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水
野
の
考
古
学
は
「
想
念
の
考
古
学
」
と
か
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
毀
誉
褒
貶
両
面
か
ら
の
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
想
」・「
念
」

共
に
「
お
も
い
」
で
あ
る
が
、
誉
褒
は
そ
れ
と
し
て
、
毀
貶
側
か
ら
す
る
「
想
念
」
に
は
「
想
像
」
や
「
観
念
」
さ
ら
に
は
手
が
込
ん
だ

「
捻
出
」
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
要
す
る
に
「
思
い
付
き
」
で
、
資
料
・
史
料
的
根
拠
が
乏
し
い
云
々
の
批
判
的
思
い
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
の
背
後
に
は
水
野
の
考
古
学
の
基
礎
を
良
く
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

確
か
に
、
こ
の
論
文
集
で
も
そ
う
だ
が
、
手
ず
か
ら
の
実
測
図
・
製
図
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ
る
の
は
挿
絵
風
の
絵
と
図
面
・
絵
画
資

料
の
コ
ピ
ー
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
考
古
学
者
の
好
き
な
編
年
表
及
び
編
年
的
議
論
も
な
く
、
論
ず
る

上
で
の
方
法
が
無
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
た
だ
言
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
水
野
は
実
測
・
ト
レ
ー
ス
は
極
め
て
上
手
で
、
的

を
射
た
図
を
描
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
若
き
日
の
実
測
図
に
元
興
寺
の
納
骨
五
輪
塔
の
図
が
あ
る
。
そ
れ
は
木
片
を
削
り
込
ん

で
つ
く
ら
れ
る
が
、
空
風
輪
・
水
輪
部
分
は
削
痕
が
鉈
彫
仏
像
の
よ
う
に
乱
鱗
状
に
残
し
て
あ
る
。
削
痕
を
描
く
に
際
し
て
は
、
削
っ
た

方
向
・
順
番
が
わ
か
る
よ
う
に
描
く
、
さ
ら
に
墨
書
の
実
測
・
ト
レ
ー
ス
に
際
し
て
も
筆
の
動
き
の
順
に
、
一
画
ご
と
の
重
な
り（
交
叉
）

も
キ
チ
ッ
と
書
き
、
そ
こ
を
無
視
し
て
籠
字
風
の
縁
取
り
を
し
て
は
い
け
な
い
と
の
注
意
が
後
輩
に
残
さ
れ
て
い
る
。
水
野
の
図
に
は
そ

れ
ら
が
意
識
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
水
野
に
と
っ
て
実
測
・
作
図
と
は
制
作
の
追
体
験
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
論
文
集
で

も
そ
う
だ
が
、
註
と
い
う
も
の
が
一
切
無
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
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こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
・
・
・
。

　

水
野
正
好
の
考
古
学
の
テ
リ
ト
リ
ー
は
広
く
、
縄
文
か
ら
近
世
ま
で
、
い
や
現
代
ま
で
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
分
野
も
広
く
、
考
古

学
だ
け
で
な
く
記
紀
万
葉
か
ら
歴
史
・
宗
教
・
民
俗
・
諸
文
献
に
及
ぶ
。
特
に
日
記
類
は
隈
無
く
目
を
通
し
て
い
た
。
こ
れ
は
本
人
か
ら

聞
い
た
話
だ
が
、
文
化
庁
勤
務
時
、
通
勤
列
車
で
は
毎
日
、
日
記
史
料
を
見
て
い
て
、
刊
本
は
ほ
と
ん
ど
目
を
通
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

考
古
学
と
の
出
会
い
は
高
校
生
の
時
で
あ
っ
た
。
元
々
は
万
葉
が
好
き
で
、
折
口
信
夫
な
ど
も
よ
く
読
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
あ
る
と
き

行
き
つ
け
の
古
本
屋
で
森
本
六
爾
の
『
日
本
考
古
學
研
究
』
に
で
あ
う
。
四
苦
八
苦
し
て
そ
れ
を
手
に
入
れ
、
そ
こ
で
考
古
学
へ
と
方

向
修
正
。
し
か
し
最
後
ま
で
記
紀
万
葉
の
香
り
は
染
み
つ
い
た
ま
ま
で
、
抜
け
て
い
な
い
。
そ
の
幅
広
さ
は
人
生
そ
の
も
の
と
い
え
る
が
、

背
景
に
は
多
く
の
人
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。

　

高
校
生
の
時
は
地
歴
部
で
活
動
し
、
同
時
に
遺
跡
の
見
学
会
や
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
会
に
顔
を
出
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
も
積
極
的
に
自

分
の
方
か
ら
出
会
い
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
の
中
で
大
学
生
と
の
付
き
合
い
も
広
が
り
、
考
古
学
の
藤
井
直

正
や
民
俗
学
専
攻
の
上
井
久
義
ら
と
と
も
に
「
ル
ツ
ボ
の
会
」
な
る
研
究
会
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
時
か
ら
坩
堝
で
の
学
問
の
融
合
・

合
金
の
生
成
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
堅
田
直
と
出
会
い
、
森
本
六
爾
の
研
究
会
仲
間（
弟
子
？
・
子
分
？
・
弟
分
？　

い

ず
れ
で
も
無
い
よ
う
な
…
）で
あ
っ
た
藤
澤
一
夫
に
行
き
当
た
っ
た
。
藤
澤
は
古
瓦
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
石
造
物
・
金
石
文
・
仏
教
関

係
遺
物
に
も
興
味
を
持
つ
歴
史
考
古
学
者
で
あ
っ
た
。
水
野
は
藤
澤
を
通
し
て
森
本
六
爾
を
仰
ぎ
見
て
い
た
よ
う
だ
。　

　

大
学
は
大
阪
学
芸
大
学（
現
・
大
阪
教
育
大
学
）に
進
ん
だ
。
堅
田
・
藤
井
・
上
井
ら
は
共
に
学
芸
大
関
係
者
で
、
教
授
の
民
俗
学
の
鳥

越
憲
三
郎
の
取
り
巻
き
で
あ
っ
た
。
高
校
時
代
か
ら
学
大
と
は
関
係
が
深
か
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
系
の
大
学
で
あ
る
か
ら
特
別
に
考
古

学
の
専
攻
が
あ
る
わ
け
で
は
無
い
。
鳥
越
の
民
俗
学
は
普
通
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
民
俗
学
で
は
な
く
、
当
時
、
琉
球
歌
謡
「
お
も
ろ
」
研
究

者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
鳥
越
か
ら
は
古
代
文
学
的
影
響
を
強
く
受
け
た
と
み
ら
れ
る
。
鳥
越
・
藤
澤
は
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も

あ
り
、
親
し
い
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
名
前
の
出
た
面
々
は
両
者
の
間
を
往
来
し
て
い
た
。
こ
の
人
間
関
係
の
描
く
図
形
は
鳥
越
・
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藤
澤
二
点
を
中
心
と
し
た
楕
円
形
と
見
て
よ
い
。
学
問
を
志
し
た
初
期
か
ら
そ
の
幅
は
広
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
学
院
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
結
局
は
進
学
せ
ず
、
奈
文
研
↓
大
阪
府
教
委
な
ど
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
・
嘱
託
を
し
な
が
ら
各
地
の

発
掘
調
査
に
も
関
わ
っ
た
。
こ
の
放
浪
最
終
段
階
で
元
興
寺
極
楽
坊
の
解
体
修
理
に
伴
う
境
内
の
発
掘
調
査
を
担
当
す
る
。
こ
の
調
査
を

通
じ
て
、
中
世
以
降
の
葬
送
・
墓
制
・
供
養
の
世
界
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
住
職
・
辻
村
泰
圓
と
出
会
う
。
当
時
、
元
興

寺
は
奈
良
の
考
古
・
美
術
・
歴
史
研
究
者
の
サ
ロ
ン
で
も
あ
り
、
辻
村
は
研
究
者
に
対
し
て
公
私
に
わ
た
る
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
て
い

た
。
そ
こ
で
も
多
く
の
人
々
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
極
楽
坊
の
調
査
室
に
は
僧
侶
・
木
下
密
運
が
い
た
。
木
下
の
寺
は
呪
法
実
習
の
寺

で
あ
り
、
関
係
資
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
木
下
は
そ
の
研
究
に
意
欲
を
見
せ
て
い
た
。
調
査
室
は
後
に
元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
所
↓

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
と
な
り
、
今
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
元
興
寺
・
研
究
所
と
も
終
生
深
い
関
係
を
持
ち
、
晩
年
は
所
長
職
も
勤
め
研

究
所
を
援
助
し
続
け
た
。
考
古
・
仏
教
民
俗
・
折
口
に
近
い
民
俗
学
か
ら
な
る
水
野
の
学
問
の
基
本
構
造
は
若
い
時
点
で
す
で
に
出
来
上

が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
集
に
収
録
し
た
最
初
の
論
は
文
化
庁
勤
務
の
一
九
七
六
年
の
「
竹
筒
を
の
こ
し
た
一
井
と
そ
の
秘
術
」
で
、『
草
戸
千
軒
』
№

36
に
掲
載
さ
れ
た
。
次
い
で
七
七
年
、
七
八
年
と
同
誌
に
同
遺
跡
出
土
の
呪
的
遺
物
に
関
す
る
論
を
載
せ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
本
論
文
集

に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
は
文
化
財
調
査
官
と
し
て
の
指
導
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
ま
で
水
野
は
縄
文

研
究
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
中
世
呪
術
研
究
と
い
う
異
な
る
側
面
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
七
八
年
の
『
ど
る
め
ん
』
№
18
の
特
集〔
中
世
ま
じ
な
い
の
世
界
〕は
中
世
呪
術
研
究
者
宣
言
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は

自
作
自
演
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
「
ま
じ
な
い
の
考
古
学
・
事
始
」（『
日
本
の
ま
じ
な
ひ
』
に
「
ま
じ
な
ひ
の
世
界
・
事
始
」
と
し
て
収
載
）

以
外
に
、
本
書
収
載
の
二
篇
の
文
章
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
他
、
水
野
を
取
り
巻
く
面
々
、
奥
野
義
男
の
物
忌
札
に
関
す
る
二
篇
、
木
下

密
運
「
鎮
宅
棟
札
の
呪
文
」、
阿
部
泰
郎
「
空
鉢
譚
の
世
界
」
な
ど
も
併
載
さ
れ
、
ま
さ
に
中
世
の
呪
的
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
内
容
は
後
に
論
文
と
な
っ
て
出
て
く
る
も
の
が
全
て
出
そ
ろ
っ
て
お
り
、
研
究
予
告
で
も
あ
っ
た
。


