
第　2　号

響
蒜
葦
発
喜
劇

ご
二
丈
芯
二
一
．
∴
二

お
知
ら
せ

琴
曹
壷
蓋

森
砂
掛
か
ら
稲
作
の
坤
へ

◎
大
阪
府
下
に
お
い
て
開
催
さ
れ

る
展
示
・
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
な
ど
を
い
ち
は
や
く
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

伍
が
成
約

年
度
の

調
　
査

○
平
成
九
年
度
に
市
内
で
袈
施
さ

れ
た
発
鋸
朋
俺
に
つ
い
て
報
得

は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
本

館
二
階
ロ
ビ
ー
に
て
展
示
・
解

説
し
て
い
ま
す
。

○
近
々
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
埋

蔵
文
化
財
年
報
を
刊
行
予
定
で

す
。

団巨日日団　　2　7　作

遺跡内■　　　6　件

遺跡外　　21作

目　　　∈∃　16　件

囚∈ヨ員臼　　　2　作

◆
　
千
里
丘
三
丁
目
・
調
査
風
景

平
成
十
年
六
月
十
胃
ま
で

喝
‖
‥
。
頭

大
阪
壁
址
近
つ
飛
鳥
博
物
館

開
梱
時
間

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時

坪
細
い
．
凪

毎
週
月
曜
日

【
祝
日
の
場
合
は
翌
旦

冗
坤
幽

お
と
な
　
六
〇
〇
円

高
校
・
大
学
生
　
四
〇
〇
円

中
学
生
以
下
・
六
五
歳
以
上
の
方

は
無
料

℡
〇
七
二
一
－
九
三
－
八
三
二
一

（
南
河
内
都
河
南
町
大
字
東
山
2
9

9
番
地
）

平
竿
笑
月
下
八
日
ま
で

円
上
摘

大
阪
府
立
弥
坐
文
化
博
物
館

同
相
相
聞

午
前
十
時
か
ら
牛
後
八
時

開
梱
血

毎
週
バ
嘱
目

珂
如
剰

お
と
な
　
八
〇
〇
円

高
校
・
大
学
生
　
川
0
0
日

中
学
生
以
下
∴
ハ
八
歳
以
卜
の
カ

は
無
料

℡
〇
七
二
ム
ー
四
六
－
．
一
／
ハ
・
■

（
和
泉
市
池
上
町
川
川
二
）

埋
蔵
文
化
財
の
取
扱
い
と
お
願
い

れ
津
山
で
は
市
内
で
尖
施
さ
れ

巨
木
に
車
等
に
対
し
車
前
に
ぷ

調
柁
・
宣
会
等
の
ご
協
力
を
求

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
牛
泄
学

課
ま
で
お
問
い
人
目
わ
せ
卜
さ
い
。



2
∴
＼
軒
い
Y
ん
恵
あ
真
鯛
き
た

．
一
ノ

摂
津
山
域
　
争
労
軋
應
　
習
1
藍
雪
辱
、
≪
“
亀

／
そ
の
2

′
／

「
結
婚
式
と
お
葬
式
」
　
（
大
正
か
ー
ゝ
昭
和
前
半
の
こ

・
新
婚
旅
行
な
ど
し
ま
せ
ん
。

・
「
三
日
帰
り
」
　
と
い
っ
て
、
三
日

目
に
二
人
で
嫁
さ
ん
の
実
家
へ
帰

っ
て
、
婿
さ
ん
が
嫁
さ
ん
の
親
戚

に
挨
拶
し
ま
し
た
。

郊i：凝揮いに　し丸腰射第　2　号

・
恋
愛
新
婚
は
ド
レ
ア
イ
と
呼
ば
れ

て
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
仲
人
を
入
れ
た
見
合
い
結
婚

で
す
。

・
入
′
の
よ
う
に
式
場
で
は
な
く
、
新

郎
の
英
家
で
式
を
し
ま
し
た
。
式

は
た
い
て
い
夜
で
す
。
村
中
み
ん

な
が
　
（
特
に
女
牲
）
兄
に
行
き
ま

し
た
。
聞
け
放
っ
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
よ
く
見
え
ま
し
た
。

・
女
人
や
卜
可
な
ど
は
呼
び
ま
せ
ん
。

親
戚
の
ポ
だ
け
が
張
ま
り
ま
す
。

・
ま
す
、
別
室
に
新
郎
新
婦
が
入
っ

て
、
「
。
二
．
．
九
度
」
　
の
儀
式
を
し

ま
す
。
次
に
、
親
戚
の
居
並
ぶ
座

敷
で
の
式
に
な
り
ま
す
。
仲
人
さ

ん
の
挨
拶
、
親
戚
代
表
の
挨
拶
、

親
の
挨
拶
が
あ
り
ま
す
。

‥
そ
れ
か
ら
披
鍼
宴
に
な
り
ま
す
。

両
家
の
親
戚
が
向
か
い
合
い
、
め

Ⅷ
　
い
め
い
の
前
に
お
膳
が
並
び
ま
す
。

親
戚
ど
う
し
が
こ
れ
か
ら
親
し
く

な
れ
る
よ
う
に
、
杯
を
さ
し
合
い

ま
す
。

・
戦
竹
が
始
ま
る
こ
ろ
ま
で
は
、
お

嫁
さ
ん
は
人
力
車
に
乗
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
よ
り
前
は
カ
ゴ
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

・
嫁
入
り
の
荷
物
の
多
き
は
、
そ
の

家
の
株
（
播
の
よ
う
な
も
の
）
　
に

よ
っ
て
「
二
荷
」
　
「
∵
一
荷
」
　
「
七

荷
j
　
な
ど
と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

運
び
込
ま
れ
た
荷
物
は
、
飾
っ
て

近
所
の
人
に
見
て
も
ら
い
ま
す
。

・
た
い
て
い
は
、
同
じ
株
ど
う
し
で

結
姉
し
ま
す
。

お

葬

式

（
摂
津
市
域
で
曙
た
い
て
い
浄

土
真
宗
の
方
式
で
し
た
。
）

・
葬
式
の
い
っ
さ
い
は
、
同
行
　
（
ド

ゥ
ギ
ョ
ウ
　
近
隣
に
住
む
浄
土
真

宗
の
信
者
の
グ
ル
ー
プ
）
　
が
取
り

仕
切
り
ま
す
虻
当
家
の
人
は
口
目

し
で
き
ま
せ
ん
。

・
ま
ず
、
ど
れ
く
ら
い
の
葬
式
に
す

る
か
の
棚
談
を
し
ま
す
。

・
そ
れ
か
ら
、
手
分
け
し
て
親
戚
に

報
せ
に
走
り
ま
す
。

・
同
行
な
ど
が
湯
桁
　
（
死
晋
の
体
を

お
湯
で
洗
う
）
　
を
し
、
髪
を
剃
り

落
と
し
て
、
お
寺
さ
ん
に
枕
許
J
J

あ
げ
て
も
ら
い
ま
す
。

・
そ
の
日
は
執
成
だ
け
の
お
通
夜
、

あ
く
る
日
は
．
舷
の
お
通
夜
、
非

式
は
た
い
て
い
二
日
目
で
す
。

・
非
式
は
野
辺
送
り
で
す
。
村
の
お

墓
に
あ
る
火
局
　
（
ヒ
ヤ
火
作
場
）

ま
で
行
列
す
る
の
で
す
。
火
吊
は

以
前
は
各
村
（
い
わ
ゆ
る
ジ
ゲ
、

明
治
一
．
卜
㌧
■
隼
ま
で
の
旧
村
）
ご

と
に
あ
り
ま
し
た
。

・
野
辺
送
り
の
先
部
は
案
内
人
、
そ

の
両
側
で
ケ
ゴ
ビ
キ
と
い
っ
て
〃

竹
の
光
を
測
っ
た
の
を
引
き
ず
り

ま
す
。
次
に
坊
さ
ん
　
（
ド
ウ
シ
と

い
う
傘
持
ち
と
椅
√
持
ち
が
付
く
）

で
す
。
そ
の
後
に
、
親
戚
の
√
ど

も
た
ち
が
提
灯
を
持
っ
て
続
き
ま

す
。
お
節
　
（
職
前
は
丸
い
特
の
よ

う
な
座
机
）
　
を
乗
せ
た
析
ム
日
は
、

親
戚
の
井
が
担
ぎ
ま
す
．
親
戚
の

行
列
に
続
い
て
、
■
舷
の
行
列
に

な
り
ま
す
。

・
火
扉
に
椚
く
と
、
読
緋
と
焼
香
に

な
り
よ
す
。
お
供
産
に
は
キ
ャ
ラ

メ
ル
な
ど
が
配
ら
れ
ま
す
。

・
以
前
は
、
火
局
で
お
齢
を
焼
く
の

も
川
行
の
什
車
で
し
た
ゥ

担
う
　
（
源
）



渕　上凝沖的紅　し盈腰射

郷
土
　
史
　
コ
　
ー
ナ
ー

…
地
形
　
の
変
遷

摂
津
心
を
中
心
と
し
た
大
阪
平

野
の
地
形
の
究
遁
戯
程
を
約
山
万

年
前
か
ら
た
ど
っ
て
み
ま
す
。

【
約
二
万
年
前
（
ウ
ル
ム
氷
期
）
】

洪
搬
世
に
世
外
的
に
発
適
し
た

氷
河
期
の
最
後
の
ウ
ル
ム
氷
期
見

破
川
で
、
寒
冷
化
に
と
も
な
う
氷

鮎
に
よ
り
、
れ
退
現
象
が
起
こ
り

、
海
面
は
現
作
よ
り
約
百
メ
ー
ト

ル
低
く
な
り
、
現
作
の
大
阪
湾
は

す
べ
て
陣
に
な
り
ま
し
た
。
古
淀

川
が
〃
武
仙
川
・
古
人
和
川
を
集

め
て
人
敲
湾
地
域
を
西
南
流
し
、

人
阪
湾
小
火
で
古
例
石
川
を
人
目
流

し
、
由
良
袖
．
日
を
通
っ
て
紀
伊
水

道
に
て
海
に
注
ぐ
古
人
鮎
川
水
系

が
発
達
し
ま
し
た
。
紀
伊
水
道
の

は
る
か
沖
∧
＝
に
「
畔
の
海
岸
線
を

形
成
し
て
い
ま
し
た
。

【
縄
文
時
代
】

約
九
千
年
前
、
気
候
が
温
暖
化

に
す
る
に
つ
れ
て
、
海
面
が
上
昇

し
、
現
在
よ
り
約
二
十
メ
ー
ト
ル

低
い
位
置
と
な
り
ま
し
た
。
大
阪

湾
は
再
び
海
水
に
穫
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
淀
川

低
地
・
河
内
低
地
に
は
海
水
は
ま

だ
侵
入
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
大
阪

駅
辺
り
を
海
岸
線
と
す
る
古
河
内

平
野
（
淀
川
低
地
を
含
む
）
　
を
形

成
し
ま
し
た
。

約
六
千
年
前
、
（
河
内
湾
Ⅰ
）

さ
ら
に
気
候
が
温
暖
化
に
な
り
、

急
激
な
海
面
上
昇
（
縄
文
海
進
）

が
起
こ
っ
て
、
現
在
の
海
水
面
よ

り
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
メ
ー
ト
ル

く
ら
い
高
く
な
り
、
古
河
内
平
野

に
細
水
が
侵
入
し
ま
し
た
。
摂
津

市
域
は
ほ
と
ん
ど
海
水
面
下
に
投

し
、
千
里
丘
付
近
が
海
岸
線
を
形

成
し
ま
し
た
。

約
托
千
隼
前
　
（
河
内
湾
口
）
、

市
城
の
大
部
分
は
淀
川
の
沖
積
作

川
に
よ
っ
て
陥
化
が
進
み
、
淀
川

は
人
道
・
江
口
付
近
に
形
成
さ
れ

た
砂
州
の
た
め
右
折
し
て
、
虔
威

川
に
合
流
す
る
流
路
と
、
左
折
し

て
現
在
の
淀
川
筋
を
通
る
流
路
に

分
流
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

約
三
千
年
前
（
河
内
潟
）
、
海

水
準
の
低
下
に
よ
っ
て
、
上
町
台

地
か
ら
北
へ
の
ぴ
た
砂
州
と
、
成

長
し
て
き
た
淀
川
の
三
角
州
と
に

よ
っ
て
海
水
の
侵
入
口
が
妨
げ
る

こ
と
に
な
り
河
内
湾
の
淡
水
化
が

進
行
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
市
域

の
ほ
と
ん
ど
が
乾
期
に
草
原
と
な

り
、
雨
期
に
一
面
の
水
域
と
化
す

湿
原
を
形
成
し
ま
し
た
。

【
弥
生
時
代
】

約
千
八
百
年
前
へ
河
内
湖
Ⅰ
）

、
天
満
・
良
柄
か
ら
北
へ
の
ぴ
る

砂
州
が
発
達
し
て
河
内
平
野
側
へ

の
海
水
を
防
ぎ
、
完
全
な
淡
水
湖

に
移
行
し
ま
し
た
。
淡
水
域
は
、

淀
川
・
古
川
・
寝
屋
川
・
大
和
川

な
ど
の
三
角
州
に
よ
っ
て
埋
め
ら

れ
て
狭
く
な
り
ま
し
た
。

D　■｛曽∩のl桝tll世紀削

※
河
内
湖
は
そ
の
後
ひ
き
続
い
て

埋
積
作
用
が
進
み
ま
し
た
。
十
八

世
紀
初
頭
の
大
和
川
付
替
え
ま
で

そ
の
名
残
を
と
ど
め
ま
し
た
。

※
摂
津
市
史
、

摂
津
市
史
別
巻
・

松
箱
社
「
淀
川
」
よ
り

担
当
　
　
（
貧
荷
）
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三

◎
た
だ
い
ま
市
役
所
本
館

ピ
ー
に
お
き
ま
し
て
平
成

の
発
掘
調
査
の
成
果
展
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
数
回
に
わ

た
り
今
回
の
展
示
の
見
所
を
解
説

な
成
果
の
“
つ
で
す
。
比
較
的
大

型
の
牽
（
か
め
）
　
を
横
た
え
て
使

用
し
て
い
ま
し
た
。
堂
を
析
と
し

郷．▲ヒ蘭縛Ilに　し風凝朋第　2　号

創
文
時
代
は
、
t
器
の
〓
現
を

も
っ
て
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
ー
二
器
の
川
現
・
究

鱒
・
旭
糊
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ

り
ま
す
。
現
在
は
土
器
の
形
の
変

遷
な
ど
か
ら
二
鱒
的
に
六
期
に
時

期
区
分
す
る
こ
と
が
適
成
と
な
っ

て
い
ま
す

純
文
時
代
の
始
ま
り
を
草
創
期

（
約
－
万
三
千
年
か
ら
一
万
年
前
）

と
し
て
そ
の
後
、
前
脚
∵
中
期
・

後
期
・
晩
期
と
展
開
し
て
い
く
事

に
な
り
ま
す
。

こ
の
時
代
に
は
エ
ジ
プ
ト
や
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
で

は
高
峻
な
文
明
が
栄
え
ま
す
。
世

界
中
で
様
々
な
民
族
が
移
勤
し
都

市
国
家
を
つ
く
る
な
ど
栄
枯
盛
衰

が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
中
、
極
東
の
島
国
日

本
列
鳥
で
は
、
非
常
に
長
州
に
わ

た
り
安
定
し
た
文
化
が
栄
え
て
い

い
ま
し
た
。
そ
れ
が
縄
文
時
代
の

文
化
で
す
。
し
か
し
こ
の
長
期
に

わ
た
る
安
定
を
文
化
の
停
滞
と
考

え
て
文
化
的
に
足
踏
み
し
て
い
た

の
だ
と
論
ず
る
研
究
者
も
い
ま
し

た
。
ま
た
、
縄
文
時
代
の
文
化
は

日
本
独
自
で
世
界
か
ら
あ
る
種
、

孤
立
し
て
い
た
と
い
う
見
解
も
あ

り
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
極
東
各
地
で
縄

文
式
土
器
に
類
似
し
た
最
古
級
の

土
器
の
発
見
が
あ
い
つ
ぎ
北
方
起

源
説
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
ま
す
。蜂

前
寺
跡
一
次
調
査
①

蜂
前
寺
跡
は
千
里
丘
三
丁
目
に

所
在
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
洛
舶

調
査
に
よ
り
溝
や
土
坑
（
ど
こ
う
）

て
使
用
す
る
の
は
弥
生
時
代
に
北
　
二

部
九
州
で
よ
く
見
ら
れ
る
蒐
制
の
‥

淀川出土の縄文式土馨（柏桝より）

◎短期仁集中連戦

Ⅶ掴まれ勝

一
つ
で
古
墳
時
代
の
近
幾
地
力
で

は
類
例
が
少
な
い
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
千
里

丘
陵
で
須
恵
器
を
製
作
し
て
い
た

上
人
　
（
こ
う
じ
ん
）
　
の
墓
の
可
能

件
が
あ
り
ま
す
。

【
い
】
　
遺
物
・
遺
構
・
遺
跡

〇
人
難
の
手
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ

た
道
典
や
装
飾
〓
…
の
こ
と
を
遣
物

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
目
的
に
応

な
ど
古
墳
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に

い
た
る
生
活
の
跡
が
見
つ
か
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
も
須
恵
浩
（
す

え
き
）
と
言
わ
れ
る
古
墳
時
代
の

土
器
を
櫓
と
し
て
転
用
し
て
い
た

状
況
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
大
き

じ
て
大

接
形
作

生
活
の

こ
と
を

い
い
ま

物
は
移

で
遺
構

移
動
で

地
に
祈

ら
れ
た

痕
跡
の

遺
構
と

す
○
迫

動
可
能

は
押
通

き
な
い

も
の
で
す
。
そ
し
て
、
遺
物
や
遺

構
が
残
さ
れ
る
人
類
の
活
動
の
王

台
と
な
る
場
所
が
あ
っ
た
は
ず
で

す
。
そ
れ
が
遺
跡
で
す
。

担
当
　
（
伊
部
）


