
た
。
採
取
し
た

炭
化
物
の
サ
ン
プ
ル
は
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
前
半
の

二
二
七
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図 6a　中央遺構に付属する矩形の部屋の破壊層（北西側から撮影）

図 6b　中央遺構に付属する矩形の部屋の床と穴（北西側から撮影）
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六
五　
（

年
代
を
示
し
て
い（
る
）
13

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
、
次
の
三
段
階
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　

部
屋
の
北
東
隅
の
床
の
板
石
が
、
上
方
か
ら
の
衝
撃
に
よ

り
破
損
し
、
破
片
は
波
打
っ
た
よ
う
な
状
態
と
な
る
。

2　

1
の
床
の
板
石
を
修
復
せ
ず
に
、
プ
ラ
ス
タ
ー
を
塗
り
、

床
面
を
平
坦
に
整
え
た
。

3　

何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
建
物
が
大
き
く
壊
れ
、
円
柱
が

床
の
穴
に
突
き
刺
さ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
2
の
作
業
は
、
炭
素
年
代
に
よ
っ
て
十
一
世
紀
後
半

か
ら
十
二
世
紀
前
半
、
す
な
わ
ち
十
字
軍
期
前
半
の
矩
形
の
部
屋

が
造
ら
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
雑
な
作
業
は
、
こ
の
建
物
の
外
壁
が
雑
多
な
建
材
を

組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
様
子
と
合
致
し
て
い
る
。
1
の
教

会
堂
の
床
が
破
壊
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ビ
ザ
ン
ツ
教
会
の
廃

絶
時
で
あ
ろ
う
。
破
壊
作
業
は
か
な
り
激
し
く
、
教
会
堂
の
ア
プ

ス
前
面
や
モ
ザ
イ
ク
床
の
破
損
状
況
と
も
合
っ
て
い
る
。
3
の
再

建
さ
れ
た
十
字
軍
期
の
建
物
が
最
終
的
に
破
壊
さ
れ
た
の
は
、
東

壁
Ｗ
826
上
部
の
崩
壊
し
た
石
か
ら
採
取
さ
れ
た
炭
化
物
の
年
代
か

ら
十
四
世
紀
頃
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
二
九

図 6c　中央遺構に付属する矩形の部屋のトレンチ（南西側から撮影）
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Ⅳ　

ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
南
側
の
墓
の
調
査

　

地
元
住
民
の
情
報
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
の
塔

の
南
辺
か
ら
直
線
距
離
で
約
60
ｍ
に
位
置
す
る
空
き
地
に
墓
が
存

在
し
、
近
年
ま
で
露
出
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
た
。
こ
の
墓

の
開
口
部
が
空
き
地
の
立
ち
上
が
り
面
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
ま

さ
に
教
会
堂
と
向
き
合
う
位
置
な
の
で
、
こ
の
墓
と
教
会
に
は
密

接
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
特
に
中
央
遺
構
の
調
査
で
発
見

さ
れ
た
「
石
」
が
実
際
に
ヤ
コ
ブ
の
寝
た
石
を
記
念
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
す
る
と
、
近
く
に
預
言
者
の
墓
も
存
在
し
た
は
ず
だ
と

考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
を
検
証
す
る
た
め
、
緊

急
に
発
掘
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

作
業
手
順
は
、
ま
ず
重
機
を
用
い
て
土
砂
や
廃
棄
物
を
除
去
し

て
墓
周
辺
の
岩
盤
を
露
出
さ
せ
た
の
ち
、
内
部
の
清
掃
お
よ
び
記

録
作
業
を
行
っ
た
。
な
お
、
当
該
墓
の
上
に
は
現
代
の
道
路
が
敷

設
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
天
井
部
分
の
岩
盤
は
風
化
が
進
ん

で
お
り
崩
落
す
る
危
険
性
が
あ
っ
た
た
め
、
作
業
後
は
再
び
土
砂

に
よ
っ
て
埋
め
戻
し（
た
）
14

。

　

墓
は
、
地
表
が
2
ｍ
程
度
隆
起
し
た
箇
所
に
位
置
し
て
い
た
。

南
北
に
隣
接
す
る
二
基
の
墓
が
、
岩
盤
の
崩
落
に
よ
っ
て
連
結
し

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
北
側
の
も
の
を
墓
Ａ
、

南
側
の
も
の
を
墓
Ｂ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
墓
は
、
長
年
人
が
出
入
り
可
能
な
状
態
で
放
置

さ
れ
て
い
た
の
で
、
原
位
置
を
留
め
た
副
葬
品
や
埋
葬
骨
な
ど
は

あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
と
調
査
前
か
ら
考
え
ら
れ
た
。

（
1
）
墓
Ａ

　

入
口
部
分　

墓
Ａ
（
図
7
ａ
）
は
、
岩
盤
の
風
化
な
ど
に
よ
っ

て
天
井
部
を
含
め
た
北
側
部
分
が
崩
落
し
て
お
り
、
入
り
口
部
分

の
位
置
や
形
状
は
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。
後
述
す
る
墓
Ｂ
は
、

天
井
か
ら
階
段
で
下
り
る
形
式
の
墓
で
あ
る
が
、
墓
Ａ
は
岩
盤
が

南
か
ら
北
へ
傾
斜
す
る
場
所
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
を
利
用
し

た
横
穴
墓
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
当
該
墓
の
南
西
に

広
が
る
ワ
デ
ィ
・
タ
ワ
ヒ
ー
ン
の
墓
の
ほ
と
ん
ど
は
、
谷
の
斜
面

を
利
用
し
た
横
穴
墓
で
あ
り
、
竪
穴
墓
は
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
北
側
の
崩
落
部
分
は
「
前
庭
部
」
と
仮
定
し
て
ロ
ー
カ
ス
を

設
定
し
て
あ
る
（
レ
ベ
ル
：
878
・72
ｍ
、
Ｌ
1008
）。
残
存
部
分
か
ら

推
定
さ
れ
る
天
井
レ
ベ
ル
は
、
約
879
・47
ｍ
で
あ
る
。

　

ピ
ッ
ト　

墓
Ａ
の
内
部
に
は
、
こ
の
「
前
庭
部
」
か
ら
110
㎝
ほ

ど
岩
盤
が
掘
り
込
ま
れ
た
ピ
ッ
ト
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
床
（
Ｌ

1006
）
は
東
西
180
㎝
、
南
北
200
㎝
の
矩
形
で
、
床
面
は
ほ
ぼ
平
坦
に

加
工
さ
れ
て
い
た
。
レ
ベ
ル
は
877
・60
ｍ
と
な
る
。

二
三
〇
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ア
ル
コ
ソ
リ
ア　

床
の
東
辺
、
南
辺
、
西
辺
に
は
そ
れ
ぞ

れ
遺
体
を
安
置
す
る
た
め
の
小
部
屋
が
一
つ
ず
つ
設
け
ら
れ

て
い
る
。
中
央
の
床
部
分
と
こ
れ
ら
の
小
部
屋
と
の
仕
切
り

の
部
分
は
上
部
が
ア
ー
チ
状
を
呈
し
、
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
に
特

有
の
ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
（arcosolium

、
複
数
形arcoso-

lia

）
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
ピ
ッ
ト
と
各
ア
ル
コ
ソ
リ

ウ
ム
の
間
に
は
幅
約
30
㎝
の
立
ち
上
が
っ
た
壁
が
あ
り
、
壁

の
上
面
か
ら
約
45
〜
50
㎝
ほ
ど
（
レ
ベ
ル
：
877
・
73
ｍ
）
ま

で
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
1　

東
側
の
小
部
屋
（
部
屋
1
、
Ｌ

1001
）
は
南
北
に
長
い
矩
形
で
、
長
辺
200
㎝
、
短
辺
70
㎝
を
測

る
。
天
井
お
よ
び
南
東
部
分
の
壁
に
は
亀
裂
が
入
り
、
崩
落

の
危
険
性
が
あ
っ
た
た
め
に
、
完
全
に
土
砂
を
除
去
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
内
部
か
ら
は
、
人
骨
片
や
ビ
ザ
ン
ツ

期
の
土
器
片
な
ど
が
採
集
さ
れ
た
。

　

ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
2　

南
側
の
小
部
屋
（
部
屋
2
、
Ｌ

1002
）
は
東
西
に
長
く
、
長
辺
170
㎝
、
短
辺
80
㎝
で
あ
る
。
南

東
部
の
壁
に
は
直
径
80
㎝
ほ
ど
の
穴
が
開
い
て
お
り
、
墓
Ｂ

と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
穴
は
人
為
的
に
設
け
ら

れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
墓
が
隣
接
し
て
壁
が
薄
く
な
っ

た
部
分
が
崩
落
し
た
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
内
部
か

二
三
一

図 7a　墓 A全体図（東側から撮影）
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ら
は
、
若
干
の
人
骨
片
や
土
器
片
が
採
集
さ
れ
た
。

　

ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
3　

西
側
の
小
部
屋
（
部
屋
3
、
Ｌ
1003
）
は

部
屋
1
と
正
対
す
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
墓
Ａ
の
中
で
は

最
も
壁
面
の
状
態
が
良
好
で
あ
る
。
寸
法
は
長
辺
170
㎝
、
短
辺
80

㎝
で
あ
る
。
内
部
か
ら
は
、
人
骨
片
や
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
土
器
片
な

ど
が
採
集
さ
れ
た
。
ま
た
、
壁
の
南
西
部
に
は
小
さ
な
穴
が
開
い

て
お
り
、
そ
の
奥
に
も
埋
葬
室
（
Ｌ
1010
）
が
あ
る
よ
う
で
、
若
干

の
人
骨
や
土
器
片
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
穴
の
直
径
は
20
㎝
に
も

満
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
奥
の
埋
葬
室
へ
の
本
来
の
出
入
り
口
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
墓
Ａ
の
南
西
部
に

も
同
様
の
墓
が
隣
接
し
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
場
合
、
ブ
ル

ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
の
南
部
に
も
あ
る
程
度
の
規
模
の
墓
域

が
広
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
2
）
墓
Ｂ

　

墓
Ｂ
（
図
7
ｂ
）
に
つ
い
て
は
、
墓
Ａ
と
の
間
に
開
い
た
穴
を

出
入
り
口
と
し
て
土
砂
を
搬
出
し
、
清
掃
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

床
（
Ｌ
1007
）
の
北
辺
、
東
辺
、
南
辺
に
ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
型
の
墓

室
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
北
側
の
部
屋
（
部

屋
6
、
Ｌ
1012
）
の
北
西
部
と
墓
Ａ
の
部
屋
2
と
の
間
に
穴
が
開
い

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
墓
Ｂ
の
方
が
若
干
東
側
に
位
置
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
全
体
的
に
墓
Ａ
に
比
べ
て
小
ぶ
り
で
あ
り
、
ピ

ッ
ト
と
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
の
間
の
壁
の
幅
は
20
㎝
程
度
、
各
部
屋
の

床
は
壁
の
上
端
か
ら
40
㎝
程
度
の
深
さ
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い

る
。
残
存
状
況
は
概
し
て
良
好
で
あ
る
が
、
や
は
り
原
位
置
の
遺

物
な
ど
は
な
い
。

　

ピ
ッ
ト
及
び
出
入
口　

ピ
ッ
ト
は
東
西
170
㎝
、
南
北
155
㎝
の
ほ

ぼ
正
方
形
で
、
床
の
標
高
（
約
877
・
64
ｍ
）
は
墓
Ａ
の
ピ
ッ
ト
の

床
（
Ｌ
1006
）
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
北
西
部
分
の
岩
盤
は
階

段
状
に
二
段
掘
り
残
さ
れ
て
お
り
（
Ｌ
1013
）、
北
西
壁
天
井
部
分

に
設
け
ら
れ
た
出
入
り
口
を
通
し
て
地
上
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
出
入
り
口
は
お
そ
ら
く
そ
の
上
を
走
る
道
路
に
よ
っ
て
塞
が

れ
て
い
る
が
、
崩
落
の
危
険
性
を
考
え
て
土
砂
の
除
去
を
行
わ
な

か
っ
た
た
め
に
、
詳
細
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
床
の
南
西

部
分
に
は
直
径
30
㎝
程
度
の
窪
み
が
あ
り
（
Ｌ
1011
）、
そ
こ
か
ら

幼
児
の
も
の
と
思
わ
れ
る
人
骨
片
が
採
集
さ
れ
た
。

　

ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
4　

東
側
の
小
部
屋
（
部
屋
4
、
Ｌ
1004
）
は

長
辺
180
㎝
、
短
辺
70
㎝
の
南
北
に
長
い
矩
形
の
部
屋
で
あ
る
。

　

ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
5　

南
側
の
小
部
屋
（
部
屋
5
、
Ｌ
1005
）
は

長
辺
155
㎝
、
短
辺
80
㎝
で
あ
る
。
部
屋
5
か
ら
は
、
人
骨
片
や
土

器
片
だ
け
で
な
く
、
指
輪
と
思
わ
れ
る
青
銅
製
品
の
一
部
も
採
集

さ
れ
た
。

二
三
二
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ア
ル
コ
ソ
リ
ウ
ム
6　

北
側
に
位
置
す
る
部
屋
6
は
東
西

に
長
い
部
屋
で
あ
る
が
、
東
辺
に
比
べ
て
西
辺
が
短
く
、
い

び
つ
な
形
状
を
し
て
い
る
。
床
も
ほ
か
の
埋
葬
室
の
よ
う
に

掘
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
中
央
床
か
ら
見
る
と
棚
状
に
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
墓
Ｂ
の
製
作
者
が
部
屋

6
を
掘
削
中
に
、
隣
接
す
る
墓
Ａ
に
あ
た
っ
て
し
ま
い
、
作

業
を
中
断
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

調
査
中
に
は
部
屋
6
を
認
識
す
る
の
が
遅
れ
た
た
め
、
中
央

の
床
と
同
一
の
ロ
ー
カ
ス
と
し
て
遺
物
が
採
集
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
が
、
未
完
成
の
埋
葬
室
で
あ
れ
ば
使
用
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
）
ま
と
め

　

今
回
記
録
作
業
を
行
っ
た
二
基
の
墓
は
い
ず
れ
も
、
墓
の

形
態
や
遺
物
か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
付
近
に
は
、
ほ
か
に
も
未
確
認
の
墓
が
分
布
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ワ
デ
ィ
・
タ
ワ
ヒ
ー
ン
の

調
査
で
は
鉄
器
時
代
か
ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
墓
が
知
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
以
降
も
継
続
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
期
ま
で
墓
が
造

ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

横
穴
墓
自
体
は
ワ
デ
ィ
の
東
岸
で
も
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、

二
三
三

図 7b　墓 Bの入口部分（内（東）側から撮影）
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墓
Ａ
の
よ
う
に
北
向
き
の
墓
は
珍
し
い
。
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ

ン
遺
跡
と
近
く
、
正
対
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
教

会
堂
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
墓
は
あ
き
ら
か
に
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
墓
で
あ
り
、
伝
承
の

預
言
者
の
墓
と
み
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ（
う
）
15

。

Ⅴ　

大
型
貯
水
池
に
付
属
す
る
地
下
施
設
の
調
査

　

地
下
施
設
は
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
で
は
な
く
、
村
の

中
央
の
大
型
貯
水
池
の
南
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
長
辺
約

5
・2
ｍ
、
短
辺
約
3
・2
ｍ
を
測
り
、
貯
水
池
の
東
壁
と
接
す
る

建
物
で
あ
る
が
、
壁
は
直
交
し
て
お
ら
ず
に
平
行
四
辺
形
を
呈
し

て
い
る
。
天
井
は
ア
ー
チ
状
で
あ
る
。
西
壁
北
部
に
は
貯
水
池
か

ら
の
取
水
口
と
思
わ
れ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
東
壁
北

部
に
は
ア
ク
ア
ダ
ク
ト
（
地
下
水
路
）
の
取
水
口
が
あ
り
、
同
南

部
に
は
現
地
表
か
ら
入
る
石
組
の
階
段
が
付
属
し
て
い
る
。
北
壁

と
南
壁
に
は
、
縦
40
㎝
、
横
20
㎝
ほ
ど
の
矩
形
の
壁
龕
が
そ
れ
ぞ

れ
2
箇
所
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
正
対
し
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
壁
龕
を
持
つ
施
設
の
類（
例
）
16

を
見
る
と
、
石
臼
を
支

え
る
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
れ

が
貯
水
池
か
ら
の
水
流
に
よ
っ
て
石
臼
を
回
す
水
車
小
屋
で
あ
っ

た
と
す
る
と
、
ワ
デ
ィ
・
タ
ワ
ヒ
ー
ン
（『
石
臼
の
谷
』
の
意
）

の
語
源
と
関
係
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら（
れ
）
17

、
十
字
軍
期
〜
マ

ム
ル
ー
ク
朝
期
の
農
業
集
落
の
構
造
を
知
る
上
で
重
要
な
意
味
を

持
つ
と
思
わ
れ
た
。

　

今
回
の
調
査
は
、
南
北
壁
の
壁
龕
が
水
車
の
軸
受
け
で
あ
っ
た

可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
、
施
設
中
央
付
近
に
幅
1
ｍ
の
南
北
方
向

の
ト
レ
ン
チ
（
ト
レ
ン
チ
Ａ
）
を
設
定
し
て
発
掘
調
査
を
行
っ
た

（
図
8
ａ
）。
ま
た
、
本
施
設
と
地
下
水
路
と
の
接
続
部
分
の
状
態

を
確
認
す
る
た
め
に
、
施
設
東
部
に
ト
レ
ン
チ
Ｂ
を
設
定
し
た
。

（
1
）
ト
レ
ン
チ
Ａ

　

ト
レ
ン
チ
Ａ
は
、
北
壁
東
側
の
壁
龕
と
南
壁
西
側
の
壁
龕
の
直

下
を
結
ぶ
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
。
結
果
的
に
、
西
壁
か
ら
約
180
㎝

東
方
の
位
置
に
、
同
壁
と
ほ
ぼ
平
行
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
壁
龕
が
水
車
の
軸
受
け
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
直
下

に
は
水
車
や
石
臼
に
関
連
す
る
遺
物
・
遺
構
が
出
土
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

堆
積
土　

施
設
内
の
堆
積
土
は
階
段
か
ら
流
入
し
た
と
思
わ
れ
、

全
体
的
に
南
か
ら
北
へ
傾
斜
し
て
い
た
。
表
土
（
Ｌ
701
）
は
粘
性

の
低
い
黒
色
土
で
、
現
代
の
廃
棄
物
を
大
量
に
含
ん
で
い
た
。
こ

の
堆
積
が
最
大
で
10
㎝
ほ
ど
続
い
た
の
ち
、
表
土
直
下
の
粘
土
層

（
Ｌ
702
）
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
粘
土
層
は
水
分
を
多
く
含
み
、

二
三
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粘
性
の
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
り
、
こ
ぶ
し
大
の
礫
を
多
く
含
ん

で
い
た
。
同
様
の
層
は
岩
盤
直
上
ま
で
約
90
㎝
に
わ
た
っ
て
堆
積

し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
土
層
か
ら
出
土
す
る
の
は
ビ
ザ
ン
ツ
期

の
土
器
片
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
水
流
に
よ
る
磨
耗
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
施
設
内
で
利
用
・
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
外
部
か
ら
流
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

岩
盤
の
加
工
面　

施
設
内
の
現
地
表
下
約
50
㎝
（
レ
ベ
ル
：

851
・049
ｍ
）
の
地
点
に
お
い
て
、
施
設
北
壁
の
基
底
部
に
達
し
た
。

基
底
部
は
岩
盤
を
加
工
し
た
も
の
で
、
後
述
す
る
水
路
に
向
か
っ

て
60
㎝
ほ
ど
傾
斜
し
て
い
た
。
こ
の
岩
盤
加
工
面
直
上
の
土
層

（
Ｌ
703
）
は
、
表
土
直
下
（
Ｌ
702
）
の
土
質
と
変
わ
ら
な
い
が
、

わ
ず
か
に
十
字
軍
〜
マ
ム
ル
ー
ク
期
のH

M
GPW

土
器
を
含
ん

で
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　

水
路　

こ
の
土
層
を
完
掘
し
た
結
果
、
岩
盤
お
よ
び
そ
れ
に
付

属
す
る
と
思
わ
れ
る
施
設
の
存
在
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
ト
レ

ン
チ
北
部
に
は
幅
約
50
㎝
、
深
さ
約
15
㎝
の
溝
（
Ｌ
707
）
が
東
西

方
向
に
設
け
ら
れ
、
西
部
の
取
水
口
、
東
部
の
地
下
水
路
と
ほ
ぼ

同
一
直
線
上
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
水
路
の
一
部
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
水
路
内
の
堆
積
土
（
Ｌ
704
）
に
は
、

大
き
さ
2
〜
3
㎜
ほ
ど
の
巻
貝
や
二
枚
貝
が
大
量
に
含
ま
れ
て
い

た
。
周
辺
の
同
一
標
高
の
土
層
か
ら
は
こ
う
い
っ
た
貝
類
は
ほ
と

二
三
五

図 8a　地下施設の構造と調査区　（図作成：渡部展也）
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ん
ど
検
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
水
路
が
機
能
し
て
い
た
時

期
か
、
そ
の
直
後
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ（
る
）
18

。

　

礫
層　

水
路
以
南
か
ら
は
、
岩
盤
上
に
最
大
で
約
30
㎝
堆
積
し

た
礫
層
（
Ｌ
706
）
が
出
土
し
た
。
こ
の
礫
層
が
水
路
と
関
連
し
た

人
為
的
な
構
造
物
で
あ
る
の
か
、
自
然
に
堆
積
し
た
も
の
で
あ
る

の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
初
期
待
し

た
水
車
や
石
臼
と
関
連
し
た
設
備
の
検
出
も
で
き
な
か
っ
た
。

（
2
） 

ト
レ
ン
チ
Ｂ

　

ト
レ
ン
チ
Ｂ
は
、
ト
レ
ン
チ
Ａ
に
て
出
土
し
た
水
路
と
ア
ク
ア

ダ
ク
ト
と
の
接
続
や
、
礫
層
の
性
格
を
判
断
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
た
。
ま
た
、
ト
レ
ン
チ
Ａ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
使
用

面
が
現
在
の
地
表
よ
り
も
約
110
㎝
低
い
位
置
に
存
在
す
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
踊
り
場
か
ら
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
階
段
等

は
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
ト
レ
ン
チ
の
調
査
に
よ
っ
て
そ
の

痕
跡
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
た
。
調
査
区
は
地
下
水
路

取
水
口
の
北
辺
付
近
よ
り
東
西
70
㎝
、
南
北
150
㎝
、
さ
ら
に
地
下

水
路
内
部
の
東
西
30
㎝
を
覆
う
範
囲
に
設
定
さ
れ
た
。

　

堆
積
層　

ト
レ
ン
チ
Ｂ
は
、
土
砂
が
流
入
す
る
階
段
と
流
出
す

る
地
下
水
路
に
跨
っ
て
い
る
た
め
、
発
掘
前
の
土
砂
堆
積
は
、
ト

レ
ン
チ
南
部
か
ら
北
部
へ
向
か
っ
て
50
㎝
ほ
ど
大
き
く
傾
斜
し
て

い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
表
土
（
Ｌ
705
）
は
ト
レ
ン
チ
Ａ
同
様
に
現

代
の
廃
棄
物
を
含
ん
だ
黒
色
土
で
、
調
査
区
全
体
を
同
一
標
高
に

な
ら
し
た
段
階
で
、
粘
性
の
強
い
表
土
直
下
の
土
層
（
Ｌ
708
）
の

堆
積
が
確
認
さ
れ
た
。
本
土
層
も
磨
耗
し
た
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
土
器

片
を
多
量
に
含
ん
で
い
る
一
方
、
岩
盤
の
直
上
ま
で
現
代
の
廃
棄

物
が
混
入
し
て
い
た
た
め
、
ト
レ
ン
チ
Ｂ
に
お
い
て
は
岩
盤
直
上

の
ロ
ー
カ
ス
は
設
け
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
調
査
区
か
ら
は
貝
類

を
含
ん
だ
土
層
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

地
下
水
路
の
取
水
口
周
辺
は
、
比
較
的
最
近
に
撹
乱
を
受
け
て
い

る
と
思
わ
れ（
る
）
19

。

　

水
路　

ト
レ
ン
チ
Ａ
で
検
出
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
く
、
岩
盤
に

は
50
㎝
幅
の
水
路
（
Ｌ
709
）
が
掘
り
込
ま
れ
て
お
り
、
地
下
水
路

へ
と
続
い
て
い
た
。
し
か
し
、
両
ト
レ
ン
チ
で
出
土
し
た
水
路
の

位
置
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
両
者
は
厳
密
に
同
一
直
線
状
に
は
位

置
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
水
路
は
直
線
的
に
設
け
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
水
路
は

ほ
ぼ
同
一
標
高
に
位
置
し
て
お
り
（
Ｌ
704
：
850
・
756
ｍ
、
Ｌ
708
：

850
・746
ｍ
）、
こ
れ
だ
け
で
は
水
車
な
ど
の
設
備
を
動
か
す
に
十
分

な
水
流
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
西
壁
北

部
の
取
水
口
が
床
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
落
差

を
利
用
し
て
動
力
を
得
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ（
る
）
20

。
一
方
、

二
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二
〇
一
八
年
度
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
（
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
）
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査

）

七
三　
（

ト
レ
ン
チ
Ａ
で
出
土
し
た
よ
う
な
礫
層
は
、
本
調
査
区
で
は
確
認

で
き
な
か
っ
た
。

　

プ
ラ
ス
タ
ー
層　

岩
盤
と
ア
ク
ア
ダ
ク
ト
の
設
け
ら
れ
て
い
る

東
壁
と
の
間
に
は
、
厚
さ
5
㎝
程
度
の
プ
ラ
ス
タ
ー
の
層
が
あ
る

こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
（
図
8
ｂ
）。
す
な
わ
ち
、
岩
盤
に

プ
ラ
ス
タ
ー
が
塗
布
さ
れ
た
上
に
切
り
石
の
壁
を
積
ん
だ
こ
と
に

な
り
、
こ
れ
ら
が
同
時
期
の
建
造
だ
と
考
え
る
と
不
自
然
な
構
造

と
な
る
。
地
下
施
設
全
体
が
歪
ん
だ
形
状
を
し
て
い
る
こ
と
と
合

わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
水
利
施
設
の
基
礎
部
と
上
部
構
造

に
は
時
期
差
が
存
在
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　

東
壁
の
石
材　

施
設
東
壁
に
は
、
現
地
表
下
で
整
形
方
法
の
異

な
る
石
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
石
材
は
岩
盤
の
上
に
位
置

し
て
お
り
、
施
設
東
壁
の
最
下
段
を
形
成
す
る
建
材
の
一
つ
で
あ

る
。
ア
ク
ア
ダ
ク
ト
な
ど
に
は
ほ
ぼ
平
坦
に
加
工
さ
れ
た
石
材
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
石
材
は
か
な
り
粗
く
加
工
さ

れ
て
い
た
。
調
査
区
の
縁
に
近
接
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
石
材

の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
ア
ク
ア
ダ
ク
ト
の
壁
と
の
間
に
空

隙
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
本
来
は
一
連
の
構
造
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
石
材
上
端
の
標
高
が
、
ト
レ
ン
チ
Ａ
で
検
出

さ
れ
た
北
壁
と
南
壁
最
下
段
上
端
の
標
高
と
近
似
で
あ
る
こ
と
も
、

偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
北
壁
と
南
壁
の
最
下
段
も
、
粗

二
三
七

図 8b　地下施設の東壁とアクアダクト（トレンチ B）（西側から撮影）
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七
四　
（

史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
二
号

し
た
）
礫
層
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
性
格
は
な
お
詳
ら
か
で
な

い
。

　

一
方
、
本
施
設
の
平
面
形
が
歪
ん
だ
形
状
を
呈
し
て
い
る
こ
と
、

プ
ラ
ス
タ
ー
を
塗
布
し
た
岩
盤
の
上
に
壁
の
石
材
が
積
ま
れ
て
い

る
こ
と
、
施
設
を
形
成
す
る
壁
の
最
下
段
の
石
材
と
そ
れ
以
外
と

で
加
工
法
に
違
い
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
施
設
に
は
複
数
の

建
造
時
期
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
元
来
は
上
屋
の
な
い
構

造
の
上
に
、
後
代
に
上
部
構
造
が
付
加
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
場
合
、
土
層
か
ら
出
土
し
た
土
器
や
上
部
構
造
の
性
格
か
ら
、

最
初
の
段
階
は
ビ
ザ
ン
ツ
期
、
第
二
段
階
が
十
字
軍
期
〜
マ
ム

ル
ー
ク
朝
期
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
出
土
土
器

の
数
は
限
定
的
で
あ（
り
）
22

、
本
施
設
の
全
体
構
造
も
ま
だ
不
明
な
た

め
、
こ
れ
は
暫
定
的
な
推
論
の
域
を
で
な
い
。
こ
れ
ら
の
課
題
は

残
っ
て
い
る
も
の
の
、
調
査
期
間
の
都
合
上
、
こ
の
段
階
で
調
査

を
中
止
し
た
。

く
整
形
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
石
材
の
北
端
は
階
段
か
ら

到
達
す
る
施
設
出
入
口
の
北
端
と
同
位
置
に
あ
り
、
何
ら
か
の
関

連
性
が
考
え
ら
れ（
る
）
21

。

　

充
填
さ
れ
た
石
材　

ア
ク
ア
ダ
ク
ト
の
取
水
口
付
近
に
は
、
長

さ
約
2
ｍ
に
わ
た
っ
て
、
水
路
直
上
か
ら
約
90
㎝
の
高
さ
に
ま
で

石
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
比
較
的
大
き
な
石
が

ほ
と
ん
ど
隙
間
な
く
、
ほ
ぼ
垂
直
に
積
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
は
人
為
的
な
造
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
述
の
ア
ク
ア

ダ
ク
ト
直
上
の
廃
棄
物
は
、
こ
の
際
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
石
の
一
つ
は
直
径
が
約
80
㎝
で
中
央
部
分

に
直
径
約
12
㎝
の
円
形
の
穴
が
穿
た
れ
て
い
た
。
元
来
は
、
石
臼

の
上
石
な
ど
人
工
物
の
一
部
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
原
位
置
で
は
な
い
が
、
本
施
設
の
性
格
を
考
え
る
上
で
参

考
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
）
ま
と
め

　

今
回
調
査
を
行
っ
た
二
箇
所
の
ト
レ
ン
チ
か
ら
は
、
い
ず
れ
も

岩
盤
上
に
掘
り
込
ま
れ
た
幅
50
㎝
の
水
路
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
は
お
そ
ら
く
一
連
の
水
路
で
あ
り
、
西
方
の
貯
水
池
か
ら
東
方

の
地
下
水
路
へ
と
連
続
す
る
水
利
施
設
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
ト
レ

ン
チ
Ａ
の
水
路
以
南
か
ら
は
岩
盤
上
に
積
ま
れ
た
（
ま
た
は
堆
積

二
三
八
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第
八
八
巻
　
第
二
号

二
四
〇

杉
本
智
俊
・
菊
池
実
、
間
舎
裕
生　

二
〇
一
五
年　
「
二
〇
一
四
年
度　

ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
（
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
）
に
お
け
る
考
古
学
的
発

掘
調
査
」『
史
学
』
第
八
四
巻
第
一
―
四
号
、
五
二
三
―
五
三
六
頁
。

杉
本
智
俊
、
菊
池
実
、
渡
部
展
也
、
稲
野
裕
介
、
間
舎
裕
生　

二
〇
一

八
年　
「
二
〇
一
七
年
度　

ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
（
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治

区
）
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査
」『
史
学
』
第
八
七
巻
第
四
号
、

七
三
―
一
一
一
頁
。

杉
本
智
俊
・
西
山
伸
一
・
間
舎
裕
生　

二
〇
一
三
年　
「
二
〇
一
三
年

度
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
（
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
）
に
お
け

る
考
古
学
的
発
掘
調
査
」『
史
学
』
第
八
三
巻
第
一
号
、
五
七
―
八

七
頁
。

註（1
）　

本
調
査
は
、
同
自
治
政
府
観
光
遺
跡
庁
（
長
官　

ジ
ハ
ド
・
ヤ

シ
ン
氏
）
と
の
共
同
調
査
で
あ
る
。

（
2
）　

基
盤
研
究
Ａ
、
課
題
番
号24251015

。

（
3
）　

中
央
遺
構
は
二
〇
一
六
年
度
に
検
出
し
、
精
査
し
た
Ｌ
字
型
の

囲
み
で
構
成
さ
れ
た
正
方
形
の
遺
構
の
こ
と
で
あ
る
。
詳
細
や
位

置
に
つ
い
て
は
、
杉
本 

二
〇
一
六
年
ａ
、
特
に
図
7
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
4
）　

巡
礼
の
エ
ゲ
リ
ア
に
つ
い
て
はW

ilkinson, 100, 

ボ
ル
ド
ー

の
巡
礼
に
つ
い
て
はW

ilkinson,  27

を
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
、

ボ
ル
ド
ー
の
巡
礼
は
石
や
墓
に
つ
い
て
の
言
及
だ
け
で
教
会
に
つ

い
て
は
記
し
て
い
な
い
。
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
に
よ
る
エ
ウ
ス
ビ
ウ
ス

の
オ
ノ
マ
ス
テ
ィ
コ
ン
（O

nam
asticon

）
の
注
解
（Free-

m
an-Grenville,  13

）
も
、
エ
ゲ
リ
ア
と
同
様
、
こ
れ
ら
の
出
来

事
を
記
念
す
る
教
会
堂
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
5
）　

コ
ン
ダ
ー
と
キ
ッ
チ
ナ
ー
（Conder and K

itchener 1882, 
 307

）、
ゼ
リ
ン
（Sellin 1990

）、
ダ
ル
マ
ン
（D

alm
an 1925

）; 

ス
タ
ー
ン
バ
ー
グ
（Sternberg 1915,  21

）
は
伝
承
の
教
会
堂
を

ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
と
同
定
し
て
お
り
、
オ
ヴ
ァ
デ
ィ
ア
と

デ
・
シ
ル
ヴ
ァ 

（O
vadiah and de Silva 1981,  208

）
は
ブ
ル

ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
記
念
す
る
教
会
堂
、

フ
ィ
ン
ケ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
ら 

（Finkelstein, Bunim
ovitz, and 

Lederm
an 1997,  552

）
は
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
建
造
物
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
一
方
、
ヒ
ル
ベ
ト
・
マ
カ
ー
テ
ィ
ル
と
同
定
す

る
研
究
者
に
は
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー 

（Schneider 1934,  187

）、
ケ

ル
ゾ
ー 

（K
elso 1968, 53,

§ 214

）、
ケ
ー
ネ
ン 

（K
oenen 2003, 

21-22

）
が
い
る
。

（
6
）　

エ
ル
サ
レ
ム
周
辺
地
域
に
お
い
て
、「
十
字
軍
期
」
は
第
一
次

十
字
軍
到
来
の
一
〇
九
五
年
か
ら
サ
ラ
デ
ィ
ン
に
よ
る
エ
ル
サ
レ

ム
陥
落
ま
で
の
一
一
八
七
年
と
さ
れ
る
。

（
7
）　

教
会
堂
の
ア
プ
ス
部
あ
る
い
は
丸
い
シ
ボ
リ
ウ
ム
の
地
下
に
墓

を
造
る
こ
と
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
に
お
け
る
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
教

会
堂
で
も
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ベ
ト
・
ジ
ャ

ラ
（Beit Jala

）
の
教
会
堂
（M

agen and K
agan, 86-87

）
な

ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
）　

最
上
層
は
二
〇
一
六
年
度
出
土
資
料
（
Ｌ 

467
、PLD

-35023

）

で
、1 σ

 : 1183-1217 cal A
D
 

（68.2%

）; 2 σ
 : 1159-1225 cal 

A
D
 

（94.9%

）、
第
二
層
は
本
年
度
の
資
料
（PLD

-36972

）
で
、

1 σ
 : 1170-1175 cal A

D
 

（10.9%

）, 1183-1210 cal A
D
 

（57.3%
）; 2 σ

 : 1163-1218 cal A
D
 

（94.9%

）、
第
三
層
も
本
年



二
〇
一
八
年
度
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
（
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
）
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査

）

七
七　
（
二
四
一

度
の
資
料
（PLD

-36973

）
で
、1 σ

 : 1170-1175 cal A
D
 

（10.9%

）, 1183-1210 cal A
D
 

（57.3%

）;  2σ
 : 1161-1219 cal 

A
D
 （94.9%

）
で
あ
る
。
尚
、
床
の
石
の
間
か
ら
の
資
料
（PLD

-
36974

）
は
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
始
め
ま
で
の
幅
広
い

年
代
（1 σ

 : 1058-1075 cal A
D
 

（14.8%

）, 1154-1189 cal A
D
 

（53.4%
）; 2 σ

 : 1050-1083 cal A
D
 

（23.6%

）, 1151-1212 cal 
A
D
 （69.3%

））
と
な
っ
て
い
る
。

（
9
）　

石
が
黒
光
り
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
元
来
の
組
成
に
よ
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
に
人
々
が
触
っ
た
り
油
を
塗
っ
た
り

し
た
こ
と
に
よ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）　

教
会
堂
内
陣
部
分
の
敷
石
よ
り
も
、
小
ぶ
り
で
あ
る
。

（
11
）　

Ｗ
826
は
、
東
西
方
向
の
壁
Ｗ
824
と
直
交
し
プ
ラ
ス
タ
ー
が
連
続

し
て
い
る
。

（
12
）　

資
料
（PLD

-36975

）
の
暦
年
代
範
囲
は
以
下
の
通
り
。1 σ

 : 
1326-1344 cal A

D
 

（37.9%

）; 1394-1408 cal A
D
 

（30.3%

）。

2 σ
 : 1317-1353 cal A

D
 

（54.9%

）; 1389-1414 cal A
D
 

（40.5%

）。

（
13
）　

資
料
（
Ｌ
861
、PLD
-36977

）
の
暦
年
代
範
囲
は
以
下
の
通
り
。

1 σ
 : 1050-1083 cal A

D
 

（39.0%

）; 1127-1135 cal A
D
 

（6.0%

）; 1151-1169 cal A
D
 

（23.2%

）。2 σ
 : 1045-1095 cal 

A
D
 （44.5%

）; 1119-1208 cal A
D
 （50.9%

）。

（
14
）　

こ
の
地
区
の
作
業
期
間
は
、
二
〇
一
八
年
八
月
一
八
日
と
一
九

日
で
あ
っ
た
。
作
業
者
は
杉
本
智
俊
、
渡
部
展
也
、
間
舎
裕
生
、

有
吉
亮
、
長
尾
琢
磨
、
逢
坂
暖
、
ス
フ
ィ
ヤ
ン
・
ダ
イ
ス
で
あ
り
、

現
地
作
業
員
の
補
助
を
受
け
た
。

（
15
）　

預
言
者
の
墓
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
教
会

堂
内
の
他
の
場
所
を
調
査
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
塔
の
下

（
ア
プ
ス
の
脇
）
や
中
央
遺
構
北
側
翼
廊
な
ど
が
候
補
地
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。

（
16
）　

例
え
ば
、
ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ミ
テ
王
国
の
グ
ー
ル
・
ア
ッ
サ
フ

ィ
（Ghur al-Safi

） 

の
タ
ワ
ヒ
ー
ン
・
ア
ッ
ス
ッ
カ
ル
（T

aw
a-

hin al-Sukkar

、
十
三
世
紀
、M

illw
right 2010, Fig. 4.6

）
や

イ
ス
ラ
エ
ル
国
ハ
イ
フ
ァ
近
郊
の
ア
フ
ェ
ク
の
施
設
を
参
照
。
イ

ス
ラ
エ
ル
国
ア
ク
ア
・
ベ
ラ
遺
跡
（
十
字
軍
期
）、
エ
ジ
プ
ト
の
リ

ビ
ア
砂
漠
ダ
ハ
ラ
・
オ
ア
シ
ス
の
オ
ー
ル
ド
・
ミ
ル
（
十
二
世
紀
）、

隠
者
聖
パ
ウ
ロ
（St. John the A

nchorite

）
修
道
院
、 

ロ
ゼ
ッ

タ
、
ア
マ
ス
ヤ
リ
（A

m
asyali

）
の
家
の
ア
ブ
ー
・
シ
ャ
ヒ
ン
石

臼
（
九
世
紀
）
な
ど
は
、
水
流
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は

り
石
臼
を
回
す
施
設
で
同
様
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ

ナ
自
治
区
で
は
、
ベ
イ
テ
ィ
ン
村
の
北
西
約
4
・8
㎞
に
あ
る
ジ
フ

ナ
村
の
ビ
ザ
ン
ツ
期
〜
十
字
軍
期
の
要
塞
の
地
下
に
も
同
様
の
石

臼
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
17
）　

但
し
、
タ
ワ
ヒ
ー
ン
は
複
数
形
で
あ
る
。

（
18
）　

こ
の
貝
の
生
態
（
好
光
性
／
嫌
光
性
・
流
水
棲
／
止
水
棲
）
を

分
析
す
れ
ば
、
本
施
設
の
性
格
を
特
定
す
る
こ
と
に
寄
与
し
う
る

か
も
し
れ
な
い
。

（
19
）　

但
し
、
村
の
住
人
に
よ
る
と
、
岩
盤
が
露
出
し
た
状
態
は
見
た

こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
20
）　

上
述
ア
フ
ェ
ク
の
施
設
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い

る
。

（
21
）　

階
段
の
踊
り
場
部
分
が
石
組
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
土
が
込
め
ら
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
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（
22
）　

出
土
し
た
土
器
は
水
流
に
よ
る
磨
耗
を
受
け
て
お
り
、
外
部
か

ら
流
入
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
そ
れ
ら
の
大

部
分
が
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
貯
水
池
周
辺

部
に
は
十
字
軍
期
〜
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
居
住
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。


