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左
の
写
真
は
、
基
肄
城
か
ら
出
て

き
た
モ
ノ
で
す
が
、
い
っ
た
い
何
で

し
ょ
う
か
？

正
解
は
瓦
で
す
。
基
肄
城
の
城
内

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
り
、

約
40
棟
の
礎
石
建
物
跡
が
確
認
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
屋
根
に
葺ふ

か
れ

て
い
た
も
の
が
瓦
で
す
。
屋
根
に
瓦

を
葺
く
こ
と
に
よ
り
、
建
物
内
を
風

雨
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
で
は
、
多
く
の
家
で
瓦
が
使

用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
基
肄
城
が
つ

く
ら
れ
た
時
代
に
は
、
限
ら
れ
た
建

物
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
一
般
的
な
住
居
が
あ
っ
た

集
落
の
遺
跡
で
は
、
瓦
が
出
土
す
る

こ
と
が
稀ま

れ

で
あ
り
、
板
屋
根
な
ど
簡

易
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
役
所
︵
官か

ん

衙が

︶
の
遺
跡
で
は
、
瓦
葺
き
の
建
物

が
多
く
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
集
落
と
官
衙
の

建
物
で
は
、
様
子
が
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
基
肄
城
の
瓦
葺
建
物
は
、
そ
の

当
時
の
進
ん
だ
建
築
技
術
が
導
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
や
地
方
の
役

所
に
深
く
関
わ
っ
た
威
厳
あ
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

こ
の
写
真
の
瓦
に
は
、
文
様
が
描

か
れ
て
お
り
、
写
真
上
部
の
丸
い
形

を
し
た
も
の
は
﹁
軒
丸
瓦
﹂
、
写
真
下

部
の
半
円
形
を
し
た
も
の
は
﹁
軒
平

瓦
﹂
と
い
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
建

物
の
屋
根
の
下
端
、
最
も
外
側
に
あ

た
る
﹁
軒
﹂
に
葺
か
れ
た
も
の
で
す
。

建
物
の
屋
根
を
見
上
げ
た
と
き
に
、

一
番
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ

た
も
の
で
、
荘
厳
な
雰
囲
気
を
醸
し

出
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

実
は
、
こ
の
写
真
の
軒
丸
瓦
に
描

か
れ
た
蓮
の
花
の
よ
う
な
文
様
の

ル
ー
ツ
は
、
韓
半
島
の
﹁
百
済

く

だ

ら

﹂
に

あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
百
済

に
あ
っ
た
お
寺
や
城
な
ど
か
ら
出
土

し
た
瓦
に
文
様
が
似
て

い
る
た
め
で
す
。
百
済

と
い
え
ば
、
基
肄
城
築

造
に
も
深
く
関
係
し
て

い
る
こ
と
が
文
献
か
ら

分
か
っ
て
い
ま
す
が
、

考
古
資
料
か
ら
も
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
想
定
で

き
る
資
料
の
一
つ
が
こ

の
瓦
と
い
え
ま
す
。
ち

な
み
に
、
百
済
の
瓦
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
九
州

国
立
博
物
館
で
開
催
さ

れ
て
い
る
特
別
展
示
﹁
古

代
日
本
と
百
済
の
交
流
﹂

︵
３
月
１
日
ま
で
︶
に
お
い
て
、
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
自
分
の
目
で

確
認
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
す

か
？最

後
に
、
基
肄
城
の
瓦
は
ど
こ
で

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
？
詳

し
く
は
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。し

か
し
、
町
内
に
は
﹁
こ
う
ら
ざ

き
︵
か
わ
ら
崎
︶
瓦
窯
﹂
と
い
う
遺

跡
が
あ
り
ま
す
。
基
肄
城
南
門
︵
水

門
︶
か
ら
南
東
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。

未
調
査
で
あ
る
た
め
詳
し
く
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
地
域
の
人
々

の
伝
承
で
は
、﹁
灰
が
で
る
か
ら
掘
っ

て
は
い
か
ん
。
﹂
と
言
い
伝
え
ら
れ
、

守
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
際

に
灰
や
瓦
が
出
土
し
た
と
も
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

基
肄
城
に
供
給
し
た
瓦
を
生
産
し
た

瓦
窯
で
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
で
き

ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
丸
林
や
仁

谷
寺
で
も
瓦
窯
の
存
在
が
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
も
よ
く
分

か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
さ
ら
な
る
調
査
や
研
究
に

よ
っ
て
、
瓦
が
基
肄
城
に
関
わ
る
新

た
な
事
実
を
教
え
て
く
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
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