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ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
チ
ー
ム
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
三
日

に
南
側
廊
部
と
南
翼
廊
部
の
発
掘
に
着
手
し
、
八
月
三
日
ま
で
に

こ
の
部
分
の
瓦
礫
と
堆
積
土
を
、
昨
年
度
・
一
昨
年
度
同
様
、
北

側
翼
廊
と
身
廊
を
繋
ぐ
内
部
戸
口
の
敷
居
石
レ
ヴ
ェ
ル
（
四
七
二･

七
五
五
ｍ
）
ま
で
除
去
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
聖
堂
内
、
床
上
一
〇

～
数
十
㎝
を
残
し
て
す
べ
て
の
瓦
礫
と
堆
積
土
は
取
り
除
か
れ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
よ
り
上
か
ら
生
活

痕
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
わ
ず
か
に
第
４
室
で
は
、
身
廊
に

通
じ
る
内
部
戸
口
の
敷
居
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
、
火
の
跡
と
、
ほ
ぼ
完
形

に
復
元
で
き
る
中
型
の
粗
製
の
壺
が
、
中
期
ビ
ザ
ン
ツ
彩
釉
陶
器
の

断
片
と
と
も
に
見
つ
か
っ
て
い
る
。第
５
室
か
ら
青
銅
製
小
型
燭
台
、

第
６
室
か
ら
は
鉛
製
封
緘
、
第
７
室
か
ら
は
金
貨
と
ド
ア
の
取
っ
手

が
発
見
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
八
月
三
日
か
ら
四
日
に
か
け
、
南
翼
廊
部
第
６
室
の
第
４

号
墓
を
緊
急
発
掘
し
た
。
下
に
詳
述
す
る
が
、
お
そ
ら
く
三
つ
の
違

う
時
代
に
属
す
る
五
体
の
遺
骸
が
確
認
さ
れ
、
副
葬
品
の
青
銅
製
品

数
点
が
発
掘
さ
れ
た
。
第
７
室
に
は
三
ｍ
×
二
ｍ
、
高
さ
二
〇
～

三
〇
㎝
ほ
ど
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
（
家
族

墓
と
推
定
さ
れ
る
も
、
未
発
掘
で
あ
る
の
で
番
号
は
付
け
て
い
な

い
）。

　
そ
の
後
、
八
月
一
三
日
か
ら
二
四
日
ま
で
、
身
廊
部
と
北
側
廊
の

境
界
を
な
す
仕
切
り
壁
10
を
挟
ん
で
、
北
翼
廊
部
第
２
室
と
祭
壇
部

キ
ー
ワ
ー
ド

　
ビ
ザ
ン
ツ
　
聖
堂
　
レ
リ
ー
フ
　
ア
ー
キ
ト
レ
ー
ヴ
　
墓
　
副
葬
品
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の
一
部
に
つ
き
、
床
面
ま
で
掘
り
下
げ
た
。
第
２
室
か
ら
は
お
そ
ら

く
聖
堂
創
建
当
時
の
モ
ザ
イ
ク
舗
床
が
発
見
さ
れ
る
一
方
、
祭
壇
部

の
床
面
は
激
し
く
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
石
や
モ
ル
タ
ル
な
ど
に
よ
り

補
修
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
区
画
に
つ

い
て
現
状
保
存
の
作
業
を
行
い
、
最
終
的
に
不
透
水
シ
ー
ト
を
か
ぶ

せ
た
上
に
川
砂
を
乗
せ
て
保
存
し
た
。
こ
の
作
業
の
指
揮
は
イ
タ
リ

ア
の
モ
ザ
イ
ク
保
存
・
修
復
の
専
門
家
テ
デ
ス
キ
が
執
っ
た
も
の
で

あ
り
、
床
面
の
美
術
的
・
技
術
的
評
価
や
保
存
作
業
の
詳
細
は
近
刊

の
テ
デ
ス
キ
の
報
告
に
譲
る
。
八
月
一
三
日
か
ら
二
二
日
ま
で
は
同

時
に
、
太
記
祐
一
の
指
揮
に
よ
り
、
瓦
礫
と
堆
積
土
を
除
去
し
た
南

側
廊
と
南
翼
廊
部
を
中
心
に
測
量
を
行
い
、
平
面
図
を
作
成
し
た
。

建
築
上
の
総
合
所
見
に
つ
い
て
も
太
記
が
別
稿
を
準
備
し
て
い
る

が
、
以
下
、
一
三
年
度
の
発
掘
成
果
の
所
見
を
記
す
に
あ
た
り
、
必

要
な
限
り
で
建
築
学
上
の
観
察
も
交
え
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
貨

幣
と
封
緘
に
つ
い
て
は
、
本
誌
に
銘
と
年
代
決
定
に
つ
い
て
の
村
田

の
検
討
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
そ
れ
ら
の

発
掘
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
、
村
田
報
告
の
知
見
が
聖
堂
の
建
設
・

改
築
時
期
の
推
定
に
関
わ
る
場
合
に
は
参
照
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

１
　
仕
切
り
構
造
体
と
小
部
屋
　
翼
廊
部
は
昨
シ
ー
ズ
ン
確
認
さ
れ

て
い
た
身
廊
と
翼
廊
を
分
か
つ
仕
切
り
壁（
こ
れ
を
仕
切
り
壁
９（
Ｐ

Ｗ
９
）
と
名
付
け
た
）
の
他
、
都
合
五
枚
の
仕
切
り
壁
４
～
８
（
Ｐ

写真 1　第 4 室と仕切り壁 4 ～ 6
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Ｗ
４
～
8
）
に
よ
り
、
第
４
室
か
ら
第
７
室
ま
で
四
つ
の
部
分
に
分

か
た
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
図
参
照
）。

　
第
４
室
は
、
仕
切
り
壁
４
～
６
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
、
内
部
戸
口

に
よ
り
身
廊
へ
、
ま
た
仕
切
り
壁
４
と
５
の
間
の
開
口
部
に
よ
り
第

５
室
へ
そ
れ
ぞ
れ
通
じ
て
い
る
広
さ
一
坪
も
な
い
小
部
屋
で
あ
る

（
写
真
１
）。
南
翼
廊
が
仕
切
り
壁
９
に
よ
り
南
大
黒
柱
以
東
で
身
廊

か
ら
完
全
に
分
か
た
れ
て
い
る
こ
と
で
、
第
４
室
は
、
南
翼
廊
部
か

ら
身
廊
部
へ
と
通
じ
る
唯
一
の
通
路
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同

時
に
、
仕
切
り
壁
（
４
と
）
５
に
よ
り
、
通
路
上
に
、
翼
廊
か
ら
身

廊
へ
向
か
う
際
の
控
え
室
の
よ
う
な
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
。
南

大
黒
柱
か
ら
南
副
大
黒
柱
ま
で
を
繋
ぐ
仕
切
り
壁
６
に
直
角
に
取
り

付
け
ら
れ
た
仕
切
り
壁
５
は
、
仕
切
り
壁
６
に
沿
っ
て
折
れ
曲
が

り
、
第
４
室
の
分
厚
い
内
壁
を
な
す
形
で
築
造
さ
れ
て
い
る
。
仕
切

り
壁
４
も
５
と
同
じ
工
法
・
材
質
に
よ
る
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
か

ら
、
第
４
室
は
仕
切
り
壁
６
が
設
置
さ
れ
た
時
点
で
は
存
在
し
て
お

ら
ず
、
の
ち
に
仕
切
り
壁
４
と
５
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
新

た
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
第
４
室
の
内
装
は
、
分
厚
い
漆
喰
の
上
に
茶
と
青
の
暗
色
を
基
調

に
白
線
で
描
か
れ
た
疑
似
羽
目
板
模
様
の
フ
レ
ス
コ
で
飾
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
特
に
仕
切
り
壁
５
と
６
の
継
ぎ
目
周
辺
で
良
く
残
っ
て

い
た
。
こ
の
部
屋
か
ら
は
上
述
の
よ
う
に
ほ
ぼ
完
形
に
復
元
し
う
る

粗
製
の
壺
（
写
真
２
ａ
・
ｂ
）
や
中
期
ビ
ザ
ン
ツ
の
彩
釉
陶
器
の
破

片
の
他
、
か
つ
て
テ
ン
プ
ロ
ン
の
柵
を
支
え
た
と
お
ぼ
し
き
小
柱

（
211
）
が
見
つ
か
っ
て
い
る(

写
真
２
ｃ)

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と

は
、
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
に
テ
ン
プ
ロ
ン
に
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
が
設
置
さ

れ
て
後
（
後
述
）、
お
そ
ら
く
聖
堂
使
用
の
最
終
局
面
に
い
た
る
ま

で
、
こ
の
部
屋
が
何
ら
か
の
目
的
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
よ
う
。
昨
年
度
、
身
廊
に
続
く
内
部
戸
口
の
外
か
ら
、
ビ
ザ

ン
ツ
初
期
（
五
～
六
世
紀
）
と
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
（
一
〇
～
一
一
世
紀
）

の
繊
細
な
浅
浮
き
彫
り
を
そ
れ
ぞ
れ
片
面
ず
つ
に
持
つ
大
き
な
羽
目

板
断
片
二
件
（
68
・
72
・
72
ａ-

ｃ
・
84
・
84
ａ
・
146
、 

110
・
110
ａ
）

と
十
字
架
浮
彫
を
刻
ん
だ
丁
寧
な
仕
上
げ
の
四
角
柱
（
117
）
等
、
こ

の
聖
堂
に
と
っ
て
価
値
高
い
と
お
ぼ
し
き
飾
り
部
材
が
出
土
し
て
い 写真 2a, b, c
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た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
部
屋
の
周
辺
は
、
特
に
最
終
局
面
に
お

い
て
重
要
な
意
味
を
持
た
さ
れ
た
区
域
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
炭
化
し

た
土
は
、
一
昨
年
度
、
北
翼
廊
と
身
廊
を
繋
ぐ
内
部
戸
口
の
上
か
ら

も
見
つ
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
火
の
使
用
痕
な
の
か
火
災
の
跡
な

の
か
は
、
そ
れ
が
局
限
的
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
前
者
の
可
能
性

が
高
い
と
は
い
え
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　
第
５
室
は
、
仕
切
り
壁
４
・
５
の
設
置
ま
で
は
第
４
室
と
つ
な
が

っ
て
南
側
廊
の
延
長
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
一
方

で
、
そ
れ
ら
（
と
、
場
合
に
よ
れ
ば
仕
切
り
壁
７
）
の
設
置
後
は
、

第
４
、
第
６
、
第
７
室
に
対
す
る
玄
関
ホ
ー
ル
の
よ
う
な
役
割
を
持

た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
小
部
屋
で
あ
る
（
写
真
３
ａ
）。
こ
の
部

屋
か
ら
は
建
材
以
外
の
め
ぼ
し
い
出
土
遺
物
と
し
て
は
唯
一
青
銅
製

の
小
燭
台
が
見
い
だ
さ
れ
た
（
写
真
３
ｂ
）
が
、
そ
れ
は
窓
を
持
た

な
い
こ
の
部
屋
か
ら
見
つ
か
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
遺
物
と
い
え
る
。

室
内
装
飾
に
つ
い
て
は
、
仕
切
り
壁
４
と
仕
切
り
壁
７
表
面
の
残
存

状
態
が
悪
い
こ
と
も
あ
っ
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
第
６
室
は
、
南
翼
廊
の
、
お
お
む
ね
副
大
黒
柱
以
南
を
翼
廊
の
東

西
全
幅
に
渡
っ
て
占
め
る
細
長
い
部
屋
で
あ
る
。東
側
の
外
壁
に
は
、

北
翼
廊
に
お
け
る
の
と
同
様
、
外
部
戸
口
（
Ｅ
Ｏ
Ｄ
２
）
が
開
け
ら

れ
て
い
る
が
（
写
真
４
）、
北
翼
廊
の
そ
れ
（
Ｅ
Ｏ
Ｄ
１
）
が
後
代

に
塞
が
れ
て
し
ま
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
後
代
に
数
十
㎝
狭
め
ら
れ

つ
つ
も
、
聖
堂
の
全
使
用
期
間
を
通
じ
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と
考

写真 3a　第 5 室と仕切り壁 7
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え
ら
れ
る
。
こ
の
戸
口
か
ら
入
っ
て
左
側
、
南
壁
に
沿
っ
て
床
の
上

六
〇
㎝
の
高
さ
で
４
号
墓
が
築
造
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
墓
の
発
掘
に

つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
第
６
室
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の

み
簡
潔
に
記
し
て
お
く
と
、
そ
の
石
槨
は
床
面
を
覆
っ
て
い
た
モ
ザ

イ
ク
の
上
に
煉
瓦
と
石
を
積
ん
で
築
造
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ

る
（
写
真
５
）
の
で
、
床
面
レ
ヴ
ェ
ル
よ
り
一
ｍ
下
に
ま
で
達
し
て

い
る
こ
の
墓
自
体
は
、
聖
堂
創
建
当
時
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
は
な

く
、後
代
に
床
面
を
掘
り
抜
い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
見
な
し
え
よ
う
。

第
６
室
の
床
面
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
そ
の
上
の
瓦
礫
の
堆
積
を
除

去
し
て
お
ら
ず
正
確
な
状
況
は
不
明
な
が
ら
、
発
掘
の
過
程
で
露
出

し
て
し
ま
っ
た
、
戸
口
か
ら
４
号
墓
に
い
た
る
床
面
の
一
部
で
は
、

創
建
当
初
敷
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
モ
ザ
イ
ク
の
ほ
と
ん
ど
が
見
え

ず
、
モ
ル
タ
ル
面
な
い
し
土
面
が
確
認
さ
れ
た
。
４
号
墓
に
は
、
後

述
の
よ
う
に
灌
奠
の
た
め
と
思
わ
れ
る
設
備
が
あ
り
、
こ
の
墓
は
一

写真 3b　燭台
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定
の
期
間
、
お
そ
ら
く
地
元
の
有
力
家
系
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
一
族

や
子
孫
ら
に
よ
る
崇
敬
と
手
入
れ
を
受
け
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
か

ら
、
そ
う
し
た
人
の
出
入
り
が
舗
床
モ
ザ
イ
ク
の
損
耗
（
な
い
し
被

覆
）
を
招
来
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
４
号
墓
の
西
面
立
ち

上
が
り
際
付
近
か
ら
、
中
期
ビ
ザ
ン
ツ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
乳
白
地

に
茶
色
の
絵
の
具
と
線
刻
に
よ
る
特
徴
的
な
幾
何
学
紋
を
持
つ
彩
秞

鉢
の
断
片
（
写
真
６
ａ
・
ｂ
）
が
見
い
だ
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
死
者

の
弔
い
や
魂
の
慰
め
と
関
係
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
第
６
室
の
内
装
に
つ
い
て
は
、
翼
廊
の
南
西
隅
の
壁
に
、
二
重
の

半
円
が
連
な
る
鱗
模
様
の
下
書
き
線
を
引
き
、
そ
の
上
に
赤
・
黄
・

茶
な
ど
の
色
を
乗
せ
て
描
い
た
フ
レ
ス
コ
が
残
さ
れ
て
い
る
の
が
見

て
取
れ
る
（
写
真
７
）。
こ
の
フ
レ
ス
コ
は
、
単
層
の
漆
喰
の
上
に

描
か
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
創
建
当
初
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
残

念
な
が
ら
漆
喰
の
残
さ
れ
て
い
る
部
分
は
決
し
て
広
く
な
く
、
当
初

の
漆
喰
の
上
に
漆
喰
が
塗
り
重
ね
ら
れ
て
、
新
し
い
フ
レ
ス
コ
が
描

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
。

　
第
６
室
で
さ
ら
に
特
記
す
べ
き
は
、
西
側
の
壁
近
く
か
ら
の
鉛
製

の
封
緘
の
発
見
で
あ
ろ
う
。
見
つ
か
っ
た
の
は
、
発
掘
前
地
表
面
か

ら
は
四
〇
～
五
〇
㎝
下
、
床
面
か
ら
は
一
ｍ
ほ
ど
上
の
レ
ヴ
ェ
ル
で

あ
っ
た
（
海
抜
四
七
三
・
六
五
〇
ｍ
）。
こ
の
層
位
は
、
ち
ょ
う
ど
翼

廊
の
躯
体
の
主
要
部
が
崩
落
し
て
で
き
た
瓦
礫
堆
積
層
の
上
、
そ
の

後
の
放
置
期
間
に
形
成
さ
れ
た
堆
積
層
の
下
に
当
た
る
も
の
と
思
わ

写真 5　4 号墓基盤のしつらえと舗床モザイク
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れ
る
（
ト
ル
コ
隊
の
発
掘
方
針
も
あ
り
、
本
来
取
る
べ
き
セ
ク
シ
ョ

ン
図
は
採
録
し
て
い
な
い
が
、封
緘
発
掘
前
の
セ
ク
シ
ョ
ン
写
真（
写

真
８
ａ
）
を
掲
げ
る
）。
こ
の
封
緘
が
も
と
も
と
何
に
取
り
付
け
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
い
か
に
し
て
そ
の
位
置
に
放
置
さ
れ
た
の
か
、
捨

て
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
落
と
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
な

が
ら
、
南
翼
廊
主
要
躯
体
の
最
終
的
崩
落
後
の
も
の
と
の
推
測
が
当

た
っ
て
い
れ
ば
、
比
較
的
蓋
然
性
の
高
い
可
能
性
と
し
て
次
の
二
つ

を
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
目
は
躯
体
崩
落
後
、
教
会

に
と
っ
て
必
要
な
書
状
を
掘
り
起
こ
し
た
過
程
で
封
緘
を
施
さ
れ
た

紐
が
千
切
れ
て
落
ち
た
と
い
う
可
能
性
、
二
つ
目
は
、
崩
落
後
の
再

建
の
試
み
の
中
、
建
築
資
材
な
い
し
建
築
機
材
の
容
器
や
包
み
の
封

を
し
て
い
た
そ
れ
が
落
ち
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る（

1
（

。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
う
ち
、
あ
ま
り
あ
り
そ
う
に
な
い
の
は
前
者
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
書
状
に
付
け
ら
れ
た
封
緘
は
、
宛
先
に
届
け
ら

れ
た
後
は
そ
の
内
容
と
差
出
人
の
真
正
性
を
保
証
し
て
い
た
は
ず
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
に
貴
重
な
徴
票
が
、
な
ぜ
落
ち
た
ま
ま
に
さ
れ
た

の
か
理
解
さ
れ
難
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
急
い
で
書
状
自
体

を
持
ち
去
る
必
要
が
あ
っ
た
と
か
、
書
状
自
体
が
そ
の
場
に
置
き
忘

れ
ら
れ
封
緘
を
残
し
て
そ
の
ま
ま
朽
ち
て
し
ま
っ
た
な
ど
の
可
能
性

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
し
て
し

ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
出
土
層
位
か
ら
み
て
、
崩
落

後
に
届
い
た
も
の
を
こ
の
場
で
開
封
し
て
捨
て
た
と
い
う
あ
り
そ
う

に
な
い
想
定
を
受
け
入
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
崩
落
し
た
瓦
礫
の
中

か
ら
わ
ざ
わ
ざ
掘
り
出
し
た
文
書
や
封
緘
を
そ
の
よ
う
に
お
ろ
そ
か

に
扱
っ
た
と
考
え
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。

　
で
は
、
後
者
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
封
緘
の

作
成
主
は
地
方
管
区
テ
マ
・
キ
ュ
ビ
ラ
イ
オ
タ
イ
の
高
官
で
あ
る
が
、

そ
の
爵
位
と
官
位
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
封
緘
の
年
代
は
一
一
世
紀

初
頭
よ
り
下
る
も
の
と
し
た
村
田
の
推
定（

2
（

に
従
え
ば
、
こ
の
封
緘
と

第
７
室
の
床
面
付
近
か
ら
見
つ
か
っ
た
九
八
九
年
か
ら
一
〇
〇
一
年

製
造
の
金
貨
と
の
関
係
は
興
味
を
惹
か
ず
に
は
お
か
な
い
。
出
土
層

位
の
違
い
か
ら
最
も
シ
ン
プ
ル
に
考
え
れ
ば
、
南
翼
廊
の
躯
体
の
崩

落
は
、
金
貨
が
落
と
さ
れ
て
以
降
、
封
緘
が
落
と
さ
れ
る
ま
で
の
時

期
、
お
そ
ら
く
一
一
世
紀
あ
た
り
に
起
こ
り
、
そ
の
後
、
政
府
の
肝

い
り
で
再
建
資
材
や
機
材
が
送
ら
れ
、
こ
の
場
所
の
近
く
で
荷
ほ
ど

き
さ
れ
た
と
い
う
筋
書
き
が
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
封
緘
が
書
状
で

な
く
、
包
み
や
箱
に
付
け
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
荷
ほ
ど
き
時
に
落

と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
一
方
で
、

し
か
し
、
崩
落
と
再
建
の
試
み
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
南
翼
廊
に
限
っ
て
も
、
聖
堂
が
経
験
し
た

崩
落
は
複
数
回
に
お
よ
び
、
ま
た
そ
の
崩
落
の
合
間
の
期
間
に
お
け

る
瓦
礫
除
去
や
再
建
の
試
み
は
、
場
所
に
よ
り
状
況
が
異
な
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
封
緘
が
見
つ
か
っ
た

南
翼
廊
西
外
壁
あ
た
り
で
躯
体
崩
落
後
に
瓦
礫
除
去
が
行
わ
れ
て
い
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な
く
と
も
、
金
貨
の
見
つ
か
っ
た
東
外
壁
周
辺
で
は
行
わ
れ
て
い
た

と
い
う
可
能
性
は
確
か
に
存
在
し
、
し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
い

つ
と
は
特
定
で
き
な
い
な
が
ら
、
東
外
壁
周
辺
で
躯
体
崩
落
後
、
い

っ
た
ん
瓦
礫
が
除
去
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
我
々
が
、
封
緘
に
つ
い
て
も
金
貨
に
つ

い
て
も
そ
の
使
用
年
代
の
下
限
を
知
り
得
な
い
限
り
、
出
土
場
所
が

違
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
せ
る
推
論
は
大
し
て
多
く
な

く
、
ま
た
そ
う
し
た
状
況
で
の
推
論
は
い
ず
れ
も
不
確
か
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
堂
再
建
の
試
み
（
の
ひ
と
つ
、
な
い
し
幾
つ

か
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昨
年
度
、
身
廊
に
つ
い
て
そ
れ
を
示
唆

す
る
証
拠
と
し
て
柱
頭
の
リ
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
指
摘
し
た
け
れ
ど

も
、
す
ぐ
あ
と
に
述
べ
る
第
７
室
の
円
柱
と
仕
切
り
壁
の
検
討
、
４

号
墓
内
部
の
検
討
な
ど
か
ら
も
示
唆
さ
れ
、
よ
り
詳
細
に
そ
の
ク
ロ

ノ
ロ
ジ
ー
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
来
年
発
掘

を
予
定
し
て
い
る
身
廊
床
面
の
検
討
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
７
室
は
、
仕
切
り
壁
６
、８
、９
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
西
、
南
、
北

側
で
他
の
空
間
か
ら
区
切
ら
れ
、
仕
切
り
壁
６
の
南
隅
寄
り
に
戸
口

を
持
っ
た
長
方
形
の
部
屋
で
あ
る
。
戸
口
付
近
か
ら
は
ド
ア
の
取
っ

手
が
み
つ
か
っ
た
。
仕
切
り
壁
８
は
、
副
大
黒
柱
か
ら
そ
の
東
に
ほ

ぼ
等
間
隔
で
置
か
れ
た
二
つ
の
小
柱
台
を
繋
ぐ
形
で
築
か
れ
て
い
た

が
、
小
柱
台
は
北
翼
廊
で
も
相
当
す
る
位
置
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、

創
建
時
に
は
、
翼
廊
で
東
西
方
向
の
梁
を
支
え
る
円
柱
を
戴
い
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
218
と
219
を
そ
の
断
片
と
し
て
上
部
の
破
損

の
激
し
い
316
の
円
柱
（
長
さ
三
ｍ
、
底
面
直
径
四
九
㎝
）
が
、
底
面

を
仕
切
り
壁
８
に
向
け
、
上
述
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
上
、
南
北

方
向
に
倒
れ
て
い
た
（
写
真
９
）。
316
は
五
〇
㎝
近
い
低
面
直
径
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
一
辺
四
〇
数
㎝
の
小
柱
台
に
も
と
も
と
置
か
れ

て
い
た
と
考
え
る
に
は
太
す
ぎ
る
。
北
翼
廊
で
は
、
こ
れ
と
同
様
の

太
さ
と
長
さ
の
柱
は
、
北
大
黒
柱
と
北
副
大
黒
柱
の
中
間
の
位
置
に

あ
っ
て
南
北
に
梁
を
支
え
た
円
柱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ｒ
16

が
、
柱
礎
か
ら
北
側
廊
側
に
向
け
て
倒
れ
て
い
た
の
が
見
つ
か
っ
て

い
た（

3
（

。
ほ
ぼ
同
じ
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
316
は
、
南
翼
廊
で
ｒ
16
と
対
を

な
す
、
梁
を
南
北
に
支
え
る
円
柱
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
奇
妙
な
こ
と
に
316
は
、
上
述
の
ご
と
く
仕
切
り
壁
６
か

ら
は
数
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
上
に
倒
れ
て
い
た

の
み
な
ら
ず
、
南
翼
廊
で
そ
の
柱
礎
の
設
置
が
期
待
さ
れ
る
場
所
に

は
柱
礎
の
代
わ
り
に
仕
切
り
壁
６
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

南
北
の
梁
を
支
え
る
円
柱
の
倒
壊
後
、
同
じ
場
所
に
再
建
す
る
試
み

は
放
棄
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
柱
礎
を
取
り
去
っ
て
仕
切
り
壁
６
が
造

ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
円
柱
316
の
上
部
断
片

218
と
219
は
、
発
掘
前
地
表
面
の
二
〇
～
三
〇
㎝
下
と
、
か
な
り
浅
い

層
位
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
316
は
、
そ
の
倒
壊
時
に

上
部
が
、
す
で
に
落
ち
て
い
た
瓦
礫
に
強
く
た
た
き
つ
け
ら
れ
て
、

激
し
く
損
壊
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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オ
リ
ジ
ナ
ル
な
位
置
か
ら
取
り
去
ら
れ
た
316
が
、
小
柱
台
の
上
に
立

っ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
の
で
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
っ
た
か
は
分

か
ら
ぬ
も
の
の
、
仕
切
り
壁
８
に
立
て
か
け
ら
れ
て
い
た
か
、
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
仕

切
り
壁
６
に
近
接
し
た
位
置
に
、
直
方
体
の
石
材
、
な
い
し
構
造
物

が
確
認
さ
れ
た
が
（
写
真
10
）、
そ
の
目
的
・
機
能
は
不
明
で
あ
る
。

仕
切
り
壁
９
は
、
前
年
度
に
推
測
し
た
よ
う
に
、
七
つ
の
部
分
か
ら

な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
築
造
様
式
に
違
い
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
築
造
順
に
な
っ
て
い
た
か
、
現
在
の
と
こ

ろ
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
モ
ル
タ
ル
の
分
析
な
ど

工
法
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
上
述
の
ご
と
く
、
第
７
室
で
は
、
東
の
外
壁
際
、
北
寄
り
の
床
面

レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
、一
〇
世
紀
末
に
発
行
さ
れ
た
金
貨
が
見
付
か
っ
た
。

貨
幣
の
検
討
は
村
田
報
告
に
譲
る
が
、
第
７
室
の
東
外
壁
寄
り
の
場

所
で
は
、
金
貨
と
同
じ
く
床
面
レ
ヴ
ェ
ル
に
、
ほ
ぼ
完
形
に
近
い
コ

リ
ン
ト
式
柱
頭
384
と
、
太
さ
が
七
五
㎝
近
く
も
あ
る
未
仕
上
げ
の
円

柱
の
ド
ラ
ム
390
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
特
記
に
値
す
る
（
写

真
11
ａ
・
ｂ
）。
こ
れ
ら
は
ふ
た
つ
と
も
、
聖
堂
建
築
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
部
屋
か
ら
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
お
よ
そ
期

待
さ
れ
な
い
種
類
の
部
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
巨
大
で
重
厚

な
建
築
部
材
、
な
か
ん
ず
く
円
柱
ド
ラ
ム
は
、
ク
レ
ー
ン
や
梃
子
な

ど
を
用
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
場
所
に
置
く
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、

写真 9　319 の円柱と仕切り壁 8 の小柱台
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外
壁
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
高
さ
を
保
持
し
て
い
た
な
ら
、
そ
う
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
東
外
壁
は
、
特
に
円
柱
ド
ラ
ム
が

横
た
わ
っ
て
い
た
箇
所
の
東
側
で
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
円
柱
を
運
び

込
む
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
大
き
さ
で
崩
れ
て
い
る
（
写
真
11
ａ
）。

390
を
運
び
込
む
た
め
に
意
図
的
に
崩
し
た
の
か
、
す
で
に
崩
れ
て
空

い
て
い
た
隙
間
か
ら
運
び
込
ん
だ
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
少
な
く
と

も
、
実
際
に
運
び
込
ん
だ
際
に
は
、
と
く
に
こ
の
箇
所
で
翼
廊
の
躯

体
は
す
で
に
あ
る
程
度
崩
壊
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
壁
体
崩
落
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
390
と
384
が
床
面
に

接
し
て
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
（
特
に
390
の
す
ぐ
下
に
は
舗

床
モ
ザ
イ
ク
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
）、
こ
れ
ら
の
部
材
を
運
び
込

む
前
に
、
床
の
上
に
積
も
っ
た
屋
根
や
壁
材
の
瓦
礫
を
除
去
し
た
と

い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
南
翼
廊
の
こ

の
場
所
で
、
未
加
工
の
円
柱
ド
ラ
ム
と
、
加
工
前
の
コ
リ
ン
ト
式
柱

頭
が
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
は
、
金
貨
の
製
造
年
代
が
指
し
示
す
一
〇

世
紀
末
以
降
の
時
代
に
聖
堂
再
建
の
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
何
ら

か
の
理
由
で
そ
の
試
み
が
途
中
で
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。そ
う
し
た
こ
と
は
、

昨
年
度
、
身
廊
の
説
教
壇
近
く
に
、
再
加
工
し
て
意
匠
を
ビ
ザ
ン
ツ

風
に
改
変
す
る
途
上
で
放
棄
さ
れ
た
柱
頭
が
見
付
か
っ
て
い
た
こ
と

と
も
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
（
後
述
）。

　
仕
切
り
壁
６
、
お
よ
び
そ
の
後
の
５
の
設
置
時
期
と
、
円
柱
ド
ラ

写真 10　仕切り壁 9 と第 7 室（316 は移動後の位置）
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写真 11a　円柱ドラム 390 と柱頭 384（316 は移動後の位置）

写真 11b　円柱ドラム 390 と柱頭 384
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ム
や
柱
頭
が
第
７
室
に
運
び
込
ま
れ
て
再
建
が
試
み
ら
れ
た
時
期
、

そ
し
て
身
廊
に
お
け
る
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
設
置
と
崩
壊
の
時
期
の
前

後
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

現
在
、
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
円
柱
ド
ラ
ム
と
柱
頭
の
上
に

も
、
仕
切
り
壁
６
の
上
に
も
瓦
礫
が
積
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え

て
、
こ
れ
ら
の
再
建
の
試
み
の
際
、
南
翼
廊
で
は
、
な
お
躯
体
の
構

造
物
は
、
現
状
よ
り
は
原
型
を
と
ど
め
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

の
み
で
あ
る
。
身
廊
の
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
の
柱
列
に
つ
い
て
も
、
翼

廊
部
に
比
べ
て
堆
積
は
薄
い
が
あ
る
程
度
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。

２
　
４
号
墓
　
第
６
室
南
外
壁
に
接
す
る
形
で
築
か
れ
た
４
号
墓

は
、
か
ぶ
せ
ら
れ
た
蓋
石
（
劇
場
の
カ
ヴ
ェ
ア
の
部
材
な
ど
の
転
用

材
）
ま
で
含
め
、
高
さ
六
〇
㎝
前
後
、
横
幅
二
ｍ
二
五
㎝
、
奥
行
き

八
〇
～
九
〇
㎝
の
直
方
体
で
、
石
槨
部
の
内
の
り
は
一
五
〇
㎝
×

六
〇
㎝
、
東
側
に
は
幅
五
五
㎝
前
後
の
、
お
そ
ら
く
死
者
の
弔
い
の

祭
礼
に
際
し
小
祭
壇
と
し
て
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
台
状
の
構
造
体

を
有
し
て
い
る
（
写
真
４
）。

　
一
昨
年
度
、
北
翼
廊
第
１
室
内
で
、
四
つ
の
小
祭
壇
状
の
構
造
体

を
発
見
し
（
そ
れ
ぞ
れ
祭
壇
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｅ
と
名
付
け
た
）、
Ａ

と
Ｂ
の
間
に
２
号
墓
、
Ａ
と
Ｅ
の
間
に
３
号
墓
を
見
い
だ
し
て
い
た（

4
（

が
、
今
や
４
号
墓
が
日
の
目
を
見
た
こ
と
で
、
類
比
か
ら
次
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
２
号
墓
と

３
号
墓
も
、
祭
壇
Ａ
と

Ｂ
、
祭
壇
Ａ
と
Ｅ
を
繋

ぐ
形
の
側
板
を
持
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、

第
二
に
、
そ
の
側
板
の

多
く
は
、
第
１
室
内
床

面
レ
ヴ
ェ
ル
で
い
く
つ

も
見
付
か
っ
た
、
テ
ン

プ
ロ
ン
な
い
し
ソ
レ
ア

の
障
柵
を
転
用
し
た
も

の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
（
そ
し
て
そ
れ
ら

は
厚
さ
一
〇
㎝
前
後
の

薄
い
石
板
で
あ
る
た

め
、
躯
体
崩
落
の
衝
撃

に
よ
り
、
周
辺
に
四
散

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
）、
第
三
に
、
お
そ
ら
く
祭
壇
Ｄ
と
北
外
壁
ま

で
の
間
に
も
同
様
の
し
つ
ら
え
で
、
墓
が
築
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
、
の
３
点
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
の
聖
ニ
コ
ラ
オ
ス
聖
堂
の
外
側
廊

に
は
、
テ
ン
プ
ロ
ン
か
ソ
レ
ア
の
障
柵
を
側
板
に
転
用
し
た
と
思
し

き
石
棺
墓
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
（
写
真
12
）、
そ
こ
か
ら
第

１
室
の
墓
所
の
復
元
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

写真 12　聖ニコラオス聖堂の石棺墓
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写真 13　瓦礫の詰まった 4 号墓

写真 15　4 号墓の瓦礫

写真 14a　B1

写真 14b　B2
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さ
て
４
号
墓
の
発
掘
で
あ
る
が
、
蓋
石
を
取
り
外
し
て
み
る
と
内

部
に
は
、
ほ
ぼ
床
面
レ
ヴ
ェ
ル
に
い
た
る
ま
で
、
比
較
的
整
っ
た
形

の
煉
瓦
・
瓦
塼
が
、
無
秩
序
に
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
丁
寧
に
平
積

み
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
か
ら
幼
児
と
み
ら
れ
る
二
体
の
遺
骸
（
Ｂ

１
・
Ｂ
２
）
が
葬
ら
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
（
写
真
13
・
14
）。

詰
め
ら
れ
た
煉
瓦
が
二
体
の
遺
骸
埋
葬
当
初
か
ら
の
も
の
か
は
不
明

な
が
ら
、
遺
骨
の
損
壊
と
消
失
が
激
し
い
こ
と
に
鑑
み
て
、
後
か
ら

詰
め
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
埋
葬
時
、
遺
骸
の
上
に
煉

瓦
を
積
む
こ
と
は
考
え
難
い
の
み
な
ら
ず
、
一
度
暴
か
れ
た
の
で
な

け
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
の
遺
骨
の
損
壊
は
生
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
詰
め

ら
れ
て
い
た
煉
瓦
等
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
４
号
墓
周
辺
の
み
な

ら
ず
聖
堂
遺
構
全
体
の
瓦
礫
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ら
と
、
欠
け
方
や
モ

ル
タ
ル
・
漆
喰
の
付
き
方
に
お
い
て
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い

も
の
で
あ
り
、
聖
堂
崩
落
後
の
壁
体
構
造
材
等
と
考
え
ら
れ
る
（
写

真
15
）。
上
述
の
ご
と
く
丁
寧
に
積
ま
れ
て
い
て
、
ま
た
蓋
も
か
ぶ

せ
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
墓
荒
ら
し
の
仕
業
で
は
な

く
、
聖
堂
崩
落
後
、
十
分
保
護
の
行
き
届
か
な
く
な
っ
た
墓
を
掘
り

起
こ
し
、
内
部
に
煉
瓦
を
積
め
て
埋
葬
し
直
す
こ
と
で
盗
掘
か
ら
守

ろ
う
と
し
た
後
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
所
為
と
考
え
う
る
か
も
し
れ

な
い
。

　
遺
骸
Ｂ
１
と
Ｂ
２
は
、
煉
瓦
等
に
圧
し
潰
さ
れ
て
幅
一
〇
㎝
程
度

の
層
位
の
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
が
、Ｂ
１
と
Ｂ
２
の
中
間
あ
た
り
、

北
側
壁
の
近
く
か
ら
四
㎝
×
三
㎝
ほ
ど
の
青
銅
製
の
、
斜
め
に
格
子

模
様
の
イ
ン
レ
イ
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
小
さ
な
十
字
架
が
、
ま
た
Ｂ
２

の
足
下
か
ら
二
㎝
×
二
・
五
㎝
ほ
ど
の
翡
翠
の
十
字
型
ペ
ン
ダ
ン
ト

ヘ
ッ
ド
が
副
葬
品
と
し
て
確
認
さ
れ
た
（
写
真
16
ａ-

ｂ
）。
こ
れ

ら
の
副
葬
品
か
ら
年
代
を
割
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
二
体
の
子
供
の
遺
骸
の
下
に
、
煉
瓦
と
外
壁
の
基
礎
の
モ
ル
タ
ル

で
仕
切
ら
れ
た
内
槨
が
現
れ
（
写
真
17
）、
そ
の
中
の
土
層
を
一
〇

㎝
ほ
ど
掘
り
進
め
る
と
、床
面
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
一
五
㎝
ほ
ど
下
か
ら
、

乳
児
と
、
乳
児
を
胸
に
抱
い
た
母
親
と
思
し
き
成
人
女
性
の
遺
骸
が

発
見
さ
れ
た
（
Ｂ
３
・
Ｂ
４
）（
写
真
18
）。

　
成
人
女
性
の
頭
骨
と
乳
児
の
遺
骸
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
破
損
が
目

立
っ
た
が
、
埋
葬
時
の
状
態
は
良
く
保
た
れ
て
い
た
。
盗
掘
の
形
跡

は
な
く
、
副
葬
品
も
当
初
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
位
置
か
ら
出
土

し
て
い
る
。
女
性
の
左
腕
に
は
長
径
八
㎝
ほ
ど
の
青
銅
製
の
腕
輪

写真 16a　十字架

写真 16b　十字架
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写真 16c　腕輪

写真 16d　十字架
写真 16e　聖遺物入れ（繊維付き）

写真 16f　裏面 写真 16g　聖遺物入れ表面



－  146  －－  147  －

ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告
（
二
〇
一
三
）（
浦
野
）

が
、
右
脇
腹
近
く
に
は
本
体
一
〇
㎝
×
六
㎝
の
十
字
架
を
か
た
ど
っ

た
青
銅
製
の
聖
遺
物
入
れ
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ク
ト
ラ
ル
・
ク
ロ
ス
が
女

性
の
衣
服
の
繊
維
の
一
部
を
付
け
た
ま
ま
で
、
ま
た
、
左
腰
の
あ
た

り
か
ら
は
三
・
五
㎝
×
二
・
五
㎝
ほ
ど
の
キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
を
象
っ
た

青
銅
製
の
十
字
架
が
そ
れ
ぞ
れ
見
い
だ
さ
れ
た
（
写
真
16
ｃ-

ｅ
）。

そ
の
う
ち
、
聖
遺
物
入
れ
の
表
面
に
は
聖
母
像
とΜ(ήτη)Ρ Θ(εο)

Υ

（「
神
の
母
」）
の
文
字
、
裏
面
に
は
聖
ヨ
ハ
ネ
の
像
とΗΟΑΝΗΣ

（「
イ
オ
ア
ネ
ー
ス
」）
の
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
刻
ま
れ
て
い
た
（
写
真

16
ｆ-

ｇ
）。
こ
の
種
の
聖
遺
物
入
れ
は
、
古
代
末
期
か
ら
ビ
ザ
ン

ツ
中
期
ま
で
、
ビ
ザ
ン
ツ
旧
領
内
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る

の
で
、
年
代
決
定
の
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
。
女
性
の
遺
骸
の
下
か

ら
、
直
径
一
㎝
に
満
た
な
い
腐
食
の
甚
だ
し
い
青
銅
貨
が
発
見
さ
れ

て
お
り
、
村
田
報
告
に
従
っ
て
そ
れ
を
五
世
紀
か
ら
七
世
紀
ま
で
の

も
の
と
み
な
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
貨
幣
が
こ
の
女
性
と
乳
児
を

葬
っ
た
人
々
に
属
す
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
可

能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
し
、
実
際
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
。
女
性
の
遺
骸
の
下
に
は
、
４
弁
の
花
模
様
の
深
浮
彫
り
を

持
つ
厚
さ
一
〇
～
一
三
㎝
ほ
ど
の
、
お
そ
ら
く
古
代
に
由
来
す
る
石

板
が
敷
か
れ
て
い
た
が
（
床
面
レ
ヴ
ェ
ル
よ
り
約
四
〇
㎝
下
）、
遺

骸
は
直
接
石
板
の
上
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
頭
か
ら
膝
の
あ
た

り
ま
で
一
〇
㎝
ほ
ど
盛
り
土
を
さ
れ
た
上
に
安
置
さ
れ
、
ち
ょ
う
ど

リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
す
る
よ
う
な
形
で
膝
か
ら
下
を
、
石
板
と
東
側
壁

写真 17a　女性の遺骸
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の
間
の
四
〇
㎝
ほ
ど
の
空
間
に
落
と
し
て
埋
葬
さ
れ
て
い
た
（
写
真

17
ａ-

ｂ
）。

　
４
号
墓
の
内
槨
は
こ
の
母
子
と
思
わ
れ
る
遺
骸
を
埋
葬
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
Ｂ
１
と
２
の
幼
児
の
遺

骸
は
、
い
か
な
る
棺
状
の
構
造
体
に
も
保
護
さ
れ
ず
、
土
の
上
に
置

か
れ
て
い
た
の
で
、お
そ
ら
く
追
葬
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
追
葬
以
前
、

元
々
は
内
槨
を
形
作
る
煉
瓦
の
縁
と
南
外
壁
の
基
礎
の
モ
ル
タ
ル
の

縁
の
間
を
差
し
渡
す
形
で
蓋
が
置
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と

い
う
の
も
、
４
号
墓
の
西
側
に
は
、
灌
奠
の
た
め
と
思
わ
れ
る
注
水

口
が
開
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
注
入
さ
れ
た
液
体
を
遺
骸
に
ま
で
届
か

せ
る
た
め
の
注
水
路
と
、
余
分
な
液
体
を
排
出
す
る
排
水
口
が
作
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
写
真
18
）。
注
水
路
と

み
な
し
た
モ
ル
タ
ル
へ
の
溝
の
掘
り
込
み
は
、
蓋
が
存
在
し
た
と
仮

定
し
た
場
合
に
そ
の
意
味
を
最
も
よ
く
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

蓋
が
な
け
れ
ば
、
注
水
口
か
ら
注
が
れ
た
液
体
は
遺
骸
の
頭
部
に
直

接
掛
か
っ
て
し
ま
う
が
、
蓋
が
あ
れ
ば
、
い
っ
た
ん
そ
れ
受
け
止
め
、

遺
骸
の
左
手
に
迂
回
さ
せ
て
液
体
を
届
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
で
は
、
こ
れ
は
単
な
る
推
測
に
と
ど
ま
り
、
は

っ
き
り
し
た
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
類
例
に
照
ら
し
た
検
証
の
作

業
を
必
要
と
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
下
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
目
を
向
け
る
と
、
遺
骸
の

足
下
、東
か
ら
四
〇
㎝
ま
で
は
石
板
の
差
し
渡
し
が
届
い
て
お
ら
ず
、

写真 17b　遺骸下のレリーフ付き石板
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下
方
に
空
間
が
空
い
て
さ
ら
に
下
の
地
下
墓
に
続
い
て
い
た
。
床
面

レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
一
ｍ
下
ま
で
達
す
る
も
の
で
、
ち
ょ
う
ど
女
性
の
遺

骸
の
真
下
に
あ
た
る
場
所
に
、
成
人
男
性
の
も
の
と
思
わ
れ
る
遺
骸

が
見
い
だ
さ
れ
た
。
こ
の
地
下
墓
は
加
工
精
度
の
高
い
古
代
の
部
材

を
用
い
て
整
然
と
、
か
つ
堅
牢
に
築
か
れ
て
お
り
、
女
性
の
遺
骸
の

下
に
敷
か
れ
た
花
紋
レ
リ
ー
フ
付
き
の
石
板
は
こ
の
地
下
墓
の
蓋
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
地
下
墓
と
そ
の
上
の
４
号
墓
と
の
関

係
は
探
求
に
値
す
る
が
、
そ
れ
が
聖
堂
創
建
以
後
の
も
の
か
以
前
の

も
の
か
、
あ
る
い
は
創
建
当
時
の
も
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

知
ら
せ
て
く
れ
る
材
料
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
な
い
。
こ
の
墓
を
発
掘

し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
う
し
た
情
報
を
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
ま

た
発
掘
す
る
た
め
に
は
、
４
号
墓
を
大
き
く
破
壊
し
な
い
と
な
ら
な

い
の
で
、
発
掘
は
断
念
し
、
写
真
撮
影
の
み
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し

た
（
写
真
19
）。

３
　
柱
頭
と
円
柱
―
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
再
考
　
昨
年
度
ま
で
の
時
点

で
、
コ
リ
ン
ト
式
柱
頭
か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
様
式
に
改
変
さ
れ
た
柱
頭
を

六
点
、
コ
リ
ン
ト
式
柱
頭
を
、
改
変
の
過
程
に
あ
っ
た
も
の
一
点
を

含
め
計
六
点
み
い
だ
し
て
い
た（

5
（

が
、
南
翼
廊
第
７
室
で
見
付
か
っ
た

先
述
の
コ
リ
ン
ト
式
柱
頭
一
点
（
384
）
の
他
に
、
南
側
廊
で
も
う
一

点
コ
リ
ン
ト
式
柱
頭
（
180
）
を
発
見
し
、
総
計
コ
リ
ン
ト
式
柱
頭
は

八
点
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
、
コ
リ
ン
ト
式
柱
頭
と
ビ
ザ
ン
ツ
柱
頭
あ

写真 18　灌奠システムと推定される構造
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わ
せ
、
も
と
も
と
身
廊
の
列
柱
上
に
載
っ
て
い
た
一
四
点
の
柱
頭
す

べ
て
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
す
で
に
推
測
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
身
廊
の
柱
頭
の
う
ち

六
点
な
い
し
七
点
を
テ
ン
プ
ロ
ン
の
列
柱
に
載
せ
る
ビ
ザ
ン
ツ
柱
頭

に
改
変
し
、
ま
た
少
な
く
と
も
一
点
を
南
翼
廊
に
ま
で
持
ち
込
ん
で

い
た
と
す
れ
ば
、
テ
ン
プ
ロ
ン
の
列
柱
を
設
け
た
時
点
で
は
、
半
数

以
上
の
柱
頭
は
、
身
廊
の
列
柱
か
ら
す
で
に
落
ち
て
い
た
、
あ
る
い

は
落
と
さ
れ
て
も
よ
い
状
態
、
す
な
わ
ち
身
廊
の
躯
体
を
支
え
て
い

な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
身

廊
部
は
説
教
壇
を
含
め
、
そ
の
本
来
の
役
割
を
果
た
し
う
る
よ
う
な

状
態
に
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
創
建
以
来
テ
ン
プ
ロ
ン
や
ソ
レ

ア
の
腰
高
仕
切
り
が
機
能
し
て
い
た
時
期
か
ら
、
こ
れ
ら
の
円
柱
が

祭
壇
部
を
区
切
る
形
で
設
置
さ
れ
た
時
期
ま
で
の
間
に
、
聖
堂
使
用

の
断
絶
が
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
、
創
建
当
時
の
テ
ン
プ
ロ
ン
、
な
い
し
ソ
レ
ア
の
障

柵
が
北
翼
廊
の
墓
の
側
板
に
転
用
さ
れ
て
い
た
理
由
も
よ
く
理
解
さ

れ
よ
う
。
昨
年
度
の
報
告
書
を
執
筆
し
た
時
点
で
は
、
列
柱
が
設
け

ら
れ
た
の
は
古
代
末
期
の
創
建
時
、
な
い
し
、
ビ
ザ
ン
ツ
初
期
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
今
や
、
す
ぐ
後
に
述

べ
る
ア
ー
キ
ト
レ
ー
ヴ
の
意
匠
の
検
討
か
ら
も
、
そ
の
時
期
は
、
隣

市
ク
サ
ン
ト
ス
で
東
聖
堂
の
洗
礼
堂
が
聖
堂
に
改
変
さ
れ
た
時
期
と

同
じ
あ
た
り（

6
（

、
す
な
わ
ち
聖
堂
使
用
断
絶
の
期
間
の
後
、
ビ
ザ
ン
ツ

写真 19　4 号墓の下の地下墓
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中
期
の
聖
堂
建
築
を
特
徴
付
け
る
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
が
設
け
ら
れ
た

時
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
し
た
が
っ
て
今

後
は
、
こ
う
し
た
フ
ェ
ー
ズ
の
違
い
を
明
確
に
し
、
混
同
を
避
け
る

た
め
、「
テ
ン
プ
ロ
ン
の
列
柱
」
で
は
な
く
、「
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
の

列
柱
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
）。

　
さ
て
、
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
の
設
置
の
時
期
で
あ
る
が
、
円
柱
と
そ

の
柱
頭
の
上
を
め
ぐ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ア
ー
キ
ト
レ
ー
ヴ
の
意

匠
の
検
討
は
、
我
々
が
こ
の
点
で
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
昨
年
度
の
報
告
で
は
、
様
式
の
点
か
ら
そ
れ
ら
を

五
～
六
世
紀
の
も
の
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
意
匠
は
、
一
〇
世
紀
後

半
あ
た
り
か
ら
一
一
世
紀
後
半
の
装
飾
を
特
徴
付
け
る
、
パ
ル
メ
ッ

ト
や
、
葉
飾
り
を
戴
く
若
木
文
と
い
っ
た
一
連
の
具
象
的
モ
チ
ー
フ

群（
7
（

に
属
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に

も
修
正
す
べ
き
点
は
あ
る
。
昨
年
の
田
中
咲
子
に
よ
る
美
術
的
観
点

か
ら
の
報
告
は
、
意
匠
に
つ
い
て
、
連
続
ア
ー
チ
と
植
物
文
を
基
本

と
し
な
が
ら
も
、
植
物
文
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
ま
た
二
重
柱
の
長

さ
や
太
さ
、
柱
脚
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
様
々
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
た（

8
（

。
し
か
し
、写
真
20
に
デ
ィ
テ
ー
ル
の
写
真
を
示
し
た
よ
う
に
、

わ
ず
か
に
二
つ
の
ア
ー
チ
の
部
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
80
ａ
に
お
い

て
ア
ー
チ
受
け
の
形
と
柱
の
太
さ
が
違
っ
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
ほ

か
は
、
植
物
文
、
ア
ー
チ
、
ア
ー
チ
受
け
、
二
重
柱
、
柱
脚
の
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
か
な
り
の
程
度
で
一
貫
性
・
統
一
性
を
認
め

う
る
。
実
際
、
80
ａ
も
植
物
文
自
体
に
は
他
と
大
き
な
プ
ロ
ポ
ー
シ

ョ
ン
上
の
違
い
は
な
く
、
ア
ー
チ
受
け
の
意
匠
の
相
違
と
み
え
る
部

分
は
、
石
工
の
過
ち
な
い
し
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
由
来
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
工
は
ア
ー
チ
と
接
す
る
水
平
線
か

写真 20a, b　97（上）と 37（下）
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ら
斜
め
下
に
彫
り
残
す
べ
き
部
分
を
削
り
落
と
し
、
天
地
逆
に
斜
め

上
方
に
彫
り
残
す
こ
と
で
、
辛
う
じ
て
ア
ー
チ
受
け
で
あ
る
こ
と
を

表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
二
重
柱
は
他
に
倣
っ
て
細
く
し
て
し
ま

う
と
ア
―
チ
の
太
さ
と
同
じ
に
な
り
、
ア
ー
チ
受
け
の
欠
落
が
目
立

つ
の
で
太
い
ま
ま
残
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
キ
ト
レ
ー
ヴ
木
口

の
レ
リ
ー
フ
は
デ
ザ
イ
ン
化
・
様
式
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
列

柱
回
廊
の
向
こ
う
に
見
え
る
緑
豊
か
な
庭
園
の
情
景
を
描
い
て
お

り
、
80
ａ
の
描
写
は
、
石
工
の
ミ
ス
で
な
け
れ
ば
、
ア
ー
チ
受
け
と

写真 20c, d　43（上）と 80（下）

写真 20e, f　55（上）と 80a（下）
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柱
を
他
と
違
う
形
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
回
廊
の
曲
折
部
を
描
こ
う

と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
浮
彫
り
は
、
同
一
石
工
の
も
の
で
あ
っ

て
も
一
向
に
不
思
議
は
な
く
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
が
異
な
る

時
代
に
属
す
る
と
信
じ
る
よ

う
な
理
由
は
全
く
な
い
。
ソ

デ
ィ
ー
ニ
の
論
考
の
図
版

X
X
X
V
II d

に
再
録
さ
れ
た

九
六
七
年
創
建
の
マ
ニ
サ
の

教
会
の
ア
ー
チ
・
列
柱
連
続

文
に
若
木
文
を
あ
し
ら
っ
た

装
飾
も
、
ま
たX

X
X
II a

やX
X
X
IV
 a

に
み
ら
れ
る

ク
サ
ン
ト
ス
の
東
聖
堂
の
そ

れ
も
、
ト
ロ
ス
の
聖
堂
の
も

の
と
類
似
の
意
匠
と
認
め
ら

れ
る
。
ま
た
ミ
ュ
ラ
の
聖
ニ

コ
ラ
オ
ス
聖
堂
か
ら
も
同
様

の
意
匠
を
持
つ
（
し
か
し
、

聖
堂
の
規
模
と
地
位
を
反
映

し
、
さ
す
が
に
手
が
込
ん
で

い
て
仕
上
げ
が
精
密
な
）
ア

ー
キ
ト
レ
ー
ヴ
部
材
が
現
れ
て
お
り（

9
（

、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世

紀
後
半
に
年
代
づ
け
ら
れ
る
こ
の
種
の
意
匠
の
実
例
は
、
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
周
辺
や
エ
ー
ゲ
海
沿
い
、
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
み
な

ら
ず
、
フ
リ
ュ
ギ
ア
地
方
や
リ
キ
ア
地
方
に
ま
で
広
く
及
ん
で
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
フ
リ
ュ
ギ
ア
の
実
例
はM

A
M
A

のIV

巻

や
、
最
近
出
版
さ
れ
たX

I

巻
に
掲
載
が
あ
る（
（1
（

の
で
、
そ
れ
ら
の
図

版
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
上
に
は
、
イ
ズ
ミ
ル
博
物
館

所
蔵
の
未
公
刊
の
類
例
を
一
件
の
み
提
示
し
て
お
こ
う
。

　
図
に
も
示
し
て
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
ア
ー
キ
ト
レ
ー
ヴ
部
材
は

イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
の
円
柱
の
近
く
で
発
見
さ
れ
た
も
の
も
多
数
と

は
い
え
、
説
教
壇
近
く
（
27
、 

38
、 

39
、 

40
）
や
南
側
廊
か
ら
（
153
）

も
断
片
が
見
付
か
っ
て
い
る
。
ま
た
昨
年
度
の
報
告
で
も
触
れ
た
よ

う
に
、
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
近
く
か
ら
見
付
か
っ
た
も
の
で
も
、
片
方

の
木
口
面
を
斜
め
に
切
り
落
と
さ
れ
て
リ
サ
イ
ジ
ン
グ
さ
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
（
42
、
43
）。
こ
う
し
た
事
実
は
、
柱
頭
と
ア
ー
キ
ト

レ
ー
ヴ
を
戴
い
た
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
の
列
柱
が
い
っ
た
ん
倒
壊
し
た

後
に
、
な
ん
ら
か
の
再
建
の
試
み
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
昨
年
度
、
説
教
壇
近
く
に
加
工
途
中
で

放
棄
さ
れ
た
柱
頭
（
17
）
が
見
付
か
っ
て
い
る
こ
と（
（（
（

、
南
側
廊
か
ら

身
廊
に
か
け
て
の
腰
高
障
壁
が
崩
さ
れ
通
路
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
南
翼
廊
の
第
４
室
が
遅
い
時
代
ま
で
継
続
使
用
さ
れ
、
ま
た
そ

の
周
辺
に
重
要
装
飾
材
を
集
め
た
形
跡
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
併
せ
考

写真 20g　イズミル博物館所蔵の部材
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え
る
と
、
説
教
壇
付
近
か
ら
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
と
第
４
室
あ
た
り
ま

で
は
、
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
の
列
柱
が
倒
壊
し
た
後
、
再
再
建
の
た
め

の
作
業
場
と
し
て
つ
か
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ク
サ
ン
ト
ス
の
東
聖
堂
の
洗
礼
堂
を
改
築
し
た
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
の

聖
堂
に
は
、
火
災
の
痕
跡
が
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
が
、
ア
ー
キ
ト

レ
ー
ヴ
部
材
は
、
火
災
後
に
床
面
の
舗
装
材
や
戸
口
の
柱
な
ど
に
転

用
さ
れ
て
い
た
と
い
う（
（1
（

。
詳
細
は
テ
デ
ス
キ
報
告
に
譲
る
が
、
我
々

も
、
ト
ロ
ス
聖
堂
身
廊
祭
壇
部
の
一
部
を
発
掘
し
て
、
大
き
く
破
壊

さ
れ
た
床
面
が
様
々
な
大
き
さ
の
部
材
で
補
修
さ
れ
て
い
る
の
を
見

い
だ
し
て
い
る
。
数
十
㎞
し
か
離
れ
て
い
な
い
隣
接
都
市
の
ク
サ
ン

ト
ス
で
、
一
〇
世
紀
後
半
以
降
の
聖
堂
再
建
後
に
そ
の
よ
う
な
深
刻

な
被
害
が
あ
り
、
ま
た
ト
ロ
ス
で
も
同
じ
よ
う
な
時
期
に
イ
コ
ノ
ス

タ
シ
ス
を
崩
落
さ
せ
る
よ
う
な
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
こ
の
地
域
を
襲
っ
た
地
震
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
最
も

妥
当
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
一
方
、
ク
サ
ン
ト
ス
で
は
、
洗
礼
堂
を
改
築
し
て
で
き
た
新

聖
堂
は
、
小
規
模
な
が
ら
身
廊
と
ナ
ル
テ
ッ
ク
ス
を
備
え
、
ビ
ザ
ン

ツ
中
期
聖
堂
と
し
て
完
成
し
た
姿
を
現
し
て
い
た（
（1
（

が
、
ト
ロ
ス
聖
堂

に
は
、
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
の
円
柱
の
他
に
は
聖
堂
が
機
能
す
る
の
に

必
要
な
部
屋
や
施
設
の
痕
跡
が
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い（
（1
（

。
こ
の
こ

と
は
、
ト
ロ
ス
聖
堂
が
一
〇
世
紀
末
以
降
に
再
建
の
試
み
の
途
中
で

再
び
地
震
な
ど
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
後
の
再
再
建
の
試
み
も

途
中
で
断
念
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
〇
一
四
年
度
に
は
、
身
廊
祭
壇
部

の
床
面
ま
で
掘
り
起
こ
す
計
画
な
の
で
、
こ
う
し
た
可
能
性
の
是
非

に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
情
報
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
強
く
期
待
さ
れ

る
。

　
な
お
、
床
面
を
開
い
た
第
２
室
東
半
部
か
ら
は
、
一
〇
点
以
上
の

獣
骨
が
採
取
さ
れ
た
。
仔
ヤ
ギ
の
骨
の
一
部
等
で
あ
り
、
北
翼
廊
の

床
面
が
見
え
て
い
た
段
階
で
、
家
畜
に
関
わ
る
遺
物
が
残
さ
れ
た
と

い
う
の
は
、
こ
の
建
造
物
が
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
施
設
で
あ
る
だ
け

に
興
味
深
い
。
そ
れ
ら
が
残
さ
れ
た
経
緯
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
不
明

な
が
ら
、
今
後
共
、
こ
う
し
た
「
予
期
さ
れ
ざ
る
」
遺
物
に
も
注
視

を
要
す
る
。
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註（1
）
封
緘
を
施
さ
れ
て
い
た
書
状
が
、
そ
の
保
管
さ
れ
て
い
た
場
所
で

焼
失
、
な
い
し
腐
食
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
低
い
。
す
な

わ
ち
、
封
緘
の
発
見
場
所
は
床
面
よ
り
一
ｍ
も
上
の
位
置
で
あ
り
、

南
翼
廊
西
壁
に
開
け
ら
れ
た
窓
の
す
ぐ
下
で
あ
る
。
重
要
な
書
状
の

保
管
場
所
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
ば
か
り
か
、
他

の
封
緘
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
封
緘
を
施
さ
れ
た
書
状
が
単
独
で

保
管
さ
れ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

（
２
）
村
田
光
司
「
ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告
（
二
〇
一
三
）
―
出

土
貨
幣
お
よ
び
封
緘
に
つ
い
て
」
本
誌
所
収
。

（
３
）
浦
野
聡
「
ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告
（
二
〇
一
一
）」『
史
苑
』

七
二
―
二
、二
〇
一
二
年
三
月
（
以
下
、
浦
野
「
二
〇
一
一
報
告
」
と

略
記
）、
一
二
二
～
一
二
三
頁
。
写
真
12
参
照
。
二
〇
一
一
年
度
の
発

掘
部
材
の
番
号
は
、
１
番
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
二
〇
一
二
年
度

の
発
掘
部
材
も
１
か
ら
順
に
番
号
を
振
っ
た
の
で
、
赤
の
ペ
ン
キ
で

ナ
ン
バ
リ
ン
グ
し
た
そ
れ
ら
と
し
て
番
号
の
前
に
ｒ
を
付
す
こ
と
と

し
た
。

（
４
）
浦
野
「
二
〇
一
一
報
告
」
一
二
七
～
一
二
九
頁
。

（
５
）
浦
野
聡
「
ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告
（
二
〇
一
二
）」『
史
苑
』

七
三
―
二
、二
〇
一
三
年
三
月
（
以
下
、
浦
野
「
二
〇
一
二
報
告
」
と

略
記
）
一
〇
一
～
一
〇
七
頁
。

（
６
）J.-P. Sodini, U

ne iconostase byzantine à Xanthos, Actes 
du colloque sur la Lycie antique,  Paris, 1980.

（
７
）ibid, 135.

（
８
）
田
中
咲
子
「
ト
ロ
ス
司
教
座
聖
堂
発
掘
報
告
（
二
〇
一
二
）」『
史
苑
』

七
三
―
二
、二
〇
一
三
年
三
月
、
一
三
一
頁
以
下
。

（
９
）J. Borchardt (H

rg), M
yra. E

ine ly  kische  M
etropole in 

antiker und byzantinischer Zeit,  Berlin, 1975, Tafel.119E, 
120A-C.

（
10
）M

AM
A  XI, 190, p.185; M

AM
A  IV

, 95, cf. H
. Buchw

ald, 
"C

hancel B
arrier L

intels D
ecorated w

ith C
arved 

Arcades”, JöB
 45, 233-276.

（
11
）
浦
野
「
二
〇
一
二
年
報
告
」
一
〇
五
頁
。
加
工
途
中
の
柱
頭
17
が
、

イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
設
置
時
に
改
変
さ
れ
た
そ
の
他
六
件
の
ビ
ザ
ン
ツ

柱
頭
と
同
じ
時
期
に
改
変
に
着
手
さ
れ
た
の
が
、
そ
の
ま
ま
何
ら
か

の
理
由
に
よ
り
途
中
で
加
工
を
断
念
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
と
、
イ

コ
ノ
ス
タ
シ
ス
倒
壊
後
、
破
損
の
甚
だ
し
い
柱
頭
（
特
に
八
分
の
一

し
か
み
つ
か
っ
て
い
な
い129

）
を
置
き
換
え
る
た
め
に
加
工
に
着

手
さ
れ
な
が
ら
、
途
中
で
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
の

二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）Sodini, art.cit., 123-124.

（
13
）ibid., 122.

（
14
）
仕
切
り
壁
９
が
七
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ

は
、
も
と
も
と
分
か
れ
て
い
な
か
っ
た
構
造
物
を
、
煉
瓦
等
で
繋
い

で
、
一
連
の
壁
と
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
一
〇
世
紀
～
一
一
世
紀
の
聖
堂
再
建
の
試
み
は
、
仕
切
り
壁
９

を
躯
体
の
構
造
壁
と
す
る
、
翼
廊
を
持
た
な
い
形
の
バ
シ
リ
カ
と
し

て
構
想
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
に
は
、
対

称
的
な
位
置
に
あ
る
仕
切
り
壁
10
も
９
と
同
じ
く
構
造
壁
と
さ
れ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の

事
実
自
体
、
聖
堂
が
再
建
途
上
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
も
考
え
ら

れ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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Basilica Excavation Report, Tlos 2013 (General Observation)

URANO, Satoshi

　　In 2013 season, 1) rubbles and soils were removed from the east-
ernmost one third of southern aisle (SA) and the entire area of south-
ern transept (ST), 2) a triple layered tomb found in Room 6 of ST was 
opened, and 3) the mosaic floor on the eastern half of Room 2 of the 
northern transept (NT) were excavated and conserved.
　　As for the construction materials, two Corinthian capitals were dis-
covered, one (180) in SA, the other (384) in Room 7 of ST. In total sum, 
eight Corinthian and six Byzantine capitals are attested. The latter are 
thought to have been reformed from the former, perhaps when the six 
massive chamber barrier columns were set as were in the East Basilica 
of Xanthos in the middle Byzantine period, and crowned by architraves 
with arched botanical reliefs (Byzantine capital 58 shows some traces of 
old carving of acanthus leaves on its surface; Corinthian 17 was placed 
up-side-down on the floor near the ambo and seems to have been left 
unfinished in an early stage of its reforming process, as it had been had 
its leaves ripped off at the bottom part, which were found two meter dis-
tant from the body). Among others, two mysterious columns, a roughly 
finished thick one (390 d.74 cm) and a normal one (316 d. 49 cm), both 
found laid on the floor of Room 7, were worth mentioning. As for the 
former, for what purpose it was going to be used is hardly interpreted, 
as for the latter, though it being expected to have originally sustained 
the transept roof between the main and the sub pillars, the weak Par-
tition Wall (PW) 6 had been constructed in the place where its base 
should have been placed.
　　As is shown on the plan, ST was divided into four parts (Room 
4-7) presumably in (a) later time(s), just as NT into three. While Room 
5 was an entrance hall led to the other three rooms (if it was not an 
extension of SA), the smallest Room 4 formed an antechamber to the 
nave. The latter was dressed with thick interior walls lavishly deco-
rated with dark colour frescoes of geometric motives. There were found 
a large common vase recoverable into its original entity (though some 
fragments have been missed), several fragments of a middle Byzantine 
glazed ware, and a square pillar of which size, design and finish are 
suitable for those of templon or solea. This room seems to have been 
still used at the last phase of the church. Room 6 occupies the south-
ernmost part of ST along its entire width, and its outer entrance to the 
east (EOD2) seems to have been constantly used, changing its frontage 
several times. There was found an official’s lead seal with the legend of 
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Maria near the western outer wall at the level of ca. 0.6 m depth (about 
473. 650 m ASL) probably between the layer of rubbles of the collapsed 
building and that of later deposition. In this room a triple layered tomb 
(T4) was also found (see below). Room 7 having a curious large plat-
form (L. 2. 80 m; W. 1. 90 m; H. 0. 30 m) on the southern side was com-
pletely separated both from the nave and Room 6 by PW 8 and 9, and 
only approachable from Room 5. There was discovered a Histamenon, 
gold coin of the age of Basil II and Constantine VIII (976-1025) near the 
eastern outer wall almost at the floor level (472.772 m ASL). 
　　The outer coffin of T4 (L. 2. 25 m; W. 0.90 cm; h. 0 .60 m) was con-
structed mainly with thick and heavy stone slabs and blocks on the floor 
of Room 6. It had been equipped with a libation system in all probabil-
ity, because of the presence of a filling port and an outlet, each 0.4 m 
and 0.2 m above the floor level. Under the stone lid, rubbles were found 
(indistinguishable from destructed construction materials) stuffed in a 
relatively tidy manner, and under them, at the same level as the floor’s, 
heavily damaged remains of two children (B1 and B2) were. A small in-
cised bronze cross was found buried near B2. Ca. 0.10m below the level 
of these remains, though without any lid or coverage except for soils, 
well protected by an inner coffin made of bricks, remains of mother 
and baby held on her chest (B3 and B4) emerged, probably intact to 
the present. Mother wore a bronze bracelet on her left arm, and small 
bronze pendant cross of Calvary at her left flank. At her right flank was 
put a pectoral reliquary bronze cross with figures and inscriptions ΜΡ 
ΘΥ and ΗΟΑΝΗC (Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ῦ / Ἡοαν(ν)ής) incised on both sides, 
on which her cloth remnants were sticking. Under mother’s body there 
was a stone slab adorned with a flower of high relief laid as the bottom 
plate, with a 0. 20 m wide slit open beneath her feet. By photographing 
through this slit, it is ascertained that an adult remains (B5), probably 
a male ones, were scattering, but we left them untouched. This under-
ground tomb was there 0.80 m below the floor level.
　　Mosaics in Room 2 were revealed to have quite similar geometric 
designs to those of the north annex to the baptistery of Xanthian East 
Basilica. They have an outer band with ivy scroll and an inner band 
with alternately interlaced circles and squares. In the field there is 
a carpet of rows of interlaced large tangent circles overlapping each 
other in an intersecting manner, with their interspace filled with also 
interlaced small circles. All are polychrome (white, red, brown, grey 
and black green). They were in a quite good condition as far as they sur-
vived, and of high quality in the technique. 


