
た
入
れ
歯
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
見
つ
か
っ

た
地
層
や
入
れ
歯
の
材
質
、
お
歯
黒
が
施
さ

れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
大
正
時
代
か
ら
昭

和
初
期
の
も
の
で
、
大
き
さ
な
ど
か
ら
小
柄

な
高
齢
女
性
が
使
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
入
れ
歯
は
使
用
者
と
一
緒
に
埋
葬
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
た
め
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
か

ら
発
見
さ
れ
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
す
。

地
方
で
は
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
、
お

歯
黒
を
し
た
女
性
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
霧
島
市
で
も
そ
う
い
う
光
景

が
見
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
文
責
＝
堀
之
内
）

い
て
は
、
書
物
や
浮
世
絵
、
幕
末
の
写
真
な

ど
で
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
地
方
に
住
む
一
般
の
人
々
の
化
粧
に

つ
い
て
分
か
る
資
料
は
、
あ
ま
り
見
つ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
中
、
市
内
の
遺
跡
か
ら
身
だ
し
な

み
に
関
す
る
物
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
隼

人
町
の
弥
勒
院
と
い
う
寺
院
跡
か
ら
髪
油
な

ど
を
入
れ
る
油
つ
ぼ
、
富
隈
城
跡
付
近
で
は

鬢び
ん

水み
ず

入
れ
と
い
う
、
櫛く

し

に
整
髪
料
を
付
け
る

た
め
の
容
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

他
に
も
富
隈
城
跡
か
ら
は
、
お
歯
黒
を
し

て
く
る
人
々
の
顔
や
、
能
で
使
わ
れ
る
女
性

の
面
な
ど
に
そ
の
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

化
粧
は
上
流
階
級
の
権
威
の
象
徴
と
し
て
高

貴
な
身
分
を
表
す
も
の
で
、
女
性
だ
け
で
な

く
男
性
も
化
粧
を
し
て
い
ま
し
た
。

武
士
が
政
治
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
、
武

家
か
ら
庶
民
へ
と
化
粧
が
広
ま
り
ま
す
。
江

戸
時
代
の
初
め
、
格
式
を
重
ん
じ
る
武
家
の

女
性
に
と
っ
て
、
化
粧
は
た
し
な
み
で
あ
り
、

ル
ー
ル
に
沿
っ
た
も
の
で
し
た
。
一
方
、
男

性
の
化
粧
は
公
家
や
歌
舞
伎
役
者
な
ど
を
除

き
、
廃
れ
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
中
期
に
は
、
江
戸
や
京
都
・

大
坂
の
商
人
な
ど
が
経
済
力
を
持
ち
、
町
人

文
化
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
人
々
は
美
し
さ

を
目
指
す
化
粧
を
楽
し
む
よ
う
に
な
り
、
人

気
の
歌
舞
伎
役
者
や
遊
女
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
。

既
婚
女
性
は
眉
を
剃
り
お
歯
黒
を
す
る
の
が

一
般
的
で
し
た
が
、
そ
の
風
習
は
明
治
に
な

り
西
洋
文
化
を
受
け
入
れ
る
過
程
で
次
第
に

姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。

霧
島
市
の
粧

よ
そ
お
い

事
情

江
戸
な
ど
の
中
心
部
に
お
け
る
化
粧
に
つ

今
月
も
大
河
ド
ラ
マ
の
話
題
か
ら
始
ま
り

ま
す
。
平
安
絵
巻
の
世
界
が
描
か
れ
る「
光

る
君
へ
」
で
は
、
十
二
単ひ
と
え

を
身
に
ま
と
っ
た

姫
君
や
、
り
り
し
い
公き

ん

達だ
ち

の
姿
が
と
て
も
華

や
か
で
す
が
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
当
時
の

の
姿
と
は
少
し
異
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
化
粧
で
す
。

化
粧
の
変
遷

古
墳
時
代
以
前
、
顔
を
赤
く
塗
っ
た
り
入

れ
墨
を
し
た
り
と
い
っ
た
化
粧
に
は
、
身
を

守
る
呪
術
的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
大

陸
の
先
進
文
化
と
と
も
に
最
新
の
化
粧
法
が

伝
来
す
る
と
、
化
粧
は
上
流
階
級
が
身
を
飾

る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。「
白
い
肌
＝
美
し

い
」
と
い
う
審
美
感
も
、
こ
の
こ
ろ
大
陸
か

ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

国
風
の
文
化
が
花
開
く
平
安
時
代
に
な
る

と
、
化
粧
も
独
自
に
変
化
。
肌
を
白
く
塗
り
、

自
分
の
眉
を
抜
い
て
そ
れ
よ
り
上
の
位
置
に

別
の
眉
を
描
き
、
唇
に
は
小
さ
く
赤
い
紅べ

に

を

差
し
、
歯
を
お
歯
黒
に
す
る
。
白
・
赤
・
黒
を

基
調
と
し
た
日
本
の
伝
統
化
粧
が
生
ま
れ
ま

し
た
。「
源
氏
物
語
絵
巻
」
な
ど
絵
巻
物
に
出

The gatew
ay to local history

粧
よ
そ
お
い

の
歴
史

女面（松下美術館所蔵）鬢
びん

水
みず

入れ・油つぼ（隼人町出土）お歯黒をした義歯（富隈城跡出土） 女面のお歯黒部分
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