
ー

赤

城

山

贋

の
製
鉄
追
跡
ー

群
馬
県
宮
城
村
村
誌
研
究
紅
第
三
集

宮

城

村

誌

編

狼

委

員

会

片

並

木

遺

跡

~"-



ー

赤
城
山
南
面
の
製
鉄
遺
跡
ー
ー

片

並

木

遺

跡

井

上

唯

雄



I
l
l
"＇
大

学

敦

”

尾

鯰

杯

左

雄

序

井
上
唯
雄
れ
は
肝
叫
大
学
学
公
学
沼

Iii和
一ニ
ー
四
り

i.
.11の
卒
業
で
あ
る
。
土
師
沿
研
究
を

4
攻
し
、
先
に

「
入
野
遺
跡
」

（
躙
査
祁

几
い
）
を
公
に
し
、
そ
の
後
も
土
帥
船
の
研
究
に
専
念
し
て
い
た
。
た
ま
た
ま
、
現
内
城
村
長

t
野
．
之
助
仄
か
ら
の
報
せ
に
よ
っ
て
、
片

並
木
jn
跡
の
潤
査
に
あ
た

っ
た
。
迂
跡
は
製
鉄
滋
構
で
あ
り
、
紺
来
、
土

oo料
の
心
跡
の
濶
査
の
榜
、
製
鉄
遺
跡
に
注
意
し
て
さ
た
が
、

既
に

IU
木
崎
町
巾
学
校
庭
ln
跡
朴
堀

11御
伊
勢
奴
北
跡
f
r
の
汎

t
で
、
土
師
沿
心
跡
に
伴
う
製
鉄
遺
情
を
発
掘
し
て
お
り
、
併
せ
て
、
群

馬
瓜
全
般
に
わ
た
る
製
鋏
jn
構
の
研
究
に
及
ぼ
し
て

い
る
。

井
上
＂
は
現
在
勢
多
郡
祈

t11巾
火
小
学
校
教
泊
で
あ
る
。
巾
屯
教
帥
で
あ
り、

い
教
行
界
に
も
、
そ
の
業
紹
が
認
め
ら
れ
て
さ
て
い

る
。
小
学
校
敦
帥
が
如
何
に
多
忙
で
あ
る
か
は
知
る
人
ぞ
加
る
が
、
そ
の
間
に
研
究
と
悶
“
と
を
両
立
せ
し
め
て
、
鋭
々
と
活
淵
し
て
い

る。

a"祖
父
国
学
者
Jr
上
↓

"
Hの
胤
が
学
間
の
上
に
杓
び
た
ぎ

っ
て、．
＿た
よ
う
に
も
忠
え
る
。

こ
の
度
、
そ
の
潤
査
沿
几
り
が
ま
と
ま

っ
た
の
で
、
内
城

H
史

rtllmm
--i
ljlと
し
て
公
111
す
る
。
こ
の
報
約
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て

は
．
岡
山
大
学
教
授
和
島
誡
一
氏
、

n本
店
柏
研
究
所
副
問
長
谷
川
熊
彦

K
の
指

g
、
地
，
り
を
受
け
た
。
こ
こ
に
特
に
深
甚
の
測
窓
を
表

し
、
今
後
の
鞭
撻
を
紺
い
、
並
び
に

JI
上

nの
研
究
の
発
展
を
期
待
し
て
序
と
す
る
。

糾
和
四
十
四
年

ニ

11
-i
i
,
n



たたら



n
遺

1

遺

跡

の

立

2

迅
•
}

-
>

f

f

 

l
 

②

住

屈

ゆ

追

皿

考

寮

：

1

立

地

及

び

5

2

遺

跡

の

性

3

群
馬
瓜
に

お
け
る
製
鉄
遺
跡

目

次

21 

群
糾
人
ァ
教
校

尾

的

柑

左

雄
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込

挿

図

・
図

版

目

次

撼

図
1

遺
跡
附
近
地

N

？

遺

跡

地
附
近
外
形
央
謂
図
i

3

遺
跡
断
面
"
・
・
…
…
・
,
．
；
・

4
に
た
ら
火
潤
図
・・：
．．．．．． 

5
6
1
1
1列
ド
纏
庁
凶
・
,
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6

化
居
跡
火
漏

囚
：・…・:；

7
遣
物
火
瀾
図
．．．．．． 
；
…
・
・
:
 

8

群
"
“
で
＇
に
お
け
る
鉄
ぽ
闘

Je
地

9

水
崎
小
ネ
校
校
底
第

・-iハヮ
遺
跡

4

片
並
木
遺
跡
の
時
期

ー

図

隠
1

遺
跡
地
遠
望

2

発
掘
前
の
状
態

3

筍
一
次
発
掘
峙
に
お
け
る
炉
の
状
態

4
炉
限
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崩
鯛
状
饗

5

が
J
C
体

駕

6

炉

土

体

澤

7

炉

咽

編

氾

8

作
寮
場
石
絹
列
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占
代
も
野
地
ガ
は
、
山
JJt
文
化
の
隆
盛
に
そ
の
特
色
を
指
摘
し
う
る
。
そ
の

11景
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
鉄
沿
生
産
力
の
急
速
な
上

昇
が
必

11
の
条
件
と
な
っ
に
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
忠
稼
に
難
く
な
い
。

こ
う
し
た
巾
に
あ
っ
て
，
上
野
地
力
で
は
、
は
や
く
か
ら
、
古
坦
そ
れ
自
体
の
研
究
は
、
群
馬
大
学
の
比
崎
教
投
を
中
心
に
進
め
ら
れ

て
さ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
野
地
力
に
お
け
る
占
収
発
生
の
基
盤
は
、
巣
部
低
湿
地
佗
に
求
め
ら
れ
、
漸
次
、
灌
漑
技
術
の
開
発

と
と
も
に
、
偵
斜
地
へ
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
栽
菜
生
肱
力
の
向
上
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
廿

蛋
に
は
鉄
器
生
鹿
を
中
心
と
す
る
技
術
面
で
の
進
歩
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
生
り
此
践
の
逍
立
研
究
は
、
よ
う
や
く
、
そ
の
昭
光
が
兄
え
は
じ
め
た
段
陪
で
あ
る
。
，
口
代
東
国
地
方
の
中
―

心
地
と
し
て
の
本
地
以
に
お
い
て
、
今
後
ま
す
ま
す
こ
の
種
の
沿
胚
の
研
究
を
振
卯
し
、
古
坑
研
究
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
全
ぼ
う
を
把
糾

し
て
い
く
必
要
を
邪
感
し
て
い
る
。
こ
の
期
に
あ
た
り
、
当
地
方
に
お
け
る
最
初
の
製
鉄
追
跡
の
報
告
を
す
る
こ
と
は
紐
桜
沈
い
こ
と
と

考
え
る
。

関

査

の

経

緯

片
並
木
逍
趾
は
群
馬
県
勢
多
郡
白
城
村
大
字
苗
ケ
島
片
並
木
l

七
九
二
番
地
に
所
在
す
る
1
3
代
製
鉄
迅
跡
で
あ
る
。
赤
城

uI附
面
傾
斜

地
に
伍
凶
す
る
本
村
の
弥
加
司
部
落
か
ら
苗
ケ
晶
部
落
に
通
ず
る
小
迅
路
わ
さ
の
焼
け
石
、
お
よ
び
鉄
枠
が
、
切
り
遥
し
面
に
硲
出
し
て

い
る
の
を
同
村
長
上
軒
丑
之
助
氏
が
註
目
さ
れ
た
こ
と
に
沿
を
発
す
る
。

C

の
こ
と
は
、
山
ら
に

~
M

村
出
城
村
中
学
校
教
幽
松
本
浩
一
氏
（
日
本
考
古
学
協
会
会
n
)
に
連
絡
さ
れ
、
松
本
氏
を

、

通
じ
て
群

紹

緒



大
教
行
学
部
史
学
研
究
中
の
尾
的
教
校
に
収
跡
の
検
分
が
依
頼
さ
れ
た
。
依
瀬
を
受
け
た
尾
的
教
授
は
、

U
ち
に
現
地
に
赴
さ
、
そ
れ
を

迅
跡
と
認
定
さ
れ
る
と
同
的
に
そ
の
爪
央
性
を
認
め
、
学
生
、

及
び
卒
渫
生
を
動
且
し
て
濶
北
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。

本
濶
丑
は
、
時
期
的
な
関
係
と
、

そ
の
収
跡
の
重
牧
性
に
か
ん
が
み
、
昭
和
一＿
工＇パ

h
-
H
ニ
ト
ム

1
-T
'
パ
日
の
第
一
次
逍
北
、
お

よ
び
同
“
四
月
二
1
六
口
の
第
二
次
瀾
土
の
二
期
に
わ
た
っ
て
火
施
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
地
主
井
上
保
ん
氏
の
と
好
忍
と
、
発
兄
者
上
野
杜
之
助
氏
の
尽
力
｀

お
よ
び
祈
合
の
使
立
を
は
か
ら
れ
た
巾
学
校
、
な
ら
び

に
村
教
委
を
は
じ
め
と
す
る
村
当
い
の

C
,
X楼
を
柑
た
。
こ
こ
に
関
係
各
位
に
対
し
、

深
仕
な
る
沿
紐
を
表
す
る
。

な
お
、
未
市
な
が
ら
、
述
11
辿
激
な
沿
拗
に
た
え
て
｀
瀾
土
に
参
加
さ
れ
た
史
学
研
究
至
の
学
生
、
な
ら
び
に
卒
業
生
記
兄
姉
の
氏
名

を
記
し
、
そ
の
労
を
ね
ざ
ら
い
た
い
。

第
一
次
濶
杏

松
本
浩
一

、
茂
木
允
況
、
梨
加
和
秒
、
引
沢
山
剛
、
糾
山
紀
雄
、
徳
れ
紀
、
松
元
れ
い
子
、
井
上
削
雄

第
二
次
潤
ふ
"1

松
木
沿

一
、
石
甜
保
、
函
iL
山
、
松
村
一
杖
、
石
川
和
男
、
屈
沢
丸
朋、

糾
山
紀
雄
、
松
元
れ
い
子
、
店
沢
分
』i
、
山
本
良
知
、
徳

U

紀
、
内
山
芙

w子
、
茂
人
允
祝
、
黒
岩
文
雄
、
糾
片
ぃ
照
子
、
関
口
進
、
内
田
は
一

、
佐
欣
忠
雄
、
井
上
附
雄



直

ー、

遺

跡

の

＞

地

本
逍
鯵
の
所
在
す
る

H
城
村
は
介
城
山

Iii
骰
の
射
野
地
”
に
南
北
方

M
に
長

(
1
1れ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
襟
在
も
赤
城
山
の

瑣
JC付
近
の
一
ぃ
ハ

0
0
"
か
ら
、
平
出
滞
に
近
い
一
八

0
米
ま
で
に
わ
た
っ
て
い
る
。
現
在
の
生
活
の
冥
台
は
主
と
し
て
襟
＂
四

0
0
米

ラ
イ
ン
以

F
の
緩
糾

11
地
で
あ
る
が
、
こ
の
隅
分
は
よ
く
発
迷
し
た
縦
谷
で
没
触
さ
れ
、
そ
の
間
に
典
和
的
な
オい
状
台
地
が
南
北
に
並
列

し
て

い
る
。

・心

9

．

汎
跡
の
多
く
は
こ
れ
ら
台
地
上
に
認
め
ら
れ
る
が
、
本

ill跡
も
そ
の
例

一

外
で
な
く
、
西
に
神
沢
川
、
東
に
そ
の
文
油
の
在
地
を
ひ
か
え
た
台
地
の

i

：少
り

◇

／

先

苔

乳

歴

将

し

て

い

る

。

こ

の

窪

地

は

さ

ら
に
酎
に
延
び
て

、

召

•
ー

日
苗
ケ
い
の
水
U
I地
m
に
連
な
り
、
遺
跡
の
丘
陵
か
ら
．
を
な
が
め
る
と
．

＂ 

/

,貨

rlb人帆
／

了
望
す
こ
ぷ
る
よ
く
開
け
て
壮
製
で
あ
る
。
ま
た

11後
は
す
ぐ
山
が
追

地

り

急

uig"4す
る
。
逍
跡
の
存
す
る
台
地
に
は
、

関
東
ロ

ー
ム
図
が
瀬

、（

ー
ロ
ー
／
／
＇
／
／
〗

2
p
i
で
あ
り

、関
囲
は
n媒
な
た
め
ー
歴
翌
が
ひ
ろ
が

ってい
る
。
悦

/

k
g

i •四
0
米
名
で
あ
り
し
、
台
地
上
に
は
、
紺
文
早
、
前
期
お
よ
び
上

¥
 

許

'
 

（

師

欝

が

散
布
し
て
い
る
。
（
拓
M
1
)

遺

(

[

.

u
墨
遥
跡
は
こ
の
台
地
の
東
恩
詞
に
あ
り
、
東
側
の
開
析
谷
と
の

跡



比
内
は
四

・
麻
米
で
あ
る
．
れ
面
の
勾
配
は

一―

腹
を
．
水
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
冬

f
に
お
け
る

4
越
し
た
西
北
乎
節
風
と
、
夏
千
に
お

け
る
東
州
か
ら
の
風
を
考
心
し
た
占
地
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
遺
跡
の
代
格
上
｀
鉄
滓
の
涌
嗅
は
煎
大
な
条
件
で
あ
る
が
、
こ
の
伯
斜
は

そ
の
意
味
か
ら
訳
疫
で
あ
る
。

h
~
M
?
）

本
辺
跡
の
周
辺
に
は
、
東
側
の
開
析
谷
を
似
て
た
台
地
の
ム

0
0米
R
ど
に
の
距
離
の
と
こ
ろ
、
和

11開
称
を
出
土
し
た
白
山
古

m、

吏
北
東
五

0
0米
は
ど
に
は
熊
土
料
時
代
の
桝
形
迅
枕
が
あ
る
。
ま
た
北
北
西
一
＿
i

．
五
粁
の
三
夜
沢
地
内
に
は
延
喜
式
内
社
で
あ
り
、

上

四

一
の
内
た
る
赤
城
神
社
が
鎖
牲
し
、

そ
の
裏
山
の
祭
祀

ifi跡
111石
と
と
も
に
抒
名
で
あ
る
。

2
、

遣

楷

本
濶
査
に
お
い
て
は
.
た
た
ら
主
体
滞
な
ら
び
に
附
屈
作
某
場

・
化
糾
跡
を
発
拙
し
て
い
る
が
．
本
糾
で
は
た
た
ら
と
住
居
跡
に
分
け

l4
 

て
述
ぺ
る
こ
と
に
す
る
嶋

0

た

た

ら

迅
跡
の
断
而
は
第
三
図
の
如
く
で
あ
る
。
表
凶
の
第
ー
凩
は
、
糾
面
を
な
だ
れ
て
堆
栢
し
た
も
の
で
黒
色
を
＂
土
し
、
い
わ
ゆ
る
耕
作
土

で
あ
る
。
第
1
府
は
榛
名
山
の
一
峯
、
ニ
ソ
岳
の
煤
裂
に
よ
り
砕
下
し
た
汗
石
ま
じ
り
の
熱
色
土
で
あ
る
が
、
遺
跡
は
、
こ
の
府
の
上

面
か
ら
掘
り
込
ま
れ
、
底
訓
は

G
．
層
の
貨
褐
色
0

ー
ム
而
に
達
し
て
い
る
。

m
n閣
は
、
後
述
す
る
砂
鉄
を
含
む
黙
褐
色
ロ
ー
ム
で
、

衣
土
か
ら
一
、
八
米
ー
ニ
米
内
外
で
あ
る
。

(
M
M
5
)

た
た
ら
は
．
い
わ
ゆ
る
石
糾
み
炉
を
主
体
と
し
、
そ
れ
に
不
J
長
方
形
の
作
菜
場
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
炉
の
主
体
部
は
ほ
ぽ
方
形

を
nや
し
、
南
咽
二
石
、
北
咽
に
一二
石
で
、
近
路
開
削
の
印
に
西
収
の
石
は
抜
か
れ
た
ら
し
く
不
明
で
あ
る
が
、
土
地
の
人
の
話
で
は
、
こ

の
時
二
石
を
取
り
除
い
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ijl
火
｀
付
近
の
畑
の
叶
畔
に
栢
ま
れ
た
石
jfi
に
ス
ラ
ッ
グ
の
熔
け
て
吹
さ
つ
け
ら
れ
た



跡

焼
石
が
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
間
の
事
憐
を
物
昭
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
た
た
ら
の
＂
辺
を
さ
ら
に
詳

細
に
み
る
こ
と
に
す
る
。

た
た
ら
の
設
ば
は
、
依
針
面
を
ロ
ー
ム
圏
ま
で
掘
関
し
、
掘
り
か

た
を
つ
く
る
。
主
体
部
の
北
側
の
掘
り
か
た
は
、
炉
壁
の
石
と
祖
に

楼
し
な
い
が
、

南
咽
は
ロ
ー
ム
闇
と
密
苔
し
て

い
る
・
北
墜
は
、
あ

と
か
ら
補
“
さ
れ
た
こ
と
も
推
寮
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
墜
の
裏
側
の

土
眉
中
に
焼
土
が
プ
ロ
ッ
ク
状
に
多
少
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
推
察
の
は
を
出
な
い
。
炉
は
、
北
咽
に
三
石
、
内
収
に
二

I

閃

ひ
ら

5

石
を
平
に
立
て
、
ほ
ぼ
方
形
に
構
築
さ
れ
て
い
る
•
（
挿
図4)


而断

北
歴
の
状
態
は
．

Iii斜
に
合
せ
て
、
下
か
ら
大
き
い
石
を
校
み
、
哭

跡

に
い
く
に
従
っ
て
小
さ
い
石
に
し
、
上
面
を
そ
ろ
え
る
配
怠
が
は

遠

ら
わ
れ
て
い
る
。
石
の
大
さ
さ
は
、
前
方
の
大
さ
い
も
の
で
巾
四
l

3
 r7

郎

刃

さ

五

三
割
あ
り
、
奥
の
小
石
で
巾
二
九
割
、
瓦
さ
四
五
糎
で

挿

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
ム
面
の
ば
糾
が
あ
る
た
め
に
、
咽
万

は
奥
で
七
四
幌
、
前
で
五
三
糎
で
あ
る
・
石
と
石
の
問
椋
は
粘
土
を

充
爪
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
井
常
に
迎
く
焼
け
て
お
り
、
炉
内

Ill

度
が
相
当
バ
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
．
な
お
、
奥
の
二
石
の
上



fー
1
_
L
m



溢
に
は
朽
に
よ
る
ス
フ
ッ
グ
の
吹
ヽ
上
げ
が
儀
で
し
て
い
る
．

a＂
4
な
烈
）

lIi収
の
状
態
を
み
る
と
、

111四
二
酬、

一<'0
¥
の
割
れ
石
．．
 

石
を
並
べ
て
設

rl
し
て
い
る
が
．
双
力
と
も
下
面
か
ら
四

0
飩
内
外
の
水

＞
な
面
で
、

焼
け
て
割
れ
＂
洛
ち
て
お
り
後
述
す
る
か
沐
の
推
定
に
―
つ
の
論
拠
と

な

っ
て
い
る
。
収
因
は
西
側
（
奥
）
で
七

0
飩
．
東

傾
（
前
血
）
で
h
．．
 

判
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
の
掘
り
祁

n体
が
栢
糾
を
小
す
C
と
か
ら
、
石
の
上
面
で
は
よ
り
大
さ
な
乃
於
と
な
っ
て
い

る、

．．
 

ら
め
の
災
は
一
段
さ
が
り
、
こ
こ
が
佼
込
す
る
柑
の
捜
入
11
と
な
る
と
忠
わ
れ
る

，
以
上
の
が
の
寸
法
を
ぷ
し
た
も
の
が
火
ー
で

あ
る
が
、

こ
れ
は
が
を
設
定
し
た
応
の
規
校
に
近
い
と
m
い
わ
れ
る
収
石
の
基
怒
の
計
測
に
よ
る
も
の
で
あ
る
・

悶
い
の
挿
人
沼
は
、
一
比
雌
辻
の
如
く
、

Ji
形
の
炉
の
対
角
線
↓
に
あ
た
る
匝
内
角
に
求
め
ら
れ
る。

こ
れ
は
、
収
石
の
状
態
か
ら
し

て
、

こ
の
沸
分
に

IH・
父
し
て
い
る
北
収
．．
 

石
め
の
石
に
ス
―
フ
ッ
グ
の
佑
け
た
も
の
が
特
に
片
し
く
上
滞
ま
で
吹
ヽ
ト
1

げ
ら
れ
て
お
り
、
更

に
石
の
間
椋
を
充
収
し
た
粘
L
が
、

一
段
と
弥
く
焼
け
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る

3

こ
の
見
地
か
ら
編
挿
入
邪
と
也
わ
れ
る
と
こ
―

ろ
を
み
る
と
｀
他
の
収
体
祁
よ
り
小
さ
い
削
れ
石
で
ー
血
を
位
え
、

し
か
も
炉
の
中
心
沼
に
削
け
て
割
れ
石
が
、
あ
た
か
も
闊
＂

を
N
定

l

す
る
如
く
に
粘
土
で

W
め
ら
れ
て
い
た
り
更
に
．
こ
れ
を
熱
効
平
の

t
か
ら
考
え
て
み
て
も
．
通
風
孔
が
一
ケ
の
場
合
は
、
お
そ
ら
く
、

方
形
の
対
角
線

rに
羽
＂
を

5
収
定
す
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
る

C

以
J
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
炉
に
お
い
て
は
、

炉
の
西
南
屈
に
船

n郡

を
設
沢
し
、
そ
の
Ji
向
は
、
か
の
巾
心
滞
に
向
＂
ら
れ
て

い
に
と
鮎
溢
づ
け
て
お
さ
た
い
．
な
お
、
和
Jli
泣
一
氏
濶
倉
の
飩
児
島
貼
肝
属

恨
＇
い
町
布
比
の
ク
？
フ
に

お
い
て
も、

5
挿
人
11
は
鉗
出
し
い
と
反
対
の
咽
石
を
抜
い
て
笈
布
さ
れ
て
い
た
と
恨
化
さ
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
、
本
凶
跡
の
も
の
も
．
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
出
わ
れ
る
。

な
お
、

こ
の
渇
分
は
、
近
路
開
削
の
烈
ー
創
が
削
り
取
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
推
定
を
褒
づ
り
る
栢
日
の
出
上
は
望
む
ぺ
く
も
な
い
現
状

胚

で
あ
る．

次
に
炉
床
に
つ
い
て
述
べ
る
。
炉
の
掘
り
和
は
、
n

然
伯
針
（
一
一
度
）
を
も
つ
地
形
を

、

深
さ
一

・

ヒ
米

、

1
1
1-
•

四
米
の
れ
ぽ
長

遺



方
形
の
箱
限
に
削
り
取
り
そ
の
周
間
に
．
咽
体
を
投
肛
し
、
間
椋
を
粘
上
で
充
隕
し
て
固
定
し
て
い
る
。
そ
の
規
阪
か
ら
炉
内
面
団
を
芥

出
す
る
と
一

・
ニ
平
“
米
．
布
積
は

0
ふ
几
立
力
米
内
外
で
あ
る
。
更
に
炉
内
の
掘
り
型
は
墜
石
の
根
か
ら
や
や
内
側
に
入

っ
た
部
分
か

ら
東
面
下
り
勾
配
の
＂
然
栢
針
に
合
わ
せ
て
か
ま
ば
こ
状
に
掘
り
込
ん
で
い
る
。

そ
の
壁
石
の
基
部
と
炉
の
掘
り
型
の
最
も
深
い
部
分
ま

で
は
、
―

I
O
Z
ほ
ど
の
芹
火
が
あ
る
。
こ
れ
は
図
4
で
指
摘
で
さ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
炉
床
面
か
ら
ロ
ー
ム
面
ま
で
の
深
さ
を
考
正
し

て
、
そ
の
問
層
に
つ
め
る
粒
子
の
大
さ
い
も
の
で
℃
細
竹
況
象
を
断
つ
こ
と
に
対
す
る
配
慮
と
し
て
受
け
取
れ
る
。

炉
床
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
収
体
の
バ
さ
ヒ
le
闘
内
外
の
ほ
ぽ
巾
間
に
あ
た
り
、
基
部
か
ら
三―

-I
三
五
刺
上
の
面
が
そ
れ
と
考
え
ら
れ

る
。
炉
内
の
庖
げ
を
み
る
と
下
州
か
ら

”
"
111
の
荒
い
小
閃

111か
ら
順
次

LIll
へ
黒
褐
色
上
に
鉄
梓
、
木
炭
を
含
む
荒
い

111
．
褐
色
焼
土

閾
鉄
淳
焼
土
を
介
む
放
い
砂
屈
、
そ
の
↓
闇
の

m
v屈
の
鉄
祐
の
荒
く
つ
ま

っ
た
囮
ま
で
、
ラ
フ
な
厨
が
栢
み
訳
な
っ
て
い
た
。
そ
の

上

111か
ら
は
比
較
的
綱
密
な
屈
で
あ
る
。
更
に

V
肘
上
面
は
焼
け
力
が
激
し
く
、
収
体
も
こ
の

111か
ら
特
に
焼
け
が
芳
し
く
、

iil
咽

で

一
8
 

は
、
こ
の
面
か
ら
咽
石
が
焼
け
て
割
れ
、
前
Ij
に
転
柑
し
て
い
た
。

す
な
わ
ら
、
下
闇
か
ら
＞
沿
ま
で
は
、
磁
埠
的
に
泣
い
肘
を
投
げ
こ
み
、
こ
の
附
近
朽

fi
の
R
子
の
細
か
い
ロ
ー
ム
か
ら
の
水
分
の
上

昇
を
カ

ッ
ト
す
る
な
滋
が
よ
み
と
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
而
の
上
面
は
、
比
較
的
整
っ
て
お
り
、
焼
け
方
や
、
ま
わ
り
の
咽
体
の
様
子

W
か

ら
、
炉
床
と
み
て
製
り
は
な
い
と
忠
わ
れ
る
。

な
お
、
前
述
の
編
口
を
設
賞
し
た
と
推
定
し
た
副
の
レ
ペ
ル
が
．
こ
の

V
困
に
合
致
す
る

こ
と
。

更
に
V
庖

t
血
に
は
粘
上
を
二

i
五
Pl程
ぶ
隣
的
に
は
っ
た
よ
う
な
駄
跡
が
郊
分
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
推

定
は
当
を
得
て

い
る
と
忠
わ
れ
る
。

た
た
ら
の
鉗
の
取
出
し
い
は
、
幻
面
ド
カ
に
く
る
こ
と
は
当
然
わ
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
遺
躊
で
も

il面
下
方
の
取
力
向
に
開
口
し
て
い

た
。
こ
の
部
分
は
．
直
に
作
鵞
場
と
考
え
ら
れ
る
窃
穴
匹
分
へ
と
接
し
て
い
る
。

こ
の
作
業
場
は
炉
の
鉗
出
し
口
を
西
歴
の
中
心
に
し
て

問
ロ
ニ

・
一
米
．
、
奥
行
三

・
三
L
米
糾
面
下
方
に

い
く
に
従
い
し
ぽ
む
形
の
不
iF方
形
を
昆
し
て
い
る
。
糾
面
で
の
略
穴
の
床
面
を
整
え



跨

る
た
め
、
奥
の
西
収
沼
で
は
収
在
―

・
O
四
米
政
開
は
浅

(
O
・
ニ
八
米
で
あ
っ
た
。

竪
穴
内
郊
は
、
ロ
ー
ム
面
に
多
く
の
溝
や
穴
が
う

が
た
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
炉
内
で
り
成
さ
れ
る
鉄
沖
を
順
次
廃
菜
す
る
必
必
か
ら
、
時
を
隔
て
て
掘
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
は
9
漬
の
鉄
悴
で
允
収
さ
れ
て

い
た
が
、
と
り
わ
け
、
炉
州
前
dti
の
竪
穴
巾
西
屈
の
湖
、
及
び
北
限
内
に
え
ぐ
り
込

吃
れ
た
横
穴
中
に
は
、
特
に
お
び
た
だ
し
い
鼠
の
鉄
淳
が
充
収
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

溝
、
横
穴
が
鉄
沖
廃
東
の
日
的
を
も

っ
て
掘
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、

一

こ
れ
ら
鉄
詐
の
闇

le
を
み
る
と
、
何
回
か
の
廃
菜
に
よ
り
充
隕
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明

[

ら

か

で

あ

り

．
こ
の
が
が
、
比
較
的
長
期
間
仙
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

．

偲

、
咽
加
し
て
い
く
鉄
悴
の
廃
菜
処
理
に
対
処
る
た
め
、

穴
や
溝
を
掘
り
、
拡
吸
し

'-
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、
北
収
中
に
え
ぐ
り
込
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
横
穴
は
、

．

咽
外
へ
そ
れ
ぞ
れ
奥
行
な
一
飩
5`

ハ
四
割

径`
一
四

0
訓
七
0
幌
と
い
う
大
き
な
不

ni
0
9
 

―

-x

柑

円

形

を
＂じ

、
し
か
も
、
こ
れ
の
掘
り
込
み
用
が
、

二
つ
の
横
穴
で
は
異
な

っ
て
い

0
-

>>>[;[>

0:M[
;;[>>>



衣
2

作

寛

場

規

e

も
の
も
二
石
認
め
ら
れ
た

も
う
―
つ
の
石
群
は
．
か
の
前
Jj
-
．
―
-I
-
．
h
木
の
と

WI

偏

9

こ
ろ
に
、

Iti北
力

向

に

ぶ

溢

的

に

並

ぺ

た

と

み

ら

れ

る

招

石

列

西

収

(IMロ
）

ニ

・
一
〇
＊
炉
に
楼
す
る
叩

で
あ
る
。

こ
の
石
外
は、

一
応
防
舷
~
咽
と
行え
ら
れ
る
もの

一巾
収
云
行

）

一H
•
I
I
'
~

I
P
J
t
塔
ば
八
が
う
妬
ば
れ
て
低
閉

東

収

一

i

E

n然
似
針
の
た
め
不
明
脱

で
あ
る
。
鉄
の
祐
磁
に
は
一

0
0

0
度
以

K
の
科
以
を

必

想

-

|

-
（
穀
森
）

―
•

四

す
る
が
、
こ
の
伎
い
作
窯
場
で
こ
の
麻
出
に
酎
え
る
こ
と
は

i
T

深
さ
ー
—
—
ー

各
咽
と
も
章
頂
に
切
り
込
む。

（最
浅
）

・
ニ
八

難
で
あ
る
。
ま
し
て
、

K
屈
が
こ
の
竪
穴
に
匁
け
て
あ

っ
た
と

―

す
れ
ば
、
そ
の
熱
気
は
釦
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
そ
の
熱
気
は
か
か
ら
作
菓
場
の
方

M
I
C油
れ

る

こ

れ

を

防

ぐ

た

一

め
の
石
列
と
名
え
て
よ
さ
そ
う
な

R
で
あ
り
、
並
び
力
で
あ
る

な

お

こ

の
石
糾
の
ド
沼
か
ら

Ui“
祈
口
の
皿
が
出
上
し
て

い

る

（

遺

物

10

畜
門
）作

で
場
の
規
閃
は

J
i
2
の
よ
う
で
あ
る

121
住

居

捻

々
・ク
ラ
発
拙
の
町
、
そ
の
北
一

0
米
ll
ど
の
同
ぴ
科
線

L
の
ト

レ
ン

チ
内
に
、
閲
々
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

東

ilu
す
る

Uigr地
に

ロ
ー
ム
面
を
拙
開
し
て
形
成
さ
れ
た
化
い
跡
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
、

It屈
の
西
収
は
八
れ
飩
、
東
収
は

“h飩
の
祁
さ
で
あ
り
、
体
面

は
ll
ぼ
水

f
に
招
え
ら
れ
て
い

に
。
c
ー
ム
面
の
切
り
込
み
は
．
仕
居
跡
の
西
半
澤
ま
で
で
あ
り
、
東
干
郊
は
ロ
ー
ム
ま
で
迷
し
て
い
な

い

規

校

は

lfi北
軸
で
四
米
、
東
西
軸
で
ニ

・
八
米
あ
り
、
長
力
形
を
n
じ
す
る
主
軸
の
方
向
は

U
ぽ

if鏑

ICMi西
巾
北
を
i

小
し
て
い
る
。

床
曲
は
比
較
的
よ
く
棺
っ

て
い
る
が
．
あ
ま
り
防
み
か
た
め
ら
れ
た
形
跡
は
な
く
、

南
半
氾
が
や
や
字
＜
想
じ
ら
れ
た
程
腹
で
あ
る



跡

J
 

0 I● 

ま
た
、
柱
穴
は
認
め
ら
れ
ず
、
滋
物
の
面
と
合
わ
せ
ぢ
え
て
土

軸
の
方
向
と
相
ま
っ
て
｀
↓
_
地
力
に
お
け
る
仕
屈
跡
の
一
沿
的

伯
向
と
し
て．

的
期
的
な
も
の
ま
で
も
直
構
面
か
ら
推
寮
さ
せ

る
．

a
束
咽
小
火
よ
り
や
や
巾
に
省
せ
て
焼
上
が
多
鑽
に
堆

Iii
し
、

か
ま
ど
の
仮
跡
を
と
ど
め
て
い
る
が
、残
念
な
が
ら
｀
ふ
根
が
焼

土
の
巾
火
に
人
り
込
ん
で
い
る
お
そ
ら
く
、
そ
の
柏
え
込
み

の
際
．
鍬
が
入
り
こ
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
、
火
態
を
把
肘
す
る

こ
と
は
で
さ
な
か
っ
だ
し
か
し
．
か
ま
ど
面
側
部
分
の
粘
土
―ーー

が
僅
か
に
そ
の
臥
跡
を
と
ど
め
て
お
り
、
粘
上
を

At材
と
し
＿

図謂

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
に
＂
リ
附
近
か
ら
細
公
い
焼
け

実

石
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
、
か
ま
ど
に
鮎
び
つ
く
も
の

跨

か
4
か
は
山
断
で
さ
な

い

粘

上

の
焼
け
力
は
あ
ま
り
凶
料
で

屈

な
く
、
使

111の
頻
腹
は
あ
ま
り
“
く
な
か
っ
た
も
の
と
巾
心
わ
れ

ー6

る
3
Ill
し
．
そ
の
焼
上
は
煎
外
ま
で
ひ
ろ
が

っ
て
い
た

こ

の

こ
と
は
、
ま
な
後
で
述
ぺ
る
＂
木
的
中
遮
跡一
l
i

サ
跡
と
も
関

図，巾
し

1

述
づ
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

遺
物
の
出
上
は
極
く
少
数
で
あ
っ

た
＂
す
な
わ
ち
．
札
屈
中



央
よ
り
や
や
匹
北
部
に
土
帥
お
杯
及
び
珀
返
お
の
椀
が
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

土
師
お
は
へ
ら
削
り
の
戊
い
薄
手
の
も
の
で
あ
り

須
忍
凶
は
氏
台
付
で
糸
切
庇
を
利
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
．
注
意
す
ぺ
さ
こ
と
は
、
北
墜
凸
な
り
の
あ
た
り
と
南
墜
ぎ
わ
と
に
鉄

粋
が
比
め
ら
れ
た
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
一
兄
し
て
、
た
た
ら
内
か
ら
出
土
し
た
も
の
よ
り
も
比
較
的
鉄
分
を
多
く
含
む
も
の
の
よ
う
に

火
5

住

店

跡

規

佼

認

め

ら

れ
た
り
更
に
、
小
塊
で
は
あ
る
が
、
焼
土
巾
に
お
い

規

佼

唸

翌

駆

．

一
内
軸
の
最
大
長

て
も
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
鉄
袢
は
．
す
ぺ
て
墜
体
に
近
い

方

向

N
ー

s

-
U
軸

に

よ

る

部

分

か

ら

出

土

し

て

い

る

点

で

．

本

仕

屈

跡

に

祖

仮

愧

連

さ

＊
材
帖
士
，
＂

C
．

せ
て
考
え
ら
れ
る
ぺ
さ
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
こ
と
は
更

el 
竺

位

筐

東

咽

？

―
登

板

に

よ

＆

か

い

に

、

た

た

ら

と

の

隣

連

に

お

い

て

璽

要

な

問

題

で

あ

る

の

-Ilf
穴

l
t
-

で
、
後
に
項
を
改
め
て
雇
れ
た
い
．
仕
居
絲
の
規
換
は
出
3

-
2
 

の
通
り
で
あ
る
。

翌
“
八
A
I
l
i
l
i
.

n

然
面
の
如
釘

⑱

遺

物

遺
物
に
つ
い
て
は
、
た
た
ら
、

11屈
胚
と
も
出
土
杖
が
さ
わ
め
て
少
な
い
こ
と
と
、
．
そ
の
類
似
の
点
と
か
ら
一
話
し
て
述
ぺ
る
こ
と
と

す
る
＂

丘
"
"
7
)

“

た

た

ら

迅

粉

須
恵
沿
皿
利
上
沿

(G

5
)

器
玩
一
―
-
·

丘
刺
、
I
J
“径
―
一

．

L
割
、
庇
径
六

．

h
-飩
｀
溢
肉
0

•

四
糎
｀
陪
灰
色
を
昆
す
る
。

虹
部
は
糸
切
手
法
が
出
め
ら
れ
る
＂
餡
形
は
比
較
的
好
く
、
ロ
ク
ロ
の
痕
篇
を
内
外

ilu
に
多
少
の
こ
し
て
い
る
＂
焼
成
は
竪
組
で

全
体
と
し
て
投
っ
て
い
る
。
時
期
に
と
し
て
は
九

flt紀
初
頭
に
比
定
で
き
る
。



遺跡

二.,,.G:::JG-2

/ ,~ ー／0 s-
I • - I 

b

仕
屈
跡
遺
物

土
師
器
杯

(G
?
）

岱

nI
I
H
ハ
・

割
、
口
怪
―
ニ

・

六
割

．

凶
肉
0
•

四
割
、
丸
此

＾
在
的
に
整
形
が
雑
で
、
指
で
お
さ
え
た
朕
跡
を
朋
駁
に
残
し
て
い
る
。
狛
土
は
砂
を

ほ
と
ん
ど
含
ま
ず
密
で
あ
る
が
、
焼
成
は
あ
ま
り
高

Ill
で
な
く
、
白
っ
ぼ
い
褐
色
を
且

す
る
。
八
世
紀
末
ー
九
世
紀
初
頭
に
比
定
で
き
よ
う
。

須
患
岱
“
台
付
坑
型
土
器

(
G
1
)

図

破

片

．
耐
部
は
比
較
的
張
り
を
も
っ
た
形
で
、

は
り
つ
け
科
台
で
あ
る
。
内
外

uuと

測

も
よ
く
整
形
さ
れ
て
お
り
、
胎
土
、
焼
成
も
よ
く
、
昭
炊
色
を
出
す
る
。
八
llt
紀
末

1

-5
 ，
 

火
几
世
紀
初
頭
に
比
定
で
さ
る
も
の
で
あ
る
。

り

鉄

倖

遺
た
た
ら
の
鉄
滓
は
塁
的
に
は
も
ち
ろ
ん
多
景
に
認
め
ら
れ
る
。
祐
lll
の
時
期

・
熱
の

7

ま
わ
り
具
合

・
次
雑
物
の
況
合
ぽ
合
に
よ
り
大
き
な
北
沢
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
肉

眼
で
の
鑑
定
に
は
自
か
ら
厭
度
が
あ
る
。
こ
れ
の
分
析
は
汽
源
科
学
研
究
所
に
依
頼
中

図挿

で
あ
る
の
で
．
そ
の
鮎
米
に
ま
ら
た
い
。

ま
た
、
仕
居
鰭
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
外
見
上
は
鉄
分
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

た
が
、
こ
れ
も
分
析
結
果
を
疹
考
に
さ
れ
た
い
。



Ill

考

1

立
地
及
び
原
料

木
迅
銃
が
た
た
ら
で
あ
る
と
い
う
社
格
上
、
ま
ず
立
地
及
び
駆
科
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

本
逍
跡
は
、
川
述
の
如
く
亦
城
火
山
の
中
腹
に
位
凶
し
て
い
る

3

こ
の
山
の
岩
石
糾
成
を
み
る
と
、赤
城
山

Iii
血
の
母
岩
は
山
肌
近
く
で
は

複
岬
石
安
山
む
で
あ
り
．
悦
科

L
O
O
米
以
卜
で
は
角
佼
料
が
顕

Pi
で
あ
る
。
特
に
複
騨
石
女
山
む
中
に
は
伍
鉄
鉱
が
か
な
り
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
，

ま
た
、
磁
鉄
鉱
は
、
鉄
鉱

h
と
し
て
も
優
れ
て
い
る
，
な
お
角
閃
社
は
佑
出
と
し
て
出
て
さ
た
出
合
は
、

8
 

か
な
り
の
鉄
分
を
含
む
と
い
う

2

る

1

そ
こ
で
、
泊
山
沿
社
が
、
朴
城

lfl
曲
に
蚊
も
関
保
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
糾
成
分
析
一

4
 

糾
米
を
参
照
す
る
し

（火
4
)

"
3
7
B
5
0
"
6
8
乃

%

”

5

5

4

ス
。

c
れ
を
み
て
も
．

一
割
凶
の
鉄
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

3

し
か
し
こ
れ
を
す

％
 

戚せ

ぐ

に

投

鉄

と

粘

び

つ

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

佑

0

汝

分

他

従

来

u本
に
お
け
る
占
式
の
製
鉄
に
は
．
妙
灰
の
仙
川
が

一
般
的
だ
っ
た
と
さ
れ
る

3
te

3

と
す
れ
ば
．
当
然
脱
科
た
る
砂
鉄
の
こ
と
を
考
比
す
る
必
栄
が
あ
る
，
旧
述
の
女
山
沿
卜
の
磁

0
6
6
0

0
0
0
 

-
9
 

成
5
1
Al
応

匹

間

ca
m
そ

鉄

鉱

、
及
ひ
お
む
小
の
鉄
分
は
、
水
ゃ
泣
水
に
沈
い
出
さ
れ
て
．
妙
鉄
に
な
る
と
い
う

k
 ま

た
、
砂
鉄
は
そ
の
釘
出
状
況
か
ら
、
山
砂
鉄
、
川
砂
鉄
、
氏
砂
鉄
に
分
類
さ
れ
る
が
、
山
砂
鉄
は
地
祖
学
的
成
囚
に
よ
り

①
花
臥
岩
系
の
む
石
中
に
粘
＂
皿
胚
胎
す
る
酸
社
砂
鉄

切
女
山
店
系
の
岩
石
巾
に
生
ず
る
出
基

H
妙
鉄

察



の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
亦
城
の
火
成
岩
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
後
者
の
場
合
が
該
当
す
る
。

し
か
し
、

具
体
的
に
、
ど
う
い
う
形
で
砂
鉄
と
し
て
集
め
ら
れ
た
か
と
な
る
と
、

む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
製
鉄
の
加
料

と
な
る
よ
う
な
多
費
の
妙
鉄
が
、
ど
こ
に
存
在
す
る
か
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
団
む
巾
の
鉄
分
が
分
解
流
出
し
砂

鉄
と
な
り
、
関
東
ロ
ー
ム
肘
中
に
、
相
当
多
累
に
鉄
分
を
含
む
氾
縮
砂
鉄
編
が
存
在
す
る
と
い
う
。
事
実
、
本
迫
跡
の
地
点
に
お
け
る
ピ

ッ
ト
か
ら
は
、
二
米
程
の
森
さ
か
ら
、

H
さ
二

0
餅
内
外
の
砂
鉄
層
が
見
出
さ
れ
、
や
や
南
の
開
析
さ
れ
た
低
台
地
上
で
の
濯
漑
工

U
に

よ
る
掘
り
割
り
で
は
、
地
衣
下
パ

0
1七
0
帷
程
の
ロ

ー
ム
層
の
巾
間
に
、
二

0
1
-―!OE
の
”
さ
の
鉄
分
を
含
ん
だ
赤
褐
色
酸
化
鉄
雇

が
雌
認
で
さ
た
。

お
そ
ら
く
、

111
績
の
放
射
状
の
開
析
谷
に
よ
る
台
地
の
没
蝕
は
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
仰
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
沈
い
出
さ
れ

た
砂
鉄
の
贋
も
ぱ
う
大
で
あ
っ

た
と

U
わ
れ
る
・
ハ
並
木
心
跡
で
は
、
炉
の
内
側
、
が
前
面
の
右
側
、
作
業
場
内
北
角
に
、
純
粋
な
砂
鉄

5

が
認
め
ら
れ
て
い
る
し

ま
た
、
直
跡
の
東
側
の
谷
に
は
、
況
在
も
、
い
わ
ゆ
る
渋
水
が
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
．
こ
こ
で

I

も
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
は
砂
鉄
と
断
定
し
て
お
き
た
い
。

砂
鉄
を
ば
料
と
す
る
場
合
．
H
然
に
水
に
秩
い
出
さ
れ
た
も
の
を
集
め
て
い
た
か
、
意
関
的
に
染
め
て
い

た
か
も
問
題
で
あ
る
。
製
鰊

に
淡
す
る
多
量
の
砂
鉄
を
泣
澱
的
に
し
ろ
．
蔦
怠
盟
的
に
し
ろ
桜
い
だ
す
作
菜
が
行
な
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
が
「
鉄
穴
流
し
」
的

な
原
理
で
意
益
的
に
行
な
わ
れ
た
か
．
自
然
の
作
用
に
よ
る
か
は
別
と
し
て
も
、
逍
跡
の
東
に
接
し
て
流
れ
の
あ
る
こ
の
台
地
は
、
格
好

寮
の
立
地
と
い
え
よ
う
。

更
に
、
燃
科
の
点
で
も
、
製
鈍
に
良
と
さ
れ
る
松
要
↑
コ
の
用
材
は
容
幼
に
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
遺
跡
の
立
地
点
は
、

考

ば
針
変
換
の
境
界
線
上
に
あ
り
、
用
材
の
ば
取
を
容
め
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。



最
近
、
こ
の
立
地
地
形
の
面
か
ら
平
出
地
.
似
斜
地
の
別
に
よ
る
時
期
的
な
相
違
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
年
代
の
固
定
で
さ

る
た
た
ら
か
ら
採
集
し
た
鉱
痒
の

51底
、
成
分
の
分
析
鮎
果
に
よ
る
推
論
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
遺
跡
は
傾
糾
地
に
存

し
、
古
い
型
式
の
も
の
に
多
い
と
さ
れ
る
占
地
で
あ
る
。
し
か
し
｀
C
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
要
紫
か
ら
検
“
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2

遺

跡

の

性

格

以
上
の
よ
う
に
、
片

並
木
遺
跡
は
傾
斜
地
に
立
地
す
る
た
た
ら
で
あ
る
。

針
面
を
、
探
さ
ー
・

七
米
、
巾
―

•

四
米
の
箱
型
に
切
開

し
、
そ
の
小
に
、
伍
辺
一

・
三
米
、
短
辺
一
米
の
プ
ラ
ン
に
n
一方
に
石
組
み
の
炉
墜
を
築
い

て
い
る
。

炉
床
面
は
｀
焼
上
、
以
鉄
祁
を
ラ
フ
に
つ
め
こ
み
、
積
密
な

0

ー
ム
層
か
ら
の
毛
細
竹
況
集
を
断
ら
、
が
床
は
更
に
、
粘
土
を
ニ
ー
—

6
 

三
割
程
う
す
く
敷
い
て
整
え
て
い
る
。

こ
の
炉
内
に
お
い

て、

砂
鉄
を
似
料
と
し
て
製
錬
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
い

わ
ゆ
る
「
鉗
押
法
」
に
よ
る
も
の
か
、

「
銑
押
法
」
に
よ
る
も
の
か
は
、
及
終
的
に
は
鉱
滓
成
分
の
分
析
に
ま
つ
は
か
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
遺
渭
面
か
ら
そ
の
問
題
に
多
少

ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
鉱
沖
の
山
土
状
況
を
み
る
と
、
主
と
し
て
鉗
の
取
出
し
口
に
近
い
部
分
で
は
、
鉄
分
を
多
少
含
む
と
MJ
わ
れ
る
多
孔
質
の
鉱

悴
が
多
く
認
め
ら
れ
、
更
に
、
比
較
的
.
嫁
土
や
ロ

ー
ム
塊
を
託
じ
え
な
い
純
粋
な
鉱
滓
の
積
み
窟
な
り
が
認
め
ら
れ
た
。

一
方
、
作
菜

場
の
方
の
床
面
に
掘
り
込
ま
れ
た
。
巾
六
丘
訓
深
さ
一―
-0幌
社
の
三
条
の
溝
、
及
び
北
攪
に
大
さ
く
え
ぐ
り
込
ま
れ
た
「
捨
て
穴
」
と

忍
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
山
さ
れ
た
鉱
滓
は
、
主
と
し
て
多
孔
質
の
涎
綿
状
を
＂
土
す

る
も
の
で

鉄`
分
は
少
な
い
よ
う
に
兄
受
け
ら
れ
た
。

な
お
、
部
分
的
に
は
、
炉
の
前
方
に
飴
状
に
固
ま
っ
た
ス
ラ
ッ
グ
が
集
巾
的
に
出
土
す
る
部
分
も
認
め
ら
れ
た
＂

こ
れ
ら
の
多
く
は
小
峡

を

raい
て
い
る
も
の
が
多
い
。



こ
う
し
た
状
態
を
念
峨
に
お
い
て
、
炉
庇
に
た
ま
っ
た
鉗
を
取
り
出
し
た
か
、
溶
議
し
た
鉗
を
ば
か
ら
流
し
出
し
た
か
を
考
寮
し
て
み

る
。
鉗
押
法
の
場
合
は
｀
似
状
鉗
塊
を
く
だ
い

て
銅
を
選
別
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
鉱
洋
は
細
か
く
敲
砕
さ
れ
る
＂
竹
谷
砂
鉄
製
細
に
限

す
る
記

uJ巾
に
、

「
咽
を
蔽
域
し
て
鉗
塊
を
頂
出
し
、

H
そ
l

駐
夜
曝
紺
冷
却
後
、
之
を
鋭
折
湯
に
移
し
て
破
砕
逍
別
し
、
其
閉
良
に
し
て
堕
さ
も
の
を

鋼
と
す
云
々
」

と
あ
る
。

片
並
木
政
跡
に
お
け
る
鉗
折
場
は
、
曲
述
の
作
来
場
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
部
分
に
は
、
ほ
と
ん
ど
鉄

分
を
含
ま
な
い
鉱
怜
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
が
小
さ
く
破
砕
さ
れ
て
捨
て
場
に
処
理
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
更
に
、
か
休

に
つ
い
て
み
る
と
、
は
ぼ
水
＞
に
築
か
れ
て
い
に
よ
う
で
あ
る
。
鉄
押
法
で
あ
れ
ば
.
か
休
に
似
針
を
も
た
せ
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

l

で
あ
る
＂
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
し
會
こ
の
此
跡
は
鉗
押
法
と
の
関
連
を
弦
く
指
摘
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。

鉗
折
場
と
思
定
し
た
場
所
の
鉗
の
前
JJ-
．
lc
米
程
の
と
こ
ろ
に
窟
識
的
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
石
糾
列
に
つ
い
て
考
寮
し

て
み
よ
う
。
鉗
を
般
砕
す
る
作
菜
は
、

鉗
塊
の
冷
却
後
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逍
鋼
作
莱
は
簡
単
に
行
な
え
る
筈
の
も
の
で

は
な
い
。

し
か
も
、
た
た
ら
に
お
け
る
製
錬
作
菜
は
長
時

IIUか
か

っ
た

U
と
思
わ
れ
る
し
、
一
皿
に
お
け
る
採
鋼
量
も
少
な
か
っ
た
こ
と

は
想
橡
に
難
く
な
い
．

だ
と
す
れ
ば
、
鉗
折
場
の
送
銅
と
た
た
ら
に
お
け
る
製
錬
は
り
的
に
併
行
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
．

そ
の
際
、

鉗
折
場
に
お
け
る
温
度
は
．
炉
か
ら
の
火
熱
で
想
仙
を
紀
す
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
そ

の
然
気
は
上
出
が
朱
構
さ
れ
て
い
れ
ば

な
お
さ
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
熱
気
を
断
つ
た
め
に
、
こ
の
石
糾
外
が
築
か
れ
た
と
考
え
た
。

寮

勿
論
現
状
に
お
い
て
は
そ
の
高
さ
は
三
0
割
内
外
で
余
り
氏
く
な
い
が
、
周
曲
に
散
乱
し
て
い
る
石
を
み
る
と
当
時
は
｀
相
当
在
い
も
の

で
あ

っ
た
と
推
黙
さ
れ
る
＂

そ
う
し
た

111点
か
ら
こ
の
石
糾
列
は
、
断
熱
翌
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
お
さ
た
い
。

考



次
に
、
た
た
ら
の
北
方
に
隣
接
し
て
発
兄
さ
れ
た
仕
届
跡
に
つ
い
て
は
そ
の
掘
り
込
み
面
は
た
た
ら
と
同
一
層
で
あ
り
任
届
跡
内
か

ら
、
木
炭
及
び
鉄
洋
が
数
点
認
め
ら
れ
た
。
更
に
須
恵
器
土
師
沿
の
遺
物
も
出
土
し
．
し
か
も
、
そ
の
時
期
は
た
た
ら
出
土
の
須
恵
器

と
同
一
時
期
に
比
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
任
居
と
た
た
ら
と
は
同
一
時
期
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
鉄
悴

の
出
土
は
両
者
の
間
に
は
、
な
ん
ら
か
の
関
連
を
予
想
さ
せ

る
。

た
た
ら
に
従
事
す
る
エ
人
の
任
居
で
あ
る
こ
と
も
可
能
性
の
あ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
．
類
例
の
も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

原
椙
整
理
中
に
、
仕
谷
川
熊
彦
氏
か
ら
厭
料
と
思
わ
れ
る
砂
鉄
分
析
の
紀
果
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
次
に
そ
れ
を
転
記
す
る
。

試

H

受
入
台
船

zo
.
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砂
鉄
昭
和
四
十
二
年
九
月
二
十
三
日

群
大
学
教
育
学
部
考
古
学
研
究
屯
に
て
受
取

群
馬
瓜
宮
城
村
片
並
木
た
た
ら
丑
跡
内
に
て
井
上
碓
雄
氏
採
取

分
及
び
顕
微
鍍
試
験
者
“
士
製
鉄
会
社
中
央
研
究
所

仲

介

及

解

説

者

相

楼

ば

巾

渕

野

辺

は

111熊
g

化

学

分

：
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ー
101
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解
況
甚
し
ヽ
社
鉱
に
て
分
析
に
難
散
し
た
。
恐
ら
く
赤
城
山
よ
り
流
れ
下
っ
た
瓜
砂
で
あ
ろ
う
。
古
代
製
鉄
技
術
者
は
』
更
に
水
洗
を

繰
返
し
て
品
位
を
上
げ
て
咬
錬
に
使
用
し
た
も
の
と
思
う
。
仮
り
に
水
洗
し
て
官
化
し
て
、

‘
I"
.

F
,
 を
五
四

・
六
％
の
一

0
倍
と
し
た
場

合
を
思
定
す
れ
ば%：3

一
砂

0
3
0
3
1
5

了巴
Gn
-

Mn

s

p

と
な
り
、
誓
通
の
赤
目
砂
鉄
で

T
iO,
が
少
い
製
鈍
が
容
品
で
あ
る
。
恐
ら
く
白
鉄
銑
を
生
胚
し
て
、
農
耕
機
料
を
作
っ
た
の
で
は
あ
”

る
ま
い
か
。

顧
微
匁
試
験

砂
鉄
を
、
合
成
樹
脂
に
て
か
た
め
、
精
密
研
窮
し
て
反
射
光
線
顕
微
鋭
に
よ
り
研
究
す
る
。

粕
采
普
通
の
変
質
せ
る
赤
目
砂
鉄
で
優
良
品
で
は
な
い
。
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巧

3

群
属
県
に
お
け
る
製
鉄
遺
跡

上
野
国
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

r"収
文
化
を
小
心
と
し
て
、
東
困
に
お
け
る
主
姿
な
地
城
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
化
を
＇
父
え

る
器
業
生

背
力
に
は
、

11奴
と
し
て
の
鉄
沿
文
化
の
存
在
が
柩
紫
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ql
火
、
古
桟
の
副
郭
品
、
エ
共
、
武
具
、
農
具

eに
鉄
製
品

が
多
隕
に
認
め
ら
れ
る
a

し
か
し
こ
れ
が
す
ぺ
て
、
本
地
店
で
生
汗
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
し
、
現
状
か
ら
す
れ
ば
、

否
定
的
な
製
素
が

弛
い
と
い
え
る
。
し
か
し
一
方
現
火
に
は
、
臥
下
に
も
い
く
つ
か
の
鉄
怜
出
土
地
を
浮
げ
う
る
し
、
地
名
守
か
ら
も
製
鉄
と
の
関
連
が
祈

摘
で
さ
る
。
こ
う
し
た
選
跡
が
、
時
期
的
に
ど
う
い
う
位
ば
に
あ
り
．
如
何
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
か
は
、
現
段
閉
で
は
明
確
に
な
し

．
 

柑
な
い
。
そ
こ
で
本
臥
で
は
、
ま
ず
鉄
沖
出
土
地
、
闊
口
t
ィ
の
製
鰊
の
た
め
の
辺
具
を
出
土
し
て
い
る
逍
跡
の
屈
略
を
の
ぺ
、
次
に
製
鉄

と
関
連
す
る
地
名
と
そ
の
分
布
に

つ
い
て
身
寮
し
、
最
後
に
、
照
社
に
お
け
る
製
鉄
遺
跡
の
ば
観
と
発
股
に

つ
い
て
一
応
の
見
通
し
を

の
ぺ
て
お
さ
た
い
。

2
 

阻
、
M
に
れ
け
負
毀
閲
係
遺
跡
一
覧

ーロ[[臼
□

罰
収＿
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鑢
木
林
、
溝
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撮

久

保

遺

＂

＂

字

ほ

久

保

八
一
八

'
-g
腐

、
水
四
冑
か

-
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北

i
野

遺

跡

＂

ャ

轟

野

匹

八

一

ー

＿
悶

g
-g芍
面
に
岳
＂

公
一
憐

母

腐

“g"町
磨

丹

観

付

地

岳

”

．
 

2
5
n亮
トf
夷
遺

杵

踊

団

“

．

荻

総

社

町

n卍
‘

ユ

夷

平

地

編

口

い̀

-

I

I

以
上
は
、
宜
名
が
実
見
、
む
し
く
は

in物
を
砿
認
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
宮
城
村
苗
ケ
島
、
前
猶
巾
女
屈
町
．
群
馬
郡
屯

ゥ
，

田
町
人
字
上
＂
見
亨
に
お
い
て
も
鉄
悴
の
出
土
が
比
め
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
み
て
く
る
と

｀
お
そ
ら
く
本
貼
に
お
け
る
鉄
悴
山
土
は
、
＇^

一乃 ー



後
、
倍
加
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
0
枷
図

8
)

こ
れ
ら
の
巾
か
ら
、
特
に
閻
凶
と
な
り
そ
う
な
心
跡
の
い

く
つ
か
に
つ

い
て
、
多
少
ふ
れ
て

み
た

い
と
忍
う
。

A

木
崎
中
学
校
校
庭
綱
3
号
遺
跡

校
庭
整
地
後
、

0

ー
ム
面
に
黒
色
土
が

11形
に
充
ば
し
た

か
た
ち
で
、
―
J
O
ヵ
所
あ
ま
り
の
仕
屈
跡
を
認
め
た
が
、
こ
こ

に
取
上
げ
た
心
跡
は
、
そ
の
集
洛
の
四
沿
台
地
の
西
斜
而
に

あ
っ
て
鉄
滓
｀
頴
口
を
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
挿
凶
9
)

24 

i
n構
は
、
規
換
が
東
西

三
・

九
四
米
、
l
t
i
北
――
-•
七
-
i米

1

深
さ
二
五
割
の
ほ
ぼ
乃
形
の
竪
穴
で
あ
る
が
、
そ
の
東
墜
中

央
部
及
び
竪
穴
巾
央
に
弛
力
に
焼
け
た
部
分
が
あ
り
、
そ
の

川
辺
を
中
心
に
鉄
滓
が
出
土
し
、
更
に
東
北
屈
か
ら
は
誓
口

が
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
束
咽
巾
央
邪
に
敷
殺
さ
れ
た
と

忍
わ
れ
る
こ
の
編
口
は
、
明
穴
外
邪
か
ら
収
面
を
う
が
っ
て

約
二
三
度
の
伯
斜
で
序
穴
内
部
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
状
態
を
み
る
と
、
粘
土
で
如
口
を
固
定
し
た
ら
し
く
、
竪
穴
内
は

＇ 
長
行
1

ハ
五
柳
程
の
桁
円
形
に
粘
土
を
叫

っ
た
代
地
を
作
り
、
火

IlCと
し
て
い
る
。
粘
土
の
上
而
は
炭
粉
を
含
ん
だ
黒
色
土
で
覆
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
か
ら
鉄
杵
が
出
土
し
た
。



寮
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さ
ら
に
．
こ
の
長
軸
延
長
上
の
祁
穴
巾
央
際
に
は
巾
宜
〇

判

深

さ

―
-
0割
ほ
ど
の
楕
円
形
を
＂

ナ
し
た
強
く
焼
け
た
枯

土
で
レ
ン
ズ
状
の
窪
地
の
火
沐
が
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

蔀
分
は
中
央
部
に
鉄
滓
が
密
集
し
屈
辺
に

い
く
に
従
っ
て

焼
け
方
も
お
ま
る
。
そ
の
最
も
弛
い
小
央
部
で
は
、
粘
土
が

甘
色
苔
．
割
は
ど
の

W
さ
で
焼
け
固
ま
っ
て
い
た
。

な
お
、
翌
穴
内
に
は
．
附
西
閑
．
及
び
ljj
咽
巾
央
に
深
さ

一
米
内
外
の
大
穴
が
あ
け
ら
れ
て
、
巾
に
粘
上
．
ロ
ー
ム
塊

％
 

が
出
土
し
に
。
お
そ
ら
く
、
火
沐
の
改
作
に
使
用
さ
れ
る
粘

土
の
比
さ
場
で
あ
ろ
う
。

l

土
料
は
、
翌
穴
内
束
キ
郊
に
多
く
の
破
片
が
出
土
す
る
が
、

胚
甕
を
主
と
し
た
土
帥
岱
及
び
椀
、
甕
を
主
と
し
た
須

忠
料
で
、
こ
の
北
跡
の
時
期
の
認
定
に

nせ
ら
れ
る
も
の
を

多
く
含
ん
で
い
る
。

こ
の
過
跡
に
類
似
し
た
も
の
は
．
茨
城
且
水
点
巾
束
町
の

6
 

ー

土
師
翌
ハ
宵
仔
尻
田
村
八
祁
塁
穴
翡
恥
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
で
さ
る



水
―戸
市
束
町
の
北
跡
は
、
住
店
の
西
南
四
半
部
に
エ
仄
的
な
逍
構
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。

印
ら
、
仕
居
中
央
で
取
西
に
仕
切
り
を
施

し、

そ
の
南
側
に
粘
土
即
床
の
炉
が
あ
り
、
そ
の
表
面
は
は
げ
し
く
焼
け
固
ま
り
そ
の
周
辺
か
ら
鉄
製
品
、
鉄
悴
、
片
口
付
き
の
る
つ
ぽ

が
出
土
し
た
と
い
う
。

沿
物
は
、
伐
料
徊
芍
の
出
土
が
め
だ
ら
、
そ
れ
ば
余
艮
＊

1
平
安
初
期
に
比
定
で
さ
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
木

鮒
中
校
庭
心
跡
と
類
似
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
冑
森
県
八
煎
菊
の
政
跡
は
、
東
収
に
木
的
と
同
様
に
紬
を
挿
入
し
た
と
忠
わ
れ
る
溝
を
敷
設
し
、
し
か
も
｀
そ
の
中
央
に
F

径
九
削
、
長
さ
ニ

ニ
割
の
土
製
船
口
が
、
扁
平
な
長
抒
三
一

抑
、
知
径
―
一
削
、
肛
さ
七
飼
の
石
と
共
に
ば
立
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
、

し
か
も
．
こ
の
溝
は
咽
外
に
や
や
せ
り
上
が
る
状
態
で
あ
り
、
竪
穴
の
内
側
も
焼
け
て
い
た
と
い
う
。
は
物
は
伐
形
土
幽
を
出
土
し
て
お

り
、
時
期
も
平
安
初
期
切
に
比
定
で
き
る
と
い
う
。

8
 

更
に
、
石
神
に
も
同
様
の
狐
口、

炉
を
有
す
る
エ
切
址
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。

62
 

以
上
を
総
合
し
て
考
寮
し
て
み
る
と
、
こ
の
種
逍
跡
に
お
け
る
工
程
は
、

二
段
陪
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
咽
に
楼
し

一

た
怒
分
で
の
エ
程
と
、
心
構
中
央
邪
の
火
床
に
お
け
る
工
程
と
で
あ
る
。

東
咽
部
分
で
の
エ
程
は
．
壁
外
か
ら
捜
入
し
た
碩
で
木
炭
を
燃
焼
さ
せ
、
そ
の
上
に
原
料
を
載
せ
て
溶
融
し
．
銑
を
下
に
し
ず
ま
せ
て

凩
め
る
、
い
わ
ゆ
る
荒
吹
き
の
段
防
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

逍
ぼ
中
央
部
で
の
エ
和
は
、
前
段
南
で
柑
ら
れ
た
鉄
な
さ
ら
に
脱
炭
し
、
鍛
俎
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

前
者
は

「
菟
吹
＇
、
」
と
よ
ば
れ
る
第
一
次
栢
錬
の
工
程
で
あ

り、

後
者
は
「
却
し
鉄
法
」
と
も
い
う
ぺ
き
第
二
次
耕
鈍
過
程
を
示
す
も
の

で
本
迫
跡
は
、
い
わ
ゆ
る
大
敢
冶
場
で
あ
る
と
推
論
し
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、

同
一
竪
穴
内
に
i

一
工
程
を
推
溢
で
き
る
こ
と
は
、
中
世
に
お
け
る
こ
れ
ら
ニ
エ
程
（
流
吹
き

・
骰
造
）
の
作
業
が
分

，
 

業
化
し
て
い
く
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
況
え
る
時
．

そ
の
分
化
の
時
点
を
推
察
す
る
示
唆
を
与
え
る
租
科
と
し
て
興
味
深
い
。



さ
ら
に
、
本
迅
恥
に
お
け
る
出
上
上
岱
の
様
相
か
ら
み
て
八
世
紀

lCIt定
で
さ
る
が
、
束
国
に
お
け
る
エ
程
分
化
の
時
期
を
推
溢
す
る

上
で
、
杖
城
県
水
戸
巾
の
例
と
合
せ
て
今
後
検
JI
す
る
必
必
が
あ
ろ
う
。

B

多
田
山
東
鑢
遺
跡

＂^ ”
 

こ
の
道
跡
は
外
城
南
隣
の
丘
陵
台
地
の
東
糾
面
に
位
凶
し
て
い
る
。
Ta(-
3
は

T
,.,,,
の
縮
小
助
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
も
、
こ
の
地
か
ら
鉄
痒
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
は
注
H
に
伍
す
る
。
更
に
、
そ
の
五
米
は
ど
南
に
は
俗
称

「
カ
ナ
ザ
」
と
い
わ
れ
る

池
が
あ
る
。

こ
の
池
は
針
面
の
と
こ
ろ
を
な
ら
し
た
よ
う
な
場
州
に
、
湧
水
が
貯
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

「
カ
ナ
ザ
」
は
、
お
そ
ら
く

「
カ
ナ
ザ
ワ
」
の
転
訛
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ク
ダ
、
カ
ナ
ザ
、

鉄
詐
の
出
土
は
、
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
．
し
か
も
、
土
地
の

人
の
話
で
は
「
鉄
槌
」
も
出
上
し
た
と
い
う
が
、

以
在
は
不
朋
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
地
が
山
く
か
ら
鉄
に
関
連
し
て
い
る

7
 

こ
と
は
、
以
上
か
ら
明
白
で
あ
り
、
し
か
も
、
ク
グ
、
カ
ナ
ザ
子
の
名
称
は
巾
Jtt
的
な
も
の
を
喝
じ
さ
せ
る

C
と
か
ら
、
あ
る
い

は
そ
う

2
 

し
た
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
後
11
｀
椙
＾
ム
を
得
て
発
拙
し
て
み
た
い
。

一

c
稟
国
定
遺
跡
＂

火
4
の

一
io
L

-―1
一の
も
の
で
あ
る
が
こ
れ
ら
は
近
瑛
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
早
川

の
流
絨
に
沿
っ

て
骰
在
し
て
い
る
•

こ
れ

ら
の
心
跡
は
共
通
し
て

、
多
投
の
鉄
悴
と
炉
墜
を
出
土
し
て
お
り
、
す
で
1
0
敲
薮
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
鉄
洋
は
歩
止
ま
り
の
函
い
も
の
で
、

ス
ラ

＇
グ
は

、
相
当
窃
然
に
よ
り
沿
幽
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

村
に
こ
こ
は
雑
木
林
に
か
こ
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
周
囲
に
多
鵞
の

し
か
も
大
さ
な
鉄
悴
が
兄
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
雑
木
林
の
中
に
は
、
rJlli
o
刺
程
の
溝
が
通

っ
て
い
る
。
附
近
の
人
の
話
で
は
、
附
和

初
年
ま
で

「
ク
ル
マ
」
と
い
わ
れ
た
＂
米
水
車
が
ま

わ

っ
て
い
た
と
い
う
。

C
の
水
爪
が
、
血
桜
そ
の
鉄
悴
に
鮎
び
つ
く
と
は
断
打
で
さ

寮

な
い
が
、
近
世
に
お
け
る
水
小
舶
を
利
JJI
し
た
製
鉄
法
を
採

っ
て
い

た
と
推
定
す
れ
ば
彎
そ
の
機
能
が
な
く
な

っ
た
と
さ
、
そ
の
水
耳
を

x
 利

用
し
て
＂
米

を
は
じ
め
た
こ
と
も
推
火
で
さ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
鉄
沖
｀
立
地
、
伝
承
、
地
名
巧
か
ら
し
て
、
本

ill
跡
は
近
世
に



お
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
占
代
か
ら
近
世
に
い
た
る
製
鉄
関
係
の
代
汲
的
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
一二
つ
に
つ
い
て
の
ぺ
て
さ
た
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

現
時
点
で
の
外
兒
上
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
推
論
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
今
後
｀

こ
れ
ら
を
発
掘
潤
査
し
、
成
分
分
析
に

よ
り、

よ
り
明
確
に
時
期
的
な
糾
論
を

IVた
い
。

さ
ら
に
、
現
在
の
地
名
の
巾
に
、
製
鉄
に
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
数
指
摘
で
さ
る
。

そ
の
多
く
は
「
カ
ジ
」
と
い
う
音
が
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
た
も
の
が
、
多
い
が
他
に
も
フ
キ
ジ、

イ
モ
ジ
、
カ
ナ
ク
ソ
、
カ

ナ
ヤ
、
カ
ナ
ヤ
マ
、
力、ネ

コ
、
カ
ン
ナ
、

ニ
プ
、

ニ

c“
 

ュ
ー、

ク
ク
ラ
、
ク
グ
な
ど
の
多
般
に
わ
た

っ
て
い
る
。

潤
途
の

"Illと
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
特
に
集
中
的
に
み
と
め
ら
れ
る
地
域
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

111
片
品
川
流
舷

101
榛
名
山
束
腱

り
赤
城
山
南
面

け

鏑

111下
流
以

困

早

川

流

成

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
小
に
考
察
し
て
、
そ
の
立
地
条
件
を
検
打
し
て
お
き
た
い
。

111
片
品
川
流
妓

＇ 
2
 

本
流
域
の
上
流
地
僭
は

11岩
と
し
て
化
悩
岩
が
存
在
し
て
い

る
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
砂
鉄
は
火
山
岩
中
、
こ
と
に
花
凪
岩
中
に
多
量

に
含
ま
れ
て
お
り
、
関

祖

出

水
の
お
り
に
土
砂
が
流
さ
れ
て
洗
い
出
さ
れ
、
こ
の
時
、

比
頂
の
頂
い
妙
鉄
だ
け
が
地
表
に
表
わ
れ
る
と

い
う
。

こ
の
流
域
に
製
鉄
旧
跡
や
、
製
鉄
に
関
連
し
た
地
名
が
多
い
の
は
、
こ
の
点
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



徊
榛
名
山
東
腱
地

m

こ
の
地
以
も
、
赤
城
山
lltidi様、

0
9
ム
層
の
堆
日
が
顕

g
な
地
域
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
し
て
．
前
に
か
城
内
麓
地

mで
・
ふ
れ
て

み
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ム
層
中
の
砂
鉄
が
洗
い
山
さ
れ
、
そ
れ
が
原
料
と
し
て
使
川
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⇔

涵
川
流
妓

特
に
吉
井
町
屑
辺
に
、
製
鉄
関
係
の
心
鯵
は
ま
だ
耳
に
し
な
い
が
、
そ
れ
に
関
連
す
る
地
名
は
多
い
。
こ
の
地
域
の
地
崩
は
第

二
紀
凶

で
あ
る
が
、
上
流
に
丹
生
．
人
野
な
ど
の
砂
鉄
に
関
連
し
た
地
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
流
域
で
も
砂
鉄
が
得
や
す
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
条
件
の
一
っ
と
し
て
、
こ
の
地
域
に

M
化
人
が
多
か
っ
た
こ
と
も
惇
げ
ら
れ
る
。

「
韓
鮫
冶
」
な
る
汲
現
は
続
日

本
紀
守
を
中
心
に
致
多
く
兄
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
鉄
製
の
武
器
や
農
共
の
製
作
に
兄
化
人
が
た
ず
さ
わ
っ
に
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
も
め

，
 

に
推
定
で
さ
る
。
金
井
沢
糾
の

「
破
滞

A
打
膚
」
な
る
人
物
こ
う
し
た
人
々
が
、
後
に
鍛
冶
．
戸
や
値
工
戸
と
し
て
地
方
に
汲
透
し
、
そ
の

2
 

技
術
的
な
伝
紙
が
受
け
つ
が
れ
て
い
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
鏑
川
流
域
は
．
占
式
の
製
鉄
閲
係
―

の
追
跡
が
存
在
す
る
こ
と
が
推
寮
さ
れ
る
し
、
事
実
、

「
入
野
遺
跡
」
で
は
、
醐
口
の
破
片
と
息
わ
れ
る
も
の
が
、
七
世
紀
末
と
名
え
ら

れ
る
仕
店
跡
（
エ
uj
跡
）
か
ら
兒
兄
さ
れ
て
い
る
り
＾
「
後
、
こ
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
綿
密
な
瀾
丘
を
し
て
み
る
必
梨
が
あ
る
。

tti
斗
川
流
は

こ
の
流
城
は
、
北
は
新
山
郡
笠
懸

H
大
キ
説
キ
山
陰
、

M
村
四
糾

Illキ
鳥
兄
岡
、
か
ら
，
下
流
の
火
村
束
旧
定
へ
と
述
な
る
鉄
祁
川
土

迅
跳
が
指
摘
さ
れ
る
。

察

上
汝
の
二
遺
跡
は
と
も
に
此
田
山
、
天
神
山
の
南
樹
部
は
針
地
に
あ
り
、
特
に
馬
兒
岡
遺
跡
は
、
鉄
滓
と
共
に
編
口
、
須
恵
器
穀
片
等

が
出
土
し
た
と
い
う
。

こ
れ
が

M
一
遺
跡
か
ら
山
土
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
遺
跡
の
年
代
を
下
げ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
比
較
的
古

い
も
の
と
考
え
ざ
る
を

N
な
い
。

身



下
流
の
も
の
に
つ
い
て
は
既
に
述
ぺ
た
の
で

111
す
が
、
流
城
に
占
そ
う
な
遺
跡
と
新
し
い
と
出
わ
れ
る
直
跡
が
仔
在
す
る
こ
と
は
、
立

地

形

態

の
研
究
の
上
か
ら
爪
要
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
汲
は
以
在
の
人
々
の
生
活
の
冥
台
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
山
代
か
ら
の
生
泊
が
付
々

と
紐
い
て
さ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
い
て
も
製
鉄
が
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
、
こ
う
し

た
観
点
か
ら
、
只
料
の
収
氏
を
し
て
い
く
こ
と
が
緊
淡
で
あ
ろ
う
。

群
屈
μ
に
お
け
る
製
鉄
関
係
の
心
跡
の
、
発
拙
は
今
手
が
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
発
掘
に
よ
り
あ
る
程
度
時
期
の
明
羅
な

も
の
も
指
嬌
で
さ
た
，
＾
＇
後
し
、
立
地
、
鉄
悴
分
析
、
発
拙
に
よ

る
が
の
確
認
冴
を
通
し
て
．
こ
の
種
遣
跡
の
検
討
を
進
め
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

4

片
並
木
遺
跡
の
時
聞

30 

片
並
木
追
跡
は
、
他
の
多
く
の
た
た
ら
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
騎
期
を
明
確
に
す
る
禎
極
的
な
臼
料
に
乏
し
い
。
そ
の
拠
り

lIi
と

な

一

る
も
の
は
．
鉄
詐
自
体
の
分
街
と
、
北
跡
か
ら

Ill上
し
た
UI
恵
器
以
外
に
な
い
。
前
者
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
と
し
て
、
殷
初
に
、
須

恵
凶
に
つ
い
て
述

べ
よ
う
。

須
恵
器
は

ifl情
巾
で
W
者
が
防
熱
壁
と
推
定
し
た
石
糾
列
の
下
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
石
糾
列
そ
の
も
の
も
類
例
が
な
い

以
在
、
こ
の
遺
情
中
に
お
け
る
施
設
と
す
る
根
拠
も
＂
む
い
が
、
こ
こ
で
は
す
ぐ
北
方
に
認
ら
れ
た
仕
届
跡
と
の
関
連
が
重
変
で
あ
る

。

す

な
わ
ち
｀
こ
の
仕
居
跡
が
「
た
た
ら
」
と

M-niiか
ら
の
掘
り
込
み
で
あ
る
こ
と
、

及
び
墜
近
く
か
ら
鉄
悴
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
．
仕

届
跡
か
ら
の
出
土
上
溢
も

「
た
た
ら
」
出
土
の
も
の
と
同
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
住
屈
螂
は
少
な
く
と
も
あ
る
時
点
で

「
た
た
ら

と
併
行
し
て
存
在
し
に
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
西
者
は
関
連
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
寮
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら

Ui恵
凶
の
時
期
は
｀
い
か
な
る
年
代
に
比
定
で
さ
る
か
考
え
て
み
よ
う
。
技
法
的
に
、
特
に
、
口
料
郊
の
整
形
｀
胎
土
、



焼
成
共
岱
似
し
、

型
賑
か
ら
み
る
と
几

Ill紀
C
ろ
に
比
定
で
さ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
．
こ
の

「
た
た
ら
」
、
仕
届
跡
と
も
九
世
紀
の
も

の
と
し
て
位
は
づ
け
更
に
両
打
は

M
吋
に
仔
在
し
た
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
云
え
ば
｀
た
た
ら
操
栗
に
瀾
連
し
て
伍
届
も
し
く
は
木
崎
心

跡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
工
liJ
跡
的
住
格
を
有
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

更
に
こ
の
遺
鵜
の
取
側
低
地
セ
は
さ
ん
で
白
米
社
の
と
こ
ろ
（
字
新
並
木
）
か
ら
｀
耕

ns中
に
砥
石
、
土
師
凶
甕
と
共
に

111口
が
出
土

し
て
い
る
。
発
掘
躙
迂
を
経
て
い
な
い
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
朋
で
あ
る
が
、
伴
出
の
甕
形
土
凶
は
八

Ill紀
末
か
ら
几

Ill紀
C
ろ
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
印
ら
、
胴
怒
の
や
や
つ
ま
っ
た
伐
甕
形
を
呈
し
、
胎
肉
は
卦
常
に
う
す
く
、

U
は
蔀
は
一
旦
短
か
く
垂
祖
に
立
ら

ロ
は
上
溢
で
外
反
す
る
硲
血
は
ヘ
ラ
削
り
扱
形
で
，
旺
は
不
安
定
な
小
さ
い
平
ぽ
で
あ
る
。
砥
石
は
ま
た
鉄
製
品
と
口
鮎
す
る
辺
物
で
あ

る
。
砥
石
を
使

fllし
た
対
象
が
、
こ
の
地
万
で
精
製
さ
れ
た
鋼
で
あ
る
か
否
か
は
即
断
を
打
さ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
出
土
は
札
目
す
ぺ

さ
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
．
と

の
収
跡
と
片
並
木
山
跡
の
位
凶
が
近
依
し
て
い
る
こ
の
こ
と
は
他
の
多
く
の
場
合
致
基
の
た
た
ら
が
群
在
―

"i 

し
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
更
に
川
辺
に
こ

の
種
追
馘
の
存
在
を
推
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

尚
、
時
代
は
さ
が
る
が
，
腐
沢
の
不
動
尊
像
は
鉄
造
で
あ
り
、
応
氷
十
三
年
（
一
四

0
六
）
七
月
一
日
の
辺
立
の
由
で
あ
る
。
又
、
野

州
佐
封
鋳
物
師
に
臼
城
村
弥
配
司
あ
た
り
で
鮨
辿
さ
し
た
と
も
伝
え
て
い
る
』
更
に
、
白
城
村
大
字
苗
ケ
訟
に
は
キ
鮫
冶
替
戸
と
称
す
る

地
名
が
残
存
し
て
い
る
。

H
人
字
巾
之
関
に
は
削
掲
製
鉄
鰭
地
名
汲
巾
の
“
之
関
遺
跡
が
、
本
遺
鰭
か
ら
縦
谷
を
隔
て
た
四
方
に
存
在
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
俎
跡
で
あ
る
・
山
ら
｀

U
城
村
に
お
け
る
鉄
冶
の
様
相
は
、
脱
料
を
巾
心
に
、
立
地
や

時
期
的
な
も
の
も
か
ら
ん
で
多
く
問
姐
を
糾
示
し
て
い
る
。
広
く
赤
城
山
而
麗
地
域
に
及
ば
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
片
並
木
遺
跡
の
時
期
に
つ
い
て
述
ぺ
て
さ
た
が
、
九
世
紀
に
石
組
み
た
た
ら
が
関
東
に
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
従

察

来
こ
の
種
の
た
た
ら
の
発
兄
は
類
例
を
み
な
い
．
こ
の
石
糾
み
た
た
ら
の
禾
謂
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
源
流
を
さ
ぐ
る
と
共
に

類
例
の
発
見
を
ま
っ
て
、
よ
り
一
層
明
確
な
時
期
を
与
え
る
こ
と
を
期
し
た
い
。

考



1

結

片
並
木
遣
跡
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
、
比
較
的
不
明
肇
で
あ
っ
た
こ
の
種
遺
跡
の
構
辺
を
明
確
に
し
た
点
で
、
大
さ
な
意
涵

を
打
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
類
例
の
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
推
論
に
多
く
の
問
題
も
は
ら
ん
で
い
よ
う
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い

て
は
、
今
後
よ
り
研
究
を
進
め
て
い
く
中
で
明
蘊
に
し
て
い
き
た
い
。

今
ま
で
の
巾
で
群
馬
臥
に
お
け
る
鉄
冶
の
開
始
の
時
期
が
八
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
さ
た
。
し
か
し
、
群
馬
臥
に

．
 

お
け
る
鉄
俗
の

111況
は

i-ili世紀
後
半
に
お
け
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
古
収
の
副
葬
品
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
鉄
凶
の
存
在
は
山
鉄
冶
の
存
在
を
意
味
し
な
い
。

日
本
に
お
い
て
は
、
大
和

•

河
内
等
に
お
け
る
鉄
艇
の
存
在
か
ら
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
陸
か
ら
輪
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
が
古
項
時
代
巾
期
ま
で
残
る
と
す
れ
ば
、
鉄
冶
の
開
発
は
、
ま
だ
充
分

一s
 

成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
に
、
後
期
占
坦
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
た
た
ら
が
出
現
す
る
。
し
か
し
、
群
馬
県
に
お
け
る
場
合
は
、
潤
査
が
進
展
し
て

い

な
い
こ
と
も
あ
っ
て
従
来
、
不
明
蘊
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
木
崎
中
校
庭
遺
跡
で
み
た
よ
う
に
、
既
に
八
世
紀
に
は
鉄
冶
が
存
在
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
金
井
沢
卿
の
碑
文
に
み
え
る

「
fll師
蟻
邪
れ
身
麻
呂
」

ギ
の
表
以
か
ら
も
、
鮫
冶
師
の
存
在
が
八
世
紀
に
推
寮
さ
れ
る
。

更
に
、
占
坑
文
化
の
ひ
ら
11
た
上
屯
野
で
は
、
関
取
地
方
の
他
の
地
域
に
さ
さ
が
け
て
鉄
冶
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
今
の
段
閉
で
は
八
世
紀
以
叫
の
遺
螂
は
認
め
ら
れ
な
い
．

そ
の
意
味
か
ら
考
え
て
、
前
に
述
ぺ
た
木
崎
中
遺
跡
は
、
そ
の
初
現
型

態
を
示
す
一
只
料
で
あ
ろ
う
し
。
片
並
木
遺
跡
は
完
全
な
た
た
ら
構
造
を
発
掘
し
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
意
社
が
あ
る
。

今
後
、
こ
の
二
つ
の
遺
跡
を
出
発
点
と
し
て
、
こ
の
種
遺
跡
の
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（了）
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図板筍1 遺跡地遠望東側の低地から西台地を望む

図板第2 発掘前の状惹辺路001,1面に焼石露出



-
'
暑
置
鳴
直
――

U叛"'.;, 雙細駕北側石の割""あたりが●淋割石上氾
スラ，グ

図板第8 作霙場石組列右方が炉
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