
「
論－

銀

　
　
　
別
府
市
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財

　
　
　
発
掘
調
査
の
あ
ゆ
み
と
遺
跡
保
存

　
　
　
　
－
北
石
垣
所
在
の
遺
跡
を
中
心
に
Ｉ

る
が
、
こ
れ
は
遺
跡
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
住
居
跡
か
ら
恐
竜
の
骨
が

出
て
く
る
と
な
れ
ば
、
古
代
人
が
恐
竜
を
飼
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
食

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
遺
跡
を
構
成
す
る
一
要
素
に

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
約
六
五
〇
〇
万
年
前
に
絶
滅
し
た
恐
竜
が
、

た
か
だ
か
数
万
年
の
歴
史
し
か
持
た
な
い
人
類
と
接
点
が
あ
っ
た
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
非
会
員
　
永
　
野
　
康
　
洋
　
　
る
と
ヽ
こ
れ
の
方
が
遺
跡
な
ど
と
い
う
範
晴
を
超
え
た
大
発
見
で
あ
る
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
て
、
こ
れ
と
は
別
に
遺
跡
の
認
識
度
、
整
備
度
に
よ
っ
て
取
り
扱

１
．
遺
跡
の
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
少
し
難
し
い
言
い
方
で
あ
る
が
、
あ
る
遺

　
別
府
市
教
育
委
員
会
が
平
成
四
年
に
発
行
し
た
「
別
府
市
の
文
化
財
　
　
跡
の
ほ
ぼ
す
べ
て
、
あ
る
い
は
一
部
で
は
あ
る
が
そ
の
遺
跡
の
性
格
を

と
保
護
樹
」
に
附
し
て
い
る
『
別
府
市
文
化
財
分
布
図
』
（
筆
者
が
編
　
　
知
る
の
に
十
分
な
調
査
が
な
さ
れ
、
か
つ
整
備
さ
れ
、
一
般
に
公
開
で

集
し
た
の
で
あ
る
が
…
）
に
よ
る
と
、
大
字
北
石
垣
に
所
在
す
る
遺
跡
　
　
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
誰
で
も
が
遺
跡

に
は
、
北
石
垣
遺
跡
、
円
通
寺
遺
跡
、
諏
訪
本
遺
跡
、
春
木
芳
元
遺
跡
、
　
　
の
範
囲
や
性
格
、
特
徴
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
史
跡
指

鬼
の
岩
屋
古
墳
及
び
実
相
寺
古
墳
群
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
弥
生
　
　
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
十
分
な
保
護
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
十

時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鬼
の
岩
屋
古
墳
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
で
は
、
一
般
に
い
う
遺
跡
と
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
こ
れ
に
対
し
、
遺
跡
が
あ
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
内
容
が
十
分
に

文
化
財
行
政
で
は
遺
跡
に
は
大
き
く
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
　
　
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
北
石
垣
、
円
通
寺
、

過
去
の
人
々
の
生
活
の
跡
が
残
さ
れ
た
場
所
、
す
な
わ
ち
住
居
跡
や
古
　
　
諏
訪
本
、
春
木
芳
元
な
ど
の
遺
跡
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
法
律
上
「
埋
蔵

墳
な
ど
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
歴
史
的
大
事
件
な
ど
が
あ
っ
た
場
所
の
　
　
文
化
財
を
包
蔵
し
て
い
る
上
地
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
土
地
。
」
と

こ
と
で
、
○
○
合
戦
地
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
よ
く
遺
跡
の
発
掘
調
　
　
い
い
、
略
し
て
「
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
」
あ
る
い
は
「
周
知
の

査
を
す
る
と
い
う
と
、
「
恐
竜
の
骨
は
出
る
か
え
？
」
と
い
う
人
が
い
　
　
遺
跡
」
と
称
し
て
い
る
。

４－-



　
こ
れ
ら
の
遺
跡
内
で
土
木
工
事
を
行
う
場
合
は
、
事
前
の
発
掘
調
査

等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
町
村
で
実
施
さ
れ
て
い
る
発
掘

調
査
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
調
査
は
通
常
、
確
認
（
試
掘
）
調

査
で
遺
跡
の
存
在
の
有
無
、
性
格
、
範
囲
な
ど
を
把
握
し
、
本
調
査
を

実
施
す
る
か
な
ど
の
方
針
を
決
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
当
然
こ
れ
ら
を
判

断
、
決
定
す
る
に
は
、
考
古
学
の
知
識
と
経
験
を
有
す
る
者
が
行
う
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
範
囲
は
、
過
去
の

調
査
状
況
、
遺
物
の
採
集
な
ど
を
元
に
地
形
等
を
勘
案
し
な
が
ら
市
町

村
教
育
委
員
会
が
定
め
て
い
る
。

　
遺
跡
の
名
称
は
、
古
墳
や
官
術
な
ど
固
有
名
詞
を
使
用
す
る
場
合
以

外
は
、
通
常
小
字
名
を
付
け
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
名
称
だ
け
で
お
お
よ
そ
の
位
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
慣
例
化
す
る
以
前
に
は
、
あ

い
ま
い
な
名
称
を
付
け
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
春
木
芳
元
遺
跡
が
そ
れ

で
、
平
成
三
年
以
前
は
、
実
相
寺
遺
跡
と
称
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

実
相
寺
と
い
う
地
名
は
、
町
内
会
に
は
あ
る
も
の
の
小
字
で
は
存
在
し

な
い
。
あ
る
の
は
実
相
寺
山
と
い
う
小
字
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
「
実

相
寺
古
代
遺
跡
公
園
」
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

名
称
を
付
け
た
い
き
さ
つ
を
当
時
の
文
化
財
の
先
生
に
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
が
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
の
地
域
の
呼
び
名
を
、
字
図
な
ど

を
見
な
い
で
付
け
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て

大
き
な
弊
害
は
な
い
の
で
特
に
問
題
視
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
大
分
県

遺
跡
分
布
図
を
作
成
し
た
と
き
に
、
春
木
芳
元
遺
跡
に
変
更
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
遺
跡
自
体
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
た
め
、
そ
の
中
心
地

の
宇
芳
元
の
前
に
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
一
般
に
使
用
さ
れ
る

春
木
の
地
名
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

２
．
北
石
垣
の
遺
跡
群

　
は
じ
め
か
ら
話
が
そ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
下
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
の

性
格
を
簡
単
に
見
て
み
た
い
。

巾
　
北
石
垣
遺
跡

　
北
石
垣
遺
跡
は
、
上
人
南
町
か
ら
中
須
賀
本
町
に
か
け
て
の
地
域
で
、

平
成
十
年
度
に
開
発
に
伴
い
そ
の
一
部
が
発
掘
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
の
遺
物
が
数
多
く

出
土
し
た
。
現
在
ま
で
遺
物
の
整
理
及
び
調
査
報
告
書
は
発
行
さ
れ
て

い
な
い
が
、
ト
レ
ン
チ
ニ
箇
所
か
ら
出
土
し
た
遺
物
は
コ
ン
テ
ナ
十
数

箱
に
反
ん
で
い
る
。
複
合
目
縁
に
櫛
描
き
の
波
状
文
を
描
い
た
安
国
寺

式
と
よ
ば
れ
る
弥
生
土
器
や
須
恵
器
、
土
師
器
に
混
じ
っ
て
、
滑
石
製

の
紡
錘
車
や
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
、
そ
れ
に
奈
良
時
代
の
縁
粕
陶
器
の
破

片
も
出
土
し
て
い
る
。
地
中
は
お
そ
ら
く
春
木
川
の
氾
濫
の
影
響
を
受

－５－



け
た
と
思
わ
れ
る
疎
や
岩
が
混
入
し
て
お
り
、
さ
ら
に
ト
レ
ン
チ
の
み

の
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
確
な
遺
構
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

◆
緑
軸
陶
器
と
速
見
郡

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
ぴ
は
、
緑
粕
陶
器
片
の
出
土
で
あ
る
。
緑
粕
と

は
粕
薬
（
う
わ
ぐ
す
り
）
の
ひ
と
っ
で
、
鉛
の
酸
化
に
よ
り
鮮
や
か
な

緑
色
を
呈
す
る
こ
と
か
ら
こ
う
よ
ば
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
日
本
の
土

器
は
縄
文
・
弥
生
土
器
、
そ
れ
と
そ
の
系
譜
を
引
く
土
師
器
な
ど
の
い

わ
ゆ
る
素
焼
き
の
土
器
で
あ
る
。
そ
こ
に
朝
鮮
半
島
か
ら
導
入
さ
れ
た

須
恵
器
が
五
世
紀
に
登
場
す
る
。
そ
の
後
、
奈
良
時
代
に
な
り
、
緑
粕

や
三
彩
な
ど
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
技
術
は
基
本
的
に

中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
入
っ
て
き
た
も
の
で
、
あ
る
程
度
の

専
門
知
識
集
団
が
い
る
か
、
生
産
地
と
流
通
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
奈
良
時
代
に
は
こ
の
あ
た
り
に
有
力
な
権
力
者
が
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
速
見
郡
面
が
こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
豊
後
国
風
上
記
』
速
見
条

に
は
「
竜
門
出
　
郡
の
西
北
の
方
に
在
り
」
と
あ
る
。
竜
門
出
と
は
言

う
ま
で
も
な
く
ハ
幡
竜
門
神
社
が
鎮
座
す
る
後
方
の
山
の
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
れ
が
、
竜
門
出
が
郡
の
地
域
の
中
で
西
北
に
位
置
す
る
の
か
、

あ
る
い
は
部
面
の
西
北
方
向
に
竜
門
出
が
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

速
見
郡
の
区
域
が
現
在
の
別
府
市
、
日
出
町
、
杵
築
市
の
一
部
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
後
者
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
位
置

的
に
北
石
垣
遺
跡
あ
た
り
に
速
見
郡
長
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら

不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
わ
り
く
ど
く
書
い
た
が
、
要
す
る
に
別
府
地
域
に
お
い
て
緑
粕
が

見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
盲
従
な
ど
の
施
設
が
こ
の
付
近
に
あ
っ

た
可
能
性
を
示
す
資
料
の
一
つ
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

閉
　
円
通
寺
遺
跡

◆
調
査
開
始
と
そ
の
成
果

　
北
石
垣
遺
跡
に
隣
接
す
る
よ
う
に
円
通
寺
遺
跡
が
あ
る
。
現
在
の
別

府
大
学
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
る
。
現
在
は
通
称
旧
国
道
で
分
断
さ

れ
て
い
る
の
で
、
別
の
遺
跡
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
こ
の
二
つ
の
遺

跡
は
本
来
一
つ
の
遺
跡
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
以
前
か
ら
遺
跡
の

存
在
は
周
知
さ
れ
て
い
た
が
、
本
格
的
な
発
掘
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
平
成
九
年
に
別
府
大
学
校
地
内
で
校
舎
の
新
築
工
事
が
行
わ

れ
た
際
、
当
該
地
が
周
知
遺
跡
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
社
会
教
育
課
の

担
当
で
あ
っ
た
筆
者
が
基
礎
掘
り
の
段
階
で
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
多

く
の
弥
生
土
器
や
竪
穴
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
っ
そ
く
別
府
大
学

と
協
議
を
行
い
、
事
前
に
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
が
必
要
な
こ
と
、

同
大
学
に
は
文
化
財
学
科
が
あ
り
、
学
生
に
生
き
た
教
材
を
提
供
で
き

６－-



る
こ
と
な
ど
を
説
明
し
本
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
文
化
財

保
護
法
上
、
土
木
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
は
教
育
委
員
会
で
し
か
で
き

な
い
が
、
そ
の
と
き
は
大
学
の
特
殊
性
を
考
慮
し
学
術
調
査
と
し
て
調

査
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
ち
ょ
う
ど
福
岡
市
教
育
委
員
会
に
お
い

て
発
掘
調
査
の
最
前
線
で
活
躍
し
て
お
ら
れ
た
下
村
先
生
が
同
大
学
に

迎
え
ら
れ
た
と
き
で
あ
り
、
発
掘
担
当
者
と
し
て
調
査
の
す
べ
て
を
お

任
せ
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
別
府
市
教
育
委
員
会
と
し
て
は
学
術
調
査

で
あ
っ
て
も
調
査
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
毎
日
発
掘
現

場
に
赴
き
下
村
先
生
か
ら
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。
こ
の
発
掘

調
査
で
の
主
な
成
果
は
、
鉄
製
の
複
式
ヤ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の

鉄
器
が
出
土
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヤ
ス
と
は
返
し
の
つ
い
た
鈷
の
よ

う
な
も
の
で
、
本
の
棒
な
ど
に
く
く
り
つ
け
、
魚
な
ど
を
獲
る
道
具
で

あ
る
。
こ
れ
が
住
居
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。

　
別
府
大
学
で
は
、
こ
の
後
校
地
内
の
土
木
工
事
で
は
す
べ
て
発
掘
調

査
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
発
掘
件
数
は
平
成
十
七
年
度
末
ま
で
に
六
次

に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
中
の
第
四
次
調
査
で
は
、
速
見
郡
域
で
は
現

在
ま
で
唯
一
と
思
わ
れ
る
青
銀
鎖
も
出
土
し
て
い
る
。
径
約
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
こ
の
鎖
は
内
行
花
文
鎮
と
よ
ば
れ
る
形
態
で
、
彷
製
鎖
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
諏
訪
本
遺
跡
は
、
中
須
賀
の
八
幡
石
垣
神
社
の
付
近
で
あ
る
が
、
現

在
で
は
北
石
垣
遺
跡
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

即
　
春
木
芳
元
遺
跡

◆
遺
跡
の
発
見
と
賀
川
氏
・
鈴
木
氏
の
功
績

　
さ
て
、
冒
頭
に
少
し
述
べ
た
春
木
芳
元
遺
跡
の
こ
と
を
述
べ
よ
う
。

こ
の
遺
跡
の
最
初
の
発
見
は
昭
和
二
十
年
代
後
半
に
遡
る
。
昭
和
二
十

五
年
に
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
投
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に

基
づ
き
国
際
観
光
道
路
の
建
投
に
と
り
か
か
っ
た
。
長
い
間
九
州
横
断

道
路
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
こ
の
道
路
の
、
観
光
港
基
点
か
ら
堀
田

交
差
点
ま
で
が
国
際
観
光
道
路
で
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
に
始
ま
っ
た

工
事
は
観
光
港
か
ら
春
木
の
旧
国
道
と
交
差
す
る
と
こ
ろ
ま
で
が
第
一

期
工
事
、
現
在
の
春
木
薬
局
交
差
点
ま
で
が
二
期
工
事
、
春
木
川
ま
で

が
三
・
四
期
工
事
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
遺
跡
が
は
じ
め
て
発
見
さ
れ

た
の
は
昭
和
二
子
八
年
七
月
、
第
二
期
工
事
の
際
で
あ
っ
た
。
発
見
し

た
の
は
当
時
変
電
所
の
所
長
を
し
て
い
た
鈴
木
柴
氏
で
あ
っ
た
。
鈴
木

氏
は
重
機
で
掘
削
さ
れ
た
土
の
間
に
土
器
の
欠
片
や
石
器
、
そ
れ
に
竪

穴
住
居
址
と
お
ぼ
し
き
遺
構
、
さ
ら
に
は
自
然
石
に
よ
る
石
槨
状
の
施

設
に
埋
蔵
さ
れ
た
甕
棺
な
ど
を
発
見
し
た
。
鈴
木
氏
は
毎
日
工
事
現
場

に
出
か
け
、
遺
物
の
採
集
と
甕
棺
墓
の
実
測
な
ど
の
記
録
を
と
り
続
け

た
。
し
か
し
な
が
ら
第
二
期
工
事
に
お
い
て
は
遺
跡
の
す
べ
て
は
破
壊

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
第
三
・
四
期
に
お
い
て
も
遺
物
を
採
集
し
続
け
る
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鈴
木
氏
に
対
し
、
工
事
現
場
の
作
業
員
も
好
意
的
で
、
遺
物
を
見
つ
け

て
は
鈴
木
氏
に
届
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が

遺
跡
の
保
存
に
つ
な
が
る
こ
と
で
も
な
く
、
次
々
に
遺
構
が
破
壊
さ
れ

て
い
っ
た
が
、
づ
い
に
昭
和
三
十
一
年
三
月
二
十
日
、
文
化
財
保
護
委

員
会
（
元
文
化
庁
）
の
許
可
が
下
り
、
別
府
女
子
大
学
（
別
府
大
学
の

前
身
）
の
賀
川
光
夫
氏
（
故
人
）
と
、
別
府
市
教
育
委
員
会
、
別
府
市

文
化
財
保
存
会
の
共
同
で
五
日
間
と
い
う
短
期
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

た
。

　
こ
の
調
査
は
土
木
工
事
に
伴
う
調
査
と
し
て
は
、
大
分
県
下
で
は
じ

め
て
行
わ
れ
た
本
格
的
な
調
査
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
調
査
の

結
果
、
住
居
址
が
十
四
基
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
十
二
基
は
ほ
と

ん
ど
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
か
ろ
う
じ
て
復
元
で
き
る
の
は
二
基
だ
け
で

あ
っ
た
。
甕
棺
は
四
点
確
認
さ
れ
た
が
、
調
査
時
点
に
お
い
て
す
べ
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
石
槨
状
の
施
設
に
埋
葬
さ
れ
た
甕

棺
が
鈴
木
氏
に
よ
り
実
測
さ
れ
て
い
る
の
が
唯
一
の
記
録
で
あ
る
。
遺

物
と
し
て
は
、
西
平
式
の
縄
文
土
器
、
安
国
寺
式
を
主
と
す
る
弥
生
土

器
（
甕
、
壷
、
椀
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
調
査
以
前
に
鈴
木

氏
が
縄
文
土
器
片
百
五
十
点
、
石
器
十
九
点
、
剥
片
約
三
百
点
を
採
集

し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
報
告
書

は
ガ
リ
版
刷
り
で
市
教
育
委
員
会
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が

ら
遺
物
は
散
逸
し
て
教
育
委
員
会
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
現
行
法
に
お

い
て
は
発
掘
し
た
遺
物
は
拾
得
物
（
落
し
物
）
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
、

事
務
処
理
上
遺
物
が
散
逸
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
法
令
の
遵
守
意
識
が

低
か
っ
た
時
期
に
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
遺
跡
の
性
格
を
推
察
す
る
の
に
は
、
賀
川
氏

の
報
告
書
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
昭
和
三
十
二
年
に
は
こ
の
調
査
の

成
果
を
元
に
、
弥
生
時
代
の
住
居
二
棟
を
復
元
し
た
。
一
棟
は
竪
穴
式

住
居
で
、
も
う
一
棟
は
平
地
式
住
居
で
あ
る
。
平
面
プ
ラ
ン
は
調
査
に

お
け
る
住
穴
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
上
部
の
形
態
は
も
ち
ろ
ん
推
定

復
元
で
あ
る
。
ま
た
、
竪
穴
式
と
平
地
式
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
通
常

の
土
木
工
事
で
は
壁
面
の
残
存
部
分
や
遺
構
而
も
関
係
な
く
掘
削
す
る

こ
と
と
な
る
の
で
、
本
来
の
形
態
が
わ
か
り
に
く
い
場
合
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
竪
穴
式
、
平
地
式
が
確
実
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
点
も
あ

る
。
調
査
が
目
的
の
場
合
は
、
住
居
跡
な
ど
が
存
在
す
る
前
提
で
掘
削

す
る
の
で
、
こ
う
い
う
こ
と
は
起
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
復
元
住

居
は
昭
和
五
十
四
年
に
老
朽
化
の
た
め
建
て
替
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

平
成
四
・
五
年
に
も
再
度
建
て
替
え
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
に
は
、
棟
持

住
な
ど
す
べ
て
の
木
材
に
防
腐
加
工
を
施
し
、
地
中
部
分
も
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
注
入
し
た
土
管
を
基
礎
と
し
構
造
上
の
耐
久
度
を
高
め
た
。
し
た

が
っ
て
、
屋
根
を
葺
い
て
い
る
茅
だ
け
を
取
り
替
え
れ
ば
長
期
間
使
用
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で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、
屋
根
だ
け
を
見
て
老
朽
化

し
て
い
る
と
の
話
が
ま
た
出
て
き
て
い
る
が
、
教
育
委
員
会
は
予
算
面

を
考
慮
し
て
修
復
し
な
い
方
針
の
よ
う
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
解
体
の

話
も
出
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
前
述
の
よ
う
に
屋
根
の
葺
き
替
え
だ
け

な
の
で
費
用
的
に
も
安
価
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
に
残
念
で
あ
る
。

　
こ
の
復
元
住
居
に
は
、
埋
蔵
文
化
財
不
遇
の
時
代
に
あ
っ
て
、
賀
川

光
夫
氏
、
鈴
木
栄
氏
、
藤
内
喜
六
氏
な
ど
の
努
力
と
文
化
財
に
対
す
る

思
い
に
よ
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
っ

と
こ
れ
ら
大
先
輩
の
業
績
を
称
え
、
そ
の
精
神
を
引
き
継
ぐ
べ
き
で
は

な
い
か
と
思
う
。

　
な
お
、
賀
川
先
生
が
調
査
さ
れ
た
位
置
図
と
、
今
回
及
び
近
年
発
掘

調
査
し
た
地
点
を
作
図
し
た
の
で
、
念
の
た
め
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

◆
箱
式
石
棺
の
発
見

　
平
成
十
八
年
二
月
、
九
州
横
断
道
路
沿
い
の
春
木
川
と
交
差
す
る
二

百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
で
、
古
墳
時
代
の
箱
式
石
棺
が
出
土
し
た
。
筆
者

が
こ
の
調
査
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
が
、
対
象
地
は
横
断
道
路
か
ら
数

メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
上
部
（
表
面
に
近
い
部
分
）

は
削
平
さ
れ
て
い
た
た
め
、
包
含
層
（
遺
物
が
入
っ
て
い
る
層
。
別
府

市
の
場
合
は
、
火
山
灰
が
黒
く
変
色
し
た
層
が
多
い
。
）
が
残
存
し
て

い
る
く
ら
い
と
予
想
し
て
い
た
。
確
認
用
の
ト
レ
ン
チ
を
重
機
に
よ
り

掘
削
し
た
と
こ
ろ
、
案
の
定
、
包
含
層
が
残
存
し
て
お
り
、
須
恵
器
、

弥
生
土
器
な
ど
が
出
土
し
た
。
表
土
の
す
ぐ
下
か
ら
は
三
和
土
で
作
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
箱
状
の
施
設
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
包
含
層
も
撹
乱

さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
ん
と
箱

式
石
棺
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
和
土
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
火
山
性
の

白
っ
ぽ
い
凝
灰
岩
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
四
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
で
も

う
一
基
小
型
の
箱
式
石
棺
が
出
土
し
た
。
と
り
あ
え
ず
最
初
に
出
土
し

た
方
を
一
号
、
小
型
の
方
を
二
号
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
箱
式
石
棺
と

は
平
板
状
の
石
を
組
み
合
わ
せ
、
箱
状
の
空
間
を
つ
く
り
だ
し
た
埋
葬

施
設
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
し
古
墳
の
埋
葬
施
設
に
つ
い
て
整
理

し
て
み
た
い
。
ま
ず
古
墳
の
定
義
で
あ
る
が
、
以
前
は
高
塚
式
（
土
を

高
く
盛
っ
た
ご
の
墳
墓
を
古
墳
と
い
い
、
古
墳
が
出
現
し
た
時
期
を
古

墳
時
代
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
に
よ
る
新
し
い
発
見
が
あ

り
、
弥
生
時
代
に
も
方
形
周
溝
墓
や
方
形
含
状
墓
な
ど
か
な
り
大
き
な

規
模
で
盛
土
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
こ
の
定
義
も
揺

ら
い
で
く
る
。
現
在
で
は
前
方
後
円
墳
と
い
う
画
一
的
な
墳
墓
形
態
の

出
現
を
古
墳
（
時
代
）
と
と
ら
え
る
見
方
が
。
一
般
的
で
あ
る
。

９
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◆
古
墳
時
代
の
時
代
観

　
古
墳
時
代
は
大
き
く
三
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。
初
期
古
墳
が
出
現
す

る
前
期
（
三
世
紀
末
～
四
世
紀
末
）
、
大
山
古
墳
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

巨
大
古
墳
の
中
期
（
五
世
紀
）
、
巨
大
な
横
穴
式
石
室
と
群
築
垣
の
後

期
（
六
世
紀
～
）
で
あ
る
。
埋
葬
施
設
は
、
概
ね
竪
穴
式
か
ら
横
穴
式

へ
と
変
化
し
て
い
く
。

　
箱
式
石
棺
は
も
と
も
と
弥
生
時
代
か
ら
続
く
墓
制
で
、
比
較
的
早
い

時
期
の
古
墳
の
主
体
部
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
同
じ
石
棺
で
も

割
竹
型
、
舟
型
、
長
持
型
、
家
型
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
る
。
他
の
石

棺
が
石
室
内
部
に
安
置
さ
れ
二
重
の
空
間
を
持
つ
の
に
対
し
、
箱
式
は

直
接
埋
め
ら
れ
る
た
め
に
一
つ
の
空
間
し
か
持
た
な
い
。
似
た
よ
う
な

埋
蔵
施
設
に
石
屋
形
や
石
障
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
性
格
的
に
は
他
の
石

棺
と
同
じ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
別
府
市
内
の
箱
式
石
棺
は
い
ず
れ
も
弥
生
時
代
の
も
の

で
、
朝
見
神
社
の
背
後
地
と
、
べ
っ
ぶ
ア
リ
ー
ナ
の
北
側
の
現
在
駐
車

場
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
（
青
山
町
）
の
ニ
ケ
所
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

朝
見
の
そ
れ
は
昭
和
二
十
年
代
に
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
別
府

市
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
鉄
平
石
と
い
わ
れ
る
板
状
節
理
に
よ

る
平
た
い
安
山
岩
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
内
部
に
朱
が
施
さ
れ
て

い
る
。
青
山
町
の
そ
れ
は
、
昭
和
四
十
一
年
の
ホ
テ
ル
建
設
の
際
に
地

表
下
約
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
発
見
さ
れ
、
別
府
大
学
の
後
藤
重
巳
教
授
に

よ
り
調
査
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
埋
め
戻
さ
れ
た
。

◆
箱
式
石
棺
の
概
要
と
遺
物

　
そ
こ
で
今
回
出
土
し
た
箱
式
石
棺
で
あ
る
が
、
一
号
石
棺
は
、
外
寸

二
百
四
十
×
百
セ
ン
チ
で
、
長
辺
に
二
枚
、
短
辺
に
一
枚
の
厚
さ
十
セ

ン
チ
ほ
ど
の
板
石
で
構
築
さ
れ
、
高
さ
は
約
八
十
セ
ン
チ
で
あ
る
。
板

石
は
や
や
台
形
状
で
短
辺
を
土
に
し
て
い
る
た
め
十
～
十
五
度
ほ
ど
内

傾
し
て
お
り
、
強
度
的
な
安
定
を
図
っ
て
い
る
。
蓋
石
は
残
存
し
て
い

な
い
が
、
加
工
さ
れ
た
板
石
の
欠
片
が
出
土
し
て
お
り
、
本
来
は
当
然

有
蓋
石
棺
で
あ
っ
た
。
板
石
は
凝
灰
岩
質
で
き
わ
め
て
軟
く
加
工
が
容

易
で
ノ
ミ
痕
が
は
っ
き
り
と
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
石
材
の
産
地
は
確
認

し
て
い
な
い
。
周
辺
か
ら
は
小
規
模
な
周
溝
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
周

辺
や
石
棺
内
か
応
出
土
し
た
須
恵
器
の
形
式
か
ら
推
察
す
る
と
、
五
世

紀
中
葉
に
営
ま
れ
た
径
約
六
メ
ー
ト
ル
の
古
墳
の
主
体
部
と
考
え
ら
れ

る
。
石
棺
は
長
袖
方
向
に
ほ
ぼ
真
東
を
向
い
て
お
り
、
内
部
に
は
厚
く

ベ
ン
ガ
ラ
が
施
さ
れ
て
い
た
。
東
壁
側
に
粘
上
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
お

り
、
披
葬
者
の
枕
と
考
え
る
の
に
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
を
枕

と
し
て
遺
体
が
安
置
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
胸
の
部
分
の

床
面
に
剣
と
刀
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
当
時
は
剣
と
刀
を
抱
え
込
む
よ

う
に
安
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
別
府
市
域
に
お
い
て
は
、
浜
脇
金
比
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羅
山
横
穴
墓
で
刀
の
残
片
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
完
形
で
し
か

も
良
好
な
状
態
で
出
土
し
た
の
は
は
じ
め
て
で
あ
る
。
他
に
鉄
斧
、
鉄

鏃
、
刀
子
、
耳
環
な
ど
も
出
土
し
た
が
、
石
棺
内
の
埋
上
中
に
浮
い
た

状
態
で
出
土
し
た
た
め
、
石
棺
の
副
葬
品
か
は
判
明
し
て
い
な
い
。
現

在
こ
れ
ら
を
別
府
大
学
文
化
財
研
究
所
に
保
存
処
理
を
依
頼
し
て
お
り
、

詳
細
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
公
表
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
二
号
石
棺
は
、
外
寸
百
二
十
×
九
十
セ
ン
チ
で
一
号
の
ほ
ぼ
二
分
の

一
の
大
き
さ
で
あ
る
。
一
見
小
児
用
と
思
わ
れ
る
が
、
台
形
状
の
板
石

が
長
辺
を
上
に
し
て
お
り
、
組
み
合
わ
せ
か
た
も
粗
雑
に
感
じ
る
こ
と

か
ら
、
も
し
か
す
る
と
、
急
造
の
大
入
用
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
そ

の
場
合
は
屈
葬
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
床
面
は
十
～
二
十
セ
ン
チ
ほ

ど
の
自
然
石
を
敷
き
詰
め
て
い
る
が
、
東
壁
側
の
頭
部
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
位
置
だ
け
石
が
抜
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
自
然
に
抜
け
た
も
の

か
人
為
的
な
も
の
か
は
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
石
棺
内
部
か
ら
は
坏
、

坏
蓋
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
。
石
棺
蓋
は
一
号
と
同
様
に
残
存
し
て
い
な

か
っ
た
。

　
今
回
は
四
箇
所
の
ト
レ
ン
チ
か
ら
二
基
の
石
棺
が
出
土
す
る
と
い
う

高
い
確
率
で
の
発
見
で
あ
り
、
ま
た
土
層
の
切
り
合
い
や
以
前
近
所
か

ら
勾
玉
が
出
土
し
た
と
い
う
近
隣
の
方
の
話
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
こ

の
地
域
に
は
ま
だ
未
発
見
の
古
墳
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
今

１号石棺　完掘状況１号石棺　付近全景

１号石棺内刀剣出土状況
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回
の
発
掘
調
査
は
土
木
工
事
自
体
が
埋
土
工
事
で
あ
り
遺
跡
自
体
は
保

存
さ
れ
る
た
め
本
調
査
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
二
基
の
石
棺
に
つ
い

て
は
別
府
大
学
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー
の
協
力
を
得
て
実
測
し
、
近
く

の
実
相
寺
古
代
遺
跡
公
園
内
に
仮
移
設
し
た
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
正

式
な
移
設
場
所
も
決
ま
ら
ず
、
石
棺
内
や
周
辺
の
石
も
そ
の
ま
ま
で
放

置
さ
れ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

３
．
発
掘
調
査
と
今
後
の
遺
跡
保
存

　
さ
て
、
今
回
の
箱
式
石
棺
の
発
見
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
別
府
市
域
に
お
け
る
古
墳
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鬼

２号石棺　付近全景

２号石棺　完掘状況

の
岩
屋
古
墳
一
号
墳
・
同
二
号
墳
・
太
郎
塚
・
次
郎
塚
・
鷹
塚
・
天
神

畑
古
墳
の
六
基
だ
け
で
、
い
ず
れ
も
北
石
垣
地
域
に
所
在
し
て
い
る
。

し
か
も
す
べ
て
六
世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
鬼
の
岩
屋
古
墳
一
号
墳
・
同
二
号
墳
・
天
神
畑
古
墳
の
主

体
部
は
横
穴
石
室
で
あ
る
。
鷹
塚
は
近
隣
住
民
の
証
言
、
太
郎
塚
・
次

郎
塚
は
露
出
し
て
い
る
岩
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
横
穴
石
室
墳
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
同
一
の
首
長
な
ど
の
権
力
の
支
配
下
に

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
鬼
の
岩
屋
は
豊
後
国
風
土
記
や
日
本

書
紀
景
行
天
皇
記
に
記
さ
れ
る
青
・
白
の
土
蜘
蛛
の
墳
墓
で
は
な
く
、

そ
れ
を
景
行
天
皇
と
と
も
に
駆
逐
し
た
迷
津
姫
の
墓
で
は
な
い
か
、
そ

石棺移設作業①

石棺移設作業②
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れ
は
海
部
の
民
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
も
近
年
さ
れ
て
い
る
。

　
今
回
の
箱
式
石
棺
は
時
期
も
一
世
紀
以
上
の
差
が
あ
り
、
埋
葬
形
態

も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
箱
式
石
棺
の
時
代
か
ら
、
横

穴
石
室
の
時
代
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
無
理
の
な
い
見
方

で
あ
る
。
今
ま
で
の
別
府
市
域
の
遺
跡
は
、
古
墳
に
関
し
て
言
え
ば
後

期
古
墳
ば
か
り
で
あ
り
、
前
期
、
中
期
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
前
期

の
遺
物
も
あ
る
た
め
単
に
古
墳
を
造
営
す
る
だ
け
の
有
力
者
が
い
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
中
期
の
古
墳
（
跡
）
が
見
つ
か
べ
た
こ
と
は
、
古

墳
時
代
の
推
移
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
こ
と
が
説
明
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
別
府
市
の
古
墳
時
代
の
様
相
の
一
場
面
が
明

ら
か
に
な
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
野
次
馬
的
見
方
を
す
れ
ば
、
箱
式
石
棺
を
造
営
し
た
支
配
者

と
横
穴
石
室
墳
を
築
造
し
た
支
配
者
は
別
で
、
後
者
が
前
者
を
征
服
し

た
と
い
う
考
え
も
ま
っ
た
く
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
墳
丘
の
わ
り

に
大
き
く
、
し
っ
か
り
し
た
石
棺
の
披
葬
者
が
ど
う
い
う
支
配
者
で
あ
っ

た
の
か
、
海
部
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
前
に
こ
の
地
を
支
配
し
た

別
の
系
譜
の
一
族
な
の
か
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
も
、
歴
史
研
究
の
面

白
さ
の
一
つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
後
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
大

い
に
期
待
し
た
い
。

　
今
ま
で
別
府
市
域
に
お
け
る
縄
文
、
弥
生
、
古
墳
の
遺
跡
は
た
い
し

た
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
。
確
か
に
宇
佐
、
日
田
、
大
分
な
ど

の
遺
跡
に
比
較
す
る
と
、
そ
の
数
、
規
模
に
お
い
て
見
劣
り
が
す
る
た

め
、
文
化
財
施
策
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
筆
者
も
ど

こ
か
で
そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
別
府
の
文
化
財
の
柱

は
近
代
以
降
の
建
築
物
に
あ
る
と
考
え
、
近
代
化
遺
産
の
発
掘
に
精
を

出
し
て
い
た
。
最
近
で
は
多
く
の
人
が
近
代
化
遺
産
の
重
要
性
に
気
づ

き
、
保
護
を
訴
え
る
こ
と
を
よ
く
見
か
け
る
。
こ
れ
は
文
化
財
保
護
の

立
場
か
ら
考
え
て
望
ま
し
い
傾
向
で
あ
る
と
思
う
。

　
し
か
し
、
今
回
文
化
財
行
政
を
離
れ
て
、
ふ
と
足
元
を
見
つ
め
な
お

す
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
文
化
と
は
地
域
性
が
あ
る
。
大
量
の
土
器
で

は
な
く
、
た
と
え
一
片
の
か
け
ら
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
地
域
の

人
々
の
歴
史
を
物
語
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

他
の
地
域
と
比
較
し
見
劣
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
地
域
の
文

化
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
大
切
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
面
の
中
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
文
化
財
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
ど
う
保
存
・
活
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

も
う
い
ち
ど
考
え
て
み
る
時
期
に
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
発
掘

の
成
果
が
、
今
自
分
が
生
ま
れ
た
土
地
の
文
化
を
ど
う
守
っ
て
い
く
の

か
の
、
皆
に
問
い
か
け
る
一
つ
の
契
機
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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