
■
「
莫
大
小
」
と
書
い
て
何
と
読
む
か

ご
存
知
で
す
か
？

　

〝
莫
〟
と
い
う
字
は
「
～
で
は
な
い
」

と
い
う
否
定
の
字
で
、
「
大
き
く
も
小
さ

く
も
な
い
」
と
い
う
伸
び
縮
み
す
る
生

地
で
あ
る
事
か
ら
、
こ
の
〝
ば
く
だ
い

し
ょ
う
〟
と
書
い
て
『
メ
リ
ヤ
ス
』
と

読
み
ま
す
。
諸
説
あ
り
ま
す
が
、「
靴
下
」

を
意
味
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
「
メ
イ

ア
シ
ュm

eias

」
や
ス
ペ
イ
ン
語
の
「
メ

デ
ィ
ア
スm

edias

」
か
ら
転て
ん

訛か

し
て
「
メ

リ
ヤ
ス
」
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

メ
リ
ヤ
ス
と
は
、
伸
び
縮
み
す
る
編

み
物
の
布
の
名
称
で
す
。
従
来
メ
リ
ヤ

ス
は
、
肌
着
や
下
着
な
ど
を
指
し
て
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
セ
ー
タ
ー
を
は

じ
め
、
編
み
物
で
で
き
た
生
地
を
使
用

し
て
い
る
物
を
メ
リ
ヤ
ス
と
言
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

■
日
本
に
伝
来
し
た
最
初
の

メ
リ
ヤ
ス
製
品
は
「
靴
下
」

　

南
蛮
貿
易
（
16
世
紀
中
頃
～
17
世
紀

中
頃
）
で
ス
ペ
イ
ン
の
商
人
が
靴
下
を

持
ち
込
み
ま
し
た
が
、
実
際
に
履
け
た

の
は
大
名
だ
け
と
さ
れ
て
い
て
、
庶
民

が
靴
下
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
も
っ
と

後
の
時
代
で
す
。

　

日
本
最
古
の
メ
リ
ヤ
ス
製
品
と
し
て
、

江
戸
時
代
の
水
戸
光
圀
公
が
履
い
た
靴

下
が
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。
海
外
製

の
手
編
み
靴
下
で
、
日
本
に
メ
リ
ヤ
ス

が
無
い
時
代
、
海
外
で
は
既
に
柄
付
き

の
手
編
み
靴
下
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

■
墨
田
区
は
メ
リ
ヤ
ス

＝
ニ
ッ
ト
の
一
大
産
地

　

江
戸
時
代
、
墨
田
区
の
南
半
分
を
範

囲
と
す
る
「
本
所
地
域
」
は
、
世
界
最

大
の
人
口
を
抱
え
る
江
戸
の
繁
華
街
で

し
た
。
全
国
の
大
名
の
下
屋
敷
が
立
ち

並
び
、
ま
た
幅
広
い
職
種
の
人
が
同
じ

地
に
家
を
構
え
、
武
家
か
ら
商
人
ま
で

多
く
の
人
が
集
ま
っ
た
職
住
一
体
の
町

で
し
た
。
そ
の
中
で
も
下
級
武
士
達
が

多
く
、
内
職
と
し
て
、
靴
下
、
襦じ
ゅ
ば
ん袢

、

股
引
、
刀
の
つ
か
袋
や
鉄
砲
を
扱
う
時

の
手
袋
を
手
編
み
で
作
っ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
武
士

達
が
従
来
の
職
を
失
う
と
、
手
編
み
の

経
験
を
活
か
し
て
続
々
と
メ
リ
ヤ
ス
業

に
転
向
し
て
い
き
ま
し
た
。
下
屋
敷
を

メ
リ
ヤ
ス
工
場
に
し
て
い
っ
た
事
か
ら
、

墨
田
区
が
メ
リ
ヤ
ス
製
品
の
生
産
地
と

し
て
発
展
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
メ
リ
ヤ
ス
業
界
は
墨

田
区
で
も
南
側
に
多
く
集
ま
っ
て
い
ま

す
。

■
持
続
可
能
な
社
会
を
目
指
し
て

　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
製
品
の
国
内
自
給
率

（M
ad

e in
 Jap

an
 

製
品
）
は
１
９
９

０
年
に
は
約
50
％
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

２
０
１
８
年
に
は
2.3
％
に
ま
で
減
少
し

て
い
ま
す
。
ア
パ
レ
ル
市
場
の
価
格
競

争
に
よ
り
コ
ス
ト
を
下
げ
、
大
量
生
産

す
る
為
に
、
海
外
生
産
へ
シ
フ
ト
チ
ェ

ン
ジ
し
て
い
っ
た
事
が
原
因
の
一
つ
と

し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
「
大
量

生
産
・
大
量
消
費
・
大
量
廃
棄
」
が
問

題
と
な
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産
業
は
世

界
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
約
10
％

を
占
め
て
い
ま
す
。
意
外
に
も
水
消
費

量
は
世
界
で
２
番
目
に
多
い
業
界
で
あ

り
、
世
界
の
排
水
量
の
約
20
％
を
占
め

る
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
動

物
性
素
材
を
と
る
為
に
動
物
た
ち
が
劣

悪
な
環
境
で
飼
育
さ
れ
た
り
殺
さ
れ
た

り
も
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
環
境

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
業
界
に
な
っ
て
お

り
、
ま
た
海
外
で
安
い
労
働
力
を
確
保

す
る
た
め
に
過
酷
な
労
働
を
さ
せ
た
り

と
人
権
の
問
題
も
多
く
、
持
続
可
能
な

社
会
の
構
築
の
為
、
今
必
死
に
サ
ス

テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
方
向
へ
舵
を
切
り
始
め

て
い
ま
す
。

　

弊
社
も
縫
製
工
場
か
ら
の
発
信
と
し

て
、
子
ど
も
達
向
け
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持

続
可
能
な
開
発
目
標
）
に
つ
い
て
考
え

て
形
に
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
で
の
発
信
に
力
を
入
れ
て
、
子
ど

も
も
大
人
も
一
緒
に
地
球
環
境
に
対
し

て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
活
動

を
し
て
い
ま
す
。

　
（
株
式
会
社
小
倉
メ
リ
ヤ
ス
製
造
所

小
倉　

愛
依
）
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近
年
、
墨
田
区
で
は
再
開
発
に
よ
り
、

多
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

数
は
、
現
時
点
で
80
箇
所
以
上
に
の
ぼ
り

ま
す
。
遺
跡
の
ほ
と
ん
ど
は
近
世
の
武
家

屋
敷
地
跡
や
町
人
地
跡
、
寺
社
地
跡
で
、

本
所
地
域
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

近
世
遺
跡
の
上
層
か
ら
関
東
大
震
災
や
戦

災
に
関
連
す
る
遺
跡
が
遺
存
し
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
遺
跡
を
調

査
す
る
こ
と
で
、
文
献
史
料
と
は
異
な
る

視
点
か
ら
墨
田
区
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
は
、
震
災
の

痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
遺
跡
を
紹
介
し
ま
す
。

　

墨
田
区
№
79
遺
跡
は
、
横
網
二
丁
目
に

位
置
し
て
お
り
、
令
和
２
年
（
２
０
２
０
）

10
月
に
本
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

遺
跡
の
南
側
に
は
、
都
立
横
網
町
公
園
が

隣
接
し
て
い
ま
す
。
横
網
町
公
園
は
、
近

世
に
は
幕
府
の
御お

米こ
め
ぐ
ら蔵

が
あ
り
、
近
代
に

入
り
陸
軍
被ひ
ふ
く
し
ょ
う

服
廠
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、

被
服
廠
移
転
後
の
大
正
12
年
（
１
９
２
３
）

９
月
１
日
午
前
11
時
58
分
に
発
生
し
た
関

東
大
震
災
の
避
難
者
約
４
万
人
が
震
災
後

に
発
生
し
た
火
災
旋
風
に
よ
り
犠
牲
に

な
っ
た
場
所
で
す
。

　

遺
跡
の
概
要
を
見
て
い
く
と
、
近
世
で

は
南
本
所
石
原
町
の
一
角
に
位
置
し
て
い

た
と
推
定
さ
れ
、
現
地
表
面
か
ら
1.0
ｍ
以

上
の
深
さ
か
ら
町
人
地
に
伴
う
土
蔵
や
建

物
の
基
礎
の
他
、
下
水
溝
な
ど
の
遺
構

（
写
真
１
）
や
陶
磁
器
・
土
器
、
瓦
、
木

製
品
、
銭
貨
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
出
土
遺
物
の
年
代
観
か
ら
、
17
世

紀
後
半
～
18
世
紀
初
頭
に
土
地
利
用
が
始

ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
町
人
地
跡
の
真
上
、
現
在
の
地
表

面
か
ら
0.5
ｍ
以
上
の
深
さ
か
ら
、
震
災
に

伴
う
厚
さ
20
～
30
㎝
程
の
焼
土
及
び
炭
化

層
が
ほ
ぼ
水
平
に
堆
積
し
て
い
ま
し
た

（
写
真
１
）
。
こ
れ
は
、
震
災
の
後
片
付
け

に
伴
う
整
地
層
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
真
下
か
ら
土ど

坑こ
う

（
人
為
的
に
掘
ら
れ

た
穴
）
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
明
治
時
代

に
入
る
と
流
行
す
る
染
付
の
型か
た
が
み
ず
り

紙
摺
に
よ

る
文
様
を
施
し
た
磁
器
碗
類
や
皿
類
の
他
、

蓋
・
燗か
ん

徳ど
く
り利
・
火
鉢
、
陶
器
皿
・
擂す
り
ば
ち鉢
・

急
須
・
レ
ン
ゲ
・
甕か
め

、
土
器
皿
、
瓦
、
ス

プ
ー
ン
な
ど
の
金
属
製
品
と
い
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
（
写
真

２
・
３
）
。
こ
の
中
に
は
被
熱
し
た
遺
物
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
震
災
の
際
に

火
災
に
あ
っ
た
陶
磁
器
な
ど
を
土
坑
に
廃

棄
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
震
災
層
の
上
層
か
ら
煉
瓦
敷

の
床
面
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
真
上

に
空
襲
に
よ
る
焼
土
層
が
水
平
に
堆
積
し

て
い
る
こ
と
か
ら
（
写
真
１
）
、
何
か
し
ら

の
煉
瓦
造
り
の
建
物
が
存
在
し
て
い
た
も

の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
本
遺
跡
は
、
近
世
か
ら
近

現
代
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
遺
構
・
遺
物
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
が
、

特
に
注
目
で
き
る
も
の
と
し
て
、
震
災
関

連
の
焼
土
・
炭
化
層
や
廃
棄
土
坑
、
及
び

土
坑
か
ら
出
土
し
た
遺
物
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。

　

多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
横
網
町
公
園

に
隣
接
し
て
い
る
本
遺
跡
の
調
査
成
果
か

ら
、
公
園
の
被
害
状
況
を
よ
り
具
体
的
に

推
測
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
焼
土
・
炭
化
層
や
廃
棄
土
坑
出
土
の

被
熱
し
た
陶
磁
器
類
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

震
災
の
際
の
火
災
の
状
況
を
解
明
で
き
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
本
遺
跡

以
外
で
も
震
災
に
関
係
す
る
遺
跡
が
発
見

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
も
同
様
に
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
墨
田

区
内
で
の
震
災
の
被
害
状
況
を
よ
り
広
域

に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

　

今
後
は
、
発
掘
調
査
の
整
理
作
業
を
行

い
、
遺
跡
の
分
析
を
通
じ
て
、
震
災
以
外

に
も
近
世
の
町
人
地
の
土
地
利
用
や
人
々

の
生
活
の
様
相
の
他
、
戦
災
の
状
況
な
ど

に
つ
い
て
解
明
を
目
指
し
ま
す
。

（
墨
田
区
文
化
財
保
護
指
導
員　

田
口　

哲
也
）

震災の片付け層震災の片付け層

空襲による焼土空襲による焼土

煉瓦敷床煉瓦敷床

廃棄土坑廃棄土坑 近世の下水溝近世の下水溝

震災の片付け層

空襲による焼土

煉瓦敷床

廃棄土坑 近世の下水溝

写真１　近世から近現代にかけての層序

写真２　廃棄土坑出土遺物（被熱したもの）

写真３　廃棄土坑出土遺物


