












　

出
土
文
字
資
料
の
釈
読
を
続
け
て
い
ま
す
。
市
内
で
出

土
し
た
も
の
を
一
点
一
点
確
認
し
て
い
く
地
道
な
作
業
で

す
が
、
現
在
九
〇
点
あ
ま
り
の
木
簡
の
調
査
を
終
え
ま
し

た
。

　

最
近
調
査
し
た
も
の
に
は
金
武
青
木
Ａ
遺
跡
出
土
木
簡

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
昨
年
発
掘
調
査
さ
れ
、
現
地

説
明
会
に
は
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
し
た
。
木
簡
は
木
片
に

墨
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
環
境
の
変
化
に
よ
っ

て
状
態
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
き
れ

ば
出
土
か
ら
時
間
を
お
か
ず
に
文
字
を
読
み
取
る
の
が
一

番
良
く
、
今
回
は
そ
の
幸
運
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
木
簡
に

は
金
武
青
木
Ａ
遺
跡
が
あ
る
早
良
郡
以
外
の
郡
名
が
記
さ

れ
る
な
ど
、
行
政
区
域
を
超
え
た
人
の
移
動
も
う
か
が
わ

れ
、
今
後
こ
の
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
が

で
き
な
い
資
料
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

来
年
の
刊
行
に
向
け
て
、『
資
料
編  

近
世
１
』
の
校
正

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

校
正
は
一
つ
一
つ
の
文
字
の
確
認
・
訂
正
だ
け
で
は
な

く
、
レ
イ
ア
ウ
ト
に
ま
で
作
業
が
及
び
ま
す
。
原
史
料
の

文
字
は
毛
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
中
に
は
史
料
と
同

じ
よ
う
に
活
字
で
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
も
あ
り
ま

す
。

　

そ
の
た
め
要
領
を
作
成
し
た
上
で
校
正
を
行
う
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
で
記
述
方
法
の
相
違
や
、
文
字

の
大
き
さ
や
高
さ
自
体
に
意
味
が
あ
っ
た
り
と
、
統
一
・

整
理
を
す
る
だ
け
で
も
ひ
と
苦
労
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
何
回
か
校
正
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
し
ば
ら
く
は
悩
ま
し
い
日
々
が
続
き
そ
う
で
す
。

　

土
器
を
じ
っ
く
り
観
察
す
る
と
、
土
器
が
焼
か
れ
る
前

に
粘
土
に
絡
め
取
ら
れ
た
「
何
か
」
の
痕
が
見
つ
か
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
型
を
と
っ
て
、
顕
微
鏡
で
見
て
み

る
と
、
虫
や
米
、
豆
類
な
ど
、
浮
か
び
上
が
る
姿
は
、
何

と
も
リ
ア
ル
。
米
に
つ
く
虫
と
し
て
知
ら
れ
る
コ
ク
ゾ
ウ

ム
シ
は
、
表
面
が
固
い
の
で
、
残
り
が
良
け
れ
ば
、
虫
表

面
の
凹
凸
ま
で
が
、
土
器
に
「
記
録
」
さ
れ
ま
す
。

　
『
資
料
編  

考
古
３
』
で
は
、
ど
の
時
代
の
土
器
に
、

ど
の
よ
う
な
痕
跡
が
あ
っ
た
の
か
、
四
箇
遺
跡
や
重
留
遺

跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
も
の
を
例
に
、
そ
の
リ
ア
ル
な
姿
を

掲
載
し
ま
す
。

　

次
回
の
『
資
料
編  

中
世
２
』
は
、
副
題
を
「
市

外
所
在
文
書
」
と
し
、
福
岡
市
外
に
所
在
す
る
古
文
書
の

中
か
ら
、
福
岡
市
域
に
関
係
す
る
も
の
を
選
び
出
し
て
収

録
し
ま
す
。
刊
行
は
平
成
二
十
六
年
の
予
定
で
す
。
現
段

階
で
は
、
市
外
に
所
在
す
る
中
世
文
書
の
情
報
を
で
き
る

だ
け
多
く
収
集
し
、
収
録
で
き
る
よ
う
、
計
画
を
練
り
つ

つ
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
基
礎
的
な
情
報
を
作
成
し
て

い
る
途
中
で
す
の
で
、
概
数
も
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

石
清
水
八
幡
宮
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
筥
崎
宮
関
係
の
文
書

を
は
じ
め
と
し
て
、
充
実
し
た
内
容
を
お
届
け
で
き
る
よ

う
、
日
々
作
業
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

近
現
代
専
門
部
会
で
は
こ
れ
ま
で『
資
料
編  

近
現
代
１
』

（
平
成
二
十
四
年
刊
行
）
を
「
政
治
・
行
政
」
分
野
の
資
料

編
と
し
て
資
料
調
査
、
収
集
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ

れ
ま
で
の
調
査
研
究
を
ふ
ま
え
、
明
治
前
期
に
お
け
る
福

岡
・
博
多
の
社
会
を
記
録
し
た
資
料
群
を
収
録
と
す
る
方

針
へ
変
更
し
ま
し
た
。

　

既
刊
『
福
岡
市
史
』
は
市
制
施
行
以
後
（
す
な
わ
ち
明

治
後
半
）
を
主
な
対
象
と
し
て
い
た
の
で
、既
刊
で
は
フ
ォ

ロ
ー
で
き
な
か
っ
た
時
代
の
資
料
に
取
り
組
む
こ
と
に
は

新
修
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
本
誌
第
一
〇
号
で
紹
介
し
た
筆
耕
作
業
の
う
ち
、

一
部
は
「
近
現
代
１
」
に
収
録
さ
れ
、
他
の
部
分
は
「
近

現
代
２
」
の
編
集
に
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

民
俗
専
門
部
会
に
と
っ
て
は
本
編
と
も
い
う
べ
き
民
俗

編
に
向
け
て
、
市
内
の
祭
礼
・
催
事
の
調
査
を
始
め
ま
し

た
。
博
多
三
大
祭
り
（
博
多
ど
ん
た
く
港
ま
つ
り
・
博
多

祇
園
山
笠
・
筥
崎
宮
放
生
会
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
大

規
模
な
も
の
か
ら
、
町
の
小
さ
な
社
や
堂
を
近
所
の
家
数

軒
で
祭
る
よ
う
な
小
規
模
な
も
の
ま
で
、
福
博
の
祭
り
は

街
の
多
様
性
を
表
す
よ
う
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
ま

す
。
可
能
な
範
囲
で
実
地
調
査
を
行
い
つ
つ
、
街
の
暮
ら

し
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
祭
礼
・
催
事
が
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
の
か
、
今
後
探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

も
っ
か
ん

か
な
た
け
あ
お  

き

さ 

わ 

ら

い
わ  

し  

み
ず

は
こ
ざ
き
ぐ
う

ほ
う
じ
ょ
う
や

や
し
ろ




