
古
血
ハ文
学

の
読
み
と
考
古
学

最

近

の
考
古
学

の
成

果
は
、

ほ
ん
と
う

に
目
ざ

ま

し

い
。
吉
野

ヶ
里
遺
跡

の
発
掘

に
し
て
も

平
城
宮
趾

や
長
屋
王
邸
跡

か
ら
出
土

し
た
お
び

た
だ
し

い
木
簡

の
解
読

に
し
て
も
、
そ

こ
に
住

み
、
暮

ら
し

た
人

々

の
生
活

の
よ
う
す
が
、
ま
ざ

ま
ざ

と
目

に
見
、兇
て
く

る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ

っ
て
興
が

つ
き
な

い
。
遺
跡

の
発

掘

に
か

か
わ

る
概
要
報
告

書
な
ど

は
、

な
に
が

出
て
く

る
か
目
が
放

せ
な

い
。

こ
と

に
そ
れ
が

文
献

史
料
を
裏
づ
け

た
り
、
そ

の
読

み
か
た
を
示
唆

し

た

り
す

る
と
き

は
格

別

で
あ

る
。

た
と
え
ば
群

馬
県
高

崎
市

の
日
高
遺
跡

か
ら

は
、
平
安
時
代

初
期

の
水

田

跡

に
農
民

と
馬

の
足
跡
が
見

つ
か

っ
て
い
る
。

こ
の

水

田
は
き
わ
め

て
狭
小

で

一
枚
が

百
平
米
ぐ
ら

い
し

か
な

い
。

そ
ん
な
狭

い
水
田
で
馬
を
農
耕

に
使

っ
て

い
る
。
「
騰
劔
]

で
は

口
分

田

は
条

里
制

で
区
画

さ

れ
、

離

(
約
千
二

百
平
米
)
が

基
準
と
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ

丸

尾

壽

郎

で
男

は

二
段
、
女

は
そ
の
三
分

の
二

(
約
千
六

百
平
米
)
が
支

給

さ
れ
た

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。
し

か
し
そ

の
規
模

の
水
田
形
成

の
時
期
も
実
態

も
不
明

で
、

日
高
遺
跡

な
ど

は
段
を

こ
ん
な
に
細
か
く
区
分

し
て

い
る
。

こ

れ
は
地
理
的

に
中
央

政
庁

の
直
接
管
轄

か
ら
遠
く
離

れ
、
地
形
的

に
は
浅

間
山
を
望

む
谷

間

の
平
坦
地

で

あ

る
と

い
う
条

件
も
加
わ

る
で
あ

ろ
う
が

、
水

田
耕

作

に

「
田
令
」

が
定

め
た
牛

で
な
く
馬
を
使

っ
て
い

る
こ
と
と
も
合
わ

せ
て
、
史
料

や
中
央
政
庁
近
縁

の

地

の
実
態

だ
け
を
証
拠

に
、

史
料

の
記
事
を

全
国
的

に
普

遍
化

は
で
き

な

い
と

い
う

一
例
だ

と
さ
れ
る
。

お
も

し
ろ
い

の
は
、

こ

の
水

田
の
足
跡

を
調

べ
た

群
馬
県
警
本
部
鑑

識
課

の
足
跡
研
究
所

の
報
告

で
あ

る
。

つ
と
に
有
名

で
ご
存
知
だ

ろ
う
が

、
そ
れ

に
よ

る
と

こ

の
足
跡

は
同

一
人

で
、
身

長

一
六

一
～
三

セ

ン
チ
。

や
せ
形

の
男

で
、
水

田

の
中
を

二
十

五
歩
、

大
ま
た

に
歩

い
て

い
る
と

い
う
。

そ
の
歩
行

中

に
三

度
ぼ

か
り
精
神
的
動

揺
が
見
ら
れ

る
と

い
う

の
だ
が
、

な

に
が
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
な

ん
と
も
リ

ア
ル
な
鑑

定

で
は
な

い
か
。

(
岩
波

『古

代
の
村
』
)

こ
ん
な
農
民
像
が
浮

か
ん
で
く
る
と
、

つ
く
づ

く

学
問

と
か
科
学
的
研
究

と
か

の
地
道
な
研
究
努
力

に

対

し
て
深
甚
な
敬
意

の
わ
く

の
を
覚
え

る
。

つ
い
最
近

の
こ
と
だ
が

、
藤
原
京

の
発
掘

で
奈

良

国
立
文
化
財
研
究
所

の
黒
崎
直
氏
が

七
世
紀
後

半

の

債

所
を
発
見

さ
れ
た

こ
と
が
報
道

さ
れ
た

(
嬾
コ
噺
欄

尹
ゴ
)
。

つ
づ

い
て
法
華

寺

町

の
藤

原
麻

呂

の
邸
宅

跡

か
ら
木

の
蠶
が

見

つ
か

っ
た

(
朝

日
新
聞
九

二
・
六
。
二
〇
)
。

こ
れ
が

日
本
最
古

の
水
洗

ト
イ

レ
の
遺
構
だ
と

い
う

こ
と
で
、
そ

の
研
究
成
果

を
同
研
究
所

の
主
任
研
究

官
松

井
章

氏

(環
境
考
古

学
)

が

六
月

二
十

一
日

に

平

城
宮
跡
資
料
館

(
奈
良
市

佐
紀
町
)
で
講
演
発
表

さ
れ
た
。

そ

の
内
容
を
同
氏

は
同
年

七
月

二
十

三
日

の
朝

日
新

聞

に
わ

か
り
や
す

い
詳
細
な
稿
を
寄

せ
て
報
告
し

て

お
ら
れ

る
。

当
時

の
貴

族
や
農
民
が
ど

ん
な
食

生
活
を

し
て
い

た
か
は
、

い
ろ

い
ろ
と
分
明

に
な

っ
て
き

て
い
る
が

、

排
泄
物

を
ど
う
処
理

し
た
か
は
今
日
ま

で
よ
く
わ
か

ち
な

か

っ
た
。

『今

昔
物

語
』
巻

三
十

「
平

定
文

本

ケ

ソ
ウ

コ
ト

ひ

す
ま
し
め

院
侍

従

二
仮

借

ス
ル
語

第

一
」

に
、
樋

洗

女

が

ハ
コ

ツ
ツ

「
香
染

メ
ノ
薄
物

二
筥

ヲ
裹

ミ
テ
、
赤

キ
色
紙

二
絵
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ツ
ボ
ネ

書

キ

タ

ル
扇

ヲ
差

シ
隠

シ
テ
、
局

ヨ
リ
出

デ

テ
行

ク
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
便
器

の
筥

に
用
を
足
し

て
、

排
泄
物
を
捨

て
る
と
、
あ
と

は
筥
を
洗
滌

し

て
使

っ

た
と

い
う
程
度

の
理
解

で
あ

る
。

し
か
し
そ
れ
は
禁

中

で
、
し

か
も
女
性

の
場
合

の
こ
と

で
あ

る
。

ど

こ

に
捨

て
に
行

っ
た
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、

大
内
裏

お
ん

ひ
ど
の

内
郭

の
東
北
隅

に
御
樋
殿

と

い

っ
て
ト
イ

レ
が

あ
る

か
ら
、
そ

こ
だ

ろ
う

と
思

わ
れ

る
。

『御
堂

関
白

記
』

に

「御

樋

殿
昨

日
午

ノ
時

巓
倒

ス
」

(
長
和
二
年
六

月
三
十
日

)

と

い
う
記
事

が
見

ら
れ

て
、
頭
中

将

(
藤
原
公
信
)

か
ら

の
知

ら
せ
と
あ

る
。

ト
イ

レ
の
設
置

の
こ
と
は
こ
れ

で
わ
か
る
が
、
そ
れ
が
ど

ん
な
構
造

で
あ

っ
た
か
、

貴

族
邸
内

の
ど

の
あ

た
り
に
設
置
さ
れ

た
か
、

そ
う

い
う
詳

細
は
今
ま

で
ト
イ

レ
跡
が

発
掘
さ

れ
な
か

っ

た
こ
と
も
あ

っ
て
、

さ

っ
ぱ

り
わ
か
ら
な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

『堤

中
納

言
物

語
』

「
花
桜

折

る
少
将
」

の
冒
頭

に

「
月

に
は
か
ら
れ

て
、
夜
深

く
起
き

に
け

る
」
少

将
が
帰
宅

の
途
次
、
あ
ま

り
に
美

し
く
咲
き
匂
う
桜

に
ひ
か
れ
て
、
と
あ

る
家
を
垣

間
見
る
が
、
そ

の
家

の
風
情

か
ら
、
む
か
し
馴
染

ん
だ
女

の
家
だ
と

い
う

記
憶
が

よ
み
が

え

っ
て
く

る
と

い
う
、
み
ご
と
な
描

写
が
あ

る
。

そ

の
あ
と

「
築
地

の
崩

れ
よ
り
、
白
き

し
は
ぶ

も

の

の
、

い
た
う
咳

き

つ
二
出

づ

め
り
。
」

と

い
う

文
が
続

く
が

、
こ
こ

の
解
釈
が
諸
書

な
ん
と
も
曖
昧

で
、
白

い
小
袖
姿

の
者
が

咳
を
し
な
が
ら
、
何

し

に

と

出

て
行

っ
た

の
か
読

み
釈

か
れ

て
い
な

い
。
夜

明
け

と
き

に
は
ま
だ
刻

の
あ

る
夜
中

に
築

地

の
崩
れ

か
ら

小
路

に
出

た

の
は
老
翁

で
小
用

を
足

し

に
行

っ
た
と
思

う

の
だ
が
類
推

の
域

を
出

な

い
。

と

い
う

の
も
、

『落

窪
物
語
』

か
ら

の
連
想

で
あ

る
。
巻

一
に
蔵
人
少
将

た
て
わ
き

が
乳
兄
弟

に
な

る
帯

刀
を
供

に
、
雨
中
、
中
納
言
邸

と
こ
ろ
あ

に
落
窪

姫
を
訪

れ

る
こ
と
が

語
ら

れ

て

い
て
、
露

ら
わ
し

顕

の
第

三
夜

も
豪

雨

に
見
舞

わ
れ
、
大

傘

を
ふ

り

さ

し
て
出

か
け
る
。
小
路
を
横
切

る
辻

で
行
列

に
合

い
、
狭

い
小

路

の
片
側

に
身
を
寄

せ
る
よ
う

に
し
て

行
く

と
、
雑

色
ど
も
が
見
と
が

め
て
、
盗
人
だ
捕
え

ろ
と
ば

か
り
に
土
下
座
を
さ

せ
ら
れ
傘

ま

で
引
き
倒

く
そ

さ
れ

る
。

そ
こ

に
少
将
が

「
屎

の

い
と
多

か
る
上

に

か
が
ま
り
」

「傘

に

つ
き

て
屎

の
上

に
居

た
る
。
」
と

い
う
叙
述
が
あ

る
。
当
時

の
路
傍

は
い

つ
も
ひ
ど
く

汚
れ

て
い
た

の
で
あ
る
。
す

で
に
弘
仁

六
年

(
八

一

五
)

二
月
九

日
に

「
ま
さ

に
宮
外

に
在

る
諸
司
諸
家

を
し

て
当
路

を
掃
清

せ
し
む

べ
き
事
」

と

い
う
太
政

官

符

も

出

て

い
る
く

ら

い
だ

(
類
聚
三
代
格
、
巻

十
六
、
道
橋
事

)
。

だ
か
ら
老
翁
が

そ
こ

で
ち

ょ

っ
と
小
用

を
足

し
た
と

し

て
も
不
思
議

で
は
な

い
。
衆
庶

の
常
態

で
ト
イ

レ

が

そ

こ
に
な

か

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。

こ

の
太
政

官
符

は
、
「
こ

の
頃
、
京

中

の
諸
司

諸

う
が

家

、
或

い
は
垣
を
穿

ち
て
水
を
引
く
。
或

い
は
水
を

ふ
せ

み
ち

ひ
た

壅

い
で
途
を
浸

す
。

(中

略
)
流
水

を
家

内

に
引

く

た
ゴ

お

わ
い

た

よ

は
責

め
ず
。
唯

、
汚
穢
を
墻
外

に
露

る
を
禁
ず
。
仍

あ
な

っ
て
竇
ご

と
に
樋

を
置
き
水
を
通

せ
。

(
下
略
)
」

と

あ

っ
て
、
洛
中
貴

族
邸

の
ト
イ

レ
の
位
置

と
構
造
上

の
欠
陥
を
も
示
唆

す
る
内
容

で
あ

っ
た

の
だ
。
そ

の

こ
と
が
今

回

の
ト
イ

レ
の
発
掘

で
明

ら
か

に
な

っ
た

の
だ
が
、
木
樋

の
暗

渠
を
設
け

る
こ
と
と
、
そ
れ

で

し

も
屎
尿
が
街
路

の
側
溝

に
溢
れ
滞
留
す

る

の
を
罰
則

を
設
け

て
、
自
邸

の
路
上

の
清
掃
を
き
び

し
く
義
務

づ
け

て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

松
井
氏

に
よ
れ
ば
、

当
時

の
貴
族
邸

の
ト
イ

レ
は
、

道

路

に
面
す

る
築
地
塀

の
基
部

の

一
方

に
穴

を
あ
け

て
木
樋
を
通
し
、
道
路

の
側

溝

か
ら
水
を
引

い
て
、

も

う

一
方

の
築
地
塀

の
基

部

の
穴

か
ら
道
路

の
側

溝

に
流
し
出
す
暗
渠
構
造

を
も

っ
て
い
た
と

さ
れ
る
。

せ

取

水

口
に
杭

を
打

っ
て
水
を
塞
き
止

め
、
暗
渠

で
邸

内

に
引

き
入
れ

る
。
邸
内

に
ば
塀
か
ら
馬
蹄
形

に
掘

ら

れ
た
浅

い
溜

め
が
あ

っ
て
、
そ

こ
に
溜

っ
た
屎

尿

を

水
が

流
し

て
暗
渠

の
木
樋

を
通

っ
て
邸
外

の
側
溝

に
流
す

と

い
う
仕
組

み
だ
。

こ
う
し
た

ト
イ

レ
の
基

本
構
造

は
必
然
的

に
位
置

を
築

地
塀
際

に
固
定
化

す

る
。
水
洗
式

も
よ

い
が
、
平
安
京

は
ど

こ
も
異
臭
が

漂

っ
て
い
た

の
で
は
な

い
か
。

香
を
た
く
必
要
が
あ

っ
た
わ
け
だ
が

考
古
学

の
学
際
的

成
果

の
援
用

で
、

古
典

の
読

み
が
急

に
豊

か
な
も

の
に
な

っ
て
き

た
。
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