
－  305  －

史
苑
（
第
七
五
巻
第
二
号
）

　
二
〇
一
四
年
夏
、
ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
チ
ー
ム（

（
（

は
、
ま
ず
七

月
二
三
か
ら
二
六
日
と
八
月
五
・
六
日
）、
聖
堂
南
側
廊
外
側
の
附
属

礼
拝
堂
で
、ト
ル
コ
隊
が
二
月
に
着
手
し
て
い
た
作
業
を
引
き
継
ぎ
、

聖
堂
の
外
拝
廊
や
内
部
戸
口
の
敷
居
石
の
レ
ヴ
ェ
ル
（
四
七
二･

七
五
五
ｍ
）
ま
で
一
～
一
・
二
ｍ
ほ
ど
の
厚
さ
の
瓦
礫
と
堆
積
土
を

除
去
し
て
整
地
し
た
。
そ
の
結
果
、
礼
拝
堂
自
体
を
三
つ
の
小
部
屋

（
東
か
ら
順
に
礼
拝
堂
第
１
～
３
室
：C

h. room
1-3

）
に
分
か
つ

二
つ
の
壁
体
（
仕
切
り
壁
Ａ
・
Ｂ
：P

W
 A

, B

）、
ま
た
礼
拝
堂
の

西
側
で
は
、
外
拝
廊
か
ら
ク
ロ
ノ
ス
神
殿
方
面
に
抜
け
る
通
路
（
南

西
通
路
：S

W
 P

ath.

）、
さ
ら
に
そ
の
西
側
に
二
つ
の
小
部
屋
（
東

か
ら
順
に
、
仕
切
り
壁
Ｃ
：PW

 C
 

に
よ
り
分
か
た
れ
る
南
西
第
１
、

第
２
室
：S

W
 room

 1-2

。
但
し
南
西
第
２
室
は
観
光
客
用
の
遊

歩
道
の
下
に
な
っ
て
い
て
発
掘
で
き
ず
）
の
存
在
を
確
認
し
た
（
写

真
１
）。

　
同
期
間
、
南
翼
廊
東
側
に
視
認
さ
れ
た
壁
体
（E

O
W
 

とS
O

W

）

に
つ
い
て
も
南
東
隅
の
位
置
を
確
定
し
、
そ
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
が
、
隅
石
が
原
位
置
か
ら
動
い
て
し
ま
っ
て
お
り
、
確

定
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
東
面
の
壁
体
は
ア
プ
シ
ス
の
東
端
面
の

延
長
上
に
築
か
れ
て
い
る
一
方
、
南
面
の
壁
体
も
、
概
ね
翼
廊
の
南

端
面
の
延
長
上
に
築
か
れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
写
真

２
）。

　
ラ
マ
ダ
ン
明
け
の
休
暇
を
数
日
は
さ
み
、
八
月
一
日
か
ら
南
翼
廊

調
査
報
告

ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告（
二
〇
一
四
）　
―
考
古
学
・
建
築
上
の
知
見
か
ら
―

浦
　
野
　
　
　
聡

キ
ー
ワ
ー
ド

　
ビ
ザ
ン
ツ
　
聖
堂
　
モ
ザ
イ
ク
　
内
陣
　
祭
壇
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第
７
室
の
、
地
表
面
か
ら
数
十
㎝
に
築
か
れ
た
二
×
三
ｍ
ほ
ど
の
台

状
の
煉
瓦
積
み
構
造
体
を
発
掘
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
規
模
や
形
状

等
か
ら
家
族
墓
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

東
西
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
ふ
た
つ
に
分
か
た
れ
た
区
画
か
ら
は
、
人

骨
や
副
葬
品
等
は
、
青
銅
製
の
ピ
ン
セ
ッ
ト
を
除
い
て
は
見
い
だ
さ

れ
ず
、
結
局
、
そ
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
も
の
の
、
墓
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
も
不
分
明
と
な
っ
た
。
平
行
し
て
八
月
三
日
か
ら
二
八

日
ま
で
、
内
陣
（
祭
壇
部
）
の
床
面
を
出
し
、
傷
み
の
激
し
い
象
嵌

モ
ザ
イ
ク
（
オ
プ
ス
・
セ
ク
テ
ィ
ー
レ
）
舗
床
の
調
査
・
記
録
・
保

存
作
業
を
行
う
一
方
、
身
廊
北
東
、
隅
床
面
に
一
ｍ
×
二
ｍ
程
度
の写真１　 附属礼拝堂と周辺施設
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試
掘
を
行
い
。
床
面
モ
ザ
イ

ク
を
確
認
・
調
査
・
記
録
・

保
存
し
た
。
床
面
に
つ
い
て

は
、
テ
デ
ス
キ
の
調
査
報
告

に
詳
細
を
譲
り
、
本
稿
で
は
、

建
築
面
に
関
わ
る
所
見
を
主

と
し
て
記
す
こ
と
と
す
る
。

１ 

附
属
礼
拝
堂
と
周
辺
施
設

　
附
属
礼
拝
堂
は
、
聖
堂
の

南
側
廊
南
外
壁
を
自
ら
の
北

側
壁
と
し
て
共
有
す
る
一

方
、
ア
プ
シ
ス
北
面
や
北
西

部
角
等
の
接
合
部
に
お
い
て

は
、
聖
堂
そ
れ
自
体
か
ら
構

造
的
に
独
立
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
礼
拝
堂
は
聖
堂
躯

体
よ
り
後
の
建
設
に
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に

ト
ル
コ
隊
は
、
古
代
末
期
に

属
す
る
銀
銅
貨
一
点
と
青
銅

貨
三
点
、
一
一
世
紀
の
銅
貨

一
点
を
、
礼
拝
堂
の
地
表
面
か
ら
発
見
し
て
い
た
（
本
号
村
田
報
告

参
照
）。
南
側
の
空
き
地
が
、
一
時
、
放
牧
地
な
い
し
果
樹
等
の
作

付
け
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
聖
堂
の
南
外
壁
に
沿
う
礼
拝
堂

の
周
辺
は
牧
畜
や
耕
作
に
邪
魔
な
瓦
礫
等
の
廃
棄
場
所
と
な
っ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
場
所
、
こ
の
層
位
か
ら
見
つ
か
っ
た
貨

幣
を
礼
拝
堂
の
建
設
・
使
用
年
代
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
、
二
〇
一
一
年
に
ク
ロ
ノ
ス
神
殿
の
ポ
デ
ィ
ウ
ム
上
か

ら
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
の
彩
秞
陶
器
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、ま
た
一
四
年
、

神
殿
の
玄
関
階
段
最
下
段
あ
た
り
で
、
キ
リ
ス
ト
と
十
二
使
徒
を
意

匠
と
す
る
聖
水
容
器
の
抜
き
型
や
貝
殻
、
動
物
骨
が
見
つ
か
っ
た
こ

と
に
照
ら
し
（
い
ず
れ
も
未
公
刊
）、
こ
の
南
側
が
、
古
代
末
期
と

ビ
ザ
ン
ツ
中
期
に
工
房
そ
の
他
の
施
設
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
こ
れ
ら
貨
幣
の
年
代
と
も
あ
わ
せ
て
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。

　
礼
拝
堂
は
、
ア
プ
シ
ス
部
と
そ
れ
以
外
の
部
分
を
分
か
つ
、
さ
ほ

ど
厚
く
な
い
仕
切
り
壁
Ａ
と
、
残
り
の
部
分
を
お
よ
そ
半
々
に
分
か

つ
、厚
い
仕
切
り
壁
Ｂ
に
よ
り
、お
そ
ら
く
後
代
に
三
分
さ
れ
た
（
写

真
１
）。
い
ず
れ
の
仕
切
り
壁
も
礼
拝
堂
の
躯
体
と
構
造
的
に
独
立

し
て
お
り
、
施
工
技
術
に
劣
る
だ
け
で
な
く
、
取
り
付
け
に
お
い
て

も
正
確
に
直
角
を
取
る
配
慮
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
。
仕
切
り
壁

Ａ
は
入
り
口
が
あ
っ
た
と
思
し
き
中
央
付
近
に
若
干
の
く
ぼ
み
を
呈

し
て
い
る
が
未
だ
構
造
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
仕
切
り
壁
Ｂ
は
、

北
か
ら
礼
拝
堂
横
幅
全
体
の
四
分
の
三
程
度
の
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て

写真 2　南翼廊東側の壁体 EOW と SOW
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お
り
、
残
り
の
四
分
の
一
の
隙
間
は
礼
拝
堂
第
２
室
と
第
３
室
間
を

つ
な
ぐ
空
間
を
構
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
写
真
３
）。
礼
拝

堂
の
西
側
外
壁C

hW
O

W
 

に
は
入
口
が
確
認
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
入
口
は
後
代
に
完
全
に
塞
が
れ
た
形
跡
を
残
す
（
写
真
４
）。

そ
れ
が
塞
が
れ
た
後
の
入
口
は
、
仕
切
り
壁
Ｂ
の
延
長
上
の
南
側
外

壁C
hS

O
W

の
石
組
み
が
崩
れ
て
い
る
場
所
、
す
な
わ
ち
２
室
と

３
室
の
連
結
空
間
に
開
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
礼
拝

堂
そ
れ
自
体
の
床
面
レ
ヴ
ェ
ル
を
未
確
認
の
本
年
度
に
お
い
て
は
不

測
の
破
壊
を
招
く
危
険
を
避
け
、
崩
れ
た
石
材
の
除
去
を
取
り
や
め

た
。

　
発
掘
の
現
況
に
お
い
て
、
礼
拝
堂
第
１
室
と
第
３
室
に
つ
い
て
特

記
す
べ
き
点
は
な

い
。
床
面
を
出
す

ま
で
所
見
を
待
ち

た
い
。
他
方
、
礼

拝
堂
第
２
室
の
ほ

ぼ
中
央
に
、
元
々

は
コ
リ
ン
ト
式
柱

頭
で
あ
っ
た
も
の

を
加
工
し
、
そ
の

頂
部
に
直
径
一
八

㎝
ほ
ど
の
円
形
の

刳
り
穴
を
開
け
た

石
が
据
え
ら
れ
て

い
る
の
が
発
見
さ

れ
た
（
写
真
５
）。

現
況
で
そ
の
上
面

の
み
を
露
出
さ
せ

て
い
る
こ
の
石

は
、
そ
の
位
置
か

ら
見
て
、
お
そ
ら
く
刳
り
穴
に
丸
太
の
心
棒
を
差
し
、
そ
こ
に
横
木

で
取
り
付
け
ら
れ
た
重
し
を
す
り
鉢
上
に
ロ
バ
な
ど
の
小
型
の
役
獣

を
も
っ
て
回
転
さ
せ
て
搾
油
す
る
オ
リ
ー
ブ
絞
り
機
等
の
台
座
石
と

写真 3　仕切り壁 A（奥）・B　

写真 4　礼拝堂の塞がれた入り口（西→東）
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し
て
据
え
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
室
を
分
け
る
仕
切
り
壁

と
こ
の
台
座
石
が
一
連
の
目
的
を
持
っ
て
設
置
さ
れ
た
の
な
ら
、
礼

拝
堂
は
そ
の
際
に
役
畜
の
使
用
や
農
産
物
の
加
工
を
伴
う
農
場
関
連

施
設
に
転
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。
こ
の
台
座
石
が
現
状

の
よ
う
に
土
に
埋
め
ら
れ
て
用
い
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
床
に
直

置
き
さ
れ
て
使
わ
れ
た
の
か
等
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、
現

況
地
表
面
に
は
生
活
痕
は
確
認
さ
れ
ず
、
な
お
瓦
礫
が
堆
積
し
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
前
者
の
可
能
性
は
薄
か
ろ
う
。

い
ず
れ
に

せ
よ
、
柱

頭
を
割
っ

て
用
い
た

か
、
あ
る

い
は
床
面

を
掘
り
抜

い
て
こ
の

台
座
石
を

埋
め
た
の

で
な
い
限

り
、
床
面

は
、
通
常

の
コ
リ
ン

ト
式
柱
頭
の
高
さ
、
す
な
わ
ち
六
〇
㎝
以
上
は
下
に
あ
る
も
の
と
予

想
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
し
た
推
測
が
当
た
っ
て
い
れ
ば
、
礼
拝
堂
の

床
面
は
、
戸
口
敷
石
レ
ヴ
ェ
ル
と
ほ
ぼ
等
し
い
聖
堂
の
祭
壇
部
や
身

廊
部
よ
り
、
そ
れ
だ
け
低
く
作
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

確
認
の
た
め
に
さ
ら
な
る
発
掘
を
待
ち
た
い
。

　
礼
拝
堂
の
入
り
口
が
も
と
も
と
面
し
て
い
た
外
拝
廊
か
ら
の
通
路

は
、
外
拝
廊
と
ク
ロ
ノ
ス
神
殿
方
面
を
連
結
す
る
た
ん
な
る
通
り
道

で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
拝

堂
の
北
側
と
南
側
の
外
壁
の
延
長
部
分
、
お
よ
び
南
西
第
１
室
の
北

と
南
の
外
壁
の
延
長
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
通
路
の
北
面
と
南
面
に
袖

壁
を
作
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
写
真
６
）。
袖
壁
は
、
屋
根
を
支

え
る
な
ど
壁
の
強
度
を
高
め
る
た
め
か
、
門
扉
を
取
り
付
け
る
な
ど

し
て
こ
の
空
間
を
外
拝
廊
側
か
ら
も
ク
ロ
ノ
ス
神
殿
側
か
ら
も
区
切

ら
れ
た
空
間
と
し
て
構
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の

通
路
は
、
礼
拝
堂
が
機
能
し
て
い
た
際
に
も
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
っ

た
な
ら
、
礼
拝
堂
の
屋
根
付
き
前
室
な
い
し
玄
関
ポ
ー
チ
、
あ
る
い

は
屋
根
な
し
の
前
庭
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
礼
拝
堂
の
入
り
口

が
閉
じ
ら
れ
て
他
の
目
的
に
転
用
さ
れ
て
以
降
は
、
何
ら
か
の
作
業

場
と
し
て
の
役
割
を
持
た
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
通
路
に
は
、
発
掘
を
停
止
し
た
外
拝
廊
の
敷
居
石
の
レ
ヴ
ェ

ル
で
踏
み
固
め
ら
れ
た
跡
が
あ
り
、
小
さ
な
動
物
骨
、
ガ
ラ
ス
や
土

器
の
細
片
が
こ
の
層
位
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
。
後
代
、
お
そ
ら
く

写真 5　刳り穴を持つ台座石
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写真 6　通路（南→北：柱礎列の左手に石の列がある）

写真 7　南西第 1 室（西→東）
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こ
の
空
間
使
用
の
最
終
局
面
で
の
生
活
面
と
考
え
ら
れ
る
。
礼
拝
堂

内
部
の
生
活
面
は
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
、
礼
拝
堂
第
２
室

の
オ
リ
ー
ブ
搾
油
機
（
？
）
の
使
用
時
と
の
相
対
的
な
年
代
の
前
後

関
係
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
通
路
に
は
外
拝
廊
側
と
ク

ロ
ノ
ス
神
殿
側
の
両
方
の
開
口
部
の
中
央
付
近
に
、
古
代
の
柱
礎
や

祭
壇
型
墓
碑
（
写
真
は
本
号
所
掲
の
師
尾
報
告
、
図
４
を
参
照
）
の

転
用
材
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。
据
え
ら
れ
た
位
置
か
ら
見
て
、
車
止

め
の
よ
う
な
役
割
が
想
定
さ
れ
る
が
、
祭
壇
型
記
念
碑
は
頂
部
を
す

り
鉢
状
に
加
工
さ
れ
て
お
り
、
手
水
鉢
等
と
し
て
の
用
途
を
持
た
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
通
路
中
央
部
に
は
、
南
北
方

向
に
壁
体
の
痕
跡
と
も
見
ら
れ
る
、
比
較
的
大
き
な
石
の
列
が
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
れ
が
壁
体
の
痕
跡
で
あ
れ
ば
、
こ
の
空
間
は
幾
度
か

再
編
成
を
被
っ
た
も
の
と
考
え
得
る
し
、
袖
壁
の
意
味
合
い
も
変

わ
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
が
実
際
に
構
造
体
の
一
部
で
あ
る
か
ど
う
か

の
確
認
は
今
後
の
発
掘
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
南
西
の
二
室
に
つ
い
て
は
、
南
西
第
２
室
が
、
壁
の
ご
く
一
部
以

外
、
現
在
の
遊
歩
道
の
下
に
あ
っ
て
発
掘
で
き
な
い
の
に
対
し
、
南

西
第
１
室
は
そ
の
全
体
の
発
掘
が
可
能
で
あ
っ
た
。
後
者
の
発
掘
の

結
果
、
南
に
開
け
ら
れ
た
戸
口
か
ら
入
っ
た
と
こ
ろ
に
階
段
の
ス

テ
ッ
プ
一
段
分
ほ
ど
の
石
組
み
の
痕
跡
が
現
れ
た
（
写
真
７
）。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
手
押
し
車
を
室
内
に
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

た
め
の
ス
ロ
ー
プ
、
風
除
け
室
を
画
す
る
た
め
の
壁
の
基
礎
、
あ
る

写真 8　南西第 1 室東側壁（東→西）
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い
は
以
前
の
構
造
物
の
壁
体
基
礎
な
ど
、
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
が
、
時
代
に
よ
っ
て
も
用
途
に
相
違
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、

特
定
は
困
難
で
あ
る
。

　
な
お
、南
西
第
１
・
２
室
の
北
側
壁
と
南
側
壁
は
厚
さ
、施
工
技
術
、

設
置
方
位
に
お
い
て
礼
拝
堂
の
外
壁
と
共
通
性
・
一
貫
性
が
見
ら
れ
、

そ
れ
と
同
じ
時
期
の
建
設
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
一
方
南
西

第
１
室
の
東
側
壁
は
薄
く
、
繋
ぎ
材
に
使
用
さ
れ
て
い
る
礫
石
が
小

さ
く
モ
ル
タ
ル
も
少
量
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
代
に
設
置
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
（
写
真
８
）。
礼
拝
堂
と
併
せ
、
こ
の
周
辺
施
設
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
全
体
像
を
得
る
に
は
さ
ら
な
る
発
掘
を
要
す
る
。

２ 

家
族
墓
と
想
定
さ
れ
た
構
造
物

　
聖
堂
南
翼
廊
第
７
室
に
お
い
て
、
昨
シ
ー
ズ
ン
、
床
面
か
ら
の
高

さ
四
～
五
〇
㎝
、
幅
二
九
五
㎝
、
長
さ
一
九
〇
～
二
〇
〇
㎝
の
、
東

西
に
長
い
ほ
ぼ
直
方
体
の
構
造
物
が
確
認
さ
れ
た
。
昨
年
の
報
告
で

は
こ
れ
を
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
呼
ん
だ
が
、そ
の
規
模
か
ら
、

ふ
た
つ
の
槨
室
を
持
つ
家
族
墓
、
な
い
し
、
二
人
の
、
相
互
に
関
連

の
強
い
聖
職
者
を
埋
葬
し
た
墓
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
の

構
造
物
を
第
５
号
墓
：
Ｔ
５
と
仮
称
す
る
（
以
下
で
は
、
墓
で
あ
る

と
い
う
先
入
見
を
避
け
る
た
め
Ｔ
５
と
呼
ぶ
）。

　
Ｔ
５
は
、
幅
三
五
㎝
内
外
の
煉
瓦
積
み
外
郭
で
囲
わ
れ
、
内
部
も

幅
三
五
㎝
ほ
ど
の
、
同
じ
く
煉
瓦
積
み
の
仕
切
り
壁
に
よ
っ
て
、
西

写真 9a　T5（発掘途中）
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と
東
、
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
の
二
つ
の
部
分
に
分
か
た
れ
て
い
る
（
そ

れ
ぞ
れ
東
か
ら
幅
一
〇
〇
㎝
の
Ａ
区
画
と
幅
九
〇
㎝
の
Ｂ
区
画
：
写

真
９
ａ
）。
こ
れ
ら
両
区
画
は
、
墓
で
あ
る
な
ら
ば
槨
室
と
も
呼
べ

る
よ
う
な
大
き
さ
で
あ
る
が
、
構
造
上
、
Ｔ
４
と
異
な
る
の
は
、
南

翼
廊
の
床
面
よ
り
下
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
掘
り
込
ま
れ
た
墓
室
は
な

く
、
翼
廊
の
床
面
を
そ
の
ま
ま
底
と
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
Ａ
区
画

で
は
、
か
な
り
よ
く
保
存
さ
れ
た
南
翼
廊
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
モ
ザ
イ

ク
床
面
が
現
れ
、
西
の
Ｂ
区
画
で
は
、
ご
く
一
部
を
除
い
て
白
い
モ

ル
タ
ル
が
床
面
の
上
に
塗
ら
れ
て
い
た
。
内
部
は
Ｔ
４
の
場
合
よ
り

ラ
ン
ダ
ム
に
瓦
塼
や
煉
瓦
、
石
材
が
詰
ま
っ
て
お
り
、
人
為
に
よ
る

と
い
う
よ
り
は
自
然
崩
落
に
よ
り
埋
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
人
骨
は
出
ず
、人
工
物
は
、長
さ
六
㎝
の
青
銅
製
の
ピ
ン
セ
ッ

ト
が
Ｂ
区
画
の
底
に
近
い
あ
た
り
で
見
つ
か
っ
た
（
写
真
９
ｂ
）。

　
発
掘
の
現
況
か
ら
は
、
こ
れ
が
墓
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は写真 9b　ピンセット　

写真 10a　T5　A 区画 写真 10b　T5　B 区画
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も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
と
く
に
葬
ら
れ
て
い
た
の
が
重
要
な
聖
人
で
あ
っ

た
場
合
に
は
、
聖
堂
放
棄
前
に
遺
骨
や
副
葬
品
が
完
全
に
取
り
去
ら

れ
て
他
に
移
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。
他
方
、
ち
ょ
う
ど
水
槽
が
二
つ
な
ら
ん
だ
形
の
こ
の
構
造
物
を

そ
う
し
た
用
途
の
施
設
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
モ
ル
タ
ル
が

防
水
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
構
造
物
を
下
部
構

造
と
し
て
上
部
に
木
組
み
の
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
、
な
い
し
物
置
が
し
つ

ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の

構
造
物
か
ら
全
く
人
骨
が
見
つ
か
ら
な
い
代
わ
り
に
齧
歯
類
の
骨
が

多
数
見
つ
か
っ
た
（
松
崎
報
告
参
照
）
こ
と
の
理
由
も
説
明
が
付
き

や
す
い
。第
７
室
の
入
り
口
付
近
か
ら
は
錠
前
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、

ま
た
昨
年
報
告
し
た
よ
う
に
部
屋
の
東
端
か
ら
は
金
貨
も
見
つ
か
っ

て
い
る
の
で
、
こ
の
部
屋
は
貴
重
品
や
食
料
品
な
ど
、
な
ん
ら
か
の

物
品
保
管
用
の
倉
庫
と
し
て
の
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
、
発
掘
の
現
況
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
上
の
推
測
は

無
益
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
こ
の
場
所
で
確
認
さ
れ
た
モ
ザ
イ
ク
の
意
匠
は
、
北
翼
廊
の

そ
れ
と
は
異
な
り
、
交
差
半
八
角
形
、
組
紐
、
変
形
扇
形
な
ど
の
文

様
か
ら
な
る
幾
何
学
模
様
で
あ
っ
た
（
写
真
10
ａ
ｂ
）。

３ 

内
陣
（
祭
壇
部
）
と
そ
の
周
辺

　
昨
シ
ー
ズ
ン
、
そ
の
北
東
隅
の
一
部
区
画
を
試
掘
し
て
い
た
祭
壇

部
は
、
今
シ
ー
ズ
ン
、
周
辺
も
含
め
、
全
体
の
調
査
を
行
っ
た
。
床

面
の
傷
み
が
激
し
く
、
本
号
所
掲
、
奈
良
澤
の
建
築
部
材
報
告
に
示

さ
れ
た
大
理
石
の
断
片
は
、
い
ず
れ
も
、
ど
こ
に
嵌
ま
っ
て
い
た
か

不
明
な
ほ
ど
床
の
各
所
に
割
れ
て
散
乱
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
随

所
で
下
地
の
モ
ル
タ
ル
に
床
材
の
跡
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
貴
重

な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
以
下
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
に
コ
の
字

型
に
囲
ま
れ
た
範
囲
を
四
等
分
し
、
北
東
部
を
Ａ
区
画
、
南
東
部
を

Ｂ
区
画
、
北
西
部
を
Ｃ
区
画
、
南
西
部
を
Ｄ
区
画
と
呼
ぶ
。
ま
た
、

テ
ン
プ
ロ
ン
敷
石
か
ら
身
廊
に
か
け
て
の
細
長
い
部
分
を
Ｅ
区
画
、

そ
し
て
祭
壇
を
覆
っ
て
い
た
天
蓋
（
キ
ボ
リ
オ
ン
）
の
、
現
存
す
る

東
側
の
二
つ
の
礎
石
と
、
現
存
し
な
い
西
側
の
二
つ
の
礎
石
の
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
場
所
に
囲
ま
れ
た
部
分
を
Ｆ
区
画
と
す
る
（
写
真
11 

参
照
）。
な
お
、
祭
壇
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
記
述
す
る
場
合
も
あ
っ

て
紛
ら
わ
し
い
の
で
、こ
の
範
囲
全
体
を
「
祭
壇
部
」
で
は
な
く
「
内

陣
（
ベ
ー
マ
）」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
よ
う（

2
（

。

　
ま
ず
、
全
体
を
概
観
す
れ
ば
、
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
内

陣
を
翼
廊
か
ら
分
か
つ
厚
さ
七
〇
㎝
前
後
の
仕
切
り
壁
９
と
10 

が
、

い
ず
れ
も
テ
ン
プ
ロ
ン
の
南
側
と
北
側
の
敷
石
（
幅
五
〇
㎝
前
後
）

の
上
、
し
か
し
真
上
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
幅
の
半
分
程
度
ず
つ
を

そ
れ
ぞ
れ
南
北
の
翼
廊
側
に
残
し
、
自
ら
は
五
〇
㎝
弱
ず
つ
内
陣
を
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狭
め
る
形
で
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

3
（

。
仕
切
り
壁
９

の
内
側
面
は
南
大
黒
柱S

M
P

の
内
側
面
に
切
れ
目
な
く
連
続
し
、

北
翼
廊
へ
の
通
路
を
一
箇
所
な
い
し
二
箇
所
持
つ
仕
切
り
壁
10 

の

そ
れ
も
北
大
黒
柱N

M
P
 

の
内
側
面
の
延
長
線
上
に
あ
る
（
仕
切
り

壁
10
は
損
壊
が
著
し
く
、
特
に
東
端
の
壁
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
は

も
と
も
と
戸
口
で
あ
っ
た
の
か
壁
が
壊
さ
れ
て
い
る
の
か
判
然
と
し

な
い
）。
こ
れ
ら
の
仕
切
り
壁
設
置
の
結
果
、
南
北
約
八
二
〇
㎝
×

東
西
約
五
七
〇
㎝
（
西
側
は
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
の
幅
を
除
く
）
の

範
囲
が
新
し
い
内
陣
と
し
て
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
陣
か
ら

北
翼
廊
へ
の
通
路
は
確
保
さ
れ
つ
つ
も
、
聖
堂
建
設
当
初
空
間
的
に

一
体
で
あ
っ
た
内
陣
と
翼
廊
部
の
機
能
的
・
視
覚
的
結
び
つ
き
は
弱

ま
り
、
翼
廊
を
内
陣
の
祭
儀
空
間
と
は
別
の
用
途
に
転
用
さ
れ
る
可

能
性
を
開
く
一
方
、
内
陣
と
身
廊
部
の
空
間
的
一
体
性
を
高
め
、
側

廊
に
集
う
平
信
徒
の
視
線
を
内
陣
に
集
中
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
一
昨
年
の
報
告
で
、
仕
切
り
壁
９
が
全
体
で
七
つ
の
並
立
す
る
施

工
区
分
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
そ
の
壁
の
漸
次
的

な
形
成
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
と
書
い
た
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て

オ
ル
ソ
画
像
と
し
て
合
成
さ
れ
た
写
真
11
を
見
れ
ば
、
直
線
と
直
角

を
正
し
く
取
っ
て
設
置
さ
れ
た
こ
の
仕
切
り
壁
が
、
一
貫
し
た
プ
ラ

ン
の
下
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
思
わ
れ
る
。従
っ
て
、

今
後
は
漸
進
的
構
築
の
想
定
は
捨
て
、
仕
切
り
壁
の
設
置
目
的
を
、

身
廊
部
が
機
能
し
て
い
た
時
代
、
聖
堂
を
貫
通
型
交
差
廊
式
か
ら
区

画
型
交
差
廊
式
に
改
築
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
と
し
た

い
。
施
工
区
分
は
そ
の
一
部
が
戸
口
跡
で
あ
る
可
能
性
を
残
し
つ
つ

も
、
大
部
分
は
単
な
る
作
業
工
程
上
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
一
昨
年
と
一
昨
昨
年
に
発
掘
し
た

身
廊
と
側
廊
を
分
か
つ
柱
列
柱
台
の
腰
高
パ
ラ
ペ
ッ
ト
を
あ
ら
た
め

て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
今
や
、
大
黒
柱
に
連
な
る
身

廊
・
側
廊
間
の
柱
台
を
連
結
し
、
従
っ
て
大
黒
柱
の
身
廊
側
内
側
面

の
延
長
に
築
か
れ
た
仕
切
り
壁
９
と
10 

の
内
側
面
と
も
直
線
を
な

す
よ
う
設
計
・
施
工
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、

仕
切
り
壁
９
の
よ
う
に
工
法
上
、
使
用
材
料
上
、
あ
る
程
度
の
ば
ら

つ
き
は
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
設
計
・
施
工
上
の
正
確
性
・
厳
密

性
は
総
じ
て
、
仕
切
り
壁
９
・
10
の
そ
れ
ら
と
同
じ
く
高
度
な
レ

ヴ
ェ
ル
を
達
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
翼
廊
部
を
細
分
化
し
て
い

る
そ
の
他
の
仕
切
り
壁
に
お
け
る
よ
う
な
、
直
角
の
取
り
付
け
も
厳

密
を
期
さ
な
い
場
当
た
り
的
な
粗
放
性
・
粗
雑
性
と
は
一
線
を
画
す

一
定
の
建
築
技
術
を
有
し
て
い
た
時
代
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
一
昨
昨
年
、
南
柱
列
の
第
１
柱
台
と
聖
堂
の
西
の
外
壁
を
繋

ぐ
パ
ラ
ペ
ッ
ト
が
、
西
壁
に
描
か
れ
た
フ
レ
ス
コ
画
（
し
か
も
、
何

度
か
塗
り
直
さ
れ
て
複
数
の
描
画
層
を
な
す
）
を
隠
す
形
で
取
り
付

け
ら
れ
て
い
た
様
子
か
ら
、
パ
ラ
ペ
ッ
ト
自
体
、
聖
堂
躯
体
使
用
の
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当
初
か
ら
で
は
な
く
、
後
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
し

て
い
た
。
仕
切
り
壁
と
の
関
連
性
が
見
え
て
く
る
と
、
パ
ラ
ペ
ッ
ト

の
設
置
は
聖
堂
全
体
の
改
築
、と
り
わ
け
祭
儀
空
間
と
し
て
の
身
廊
・

内
陣
軸
の
再
編
成
・
強
調
と
い
う
設
計
思
想
の
脈
絡
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て

一
層
確
か
な
画
像
を
得
る
に
は
、
パ
ラ
ペ
ッ
ト
と
仕
切
り
壁
９
・
10

の
モ
ル
タ
ル
の
比
較
分
析
な
ど
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
今
こ
こ
で
は
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
、

（
１
）
施
工
技
術
の
高
い
仕
切
り
壁
９
と
10
お
よ
び
柱
台
間
の
パ
ラ

ペ
ッ
ト
は
、
い
つ
か
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
し
か
し
、
身
廊
ま

で
含
め
て
使
用
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
貫
通
型
交
差
廊
式
か
ら
区
画

型
交
差
廊
式
へ
と
い
う
聖
堂
改
築
の
過
程
で
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
こ
と
、（
２
）
施
工
精
度
の
劣
る
幾
つ
か
の
仕
切
り
壁
に
よ
る

翼
廊
の
小
部
屋
へ
の
分
割
は
、
区
画
型
交
差
廊
へ
の
転
換
か
ら
し
か

る
べ
き
期
間
の
後
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
、（
３
）
今
回
の
発
掘

で
確
認
さ
れ
た
内
陣
の
床
面
は
、
区
画
型
交
差
廊
式
へ
の
改
築
以
降

の
様
々
な
改
変
の
跡
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
の
三
点
で
あ

る
。

　
第
二
に
挙
げ
る
べ
き
概
観
的
所
見
は
、
内
陣
内
外
に
人
為
的
に
開

け
ら
れ
た
ら
し
き
穴
に
つ
い
て
で
あ
る
。
大
規
模
な
も
の
は
、
写
真

11
に
確
認
で
き
る
ご
と
く
、
①
祭
壇
と
ア
プ
シ
ス
の
間
、
②
Ａ
区
画

の
北
東
隅
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
の
内
側
か
ら
外
側
に
か
け
て
、
③

Ｃ
区
画
の
北
西
隅
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
の
外
側
、
④
Ｄ
区
画
の
南

西
隅
と
四
箇
所
確
認
さ
れ
る
。
④
は
そ
の
上
を
大
き
な
石
板
で
覆
い

隠
し
て
い
る
点
で
他
と
異
な
り
、
未
発
掘
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
人
為

的
に
瓦
礫
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
の
が
隙
間
か
ら
見
て
取
れ
る
（
写

真
13
）。
①
も
未
発
掘
な
が
ら
、
祭
壇
の
下
に
ま
で
及
ぶ
大
き
な
穴

に
は
、
瓦
礫
と
土
が
詰
ま
っ
て
（
な
い
し
、
詰
め
ら
れ
て
）
い
た
。

②
は
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
の
下
を
通
っ
て
北
翼
廊
の
下
に
ま
で
続
く

一
方
、
③
は
敷
石
の
内
陣
側
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
西
に
あ
る
北

大
黒
柱
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
③
の
内
陣
側
は
象
嵌
モ
ザ

イ
ク
の
床
面
舗
装
と
下
地
の
モ
ル
タ
ル
が
剥
が
さ
れ
て
版
築
土
層
が

現
れ
て
お
り
、
穴
を
開
け
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
途
中
で
何
ら
か

の
理
由
で
断
念
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
②
に
は
、
瓦
礫
や
土

に
混
ざ
っ
て
、
小
ぶ
り
の
柱
礎
（L

4

）
が
落
ち
込
ん
で
い
る
（
写

真
14
）
一
方
、
③
に
は
、
同
じ
く
瓦
礫
・
土
に
混
ざ
っ
て
、
イ
コ
ノ

ス
タ
シ
ス
の
柱
と
同
程
度
の
太
さ
の
柱
の
一
部
（L

2

）
が
横
た
わ
っ

て
い
た
（
写
真
15
）。
い
ず
れ
も
、
発
掘
を
継
続
す
る
と
大
き
な
崩

落
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
部
材
を
引
き
上
げ
る
こ

と
は
あ
き
ら
め
、従
っ
て
そ
の
底
を
確
認
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
穴
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
開
け
ら
れ
、
ま
た
、

埋
ま
っ
た
、
な
い
し
埋
め
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
発
掘
で
き
て

い
な
い
現
在
の
と
こ
ろ
、
容
易
に
推
察
し
が
た
い
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
、
②
と
③
の
二
箇
所
、
ち
ょ
う
ど
身
廊
か
ら
北
翼
廊
の
境
目
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に
接
す
る
場
所
が
掘
削
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
内
陣
と
北
翼
廊
の
一

体
的
再
編
成
の
た
め
の
土
木
工
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
二
〇
一
一
年
の
発
掘
で
、
北
翼
廊
第
２
室
に
は
、
北
側

廊
か
ら
の
通
行
を
遮
断
す
る
粗
末
な
仕
切
り
壁
１
が
設
置
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
発
掘
で
、
第
２
室
の
東

寄
り
、
天
板
に
平
た
い
石
灰
岩
の
転
用
材
を
戴
い
た
祭
壇
状
の
構
造

物
（
祭
壇
Ｅ
）
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
構
造
物
は
北
翼
廊
の
最
終

的
崩
落
時
ま
で
残
っ
て
い
た
（
写
真
16
）。
そ
の
ほ
か
に
も
、
仕
切

り
壁
10
の
北
側
に
幅
六
〇
～
七
〇
㎝
の
踏
み
段
状
の
構
造
物
が
取
り

付
け
ら
れ
る
な
ど
、
聖
堂
使
用
の
最
終
段
階
に
お
け
る
北
翼
廊
第
２

室
の
空
間
へ
の
人
為
的
介
入
は
、
圧
倒
的
と
は
言
え
な
い
な
い
な
が

ら
、
他
と
比
べ
て
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
石
材
以
外
に
目
立
っ

た
遺
物
の
発
見
は
な
か
っ
た
か
ら
、
放
棄
時
、
な
い
し
崩
落
時
に
実

用
の
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
だ
が
、
後
述

す
る
よ
う
な
、
内
陣
に
お
け
る
祭
壇
の
不
在
、
そ
の
反
面
で
の
北
翼

廊
第
２
室
に
お
け
る
祭
壇
の
存
在
、
内
陣
と
の
境
界
で
の
土
木
工
事

の
痕
跡
は
、
南
北

の
軸
を
導
線
と
し
、

北
翼
廊
第
２
室
を

焦
点
と
し
た
聖
堂

機
能
の
再
編
成
が

あ
っ
た
、
な
い
し

行
わ
れ
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
を
予

想
さ
せ
る
。
一
昨

年
の
報
告
で
、
南

側
廊
に
開
け
ら
れ

た
外
部
戸
口
が
、

昨
年
の
報
告
で
南

翼
廊
第
４
室
が
、

い
ず
れ
も
聖
堂
使

用
の
最
終
段
階
で

機
能
し
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
、
身

写真 12　南翼廊側のテンプロン
　　　　の敷石

写真 13　④区画の蓋石と瓦礫

（
4
）
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写真 14　②区画の瓦礫と柱礎 L4

写真 15　③区画の瓦礫と柱 L3
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写真 16 北翼廊第 2 室と祭壇 E（西→東）2011 年撮影

写真 17 Ａ区画（北→南）
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廊
の
西
の
メ
イ
ン
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
か
ら
は
南

北
の
導
線
が
重
要
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
た
が
、
今
回
の
知

見
は
、そ
う
し
た
推
測
と
も
関
連
づ
け
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　
以
下
、
区
画
毎
に
所
見
を
記
す
。

Ａ
区
画
　（
Ｆ
区
画
と
の
重
複
部
分
を
除
く
） 

昨
年
、
そ
の
北
東
隅

の
一
部
を
試
掘
し
て
い
た
Ａ
区
画
は
、
北
翼
廊
と
の
境
に
②
の
穴
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
穴
が
、
ア
プ
シ
ス

脇
の
外
壁
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
仕
切
り
壁
10 

を
崩
し
て
掘
っ
た
も

の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
箇
所
に
北
翼
廊
へ
の
通
路
、
な
い
し
戸
口
が

あ
り
、
そ
の
敷
居
の
下
を
掘
っ
た
も
の
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
穴

の
断
面
に
観
察
さ
れ
た
モ
ル
タ
ル
の
層
位
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
区
画
に

お
け
る
そ
れ
と
の
関
連
で
後
述
す
る
。

　
こ
の
区
画
で
ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
、
唯
一
残
っ
て
い
る
南
北
に
伸

び
る
象
嵌
タ
イ
ル
列
で
明
瞭
に
観
察
で
き
る
よ
う
に
、
象
嵌
タ
イ
ル

が
赤
モ
ル
タ
ル
（R

M

）
の
下
地
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
区
画
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
い
た

る
と
こ
ろ
で
観
察
さ
れ
、
そ
の
上
に
、
昨
年
テ
デ
ス
キ
が
報
告
し
て

い
る
ご
と
く（

5
（

、
白
モ
ル
タ
ル
（W

M
1

）
で
施
さ
れ
た
補
修
の
跡
が

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
残
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
象

嵌
タ
イ
ル
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
中
央
北
寄
り
、
説
教
壇
等
手
す

り
の
転
用
材
と
思
わ
れ
る
約
一
ｍ
四
方
の
大
き
な
分
厚
い
石
板
な
ど

も
赤
モ
ル
タ
ル
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う

（
写
真
17
）。
こ
の
こ
と
は
、
赤
モ
ル
タ
ル
を
使
用
し
て
そ
の
上
に
現

存
の
象
嵌
タ
イ
ル
で
パ
タ
ー
ン
を
描
い
た
時
点
で
す
で
に
、
タ
イ
ル

は
床
面
全
体
を
覆
い
尽
く
す
に
は
不
足
し
て
お
り
、
転
用
補
修
材
で

床
面
の
か
な
り
の
隙
間
を
埋
め
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情

を
推
察
さ
せ
る
。上
述
の
南
北
に
伸
び
る
象
嵌
タ
イ
ル
列
の
軸
線
は
、

ア
プ
シ
ス
部
と
内
陣
の
境
目
を
画
す
踏
み
段
の
縁
に
対
し
、
若
干
反

時
計
回
り
に
ず
れ
て
い
る
。
タ
イ
ル
の
寸
法
が
揃
い
、
端
か
ら
埋
め

て
い
く
の
に
十
分
な
数
が
揃
っ
て
い
れ
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り

得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
写
真
17
に
見
え
る
と
お
り
、
分
厚

い
転
用
材
の
石
板
の
西
側
の
赤
モ
ル
タ
ル
上
に
は
六
〇
㎝
×
五
〇
㎝

の
大
型
タ
イ
ル
二
枚
分
に
相
当
す
る
大
き
な
嵌
め
跡
が
残
さ
れ
て
い

る
一
方
、
タ
イ
ル
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
内
陣
が
放
棄
さ
れ

た
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
転
用
補
修
材
す
ら
、
少
な
か
ら
ず
取
り
外

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
場
所
か
ら
未
使

用
の
封
緘
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
大
型
タ
イ
ル
が
床
に
嵌
ま
っ
て

い
た
時
代
の
も
の
と
は
考
え
が
た
く
、そ
れ
が
司
教
の
も
の
に
せ
よ
、

世
俗
の
役
人
の
も
の
に
せ
よ
、
時
代
的
に
は
聖
堂
の
終
末
期
近
く
、

か
な
り
下
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
区
画
　（
Ｆ
区
画
と
の
重
複
部
分
を
除
く
）

　
こ
の
区
画
は
、
象
嵌
モ
ザ
イ
ク
の
タ
イ
ル
を
よ
く
残
し
、
そ
の
描
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く
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
最
も
多
く
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
は
テ
デ
ス
キ
の
次
号
報
告
に
譲
る
。

　
建
築
の
観
点
か
ら
は
、
仕
切
り
壁
９
ぎ
わ
、
一
〇
㎝
ほ
ど
の
マ
ー

ジ
ン
を
残
し
東
西
に
走
っ
て
い
る
長
方
形
の
象
嵌
タ
イ
ル
列
が
注
目

に
値
す
る
。
四
〇
㎝
と
い
う
、
内
陣
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
種
の
も

の
と
し
て
は
異
例
に
幅
の
広
い
タ
イ
ル
の
縦
列
は
、
象
嵌
モ
ザ
イ
ク

の
パ
タ
ー
ン
に
外
周
の
縁
取
り
を
与
え
る
も
の
と
し
て
敷
か
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
確
か
に
、
こ
の
縁
取
り
の
南
に
は
、
仕
切
り
壁

９
の
下
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
ま
で
幅
六
〇
㎝
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
が
残

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
幅
広
の
枠
の
外
に
六
〇
㎝
程

度
で
縁
取
り
パ
タ
ー
ン
を
描
く
こ
と
は
デ
ザ
イ
ン
上
の
バ
ラ
ン
ス
を

失
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
象
嵌
モ
ザ
イ
ク
の
パ
タ
ー
ン
の
み
か

ら
結
論
づ
け
る
の
は
危
険
だ
が
、
も
し
こ
う
し
た
推
定
が
当
た
っ
て

い
れ
ば
、
こ
の
区
画
で
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
正
方
形
、
長
方
形
、
直

角
二
等
辺
三
角
形
の
石
板
に
よ
る
東
端
の
縁
取
り
の
パ
タ
ー
ン
や
、

そ
の
内
側
の
八
角
形
と
正
方
形
の
石
板
に
よ
る
グ
リ
ッ
ド
パ
タ
ー
ン

は
、
い
つ
の
こ
と
か
不
明
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
仕
切
り
壁
９
が
設

置
さ
れ
た
後
、
狭
め
ら
れ
た
内
陣
の
床
を
飾
る
も
の
と
し
て
敷
き
直

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
推
定
を
裏
付
け
る
に
は
、
仕
切
り
壁
９
と
、
タ
イ
ル
等

床
材
を
固
定
し
て
い
る
モ
ル
タ
ル
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
残
念
な
が
ら
仕
切
り
壁
９
と
床
の
継

ぎ
目
の
東
半
分
は
壁
面
の
モ
ル
タ
ル
か
ら
続
く
白
い
モ
ル
タ
ル
、
な

い
し
漆
喰
（W

M
1

）
で
補
修
さ
れ
て
い
て
赤
モ
ル
タ
ル
が
ど
こ
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
か
確
認
で
き
な
い
一
方
、
西
半
分
は
、
溝
が
掘
ら

れ
て
お
り
（
写
真
18
）、
煉
瓦
な
ど
の
下
地
層
の
上
に
築
か
れ
た
仕

切
り
壁
と
赤
モ
ル
タ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
確
実
な
知
見
を
得
ら

れ
な
か
っ
た（

6
（

。
仕
切
り
壁
と
赤
モ
ル
タ
ル
の
関
係
が
は
っ
き
り
見
て

取
れ
る
の
は
、
下
記
に
触
れ
る
Ｃ
区
画
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
な
お
、
白
モ
ル
タ
ルW

M
1 

は
、
Ｃ
区
画
に
お
い
て
も
確
認
で
き

る
こ
と
だ
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
欠
け
て
し
ま
っ
た
象
嵌
タ
イ
ル
を

補
う
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
造
形

さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
写
真
19
）。
ま
た
、
こ
の
白
モ
ル
タ
ル

W
M

1 

は
一
昨
年
、
初
め
て
仕
切
り
壁
９
が
掘
り
出
さ
れ
た
際
、
床

か
ら
連
続
し
て
立
ち
上
が
っ
て
壁
一
面
を
覆
い
、
そ
の
下
に
あ
る
彩

色
フ
レ
ス
コ
を
隠
し
て
い
る
様
が
観
察
さ
れ
て
い
た
（
写
真
20
ａ
）。

今
、
こ
の
モ
ル
タ
ル
は
風
雨
に
よ
っ
て
、
床
か
ら
の
立
ち
上
が
り
部

分
と
ア
プ
シ
ス
側
の
壁
上
を
除
い
て
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
が
（
写

真
20
ｂ
）、
こ
う
し
た
事
実
は
、
白
モ
ル
タ
ル
（W

M
1

）
を
用
い
て

象
嵌
モ
ザ
イ
ク
床
面
と
仕
切
り
壁
の
装
飾
を
補
修
し
た
段
階
が
、
仕

切
り
壁
に
フ
レ
ス
コ
を
描
い
た
段
階
や
、
赤
モ
ル
タ
ル
（R

M

）
を

使
っ
て
タ
イ
ル
を
貼
り
直
し
た
内
陣
再
編
成
の
段
階
か
ら
、
し
か
る

べ
き
時
間
の
隔
た
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
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写真 18 仕切り壁と床の接合面（B 区画西）

写真 19 WM1 によるパターンの造形写真
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写真 20a 仕切り壁９の彩色フレスコとその上の WM1

20b アプシス脇壁面・仕切り壁９・床の接合部と WM1
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仕
切
り
壁
９
と
床
面
の
継
ぎ
目
に
掘
ら
れ
た
溝
の
内
外
か
ら
は
ガ

ラ
ス
片
が
少
な
か
ら
ず
発
見
さ
れ
、
中
に
は
器
形
が
あ
る
程
度
分
か

る
も
の
も
あ
っ
た
。
仕
切
り
壁
９
の
近
く
、
Ｄ
区
画
と
の
境
目
あ
た

り
か
ら
は
宝
石
や
貴
石
を
嵌
め
こ
ん
だ
跡
の
見
ら
れ
る
、
入
念
に
細

工
を
施
さ
れ
た
小
型
の
青
銅
製
十
字
架
型
聖
遺
物
入
れ
が
見
つ
か
っ

て
い
る
（
写
真
21
ａ-

ｃ
）。
ま
た
、
東
の
ア
プ
シ
ス
脇
の
壁
付
近

か
ら
は
吊
り
下
げ
式
の
青
銅
製
ろ
う
そ
く
立
て
の
吊
り
金
具
が
発
見

さ
れ
た
（
写
真
22
ａ
，
ｂ
）。

Ｃ
区
画
　
こ
の
区
画
は
、
Ａ
区
画
や
Ｄ
区
画
同
様
、
床
面
の
毀
損
は

激
し
い
も
の
の
、
建
築
構
造
上
他
、
幾
つ
か
興
味
深
い
知
見
を
提
供

し
て
く
れ
る
。

　
ま
ず
、仕
切
り
壁
10
の
西
端
、テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
が
露
わ
に
な
っ

て
い
る
周
辺
で
は
、
上
述
の
ご
と
く
床
面
と
赤
モ
ル
タ
ル
、
そ
し
て

そ
の
直
下
に
敷
か
れ
た
第
二
の
白
モ
ル
タ
ルW

M
2 

層
が
剥
が
さ

れ
、
版
築
土
層
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
た

が
、
壁
の
西
端
面
に
沿
っ
て
一
〇
㎝
ほ
ど
の

幅
で
赤
モ
ル
タ
ル
が
敷
石
に
い
た
る
ま
で

残
っ
て
い
る
の
が
観
察
さ
れ
た
（
写
真
23
）。

仕
切
り
壁
10
の
西
端
上
部
が
直
線
に
な
る

よ
う
に
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
併
せ

て
考
え
る
と
、
も
と
も
と
こ
の
部
分
に
は
内

　　写真 22a,b　ろうそく立ての吊り金具
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陣
か
ら
北
翼
廊
へ
通
じ
る
通
路
、な
い
し
戸
口
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
内
陣
の
床
か
ら
続
い
て
壁
と
敷
石
の
際
ま
で
赤
モ
ル
タ
ル

が
敷
か
れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
仕
切
り
壁
10
の
南
面
に
対
す

る
床
の
接
合
を
見
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
仕
切
り
壁
９
に
見
ら
れ
た

象
嵌
モ
ザ
イ
ク
の
パ
タ
ー
ン
が
始
ま
る
ま
で
の
一
〇
㎝
程
度
の
マ
ー

ジ
ン
に
あ
た
る
部
分
に
細
長
い
石
の
列
が
嵌
め
こ
ま
れ
て
お
り
、
お

そ
ら
く
赤
モ
ル
タ
ル
と
そ
の
上
の
象
嵌
タ
イ
ル
他
の
床
材
は
、
こ
の

列
石
に
突
き
当
た
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
列
石
も
支
え
る
形
で
敷

設
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
の
仕
切
り
壁
９
に

つ
い
て
記
述
し
た
際
に
推
測
し
た
ご
と
く
、
赤
モ
ル
タ
ル
、
お
よ
び

そ
の
上
に
載
せ
ら
れ
た
現
存
の
象
嵌
モ
ザ
イ
ク
等
の
床
面
は
、
仕
切

り
壁
設
置
の
後
に
、
狭
め
ら
れ
た
内
陣
の
床
を
飾
る
た
め
に
貼
ら
れ

た
も
の
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。

　
赤
モ
ル
タ
ル
直
下
に
は
、W

M
1 

と
は
異
な
る
白
い
モ
ル
タ
ル

W
M

2

層
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
層
は
、
内
陣
に
で
き
た
各
所
の

穴
の
掘
削
断
面
を
見
て
み
る
と
、す
べ
て
の
場
所
で
確
か
め
ら
れ
る
。

そ
の
下
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は
瓦
礫
が
敷
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る

が
、
こ
の
箇
所
の
他
Ｃ
・
Ｄ
区
画
各
所
で
は
、
摩
耗
し
た
土
器
や
細

か
く
砕
か
れ
た
獣
骨
を
含
む
版
築
土
層
が
確
認
さ
れ
た
。
村
田
報
告

に
あ
る
⑤
の
小
さ
な
銅
貨
は
、
こ
の
場
所
の
版
築
土
層
の
比
較
的
浅

い
層
か
ら
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
古
代
末
期
の
も
の
に
せ
よ
、
そ
れ

よ
り
さ
か
の
ぼ
る
時
代
の
も
の
に
せ
よ
、
こ
の
層
は
、
い
ず
こ
か
、

写真 23　仕切り壁 10 の西端（南→北。床上のモルタルは RM）
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ゴ
ミ
を
含
む
場
所
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
土
を
用
い
て
形
成
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
写
真
23
の
中
央
右
寄
り
下
部
に
見
え
る
円
形
の
穴
は
直
径

五
〇
㎝
ほ
ど
の
比
較
的
浅
い
、
し
か
し
版
築
層
ま
で
掘
り
込
ん
だ
す

り
鉢
状
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
中
か
ら
、
二
等
辺
三
角
形
の
黒
い
ス

レ
ー
ト
製
象
嵌
タ
イ
ル
が
三
枚
現
れ
た
。
こ
れ
は
Ｃ
区
画
の
右
上
、

東
西
の
軸
線
に
沿
い
、
白
い
二
等
辺
三
角
形
の
タ
イ
ル
と
組
み
合
わ

せ
て
直
線
パ
タ
ー
ン
を
描
く
の
に
使
わ
れ
て
い
た
タ
イ
ル
と
同
じ
も

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
タ
イ
ル
が
ま
と
ま
っ
て
自
然
に
こ
の
穴
の
中

に
落
ち
込
ん
だ
と
は
考
え
が
た
い
。内
陣
の
床
面
を
再
編
成
し
た
際
、

人
為
的
に
埋
め
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
白
と
黒
の

二
等
辺
三
角
形
の
象
嵌
タ
イ
ル
を
用
い
て
描
い
た
パ
タ
ー
ン
は
、
同

じ
Ｃ
区
画
の
南
東
隅
に
残
っ
て
い
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
周

辺
の
タ
イ
ル
を
含
め
、
白
モ
ル
タ
ルW

M
1 

で
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た

形
跡
が
認
め
ら
れ
た
（
写
真
24
）。
せ
っ
か
く
残
さ
れ
て
い
る
象
嵌

モ
ザ
イ
ク
を
わ
ざ
わ
ざ
隠
す
と
い
う
の
は
奇
妙
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

W
M

1 

で
床
面
の
補
修
を
行
っ
た
聖
堂
使
用
の
最
終
局
面
で
、
ご
く

一
部
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
全
体
の
装
飾
計
画
に
そ

ぐ
わ
な
い
と
み
な
さ
れ
た
か
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
そ
も
そ
も
時
代
の

感
覚
に
合
わ
ず
忌
避
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
床
面
の
平
滑
を
確
保
す

る
た
め
低
く
な
っ
た
箇
所
を
白
モ
ル
タ
ル
で
覆
い
隠
し
た
の
か
、
な

ん
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
位
置
は
、
祭
壇

の
天
蓋
の
柱
礎
が
あ
っ
て
も
よ
い
位
置
で
あ
り
（
後
述
）、
も
し
か

す
る
と
最
終
段
階
の
内
陣
の
再
編
成
の
際
、
こ
の
場
所
に
再
度
柱
礎

を
置
く
計
画
で
、
モ
ル
タ
ル
が
被
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま

完
成
前
に
放
棄

さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
と

も
あ
れ
、
赤
モ

ル
タ
ル
で
象
嵌

タ
イ
ル
等
を
床

に
嵌
め
こ
ん
だ

時
代
と
、
白
モ

ル
タ
ルW

M
1 

で
床
面
を
補
修

し
た
段
階
に
時

代
的
隔
た
り
が

あ
る
だ
ろ
う
と

い
う
上
の
推
測

は
、
こ
う
し
た

事
例
か
ら
も
裏

付
け
ら
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ

る
。

写真 24 象嵌タイルとその上に載せられた WM1
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最
後
に
、
こ
の
区
画
の
中
央
や
や
南
寄
り
に
は
、
Ａ
区
画
に
お
け

る
の
と
同
様
、
説
教
壇
、
な
い
し
テ
ン
プ
ロ
ン
か
ソ
レ
ア
の
手
す
り

石
板
の
転
用
材
が
、
表
を
上
に
し
て
敷
か
れ
て
い
る
の
が
見
い
だ
さ

れ
た
。サ
イ
ズ
上
Ａ
区
画
の
転
用
石
材
と
ほ
ぼ
等
し
い
こ
の
石
板
は
、

水
を
か
け
て
み
る
と
、
中
央
の
菱
形
に
囲
ま
れ
た
十
字
架
の
浮
彫
り

が
削
り
落
と
さ
れ
て
い
る
痕
跡
を
顕
わ
し
た
（
写
真
25
）。
削
ら
れ

た
の
は
こ
の
石
板
を
床
材
に
転
用
す
る
際
、
十
字
架
が
土
足
で
踏
み

つ
け
ら
れ
る
の
を
は
ば
か
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
字
架
が
付
い

た
面
を
わ
ざ
わ
ざ
上
に
向
け
て
い
る
か
ら
に
は
、
裏
面
に
は
、
削
り

落
と
す
の
に
よ
り
手
間
の
か
か
る
意
匠
の
浮
彫
り
が
施
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
が
、
Ａ
区
画
の
石
板
と
同
様
、
モ
ル
タ
ル
を
壊
す
の

を
恐
れ
、
確
認
を
見
送
っ
た
の
で
確
か
な
こ
と
は
不
明
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

Ｄ
区
画
　
こ
の
区
画
は
④
の
穴
の
発
掘
を
見
送
っ
た
の
で
、
得
ら
れ

た
知
見
が
最
も
少
な
か
っ
た
。

　
写
真
11
で
、
こ
の
区
画
の
中
心
線
か
ら
南
寄
り
に
帯
状
に
白
い
モ

ル
タ
ル
層
が
見
え
る
が
こ
れ
は
赤
モ
ル
タ
ル
の
直
下
に
敷
か
れ
た

W
M

2 

層
で
あ
る
。
そ
の
両
脇
に
は
、
版
築
土
層
ま
で
こ
の
モ
ル
タ

ル
層W

M
2 

を
剥
が
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
た
。

　
な
お
、
Ｃ
・
Ｄ
区
画
の
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
に
一
ｍ
内
外
の
間

隔
で
刻
み
込
ま
れ
た
半
円
形
の
く
ぼ
み
に
つ
い
て
は
、
目
的
も
用
途

も
、
相
変
わ
ら
ず
分
か
っ
て
い
な
い
。
一
昨
年
の
報
告
で
は
、
こ
れ

ら
の
、
深
さ
も
形
状
も
ま
ち
ま
ち
な
く
ぼ
み
に
円
柱
を
置
い
た
と
考

え
る
こ
と
は
難
し
い
と
書
い
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
テ
ン
プ
ロ
ン

の
敷
石
の
西
側
に
は
三
〇
～
五
〇
㎝
程
度
の
幅
の
溝
が
掘
ら
れ
て
お

り
、
こ
こ
に
瓦
礫
等
で
準
備
層
を
形
成
し
、
そ
の
上
に
柱
礎
を
置
い

て
水
平
を
取
れ
ば
、
柱
が
立
た
な
い
こ
と
も
な
い
。
と
は
い
え
柱
礎

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
一
昨
年
、
オ
ー
プ
ン
な
ま
ま
に
し
て

お
い
た
問
題
は
、
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

Ｅ
区
画
　
上
述
の
ご
と
く
、
幅
三
〇
～
五
〇
㎝
、
身
廊
の
モ
ザ
イ
ク

舗
床
面
（
こ
れ
は
内
陣
の
床
面
と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
っ
た
）

か
ら
深
さ
二
〇
㎝
弱
の
溝
が
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
の
西
側
、
す
な
わ

ち
身
廊
側
に
掘
ら
れ
て
い
た
。
溝
の
大
部
分
で
は
、
黄
白
色
の
モ
ル

タ
ル
に
行
き
当
た
っ
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
以
上
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て

い
な
い
が
、
北
端
と
南
端
で
は
、
こ
の
モ
ル
タ
ル
層
を
突
き
崩
し
て

深
い
穴
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
北
端
に
掘
ら
れ
た
の
は
北
大
黒
柱
の
東

側
一
帯
に
開
け
ら
れ
た
③
の
穴
で
、
こ
れ
は
北
翼
廊
に
ま
で
続
く
広

範
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
南
端
の
穴
は
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の

敷
石
に
開
け
ら
れ
た
く
ぼ
み
が
敷
石
を
貫
通
し
て
半
円
形
に
掘
ら
れ

て
い
る
の
に
続
け
て
掘
ら
れ
た
穴
で
あ
り
、
範
囲
は
ご
く
狭
い
（
写

真
25
）。
い
ず
れ
も
底
は
未
確
認
で
あ
る
。
溝
の
身
廊
側
の
掘
削
面

か
ら
は
、
身
廊
側
の
テ
ッ
セ
ラ
モ
ザ
イ
ク
舗
床
を
わ
ざ
わ
ざ
壊
し
て
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溝
を
掘
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
Ｄ
区
画
北
西
端
あ
た
り

の
西
側
の
掘
削
面
で
は
、
と
り
わ
け
そ
の
様
子
が
よ
く
観
察
さ
れ
る

が
、
白
の
モ
ル
タ
ル
で
作
ら
れ
た
モ
ザ
イ
ク
の
下
地
の
さ
ら
に
下
に

は
、
細
か
く
砕
か
れ
た
赤
煉
瓦
の
中
間
下
地
層
（
メ
デ
ィ
ウ
ム
）
が

存
在
し
て
い
た
（
写
真
26
）。
そ
の
下
は
、
上
述
の
黄
白
モ
ル
タ
ル

層
な
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
箇
所
で
は
、
テ
デ
ス
キ
の
昨
年
度
の

報
告
に
あ
る
よ
う
な
、
砕
石
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
北
翼
廊
の
舗
床

モ
ザ
イ
ク
の
三
層
構
造
と
は
違
う
下
地
の
作
り
方
が
な
さ
れ
て
い
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
は
、
今
年
度
の
テ
デ
ス
キ
の
床
面
の

発
掘
成
果
に
関
す
る
報
告
に
譲
る
が
、
下
地
の
作
り
方
の
相
違
は
、

お
そ
ら
く
、そ
れ
以
前
の
床
面
構
造
の
条
件
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
、

同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
り
、
類
似
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
て
作
ら
れ

た
翼
廊
の
モ
ザ
イ
ク
床
面
と
身
廊
の
モ
ザ
イ
ク
床
面
は
、同
じ
時
代
、

同
じ
フ
ェ
ー
ズ
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、こ
こ
で
テ
ッ
セ
ラ
モ
ザ
イ
ク
を
支
え
て
い
る
白
モ
ル
タ
ル
が
、

内
陣
のW

M
2 

と
同
じ
も
の
と
な
ら
、
赤
モ
ル
タ
ル
に
支
え
ら
れ

た
現
存
の
象
嵌
モ
ザ
イ
ク
に
先
立
つ
初
期
の
内
陣
の
象
嵌
モ
ザ
イ
ク

は
、
白
モ
ル
タ
ルW

M
2 

の
上
に
直
接
載
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
③
の
穴
に
つ
い
て
は
、
層
位
に
注
目
し
な
が
ら
北
大
黒
柱
の
基
礎

の
あ
た
り
を
発
掘
し
た
と
こ
ろ
、
身
廊
の
モ
ザ
イ
ク
面
か
ら
二
〇
㎝

写真 25　Ｃ区画の石板
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写真 26 E 区画南端の穴

写真 27 身廊のモザイク床の断面
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弱
の
深
さ
に
あ
る
黄
白
モ
ル
タ
ル
の
層
が
、
ち
ょ
う
ど
北
大
黒
柱
の

一
番
下
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
下
部
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
の
が
確
認
さ

れ
た
（
写
真
27
）。
そ
の
上
に
は
瓦
礫
で
作
ら
れ
た
準
備
層
が
あ
り
、

そ
の
上
に
あ
る
白
モ
ル
タ
ル
の
下
地
を
支
え
て
い
る
（
上
述
の
赤
煉

瓦
の
下
地
は
、こ
の
箇
所
で
は
不
明
瞭
、も
し
く
は
不
在
で
あ
っ
た
）。

黄
白
色
の
モ
ル
タ
ル
は
、
現
存
す
る
身
廊
の
モ
ザ
イ
ク
や
翼
廊
の
モ

ザ
イ
ク
床
面
が
形
作
ら
れ
た
時
代
以
前
の
床
面
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
示
し

て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
も
な
く
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
モ
ル
タ
ル
で
下

地
を
作
り
、
そ
の
上
に
瓦
礫
等
の
中
間
下
地
を
作
る
意
味
が
不
明
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
白
モ
ル
タ
ル
に
支
え
ら
れ
た
現
在
の
モ
ザ
イ
ク

舗
床
面
は
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
や
技
法
か
ら
、
古
代
末
期
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
黄
白
モ
ル
タ
ル
に
支
え
ら
れ
た
床
面
の
段
階
が
あ
っ

た
こ
と
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
聖
堂
の
歴
史
は
、
地
震
な
ど
に
よ
り

古
代
末
期
の
内
に
も
再
建
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

ク
サ
ン
ト
ス
の
東
聖
堂
が
や
は
り
現
存
す
る
古
代
末
期
の
モ
ザ
イ
ク

舗
床
面
の
下
に
初
期
の
聖
堂
の
舗
床
面
を
持
っ
て
い
る
の
と
並
行
す

る
事
例
と
な
ろ
う（

7
（

。
後
述
す
る
内
陣
の
黄
白
モ
ル
タ
ル
と
、
層
位
も

ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
、
内
陣
の
黄
白
モ
ル
タ
ル
も
、
同
じ
く
最
初
期
の

聖
堂
の
床
面
の
下
地
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、そ
れ
ら
の
床
面
の
舗
床
を
確
認
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
、

さ
し
あ
た
り
今
後
検
証
す
る
必
要
の
あ
る
仮
説
と
い
う
に
と
ど
め
て

お
き
た
い
。

写真 28　北大黒柱の基礎と黄白モルタル層
（左手では手前に垂れ下がっている）
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Ｆ
区
画
　
祭
壇
の
天
蓋
（
キ
ボ
リ
オ
ン
）
の
柱
の
礎
石
が
あ
る
場
所
、

お
よ
び
、
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
場
所
に
囲
ま
れ
た
こ
の
部
分
は
、
本

来
、
祭
壇
が
置
か
れ
た
、
内
陣
で
も
最
も
重
要
な
空
間
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
祭
壇
は
、
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
わ
ず
か
に
煉
瓦
二
段

分
程
度
の
高
さ
し
か
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
ず
、
ま
た
ア
プ
シ
ス
部
か

ら
続
く
大
き
な
穴
①
が
掘
ら
れ
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
そ
の
痕
跡
は

ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
東
側
（
身
廊
か
ら
見
て
奥
）
の
二
つ
し
か
残
っ
て
い
な
い
天
蓋
の

柱
の
礎
石
（C

B
1,2

）
は
、
聖
堂
お
よ
び
内
陣
の
中
心
軸
に
対
し

て
左
右
対
称
の
位
置
関
係
に
あ
る
。
写
真
11
で
Ｆ
区
画
の
西
端
を
画

す
る
た
め
に
引
い
た
線
は
、
ち
ょ
う
ど
ア
プ
シ
ス
脇
の
壁
か
ら
、
テ

ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
の
西
端
ま
で
を
含
ん
だ
範
囲
を
二
等
分
す
る
線
で

あ
る
が
、
こ
の
線
上
に
幅
四
㎝
ほ
ど
の
、
タ
イ
ル
と
い
う
に
は
か
な

り
厚
み
の
あ
る
大
理
石
の
列
が
敷
か
れ
、
途
中
ま
で
現
存
し
て
い
る

（
写
真
29
、
34
）。
欠
損
し
て
い
る
西
側
の
二
つ
の
柱
礎
が
あ
る
べ
き

場
所
は
、
も
し
天
蓋
が
正
方
形
の
区
画
を
覆
う
も
の
で
あ
っ
た
の
な

ら
、
東
側
の
二
つ
の
柱
礎
が
現
位
置
を
示
す
も
の
と
仮
定
し
て
ち
ょ

う
ど
こ
の
列
石
の
西
側
、
写
真
24
の
象
嵌
タ
イ
ル
に
被
さ
るW

M
1 

が
広
く
敷
か
れ
た
あ
た
り
（
北
西
の
礎
石
の
位
置
）
と
、
赤
モ
ル
タ

ル
が
床
材
の
跡
を
残
し
て
い
る
あ
た
り
（
南
西
の
礎
石
の
位
置
）
に

な
る
だ
ろ
う
（
写
真
34
は
仮
に
そ
の
範
囲
を
天
蓋
の
範
囲
と
し
て
切

り
取
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
写
真
の
左
下
隅
と
右
下
隅
が
そ

の
場
所
に
あ
た
る
）。
そ
の
場
合
、
列
石
は
か
つ
て
の
天
蓋
の
柱
礎

の
内
の
り
を
結
ん
だ
正
方
形
の
範
囲
を
画
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
他
の
三
辺
に
は
同
様
の
列
石
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
念
な
が

ら
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

　
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
赤
モ
ル
タ
ル
で
内
陣
床
面
が
再
編

写写真 29 大理石の石
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成
さ
れ
た
際
に
は
、す
で
に
柱
は
東
側
の
二
本
し
か
立
っ
て
お
ら
ず
、

西
側
の
二
本
は
失
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
東

の
柱
礎
（C

B
2

）
周
辺
で
は
、
柱
礎
脇
の
北
と
西
の
モ
ル
タ
ル
が

浸
食
に
よ
り
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
幸
い
そ
の
空
隙
か
ら
、
柱

礎
の
下
地
の
構
造
が
見
て
取
れ
る
。
観
察
の
結
果
、
柱
礎
自
体
、
石

や
瓦
礫
で
作
っ
た
下
地
層
の
上
に
載
せ
ら
れ
たW

M
2

と
思
わ
れ
る

白
モ
ル
タ
ル
の
上
に
設
置
さ
れ
て
、
灰
色
モ
ル
タ
ルG

M
 

で
固
定

さ
れ
て
お
り
（
写
真
30
）、
お
そ
ら
く
、W

M
2

が
床
面
の
舗
床
材

を
支
え
て
い
た
時
点
の
状
態
で
現
存
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
知
見
を
総
合
す
る
と
、
赤
モ
ル
タ
ル

を
用
い
て
内
陣
床
面
を
再
編
成
し
た
時
点
で
は
、
天
蓋
の
再
建
は
考

慮
さ
れ
ず
、
そ
の
東
側
の
二
つ
の
柱
礎
が
、
飾
り
柱
を
立
て
る
た
め

に
残
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　
写
真
34
に
見
え
る
よ
う
に
、
二
つ
の
柱
礎
の
上
面
が
お
そ
ら
く
人

為
的
に
角
を
落
と
さ
れ
、
狭
く
さ
れ
て
い
る
の
は
、
柱
礎
の
上
面
の

面
積
に
対
し
て
底
面
積
の
小
さ
い
柱
を
立
て
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ら

と
考
え
ら
れ
る
。
南
東
の
柱
礎C

B
2 

の
西
側
面
も
人
為
的
に
削
り

落
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
つ
の
時
代
か
に
、
直

方
体
の
大
き
な
構
造
物
を
こ
の
面
に
取
り
付
け
る
た
め
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
と
推
測
し
う
る
の
み
で
あ
る（

8
（

。
一
昨
年
の
発
掘
時
に
は
飾
り

柱
は
こ
の
場
所
か
ら
は
見
つ
か
ら
ず
、
仕
切
り
壁
９
と
10
の
脇
に
、

底
面
の
径
四
〇
㎝
程
度
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
（78a,b 

と

（23

）
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
、
最
終
使
用
時
に
は
、
飾
り
柱
自
体
、

ア
プ
シ
ス
脇
の
壁
近
く
に
移
さ
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
現
在
柱

礎
が
あ
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
の
、
倒
壊
な
ど
が
あ
っ
て
、

そ
の
後
再
建
の
た
め
、
仕
切
り
壁
脇
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
か
の
い
ず

れ
か
と
思
わ
れ
る
。

　
北
東
の
柱
礎
の
西
側
に
一
直
線
に
長
さ
一
ｍ
強
、
幅
四
〇
㎝
ほ
ど

の
帯
状
の
比
較
的
深
い
掘
削
跡
、
な
い
し
床
材
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ

た
が
、
そ
の
う
ち
最
東
端
で
は
矩
形
に
、
二
〇
㎝
以
上
の
深
さ
に
あ

る
黄
白
モ
ル
タ
ル
の
層
ま
で
掘
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
赤
モ
ル
タ

ルR
M

、
そ
の
直
下
の
白
モ
ル
タ
ルW

M
2

、
瓦
礫
層
、
黄
白
モ
ル

タ
ルY

H
M
 

の
四
層
構
造
が
明
瞭
に
観
察
さ
れ
た
（
写
真
31
）。
祭

壇
と
ア
プ
シ
ス
の
間
の
穴
①
で
は
、
穴
の
北
側
と
南
側
で
断
面
を
調

査
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
で
も
、
や
は
り
同
様
の
四
層
構
造
が
見

て
取
れ
た
（
写
真
32
ａ
、
ｂ
）。
要
す
る
に
、
Ｆ
区
画
で
は
、
身
廊

寄
り
の
Ｃ
・
Ｄ
区
画
と
違
っ
て
白
モ
ル
タ
ルW

M
2

の
下
に
版
築
土

層
を
持
た
ず
、
代
わ
り
に
瓦
礫
を
固
め
た
層
を
持
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
Ｃ
・
Ｄ
区
画
で
は
、
少
な
く
と
も
床
面
よ
り
三
〇
㎝
下
を

掘
る
こ
と
が
で
き
た
箇
所
で
も
、
版
築
土
層
の
下
に
黄
白
モ
ル
タ
ル

層
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
Ａ
区
画
の
②
の
穴
で
も
、
内
陣
側
を
床

面
か
ら
三
〇
㎝
の
深
さ
ま
で
掘
り
、
そ
の
断
面
を
清
掃
し
て
み
た
け

れ
ど
も
、W

M
2 

の
下
は
版
築
土
層
で
、
そ
の
下
に
黄
白
モ
ル
タ
ル
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写真 30　柱礎脇の灰モルタルと、柱礎下の赤モルタル

写真 31　祭壇北脇の溝
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の
層
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
（
写
真
33
）。
も
ち
ろ
ん
、
以

上
の
限
ら
れ
た
観
察
か
ら
、
結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
今
後
と
も
調
査
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

同
じ
内
陣
で
も
祭
壇
周
辺
と
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
周
辺
で
、
床
面

の
基
礎
の
作
り
方
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

　
最
後
に
、
祭
壇
に
つ
い
て
の
所
見
を
記
す
。
赤
モ
ル
タ
ル
を
用
い

て
内
陣
を
再
編
成
し
た
時
期
、
祭
壇
は
、
六
角
形
の
白
大
理
石
／
石

灰
岩（

9
（

の
タ
イ
ル
と
正
三
角
形
の
黒
い
ス
レ
ー
ト
タ
イ
ル
を
組
み
合
わ

写真 32a　①の穴の北側断面 写真　　　　32b　①の穴の南側断面

写真 33 ②の穴の南側断面
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せ
て
縁
取
り
パ
タ
ー
ン
を
描
い
た
範
囲
の
中
に
据
え
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
タ
イ
ル
列
は
祭
壇
北
側
に
六
角
形

タ
イ
ル
九
枚
か
ら
な
る
一
列
と
、
そ
こ
か
ら
斜
に
折
れ
曲
が
っ
て
西

側
に
六
角
形
タ
イ
ル
三
枚
か
ら
な
る
一
列
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ

る
が
、
南
西
角
に
は
、
そ
の
延
長
上
に
、
か
つ
て
敷
か
れ
て
い
た
六

角
形
タ
イ
ル
の
嵌
め
跡
が
赤
モ
ル
タ
ル
の
上
に
確
認
で
き
る
。ま
た
、

そ
の
嵌
め
跡
か
ら
内
陣
の
中
心
軸
と
平
行
に
ま
っ
す
ぐ
内
陣
奥
へ
一

ｍ
強
進
ん
だ
場
所
に
は
、
い
か
に
も
建
築
部
材
が
は
ま
っ
て
い
た
か

の
よ
う
に
見
え
る
嵌
め
跡
が
赤
モ
ル
タ
ル
上
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
角
を
、
北
側
タ
イ
ル
列
の
東
端
の
六
角
形
タ
イ
ル
脇
に
残
さ
れ

た
部
材
の
嵌
め
跡
と
結
ん
で
み
る
と
、
南
西
の
角
の
み
直
角
の
、
全

体
と
し
て
南
西
方
向
に
押
し
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
四
角
形
の
範
囲
が
描

か
れ
る
（
写
真
34
）。
そ
も
そ
も
、
北
側
に
残
っ
て
い
る
タ
イ
ル
列

自
体
、
中
心
軸
に
対
し
て
時
計
回
り
に
二
度
ほ
ど
ず
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
西
面
が
、
ち
ょ
う
ど
内
陣
の
中
心
線
に
直
交
し
て
い
る
の

で
、
四
点
を
結
ぶ
と
、
い
び
つ
な
非
対
称
の
四
角
形
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
一
つ
指
摘
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
点
は
、
こ
の
西
面
が
、

い
び
つ
な
四
角
形
の
一
辺
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
身
廊
か
ら
眺

め
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
内
陣
の
中
央
に
正
面
し
、
背
景
の
飾
り
柱
に

挟
ま
れ
た
空
間
の
ほ
ぼ
正
確
に
中
央
に
来
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
現
存
す
る
祭
壇
の
名
残
の
わ
ず

か
な
煉
瓦
積
み
と
、
赤
モ
ル
タ
ル
上
の
六
角
形
の
タ
イ
ル
列
に
囲
わ

れ
た
範
囲
と
の
間
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
で
あ
ろ
う
。
実
の
と

こ
ろ
、
祭
壇
の
名
残
の
煉
瓦
積
み
は
、
ベ
ー
ジ
ュ
の
モ
ル
タ
ルB

M
 

で
成
形
さ
れ
て
い
て
、
赤
モ
ル
タ
ルR

M
 

に
支
え
ら
れ
た
タ
イ
ル

列
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
造
作
に
よ
っ
て
い
る
。
両
者
の
間
に
で
き

て
い
る
、
西
端
で
は
三
㎝
も
の
隙
間
を
作
っ
て
い
る
く
さ
び
形
の
溝

を
清
掃
し
て
み
る
と
、
タ
イ
ル
列
の
下
の
モ
ル
タ
ル
層
は
ほ
ぼ
垂
直

に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
祭
壇
の
名
残
と
の
間
の
隙
間
は
く
さ
び
形
の

写真 34 六角タイルで区画された祭壇の範囲　



－  338  －－  339  －

ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告
（
二
〇
一
四
）（
浦
野
）

ま
ま
、
一
〇
㎝
近
く
下
の
平
滑
な
水
平
面
に
行
き
当
た
る
ま
で
続
い

て
い
る
（
写
真
35
）。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
隙
間
の
底
の
平
面
の
素

材
が
モ
ル
タ
ル
で
あ
る
の
か
石
板
で
あ
る
の
か
等
、
確
認
で
き
て
い

な
い
の
で
、
不
明
な
点
は
残
し
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
事
実
は
、
現
存

す
る
祭
壇
の
基
部
と
タ
イ
ル
列
が
違
う
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能

性
を
強
く
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
隙
間
は
後
代
の
地
殻
の
変
動
な

ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
存
祭
壇
の
基
部
を
据
え
た
際
に
す
で

に
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
タ
イ

ル
列
と
そ
の
下
の
モ
ル
タ
ル
を
、
わ
ざ
わ
ざ
祭
壇
の
側
面
に
対
し
て

く
さ
び
形
に
隙
間
を
作
る
よ
う
造
作
す
る
こ
と
は
考
え
が
た
く
、
も

と
も
と
、
い
び
つ
な
四
角
形
の
モ
ル
タ
ル
作
り
の
凹
み
が
先
に
存
在

し
、
そ
こ
に
は
ま
っ
て
い
た
か
つ
て
の
祭
壇
を
取
り
除
い
た
後
、
整

形
の
煉
瓦
と
ベ
ー
ジ
ュ
の
モ
ル
タ
ル
を
使
っ
て
新
し
い
祭
壇
を
作
り

直
し
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
隙
間
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
赤
モ
ル
タ
ル
を
使
っ
て
六
角
タ
イ
ル
の
枠
が
作
ら
れ
た

時
代
の
祭
壇
は
、
腰
高
の
石
板
パ
ネ
ル
を
ロ
の
字
型
に
嵌
め
こ
む

こ
と
で
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

東
西
南
北
、
四
枚
の
パ
ネ
ル
の
幅
が
わ
ず
か
ず
つ
異
な
っ
た
た
め
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
サ
イ

ズ
の
異
な
る
パ
ネ
ル
し
か
手
に
入
ら

な
か
っ
た
た
め
、
上
述
の
よ
う
な
不

整
形
四
角
形
の
凹
み
を
作
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ

の
凹
み
の
西
面
が
内
陣
の
中
央
、
身

廊
に
正
面
す
る
形
で
作
ら
れ
て
い
た

と
述
べ
た
が
、
そ
の
幅
は
一
五
六
㎝
、

そ
れ
に
対
し
、
北
面
の
幅
は
一
〇
七

㎝
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
祭
壇
の

重
要
性
・
中
心
性
を
よ
く
示
す
入
念

な
レ
リ
ー
フ
を
施
さ
れ
た
石
板
が
据

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

写真 35　祭壇北の溝
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よ
う
な
想
定
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
た
遺
物
を
点
検
し
て
み

れ
ば
、一
昨
年
度
、断
片
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
、片
面
に
古
代
末
期
、

も
う
片
面
に
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
の
、
い
ず
れ
も
丁
寧
に
レ
リ
ー
フ
が
刻

ま
れ
た
大
理
石
製
の
二
枚
の
パ
ネ
ル
断
片
は
、
祭
壇
の
側
面
を
飾
る

に
ふ
さ
わ
し
い
石
板
と
言
え
る
。
田
中
の
復
元
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら

の
石
板
（
二
〇
一
二
年
田
中
報
告
の
⑤
と
⑥
）
は
、
も
と
も
と
古
代

末
期
に
レ
リ
ー
フ
が
刻
ま
れ
た
段
階
で
は
、
厚
さ
六
㎝
、
幅
一
三
〇

㎝
、
高
さ
一
〇
〇
㎝
ほ
ど
の
サ
イ
ズ
の
、
大
円
に
囲
ま
れ
た
十
字
架

文
と
蔦
文
か
ら
な
る
同
じ
文
様
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ

も
、
裏
面
に
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
の
鳥
獣
文
、
草
木
文
、
幾
何
学
文
、
組

紐
文
の
レ
リ
ー
フ
が
刻
ま
れ
た
段
階
で
は
幅
一
〇
〇
㎝
ほ
ど
に
カ
ッ

ト
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る（
（1
（

。
見
つ
か
っ
た
場
所
は
身
廊
の
南
寄
り
、
内

陣
に
近
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
地
震
等
に
よ
る
破
損

の
の
ち
、
元
の
位
置
か
ら
取
り
外
さ
れ
、
南
内
部
戸
口
２
の
前
あ
た

り
の
作
業
ス
ペ
ー
ス
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
の

側
板
、
と
り
わ
け
西
面
を
飾
っ
た
最
も
重
要
な
そ
れ
と
推
測
さ
れ
る

部
材
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
、
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
風

の
文
様
が
刻
ま
れ
た
パ
ネ
ル
断
片
（
写
真
36
ａ
、
ｂ
）
が
い
く
つ
か

出
土
し
て
い
る
。

　
な
お
、
聖
堂
使
用
の
最
終
段
階
に
お
け
る
祭
壇
に
つ
い
て
は
、
上

述
の
煉
瓦
積
み
の
名
残
以
外
は
、
確
認
で
き
て
い
な
い
。
遺
跡
全
体

写真 36a, b　レリーフ付きパネル
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の
発
掘
責
任
者
タ
ネ
ル
・
コ
ル
ク
ー
ト
氏
が
、
祭
壇
中
央
部
の
モ
ル

タ
ル
層
の
確
認
し
か
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
そ
の
確
認
の
機
会
を

得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
わ
ず
か
に
発
掘
す
る
こ

と
の
で
き
た
中
央
部
（
写
真
37
）
で
も
、
祭
壇
の
基
壇
部
分
の
遺
構

は
現
れ
な
か
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
地
震
な
ど
の
天
災
後
の
再
建
の

試
み
の
中
、
あ
る
い
は
①
の
穴
が
開
け
ら
れ
た
際
、
取
り
去
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
聖
堂
の
最
終
的
な
放
棄
の

時
期
に
は
、
こ
の
場
所
は
祭
壇
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

４ 

身
廊
北
東
隅
の
床
　
今
シ
ー
ズ
ン
、
身
廊
北
東
隅
、
③
の
穴
の

西
側
の
床
面
を
開
け
た
。
詳
細
は
テ
デ
ス
キ
報
告
に
譲
り
、
二
点
の

み
、
特
記
し
て
お
く
。
こ
の
場
所
は
、
二
〇
一
一
年
の
発
掘
で
た
き

火
な
ど
に
よ
る
炭
化
し
た
土
に
混
ざ
っ
て
中
期
ビ
ザ
ン
ツ
の
彩
秞
陶

器
が
出
土
し
た
北
内
部
戸
口
２
の
脇
に
当
た
る
が
、
北
大
黒
柱
の
南

に
や
は
り
炭
化
し
た
土
層
が
現
れ
た
（
写
真
38
）。
土
の
中
か
ら
は
、

彩
秞
陶
器
の
細
片
が
幾
つ
か
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
部
戸
口
か

ら
入
っ
た
と
こ
ろ
に
九
七
㎝
×
一
一
〇
㎝
の
石
板
が
裏
を
表
に
敷
か

れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
表
に
か
え
す
と
、
奈
良
澤
報
告
に
詳
述
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
図
案
の
レ
リ
ー
フ
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
も
、
説

教
壇
や
ソ
レ
ア
、
な
い
し
テ
ン
プ
ロ
ン
の
腰
高
手
す
り
パ
ネ
ル
の
一

つ
で
あ
っ
た
だ
あ
ろ
う
。
写
真
11
で
は
、
内
陣
の
Ｃ
区
画
と
Ｄ
区
画

写真 37　祭壇中央のモルタル
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の
間
の
、
も
と
も
と
同
様
の
パ
ネ
ル
が
は
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

場
所
に
裏
返
し
て
置
い
た
。

写真 38　北大黒柱南の炭化土層（写真の右端はパネル）
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註（（
）
二
〇
一
四
年
の
参
加
メ
ン
バ
ー
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
（
Ｂ
）「
古

代
・
中
世
地
中
海
世
界
に
お
け
る
宗
教
空
間
と
社
会
変
動
―
ト
ロ
ス

遺
跡
聖
堂
遺
構
の
発
掘
調
査
」
メ
ン
バ
ー
か
ら
、
浦
野
の
他
、
深
津

行
徳
、草
生
久
嗣
、師
尾
晶
子
が
、同
科
研
協
力
者
か
ら
村
田
光
司
（
貨

幣
担
当
）、
高
橋
翔
（
石
材
・
図
面
担
当
）、
高
橋
咲
、
松
崎
哲
也
（
動

物
骨
担
当
）、
青
山
竜
済
、
安
平
明
穂
、
松
丸
夏
希
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・

テ
デ
ス
キ
（
モ
ザ
イ
ク
調
査
・
保
存
担
当
）、
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ラ
・
コ

ス
タ
が
、
師
尾
氏
の
科
学
研
究
費
基
盤
（
Ｃ
）「
リ
キ
ア
に
お
け
る
都

市
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
と
展
開-

碑
文
習
慣
の
展
開
か
ら
の

考
察
」
の
協
力
者
か
ら
向
井
朋
生
（
土
器
・
ガ
ラ
ス
器
担
当
）、
奈
良

澤
由
美（
石
材
担
当
）が
参
加
し
た
。
広
島
大
学
の
奥
山
広
規
氏
に
は
、

ゲ
ス
ト
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
き
、
と
り
わ
け
製
図
ソ
フ
ト
使
用
に

際
し
て
ご
助
言
を
い
た
だ
く
な
ど
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
し

て
お
き
た
い
。
な
お
、
二
〇
一
三
年
に
つ
い
て
、
前
号
で
記
載
を
怠
っ

た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
参
加
者
を
記
し
て
お
く
。
浦
野
の
他
、
太
記

祐
一
、
深
津
行
徳
、
師
尾
晶
子
、
小
笠
原
弘
幸
が
「
聖
堂
遺
構
発
掘

調
査
」
科
研
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
川
本
智
史
、
高
橋
翔
、
山
本
悠
貴
、

山
根
友
樹
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
テ
デ
ス
キ
。
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ラ
・
コ

ス
タ
が
協
力
者
と
し
て
参
加
し
た
。

（
2
）
時
代
が
下
り
一
五
世
紀
の
テ
ッ
サ
ロ
ニ
ケ
の
シ
メ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、

教
会
は
聖
性
の
高
い
順
に
ベ
ー
マ
、
ナ
オ
ス
、
ナ
ル
テ
ッ
ク
ス
の
三

つ
に
区
分
さ
れ
る
と
い
い
（Sym

eon of T
hessalonike,90

）、
テ

ン
プ
ロ
ン
の
障
柵
に
囲
わ
れ
た
範
囲
が
ベ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
の
範

囲
は
通
例
我
が
国
で
は
「
内
陣
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
太

記
祐
一
『
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
時
代
の
教
会
建
築
に
お

け
る
皇
帝
の
儀
礼
に
関
す
る
研
究
』（
東
京
大
学
提
出
博
士
論
文
）、

一
九
九
七
年
、
一
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
3
）
オ
ル
ソ
画
像
と
し
て
合
成
さ
れ
た
写
真
11 

か
ら
、
北
翼
廊
と
内
陣
、

テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
と
仕
切
り
壁
（0 

の
関
係
は
明
白
で
あ
る
が
、
南

翼
廊
と
内
陣
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の
敷
石
と
仕
切
り
壁
９
の
関
係
は
、
南

翼
廊
側
、
仕
切
り
壁
９
の
直
下
に
三
〇
㎝
×
四
〇
㎝
ほ
ど
の
試
掘
に

よ
り
確
か
め
た
（
写
真
12
）。

（
4
）
こ
の
写
真
撮
影
時
、
天
板
は
す
で
に
取
り
外
し
て
あ
り
、
ま
た
、

一
二
年
冬
、
煉
瓦
積
み
の
部
分
の
み
を
ト
ル
コ
隊
が
復
元
し
て
い
る
。

（
5
）
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
テ
デ
ス
キ
（
米
倉
立
子
訳
）『
史
苑
』
七
四
ー
１
、

二
〇
一
四
。

（
6
）
あ
る
箇
所
で
は
、
壁
の
下
に
赤
モ
ル
タ
ル
が
入
り
込
ん
で
い
る
一

方
、
別
の
箇
所
で
は
、
壁
の
直
下
に
白
モ
ル
タ
ル
に
支
え
ら
れ
た
煉

瓦
が
観
察
さ
れ
た
。

（
7
）M

. -P. R
aynaud, C

orpus of the M
osaics of Turkey , vo.1, 

Lycia,Xanthos part 1, E
ast B

asilica, U
ludag U

niversity 
Press, 2013, pp.60ff,87ff.

（
8
）
転
用
材
で
あ
る
こ
の
柱
礎
は
同
じ
く
転
用
材
で
あ
る
北
の
柱
礎
よ

り
や
や
大
き
い
。
大
き
い
方
の
柱
礎
の
側
面
を
削
る
こ
と
で
内
陣
の

縦
軸
線
に
直
交
す
る
横
軸
線
を
床
上
に
確
保
し
、
二
つ
の
柱
礎
西

面
に
差
し
渡
し
て
石
材
を
設
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
建
築
当
初
の
加
工
で
あ
る
の
か
、
後
代
の
加
工
で
あ
る

の
か
は
分
か
ら
な
い
。
柱
礎
間
を
差
し
渡
す
た
め
に
は
か
な
り
大
き

な
、
な
い
し
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
石
材
を
据
え
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
階
段
状
の
構
造
物
を
作
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

り
、
も
し
そ
う
な
ら
、
祭
壇
を
高
く
設
置
す
る
た
め
の
基
壇
の
石
材

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
発
掘
中
に
、
そ
の
よ
う
な
大
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き
な
石
材
は
発
見
さ
れ
ず
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
赤
モ
ル
タ
ル

に
よ
る
内
陣
再
編
成
時
以
降
の
祭
壇
は
、
そ
の
よ
う
な
階
段
上
の
構

造
物
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
も
し
そ
う
し
た
想
定
が
当
た
っ
て
い
る

な
ら
。
創
建
当
初
、
な
い
し
初
期
の
加
工
で
あ
っ
た
可
能
性
が
少
な

か
ら
ず
あ
る
。

（
9
）
六
角
形
の
タ
イ
ル
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
思
わ
れ
る
大
理
石
製
の
薄

い
整
っ
た
形
の
も
の
と
、
石
灰
岩
製
の
、
厚
い
、
表
面
の
み
平
滑
に

し
た
も
の
と
が
混
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
赤
モ
ル
タ
ル
で
こ
の

列
を
作
っ
た
際
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
タ
イ
ル
は
す
で
に
欠
乏
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
区
画
を
六
角
形
タ
イ
ル
で
囲
う
こ
と

が
装
飾
上
重
視
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
（0
）
田
中
咲
子
「
ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告
（
二
〇
一
二
）
―
聖

堂
装
飾
（
レ
リ
ー
フ
、フ
レ
ス
コ
）
を
中
心
に
―
」『
史
苑
』
七
三
ー
２
、

二
〇
一
三
。
写
真
は
、
浦
野
聡
・
深
津
行
徳
「
ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂

発
掘
報
告
（
二
〇
一
二
）
―
建
築
上
の
所
見
を
中
心
に
―
」『
史
苑
』

七
三
ー
２
、二
〇
一
三
、
写
真（7-（

、（7-4 

参
照
。
田
中
は
、
⑥
に

つ
い
て
は
一
ｍ
程
度
の
幅
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
と
考
え
る
根
拠
を
明
確

に
示
し
て
い
な
い
が
、
鳥
獣
・
草
木
文
を
取
り
囲
む
矩
形
の
組
紐
文

の
結
び
目
の
位
置
を
考
察
し
、
左
の
そ
れ
が
右
の
そ
れ
と
矩
形
の
縁

取
り
の
中
で
同
じ
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
左
の
矩
形
が
右
の
そ
れ

と
同
じ
大
き
さ
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
一
方
、
横
に
そ
れ
が
三
列
並

ん
だ
図
案
は
裏
面
の
図
案
を
刻
ん
だ
一
三
〇
㎝
と
い
う
範
囲
を
は
み

出
し
て
し
ま
う
か
ら
、
⑤
の
図
案
の
範
囲
に
も
鑑
み
、
二
列
二
段
に

並
ん
だ
パ
タ
ー
ン
を
想
定
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
正
し
い
判
断
と
思
わ

れ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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（
二
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一
四
）（
浦
野
）

Basilica Excavation Report, Tlos 2014: General Observation

URANO, Satoshi

　　In 2014 season, 1) rubbles and soils were removed from SW area 
outside the basilica, 2) an inferred family tomb (in fact our inference 
turned to be uncertain) was opened in Room 7 of ST, and 3) the opus 
sectile floor of the chancel area and NE corner of mosaic floor on the 
nave were excavated and conserved.
　　After the removal of rubbles, five rooms and one corridor (or anoth-
er room) emerged in SW area to the basilica; eastern three of them (Ch.
Room 1, 2 and 3) originally formed an oblong structure with an apse at 
the east end, thought to be an annexed chapel. A base of olive oil mill 
was found at the centre of the square shape Ch.Room 2, and a horse-
shoe was found in the semilunar shape Ch.Room 1. These findings 
indicate that the chapel, divided into three rooms, had been converted 
to floors for the farm work in a later time (after the church was aban-
doned). SWRooms 1 and 2 (only part of eastern corners were recogniz-
able just below a path for tourists) were there across a corridor or a dirt 
floor (SWPath, which forms a southwards extension of the exonartex) 
from the chapel.
　　A hitherto supposed family tomb in Room 7, divided into two parts 
(eastern and western), of roughly the same measurements (height 33-
45 cm; widths 102 & 86 cm; length ca.160cm), brought neither human 
bones nor artificial material but a pair of tweezers down to the floor 
level where the original mosaic of the ST floor was found covered with a 
white mortar especially in the western part. These facts allude to a pos-
sibility that this was installed not for burial but for other purpose (still 
unspecifiable). More than 100 bones of rodents found within this struc-
ture point to that once here were their nests.
　　In the chancel area, the entire floor seems once to have been paved 
with opus sectile, as was that in the Xanthian East Basilica. Its pat-
terns were geometric ones depicted by rectangular panels and rim-
bands formed by triangle, quadrangle, hexagonal and octagonal stone 
tiles (white, grey, veined marbles, lime stones, black green clay slates, 
sometimes porphyries), though its remains were not quite a lot (except 
for in SE corner where patterns were well preserved). 
　　While all over the floor was repaired with white mortars (WM1, 
sometimes with their mouldings in the shape of stone tiles), sectile tiles, 
bricks, large marble slabs (some with reliefs originally used as either 
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handrail(s) of templon, sorea, or ambon,) and fragmentary stone slates 
(even if the materials themselves were lost or removed, their negatives 
on bedding mortars often discernible) were almost exclusively set on 
red mortars (RM) which are seen to have been bedded no later than 
PW9 and 10 had been constructed. The layer of another white mortars 
(WM2) was detected immediately under the RM and on rudus rubbles 
set on the other layer of yellowish white mortars (YWM1) bedded 
ca.20cm below the surface. These layers must represent earlier stages of 
the pavements. Pavements and their mortar bedding were extensively 
destroyed especially at the corners of the chancel area (except for at SE 
one), and in front of the apse up to the central part of the altar.
　　The boundary of the chancel area was marked by a U-shape line 
of stone slabs (thickness 25-30cm; width 48-50cm; length 90-100cm). 
They must have been stylobates of the templon rails (parapets), and 
later those of the iconostasis pillars which were found lying over each 
other on them in 2012 season. In a later time, PW9 and 10, inner sides 
of which is lined along those of the main pillars, were built respectively 
partly on the northern and southern stylobates, so that their enclosing 
area was smaller than that demarcated by stylobates themselves (by 
40-50cm on both sides). As the extant patterns of opus sectile were not 
fitted in the latter but in the former, so they must have belonged to a 
later attempt to re-pave the floor. PW10 seems to have been originally 
cut off at both ends to provide doorways to the NT, while PW9 does not 
have any to ST. Outside and all along the western stylobates there was 
discovered a ditch of 30 to 50 cm width and ca.20 cm depth, meanings 
of which is not clear. All over on the floor fragmentary bones of goats/
sheep, boars and cattle were found scattered.
　　The altar is characterized by its almost entire destruction and re-
moval of its materials except for a few bricks and three kinds of mortars 
(WM1, pinkish mortars (PM) and beige mortars (BM)). Judging from 
its remnants on RM, the one prior to the last seems to have consisted of 
four marble panels each of which has slightly different widths from each 
other. As this result, they formed somewhat an irregular quadrangle, 
though only the front one seems to have been arranged to set symmetri-
cally and orthogonally on the axis line. 
While the two eastern column bases of ciborion, symmetrically installed 
on WM2 (?), were preserved at their original positions, the western two 
seem to have been removed no later than RM were bedded. Greyish 
mortars (GM) were also discovered on edges of the SE column, though 
its stratigraphy is unclear.


