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ま

え

が

き

こ
の
高
槻
市
に
お
い
て
は
、
露
生
式
時
代
の
遺
跡
と
し
て
、
京
都
大
学
農

学
部
附
属
農
場
の
安
満
の
遺
跡
が
吉
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
二
学
界
に
有
名

で
な
る
①
。

こ
の
遠
跡
が
ら
は
，
爾
生
式
時
代
の
初
め
が
ら
終
り
ま
で
の
遺

物
が
出
上
し
て
い
て
、
こ
ゝ
に
爾
生
式
時
代
の
全
期
間
に
わ
た
つ
て
、
引
き

つ
ず
き
人
々
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
を
は
つ
き
り
と
物
語
つ
て
い
る
。
し
か

し
残
念
な
こ
と
に
は
、
こ
の
遺
跡
で
は
住
居
社
な
ど
の
様
相
に
つ
い
て
は
、

全
く
わ
か
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今

一
つ
の
爾
生
式
時
代
の
遺
跡
の
存
在
が
前
の
戦
争
中
に
明

ら
か
に
な
つ
て
き
た
。
こ
れ
が
今
回
発
掘
を
実
施
し
た
天
神
山
遺
跡
で
あ
る
。

即
ち
、
戦
争
中
に
こ
の
地
で
陸
軍
の
工
兵
隊
が
作
業
を
行
い
、
遺
物
の
出
土

を
見
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
現
在
の
国
立
余
良
古
文
化
財
研
究
所
員
で
あ

る
坪
井
清
足
氏
が
は
じ
め
て
注
意
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
呼
井
氏
に
よ

る
ど
く
小
規
模
な
発
掘
は
戦
後
に
な
つ
て
行
わ
れ
、
又
、
そ
の
後
も
引
き
つ

ず
き
注
意
を
払
わ
れ
て
来
て
い
て
、
こ
の
遺
跡
は
安
満
遺
跡
と
は
ち
が
つ
て
、

大
体
、
爾
生
式
時
代
の
中
で
も
中
頃
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

認
め
ら
れ
る
に
至
つ
て
い
た
。
し
か
し
、
何
分
に
も
小
規
模
の
発
掘
で
あ
つ

て
、
そ
の
成
果
も

一
般

に
公
表
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
つ
て
い
な
い
。
そ
の
他

に
、
古
代
学
研
究
会
員
の
免
山
篤
氏
は
、
こ
の
遺
跡
に
久
し
く
注
意
を
払
い

つ
ず
け
ら
れ
、
主
と
し
て
出
上
の
石
器
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
さ
れ
る
と

こ
ろ
が
あ
つ
た
②
。

私
は
、
昭
和
三
十
年
四
月
よ
り
大
阪
府
の
府
立
高
等
学
校
に
奉
職
す
る
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
を
機
と
し
て
、
考
古
学
の
現
段
階
に
お
い
て
そ
の
必
要
を

痛
感
さ
れ
て
い
る
地
域
調
査
を
こ
の
三
島
地
区
を
中
心
と
し
て
行
う
こ
と
を

志
す
よ
う
に
な
つ
た
が
、
か
ね
て
か
ら
面
識
の
あ
つ
た
春
日
丘
高
校
出
身
、

立
命
館
大
学
史
学
科
在
学
中
の
池
田
寿
夫
鶏
よ
り
、
こ
の
遺
跡
が
近
年
土
木

工
事
の
た
め
に
相
当
破
壊
さ
れ
て
、
多
く
の
遺
物
を
出
し
た
こ
と
を
聞
き
及

び
、
四
月
二
十
三
日
に
は
じ
め
て
同
君
の
案
内
に
よ
り
、
本
遺
跡
を
訪
れ
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
数
年
来
の
適
路
工
事
に
よ
る
切
り
割
り
の
断
面
を

く
わ
し
く
見
て
行
く
う
ち
に
、
こ
の
遺
跡
が
予
想
以
上
に
大
規
模
な
も
の
で

あ
り
，
ま
た
処
々
に
遺
物
を
包
合
し
た
黒
土
層
が
地
山
の
中
に
藩
ち
く
ば
ん

で
い
て
、
竪
穴
式
住
居
雄
が
切
断
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
濃
い
こ
と
に
気
が

つ
い
た
。
こ
ゝ
に
、
破
壊
に
先
立
つ
学
術
調
査
実
施
の
必
要
を
痛
感
し
た
の

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

そ
こ
で
、
各
方
面
に
連
絡
を
つ
け
て
行

つ
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
島
上
高
等

学
校
の
歴
史
研
究
部
に
は
、
す
で
に
中
学
校
の
頃
よ
り
ず

つ
と
こ
の
遺
跡
に

関
心
を
持
ち
、
常
に
注
意
を
払
つ
て
来
た
西
谷
こ
君
と
い
う
熱
心
な
生
徒
が
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部
員
と
し
て
在
学
し
、
歴
史
研
究
部
は
こ
の
遺
跡
の
調
査
を
試
み
よ
う
と
し

主
体
と
し
、
高
槻
市
の
援
助
を
受
け
て
、
天
神
山
選
跡
の
発
掘
が
実
施
さ
れ
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部
員
と
し
て
在
学
し
、
歴
史
研
究
部
は
こ
の
道
跡
の
調
査
を
試
み
よ
う
と
し

て
、
顧
間
の
根
津
知
男
先
生
を
中
心
と
し
て
努
力
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知

つ
た
。
ま
た
、
高
槻
市
立
オ

一
中
学
校
の
校
長
で
あ
つ
て
、
高
槻
市
の
市
史

編
纂
委
員
を
し
て
お
ら
れ
る
天
野
高
信
先
生
を
会
長
と
す
る
三
島
研
上
史
研

究
会
が
あ
り
、
こ
の
地
の
学
校
の
先
生
方
や
生
徒
詰
君
、
地
方
史
家
の
方
々

な
ど
に
よ
つ
て
、
郷
上
史
研
究
の
態
勢
が
で
き
上
つ
て
い
て
、
種
々
の
活
動

が
活
巌
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
条
件
と
機
運
が
相
当
に
熟
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
の
で
、

二
月
十

一
日
に
島
上
高
筆
学
校
に
お
い
て
オ

一
回
の
連
絡
会
が
特
た
れ
て
以

来
、
急
速
に
事
は
運
ば
れ
、
入
月
初
旬
を
期
し
て
、
三
島
郷
上
史
研
究
会
を

二
、

発

掘

の

実

施

と

遺

跡

の
状

態

こ
れ
よ
り
、
今
回
の
発
掘
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
４
一
行ヽ
　
・
）
′】に
す
る

が
、
特
こ
発
振
妄
流
由
の
荏
一Ｅ
の
状
況
に
つ
い
て
、
や
ゝ
繁
維
な
ま
で
に
詳

し
く
述
べ
て
行
く
の
は
、
学
問
的
な
発
掘
が

一
体
ど
の
よ
う
に
面
倒
で
、
模

重
さ
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
ゞ
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。

発
掘
実
施
に
当
つ
て
は
、
大
体
次
の
よ
う
な
基
本
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。

オ

一
に
、
発
掘
の
主
体
が
三
島
郷
上
史
研
究
会
に
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
も

明
か
な
よ
う
に
、

一
部
の
学
者
を
本
位
と
す
る
発
掘
で
は
な
く
、
地
元
の
人

主
体
と
し
、
高
槻
市
の
援
助
を
受
け
て
、
天
神
山
遺
跡
の
発
掘
が
実
施
さ
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

③

①

島
田
貞
彦

・
水
野
精

一
・
小
川
五
郎

・
三
宅
宗
悦

「摂
津
国
高
槻

摂
津
農
場
石
器
時
代
遺
跡
調
査
報
告
」

（
何
人
類
華
雑
誌
」
オ
四

四
巻
オ
七
号
）
、
　

小
林
行
雄

「安
満
β
類
土
器
考
」

（
司
考
古

学
』
オ
三
巻
オ
四
号
）
参
照
ｏ

②

免
山
篤

「高
槻
市
天
神
山
轄
生
式
遺
跡
」

（
司
昔
代
学
』
六
号
）

参
照
ｏ

マ
が
日
心
と
を

ィ́
て
、
郷
土
の
歴
史
を
明
か
に
す
る
方
針
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と

で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
実
際
の
仕
事
を
進
め
て
行
く
の
は
、
島
上

・

茨
本

・
春
日
丘

・
吹
田
の
四
高
等
学
校
と
浪
速
工
業
高
等
学
校
の
歴
史
研
究

部
の
生
徒
諸
君
及
び
同
じ
く
地
元
の
中
小
学
校
の
生
徒
諸
君
で
あ
つ
て
、
生

徒
諾
君
の
自
主
的
な
勉
学
に
役
立
つ
よ
う
に
計
画
し
、
又
、
特
に
夏
休
み
中

の
炎
暑
の
下
で
行
う
の
で
、
無
理
な
計
画
は
絶
対
に
避
け
る
よ
う
に
留
意
し
、

し
か
も

一
方
に
お
い
て
、
学
問
的
な
、
ま
た
発
柄
技
術
上
の
指
導
を
強
化
し

■ナぶ
い、|ヽ

がヽ
'

｀
ヽ

4ム
♂

ilゴ

ミ

か，，・．′′“
・，‥室／
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て
、
学
関
的
な
水
準
を
高
く
保

つ
た
め
の
最
大
の
努
力
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

オ
ニ
に
は
、
学
問
的
な
面
に
関
し
て
は
、
ィ
ず
本
遭
跡
の
年
代
を
確
実
に

つ
か
む
こ
と
で
あ
る
。
本
遺
跡
の
年
代
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

大
体
輔
生
式
時
代
の
中
頃
に
限
ら
れ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
更
に
確
実
な
証
搬
の
上
に
立
つ
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
高
槻
に

は

一
方
に
齋
生
式
時
代
の
全
時
期
に
通
ず
る
安
満
の
追
跡
が
存
在
す
る
の
く

そ
れ
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
言
う
上
か
ら
で
も
こ
の
こ
と
は

必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
全
国
的
に
言
つ
て
も
、
爾
生
式
時
代
の
中
頃
に
は
、

山
手
に
新
し
い
大
衆
落
が
形
成
さ
れ
る
傾
向
が
注
意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

の
遺
跡
も
又
、
そ
の
例
に
加
わ
る
か
ど
う
か
を
確
め
る
必
要
が
あ
つ
た
ｏ
そ

の
上
に
、
戦
後
予
高
槻
市
内
よ
り
鋼
鍔
の
出
と
が
伝
え
ら
れ
学
そ
の
行
方
が

一
時
不
明
と
な
つ
て
い
た
が
、
最
近
東
京
大
学
の
教
舞
学
部
に
購
入
さ
れ
た

も
の
が
そ
の
鍋
弊
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
①

，
し
か
も
ヽ
こ
れ
が
本
遺
跡

に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
銅
怪
め
埋
め
ら
れ
た
年
代
を
考
え
る

上
で
も
、
こ
の
遺
跡
の
継
続
年
代
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

オ
三
に
は
、
こ
れ
も
学
問
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
遺
物
の
蒐
集
を
目
的
と

す
る
発
掘
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
の
生
活
、
特
に
当
時
の
社
会
組
織
ま
で

も
考
え
る
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
住
居
姓
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
問
題

で
あ
り
、
爾
生
式
時
代
の
秦
落
に
関
す
る
研
究
は
甚
だ
お
く
れ
て
い
て
、
戦

後
、
有
名
な
静
岡
県
の
登
昌
遺
跡
な
ど
の
調
査
を
機
と
し
て
、
徐
々
に
明
ら

か
に
な
つ
て
来
た
に
す
ぎ
ず
、
特
に
近
鶴
地
方
に
お
い
て
は
、
低
地
の
衆
落

の
住
居
址
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
知
ら
れ
て
い
て
も
、
山
手
に
立
地
す
る
爾

生
式
時
代
の
衆
落
の
住
居
址
に
つ
い
て
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
言
つ
て

よ
く
、
ま
た
、
今
ま
で
の
少
数
の
経
験
を
聞
い
て
見
て
も
．
そ
の
調
査
が
非

常
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ゞ
推
定
で
き
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
調
査
に
対
す
る
少
し
の
手
が
か
り
で
も
、
ま
た
、
経
験
で
も
得

ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
目
的
を
立
て
た
。
そ
れ
は
、
単

に
適
物
の
変
遷
を
追
究
す
る
だ
け
で
は
、
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
充
分

で
な
く
、
社
会
組
織
の
変
化
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
こ

そ
の
た
め
に
は
た
と
え
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
、
住
居
姓
の
調
査
を
こ
れ
か
ら

は
重
要
視
ｔ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
回
の
発
掘
調
査

に
あ
た
つ
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
遺
物
が
少
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的

が
主
と
な
つ
た
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
“
し
か
も
、

こ
ゝ
で
意
図
し
た
住
居

姓
の
解
明
も
甚
だ
示
充
分
で
あ
つ
た
が
、
少
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を

行
う
場
合
に
は
■
ど
こ
に
困
難
が
あ
り
、
今
後
ど
の
よ
う
な
点
に
注
意
す
べ

き
か
と
い
う
見
通
し
だ
け
は
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
ぉ

大
体
、
以
上
の
よ
う
な
方
針
に
よ
つ
て
発
掘
を
開
始
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

具
体
的
な
発
掘
の
記
述
に
入
る
に
先
立
つ
て
、
順
序
と
し
て
適
跡
全
体
の
状

態
か
ら
述
べ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

（力

一
図
参
照
）

高
槻
市
の
北
郊
外
の
山
手
に
あ
る
天
満
宮
の
左
手
に
作
ら
れ
た
新
道
は
登

り
坂
と
な
り
、　
一
応
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
で
左
曲
し
て
貯
水
糟
の
東
側
に
至

り
、
再
び
左
曲
し
て
下
り
坂
と
な
り
、
市
営
の
火
葬
場
の
西
側
を
通
り
、
霊

Ａ

Ｆ

う

琵

Ｆ

と

虫

ξ

■

子

夢

臣

謝

と

登

，

ご

、

写

デ

Ｆ

新

Ｌ

Ｄ

了

ゝ

と

語

９

路
と
に
よ
つ
て
切
り
取
ら
れ
て
残
つ
た
雑
本
材
の

一
区
劃
が
あ
り
、
そ
の
切

り
已
し
み
断
面
に
も
や
は
り
刀
罐
な
遼
物
包
含
層
の
落
ち
窪
み
が
認
め
ら
れ
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て

廃
り
．

露

生

ゴ

時

Ａ

ｃ
雰

砕

Ｆ
懐

す

る
伊

究

旧
甚

だ

お
く

却

て
い

て
々

璃

後
、
有
名
な
静
岡
県
の
登
爵
遺
跡
な
ど
の
調
査
を
機
と
し
て
、
徐
々
に
明
ら

り
、
再
び
左
曲
し
て
下
り
坂
と
な
り
、
市
営
の
火
葬
場
の
西
側
を
通
り
、
霊

松
寺
の
裏
手
に
出
で
、
寺
の
東
側
を
通

つ
て
、
再
び
市
街
地
の
方

へ
と
帰
つ

て
い
る
。
結
局
、
こ
の
新
適
は
逆
の
Ｊ
字
形
を
描
き
、
そ
の
中
に
南

へ
延
び

る

一
つ
の
小
さ
な
見
根
と
そ
の
両
側
の
二
つ
の
谷
と
を
包
み
込
ん
で
い
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
道
に
よ
る
切
り
通
し
の
断
面
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
遺
物
包

含
層
が
露
出
し
て
い
て
、
附
近

一
帯
―
―
そ
の
正
確
な
境
界
は
未
だ
明
確
に

し
驚
い
が
―
‐
―
恐
ら
く
、
東
西

ｏ
南
北
と
も
二
百
米
を
越
え
る
地
域
が
翻
生

式
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
住
居

姓
の
調
査
を
オ
一
の
目
標
と
す
る
以
上
は
、
こ
の
切
り
通
し
の
面
に
あ
ら
わ

れ
た
遺
物
包
含
層
と
地
山
と
の
関
係
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し

て
適
切
な
発
掘
地
点
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
社
の
左
手
か
ら
道
を

登
つ
て
行
く
と
、
社
殿
の
西
方
に
当
る
あ
た
り
の
切
り
通
し
の
面
に
、
先
ず

数
ケ
の
道
物
包
含
層
が
地
山

（
落
ち
窪
ん
で
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ

の
場
所
は
西
方
に
面
す
る
急
な
傾
斜
面
で
あ
る
た
め
に
、
発
掘
す
る
と
な
る

と
耕
上
の
便
が
至
つ
て
悪
ぐ
、
ま
た
、
急
傾
斜
面
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、

住
居
姓
と
し
て
は
有
望
で
な
い
と
判
断
し
、
手
を
つ
け
な
い
こ
と
ゝ
し
た
。

次
に
、
貯
水
槽
の
東
方
に
当
る
や
ゝ
広
い
平
坦
部
が
道
路
に
よ
つ
て
切
断
さ

れ
て
い
て
、
最
も
確
実
ら
し
い
竪
穴
式
住
屠
址
の
断
面
と
推
定
さ
れ
る
も
の

が
、
道
路
の
北
側
の
切
り
通
し
に

一
ケ
処
露
出
し
て
い
る
が
、
上
面
が
畑
に

な
つ
て
い
て
作
物
が
作
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
残
念
な
が
ら
こ
の
地
点
も
断

念
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
て
、
火
葬
場
の
西
側
に
は
、
火
葬
場
の
敷
地
と
道

積
務
市
¢
北
夷
剪

¢
止
平
に
注
る
ス
浦
傷
¢
左
を
に
狗
ら
珀
た
華
建
聘
雷

り
坂
と
な
り
、　
一
応
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
で
左
曲
し
て
貯
水
糟
の
東
側
に
至

路
と
に
よ
つ
て
切
り
取
ら
れ
て
残
つ
た
雑
木
材
の
一
区
劃
が
あ
り
、
そ
の
切

り
通
し
の
断
面
に
も
や
は
り
明
確
な
遺
物
包
合
層
の
落
ち
窪
み
が
認
め
ら
れ

る
。
人
員
と
口
数
と
を
考
え
合
せ
た
上
で
、
こ
ゝ
な
ら

一
応
完
結
し
た
発
掘

を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
通
し
が
あ
り
、
ま
た
、
住
居
姓
出
現
の
可
能

性
も
濃
く
、
更
に
は
、
幸
い
土
地
所
有
者
た
る
高
槻
市
の
Ｔ
解
を
も
得
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
、
こ
の
地
点
に
集
中
的
に
力
を
注
ぐ
こ
と
に
定
め
、
も
し

餘
裕
が
あ
り
、
事
情
が
許
す
な
ら
ば
、
他
の
地
点
、
特
に
貯
水
糟
の
東
方
の

地
点
に
及
び
た
い
と
考
え
た
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
地
区
の

約
半
分
を
完
全
に
調
査
し
え
た
の
み
で
あ
り
、
他
地
点
に
は
全
く
子
を
つ
け

る
に
至
ら
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
学
高
校
生
が
主
体
と
な

つ
た
発
掘
で
あ
つ
て
、
体
力
、
日
時
の
面
で
つ
と
め
て
無
理
を
さ
け
た
こ
と

も
そ
の
理
由
の

一
つ
で
あ
る
。

以
下
は
、
日
記
風
に
作
業
の
進
捗
状
況
と
、
そ
れ
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
な

つ
た
遺
跡
の
状
態
と
に
つ
い
て
述
べ
て
行
こ
う
。

八
月

一
口

（
月
）

午
前
九
時
、
発
掘
本
部
の
霊
松
寺
に
集
合
。

す
で
に
準
備
会
で
打
ち
合
せ
て
あ
つ
た
よ
う
に
、
庶
務
会
計
を
島
上
高
等

学
校
の
根
津
知
男
先
生
、
生
徒
の
総
指
揮
を
茨
本
高
等
学
校
の
東
晶
先
生
、

各
枝
の
生
徒
の
指
導
を
各
校
の
先
生
方
、
各
校
を
代
表
し
て
生
徒
の
委
員
を

一
名
ず
つ
、
発
掘
の
技
術
指
導
面
を
藤
沢
及
び
京
都
大
学
文
学
部
考
苦
学
教

室
の
大
学
院
学
生
小
野
山
節
氏
と
い
う
構
成
の
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
の
十
日

-5-



間
の
発
掘
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
、
種
々
の
打
ち
合
せ
や
準
備
を
行
う
。
以

後
の
十
日
間
は
、
人
員
に
多
少
の
増
滅
は
あ
つ
た
が
、
各
模
の
先
生
方
十
名

鎌
、
生
徒
約
二
十
名
に
で
、
休
日
な
く
仕
事
は
進
め
ら
れ
た
。

発
掘
開
始
前
の
諸
準
備
に
約

一時
間
を
費
し
て
後
、
十
時
よ
り
約

一
時
間

に
わ
た
り
、
全
員

に
て
遺
跡
全
体
を
見
て
歩
い
た
。
こ
れ
は
遺
跡
の
現
状
を

皆
が
た
く
把
握
し
て
お
く
た
め
で
あ
る
。

十
一
時
よ
り
、
発
掘
地
点
の
一継
本
、
事
の
除
去
作
業
に
う
つ
り
、
十
二
時

に

一た
ん
中
止
■
二
時
ェ
リ
四
時
三
十
分
ま
で
作
業
を
続
行
し
た
。
本
口
に

て
発
掘
予
定
地
の
全
面
の
草
刈
り
を
終
了
し
、
本
の
根
の
除
去
も
約
半
分
を

終
つ
た
。

今
後
、
原
則
と
し
て
作
業
は
午
前
九
時
か
ら
十
二
時
、
午
後
二
時
か
ら
四

時
二
十
分
の
合
計
五
時
間
二
十
分
と
し
，
二
交
替
制
、
又
は
休
息
時
間
を
充

分
に
交
え
て
行
う
こ
と
に
し
、
十
日
間
、
大
体
こ
の
方
法
を
守
つ
て
行
っ
た
。

八
月
二
日

（火
）

本
日
の
午
前
中
は
昨
日
に
ひ
き
つ
ず
い
て
木
つ
根
の
除
去
を
行
い
、　
一
方

で
は
多
数
の
抗
を
用
意
し
て
お
い
て
、
発
掘
予
定
地
を
縦
横
二
米
間
隔
の
線

に
て
碁
盤
目
に
割
つ
て
、
線
の
交
文
点
に
杭
を
打
ち
、
今
後
の
発
掘
を
円
滑

に
す
る
準
備
を
行
う

（矛
二
凶
参
照
）
ｏ
ほ
ゞ
南
北
に
走
つ
て
い
る
道
路
を

基
半
と
し
、
南
北
二
十
米
、
東
西
十
六
米
の
区
劃
を
二
米
平
方
の
正
方
形
に

割
つ
た
わ
け
で
、
こ
の
区
劃
と
適
路
と
の
間
の
み
は
一米
の
幅
と
し
た
ｏ
そ

し
て
、
道
路
側

（即
ち
西
側
）
よ
り

一
米
幅
の
区
域
を
４
、
そ
れ
に
つ
ず
く

二
米
幅
ず

つ
と
β

・
Ｃ

ｅ
Ｄ

・
β

・
Ｆ

・
Ｃ

・
汀

・
デ

（ｒ
と
デ
と
は
ま
ぎ

あ
わ
し
く
な
る
た
め
ｒ
を
除
く
）
と
名
づ
け
、
南
側
よ
り
二
米
幅
ず

つ
を
１

●
２
●
５
●
４
・
…
…
‥
‥
‥
　
４０
と
名
ず
け
た
。
従
つ
て
、
例
え
ば
４
１

ｏ
Ｅ
４

●
Ｇ
ｂ
等
と
言
う
名
称
に
よ
つ
て
各
碁
・盤
目
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
つ
た
わ
け
で
ぁ
る
。
な
お
杭
の
番
号
も
こ
れ
に
関
連
さ
せ
て
つ
け

た
。
オ
ニ
図
を
見
て
い
た
ゞ
く
と
わ
か
る
が
ぉ
そ
の
区
の
東
北
隅
に
区
と
同

じ
番
号
の
杭
が
来
る
わ
け
で
あ
る
。

就
打
ち
が
終
る
と
、
各
区
大
体
二
名
の
割
り
当
て
に
て
お
２
と
Ｂ
‐Ｏ
ｏ
Ｄ

，
　
ヽ
ン
い
お
可
Ｈ
′
ゝ

，
”　
う
″　

，
い　
ヽ
イ
″　
一　
お　
と
Ｔ

，
中
ゞ
ド
む
■
“
ｈ
υ

ｆヽ
工
監
ｔ
需
瞬

」
Ｅ

午
後
は
ま
ず
現
在
発
掘
し
つ

一曇

ｋ

ｌ

騒

，

Ｆ

デ

ヽ

と

と

０

一

ゝ
あ
る
各
区
と
も
、
地
表
下
三
〇
ｉ
二
五

感

ｋ

Ｆ

こ

，

３

と

」

と

ヨ

幻

Ｌ

う

と

０

」

■

舶 B40艶 艶 艶 nO QO駒 J10

矛二図  区 劃 説 明 図
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割

つ
た
わ
け
で
、
こ
の
区
劃
と
道
路
と
の
間
の
み
は

一
米
の
幅
と
し
た
。
そ

し
て
、
道
路
側

（即
ち
西
側
）
よ
り

一
米
幅
の
区
域
を
五
、
そ
れ
に
つ
ず
く

抗
打
ち
が
終
る
と
、
各
区
大
体
二
名
の
割
り
当
て
に
て
お
２
と
Ｂ
‐０
，
Ｄ

２
ｌ
Ｄ
ｌ８
●
Ｆ
２
！
ｒ
７
の
二
四
区
に
わ
た
つ
て

一
斉
に
本
格
的
な
発
掘
を

開
始
し
た
“
最
初
の
内
は
表
面
の
腐
館
上
の
除
去
で
あ
る
。
発
掘
地
区
全
般

に
わ
た
つ
て
少
数
な
が
ら
爾
生
式
上
器
の
細
片
が
出
土
す
る
が
、
そ
れ
と
共

に
須
恵
器
の
破
片
も
出
上
し
、
秩
世
の
機
乱
層
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

午
後
も
同
じ
要
領
で
作
業
を
続
行
す
る
。
大
体
表
土

（
腐
蝕
土
）
の
除
去

を
終
つ
た
が
．
ま
だ
包
含
層
と
地
山
と
の
区
別
が
は
つ
き
り
と
つ
か
め
な
い
。

と
が
夏
の
日
照
に
よ
つ
て
す
ぐ
乾
燥
し
て
く
る
の
で
、
包
含
層
と
地
由
と
の

上
の
色
の
果
同
の
識
別
が
非
常
に
困
難
に
な
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

一
般
の
作
業
が
終
つ
て
後
、
数
名
が
居
残
つ
て
Ｂ
４
区
の
西
半
を
掘
り
進
め
、

地
表
下
約
二
十
糎
ま
で
に
至
つ
た
が
、
な
お
土
器
片
の
出
土
を
見
、
ま
た
、

掘
り
進
む
に
従

つ
て
上
の
色
も
黒
ず
ん
で
い
て
地
山
と
は
は
つ
き
り
区
別
で

き
そ
う
な
見
通
し
が
つ
い
て
来
て
、
少
し
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

八
月
二
日

（水
）

昨
日
の
よ
う
に

一
区
劃
二
名
で
は
作
業
し
に
く
い
こ
と
が
わ
か
つ
た
の
で
、

本
国
か
ら
は

一
区
割
四
名
に
編
成
変
え
を
行
う
こ
と
ゝ
し
、
ま
ず
Ｂ
２
１

，

４０

、
Ｄ
９
）
Ｄ
ｌＯ
の
合
計
十

一
区
に
集
中
し
て
発
掘
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

午
前
中
で
は
ま
だ
包
合
層
と
地
山
と
の
境
界
の
見
当
が
つ
か
な
い
。
午
前
の

作
業
の
終
了
間
ぎ
わ
に
な
つ
て
、
Ｂ
９
区
と
β
ｌＯ
区
の
境
界
に
て
、
上
器
大

型
片
が
密
集
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
こ
れ
ら
の
上
器
片
は
と

り
上
げ
な
い
ま
ゝ
で
慎
重
に
掘
り
進
め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

た
。
オ
ニ
図
を
見
て
い
た
ゞ
く
と
わ
か
る
が
、
そ
の
区
の
東
北
隔
に
区
と
同

じ
番
号
の
杭
が
来
る
わ
け
で
あ
る
。

午
後
は
ま
ず
現
在
発
掘
し
つ
ゝ
あ
る
各
区
と
も
、
地
表
下
三
〇
ｔ
二
五

題
ま
で
掘
り
下
げ
焦
そ
こ
で

一
応
水
平
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
ｏ
こ
れ

は
各
区
に
お
い
て
進
度
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
つ
て
田
凸
が
つ
き
，
全
体
の
見
当

が
つ
け
に
く
く
な
つ
た
た
め
と
、
今
ま
で
す
で
に
場
所
に
よ
つ
て
は
地
表
下

三
〇

ｔ

〓
一五
糎
ま
で
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
そ
の
所
見
に
よ
れ

ば
、
な
お
爾
生
式
上
器
片
は
細
片
で
あ
り
、
且
つ
須
恵
器
片
の
混
入
も
認
め

ら
れ
る
の
で
、
こ
の
深
さ
ま
で
は
ま
だ
擬
乱
層
で
あ
る
見
通
し
が
つ
い
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
地
表
下
三
〇
―
二
五
煙
で
一
応
水
平
に
し
た
の
は
、
β

９
区
と
と
１０
区
の
上
器
大
型
片
群
が
表
上
下
三
五
題
で
現
わ
れ
は
じ
め
た
の

で
、
こ
れ
以
下
つ
深
さ
は
更
に
慎
重
に
掘
り
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た

の
で
、　
一
応
区
切
り
を
つ
け
る
た
め
に
こ
ゝ
で
水
平
に
し
て
整
理
し
た
わ
け

で
あ
る
。
生
徒
諸
君
に
と
つ
て
は
発
掘
は
は
じ
め
て
の
経
験
で
あ
る
の
で
、

こ
の
よ
う
な
方
法
も
慎
重
を
期
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
つ
た
ｏ
こ
の
作
業

を
進
め
て
い
る
内
に
、
Ｂ
ｂ
ｉ
β
８
区
は
地
山
に
達
し
た
と
認
め
ら
れ
た
の

で
、
こ
れ
ら
の
地
区
で
は
掘
る
こ
と
を
と
め
、
そ
の
人
員
は
つ
２
１
Ｄ
４
区

に
移
動
し
た
。

同
じ
く
午
後
、
Ｂ
５
区
の
盤
乱
層
中
よ
り
、
石
庖
了
の
破
片
一
個
を
発
見

し
、
Ｂ
２
区
の
地
表
下
約
二
五
糎
の
深
さ
よ
り
、
裏
向
き
に
な
つ
た
状
態
で

完
形
の
器
蓋
一
個
と
、
横
倒
し
に
な
つ
た
高
杯
の
脚
部

一
個
と
を
発
見
し
た
。

亀
物
の
項
参
照
）

本
日
の
所
見
に
よ
れ
ば
、
地
表
下
大
体
三
〇
ｔ
二
五
種
ま
で
は
攪
乱
層
で
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可

あ
つ
て
、
土
色
は
や
ゝ
黒
ず
ん
で
は
い
る
が
地
山
と
お
ま
り
変
ら
な
い
．
し

か
し
そ
れ
以
下
の
深
さ
に
な
る
と
包
含
層
は
も
は
や
須
恵
器
の
混
入
は
な
く

翻
生
式
時
代
の
純
粋
な
層
で
あ
り
、
上
色
も
ず
つ
と
黒
ず
ん
で
い
る
よ
う
で

あ
る
。
な
お
観
乱
層
は
常
に
向
つ
て
ゆ
る
や
か
な
が
あ
も
深
さ
を
増
し
て
い

る
模
様
で
あ
つ
た
。

八
月
四
口

（
本
）

作
業
区
域
は
Ｂ
ｌ
ｌ
Ｂ
５
、
β
９
、
β
‐０
、
Ｄ
３
と
Ｄ
６

．
Ｄ
９
、
Ｄ
‐０

の
合
計
十
三
区
。

本
日
特
に
注
意
さ
れ
た
こ
と
は
，
適
路
に
よ
る
切
断
面
の
所
見
か
ら
推
定

し
て
、
Ｂ
ｌ
、
お
２
区
あ
た
り
に
て
包
含
層
の
落
ち
窪
み
の
南
端
が
つ
か
ま

え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
は
つ
き
り
し
な
い

こ
と
で
あ
つ
て
、
か
る
区
に
お
い
て
も
や
は
り
南
端
は
つ
か
ま
え
ら
れ
な
い
。

β
５
区
よ
り
鉄
滓
と
黒
わ
れ
る
も
の
が
出
上
し
、
後
に
数
点
、
や
は
り
鉄

津
ら
し
い
も
の
が
発
見
さ
れ
て
興
味
を
引
い
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
次
力
に

明
ら
か
に
な
つ
て
来
た
の
は
、
発
掘
地
域
の
南
部
、
約
八
米
幅
ぐ
ら
い
は
後

世
の
鍵
乱
が
は
げ
し
く
、
こ
の
鉄
津
ら
し
い
も
の
も
露
生
式
時
代
の
も
の
と

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
　

実
、
爾
生
式
時
代
の
純
粋
の
遺
物
包

含
層
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
鉄
津
ら
し
い
も
の
は
発
見
さ
れ
な
か

つ
た
。
前
に
述
べ
た
包
含
層
の
落
ち
窪
み
の
南
端
が
つ
か
ま
え
に
く
か
つ
た

の
も
、
こ
の
後
乱
の
事
実
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｄ
ｂ
区
は
金
面
に
わ
た
つ
て
包
含
層
が
深
い
よ
う
で
、
Ｂ
６
区
が
早
く
地

山
に
達
し
た
の
と
は
全
く
異
つ
て
い
る
。

β
２
区
、
Ｄ
４
区
に
お
い
て
地
表
約
四
五
題
の
と
こ
ろ
よ
り
甕
の
口
縁
都

の
大
型
片
を
発
見
す
る
。
と
師
器
で
あ
る
。

つ
９
ｔ
Ｄ
ｌＯ
区
の
上
器
片
密
集
部
は
丁
事
に
原
状
の
ま
ゝ
掘
り
出
し
↓
午

后
の
作
業
終
了
時
に

一
応
写
真
を
撮
し
て
お
く
。

八
月
五
日

（
金
）

昨
日
の
区
劃
を
引
き
つ
ず
い
て
発
掘
し
、
新
た
に
Ｄ
ア
、
Ｄ
８
区
を
加
う
。

本
国
に
至
つ
て
寸
Ｄ
７
、
Ｄ
８
区
も
包
舎
層
の
深
い
こ
と
が
判
明
し
、
ま

た
、
つ
９
、
Ｄ
‐０
区
も
全
面
に
わ
た
つ
て
包
含
層
が
深
く
学
結
局
、
お
区
と

Ｄ
区
と
で
は
包
合
層
の
状
態
が
非
常
に
異
つ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
つ
た
。

須
恵
器
の
出
土
状
上
か
ら
考
え
て
、
お

ｏ
つ
両
区
と
も
、
昨
日
考
え
て
い

た
よ
り
夏
に
広
く
モ
即
ち
発
掘
地
域
の
ほ
ゞ
南
半
分
は
相
当
深
く
ま
で
後
世

撥
乱
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
て
来
た
。

Ｂ
９
を

‐０
区
の
上
器
片
密
集
部
を
天
然
色
を
含
む
写
真
撮
影
を
行
い
、
出

上
状
態
を
実
測
し
た
後
に
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
上
器
は
意
識
的
に
置
か

れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
‘
横
倒
し
に
な
つ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
雑
然
と

し
て
い
る
。
分
明
し
た
器
形
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

小
　
型
　
甕

（完
形
品
）

一
　
　

　

（遣
物
の
項
参
照
）

甕
の
口
縁
部
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（遺
物
の
項
参
照
）

細
頸
壼
の
大
片
　
　
　
　
一
　
　

　

（遺
物
の
項
参
照
）

壼
の
口
縁
部
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
Ｑ
選
物
の
項
参
照
）

底
　
部
　
片
　
　
　
一
一
　

（内

一
つ
は
大
片
、
遺
物
の
項
参
照
）

籍

届

丞

或

Ｄ
陀

Ｄ
組

進

こ

て
上
署

Ｄ
兵

百

栞

襄

を

千

つ
た
が

、

そ

の
肉

に

八
月
八
日

（月
）

本

日
の
作
業
地
区
は
Ｂ
ｌ
、
β
２
、
β
４
、
Ｂ
５
、
お
９
、
β
‐０
、
Ｃ
４
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の
も

、

こ
¢

悽
乱

Ｃ
導

蒙

に
よ

る

も

¢
と

潟

え

ら

『

る

ｃ

Ｄ
る
区
は
全
面
に
わ
た
つ
て
包
含
層
が
深
い
よ
う
で
、
β
６
区
が
早
く
地

底
　
部
　
片
　
　
　
一
一
　

（
内

一
つ
は
大
片
、
遺
物
の
項
参
照
）

発
掘
区
域
の
北
の
畑
地
に
て
土
器
の
表
面
採
集
を
行

つ
た
が
、
そ
の
内
に

高
杯
の
は
ゞ
完
形
の
分
る
も
の

一
個
が
あ
る
。

（遺
物
の
項
参
照
）

八
月
六
日

（土
）

本
日
の
作
業
区
域
は
、
お
２
ｌ
β
５
、
Ｂ
９
↓
β
‐０
、
０
９
、
Ｄ
４
ｌ
Ｄ

４０
主
Ｆ
５
ゝ
Ｆ
も
、
Ｆ
９
の
合
計
十
六
区
。

新
た
に
Ｃ
９
区
に
手
を
つ
け
た
の
は
、
β
ワ
Ｉ
Ｂ
ｌＯ
の
上
器
オ
群
が
な
お

続
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
あ
る
た
め
で
あ
り
と
ま
た
、
β
区
と
つ
区
と

の
包
含
層
の
状
態
が
非
常
に
異
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
の
で
、
結
局
Ｃ

区
全
体
を
掘
る
必
要
が
明
ら
か
に
な
つ
た
の
で
先
ず
と
ゝ
か
ら
始
め
た
の
で

あ
る
。

Ｆ
区
の
発
掘
は
包
含
層
の
統
き
工
合
を
確
か
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の

で
あ
る
が
、
人
員
の
関
係
で
な
か
な
か
進
ま
な
い
。

Ｂ
４
区
に
て
上
師
器
、
須
恵
器
の
や
ゝ
大
き
い
破
片
を
発
見
す
る
。

八
月
七
日

（
日
）

本

日

の

作

業

地

区

は

、

β

２

ｔ

Ｂ

５

予

β

９

、

Ｂ

４０

、

Ｃ

ヮ

事

Ｃ

‐０

ヽ

Ｄ

４
ｌ
Ｄ
ｌＯ

の
合
計
十
四
区
。

特
に
著
し
い
新
事
実
は
な
い
。

Ｄ
８
ｆ区

に
て
は
じ
め
て
石
鼓
一
個
出
土
ｏ

一
般
の
作
業
が
終
了
し
て
後
、　
一部
の
者
が
残
留
し
て
、
各
区
の
検
討
と

ス
ラ
イ
ン
、
Ｃ
ラ
イ
ン

（杭
の
線
）
の
断
面
を
実
測
す
る
。

綿

響

麟

ｃ
メ

月

壼
の
口
縁
都

′
避

彰

互
理

疹

照

ヽ

亀

物
の
項
参
照
）

八
月
八
日

（月
）

本
国
の
作
業
地
区
は
ど
１
、
β
２
、
β
４
↓
β
５
、
Ｂ
９
、
β
‐０
、

，Ｃ
４

！
Ｃ
‐０
、
Ｄ
５
と
つ
９
の
合
計
十
八
区
。
Ｃ
区
の
必
要
地
区
全
面
に
わ
た
っ

て
発
掘
を
開
始
し
た
わ
け
で
あ
る
。

又
、
β
る
．
Ｆ
る
、
Ｇ
６
．
に
ま
た
が
る
東
西
方
向
の
幅

一
米
の
ト
レ
ン

チ

（試
掘
溝
Ｖ
を
掘
り
始
め
る
。
大
体
、
発
掘
は
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
三
区
に
限
ち
ざ

る
を
得
な
い
見
通
し
が
つ
い
て
来
た
の
で
、
包
含
層
が
更
に
東
方
に
向
つ
て

ど
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
か
を
確
か
め
た
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

Ｃ
ｌＯ
と
つ
ア
、
Ｄ
８
の
三
区
に
て
石
錢
各

一
を
発
見
。

Ｂ
５
区
に
て
、
先
の
Ｂ
９
と
β

‐０
区
の
も
の
に
類
似
し
た
上
零
大
片
の
密

集
部
を
発
見
し
慎
重
に
掘
り
進
め
て
行
く
。

八
月
九
日

（
火
）

本
日
の
作
業
地
区
は
、
Ｂ
４
、
β
５
、
β
９
、
お
‐０
、
Ｃ
４
ｉ
Ｃ
‐０
、
Ｄ

４
と
Ｄ
ワ
の
合
計
十
七
区
と
■
昨
日
に
引
き
つ
ず
い
て
の
も
の
Ｅ
！
Ｇ
の
ト

レ
ン
チ
ｏ

Ｃ
区
の
状
態
が
漸
次
明
瞭
に
な
つ
て
く
る
に
つ
れ
て
こ
発
編
地
域
の
遺
跡

の
状
態
が
よ
う
や
く
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
つ
て
来
た
。
遺
跡
の
状ｉ
態
に
つ

い
て
は
後
に

一
橋
し
て
述
へ
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
´

Ｃ
５
区
に
て
石
欽
一
個
を
発
見
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．

八
月
十
日

（水
）

本
日
の
作
業
区
域
は
、
β
ｌ
ｌ
Ｂ
５
、
Ｃ
４
と
Ｃ
９
、
Ｄ
４
と
つ
９
、
６
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ー

の
β
ュ
０

の
ト
レ
ン
チ
ｏ

本
日
の
午
前
中
に
て
、
上
述
の
区
域
は
す
べ
て
地
由
に
蓬
し
、
一
応
の
発

掘
を
終
了
し
た
。

Ｄ
ｌＯ
区
に
て
磨
製
石
斧
片
を
発
見

（石
併
一
石
斧
に
つ
い
て
は
す
べ
て
遺

物
の
項
参
照
）

午
後
は
半
数
の
人
員
に
て
後
片
ず
け
、
残
り
半
数
に
て
遺
跡
の
最
終
の
整

理
及
び
実
測
を
行
い
、
終
つ
て
全
員
に
発
掘
現
場
に
お
い
て
最
終
段
階
に
お

い
て
分
つ
た
事
実
の
説
明
を
行
う
Ｌ

そ
の
後
、
発
掘
本
部
の
霊
松
寺
に
お
い
て
全
員
の
茶
話
会
を
開
き
、
今
回

の
発
掘
の
反
省
、
感
想
等
を
話
し
合
う
“

夕
方
【
高
槻
市
の
関
係
者
の
方
々
を
お
ま
ね
き
し
て
、
発
掘
参
加
の
先
生

方
と
共
に
今
後
の
遺
跡
の
枠
存
等
に
つ
い
て
の
相
談
会
を
開
く
ｏ

八
月

一
一
日

（本
）

一
部
の
者
が
残
留
し
て
、
遺
跡
の
実
測
を
完
了
し
、
最
終
段
階
に
お
け
る

遺
跡
の
写
真
撮
影
を
行
い
、
遺
物
の
整
理
と
そ
の
後
始
末
、
運
級
を
行
う
。

最
終
段
階
で
判
明
し
た
恨
り
で
の
遺
跡
の
状
態
を
こ
ゝ
で
一
緒
し
て
説
明

す
る
こ
と
に
す
る

（オ
三
図
参
照
。
図
の
４
０
、
Ｃ
８
等
の
番
号
は
杭
で
あ

Ｚや
。　）

結
局
ヽ
地
山
に
至
る
ま
で
の
完
全
な
発
掘
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

お
１
の
北
部
約
三
分
の

一
、
β
２
と
Ｂ
４０
、
Ｃ
５
掟
０
‐０
、
Ｄ
４
の
北
半
食

Ｄ
５
！
Ｄ
‐０
、
６
の
２
２
ｒ
の
長
さ
五
米
鎌
、
幅
約

一
米
の
ト
レ
ン
チ
で
あ

る
。
そ
の
内
、
β
ｌＯ

の
西
北
隅
と
専
Ｄ
ｌＯ
の
東
北
隅
と
は
、
発
掘
区
域
の
北

側
ｒ
療
わ
上
げ
た
排
上
が
流
れ
語
ち
て
来
た
た
め
に

，
充
分
に
は
明
ら
か
に

な
つ
て
い
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
．
発
掘
地
域
の
南
半
部
は
、
遺
物
の
出
上
状
態
か

ら
考
え
て
、
明
ら
か
に
深
く
ま
で
後
世
の
攪
乱
を
受
け
て
い
る
。
後
に
発
掘

に
取
り
か
ゝ
つ
た
Ｃ
区
、
Ｄ
区
に
お
い
て

，
Ｃ
ｌ
ｉ
Ｃ
４
、
Ｄ
４
１
つ
も
を

徹
底
的
に
発
掘
し
な
か
つ
た
の
は
、
こ
の
事
実
が
次
オ
に
明
ら
か
に
な
つ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
南
半
部
で
明
ら
か
に
な
つ
て
い
る
こ
と
は
、
Ｂ
４

区
の
西
南
部
が
掘
り
窪
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
Ｂ
４
区
の
東
南
隅
に
径
七
五

と
入
Ｏ
糎
の
日
型
の
掘
ヶ
窪
み
の
あ
る
こ
と
、
Ｄ
４
と
Ｄ
５
区
に
か
け
て
の

東
寄
り
に
径
約

一
六
〇
糎
の
や
は
り
円
型
の
掘
り
凹
み
が
あ
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
．
こ
れ
ら
を
開
生
式
時
代
の
も
の
と
す
る
積
極
的
な
証
拠
は
全
く
存

在
し
な
い
。

北
半
都
は
包
含
層
に
お
け
る
遼
物
の
出
土
状
況
か
ら
考
え
て
、
高
い
平
壌

部
を
除
い
て
は
、
爾
生
式
時
代
の
遺
構
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

先
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
β
５
を
Ｂ
９
、
Ｃ
５
ｉ
Ｃ
９
に
か
け
て
の
、
上

面
の
ほ
ゞ
平
坦
な
高
い
部
分
の
存
在
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
こ
の
上
面
の
直

と
は
す
で
に
撥
乱
層
で
あ
る
の
で
，
果
し
て
本
来
か
ら
上
面
が
平
坦
で
あ
つ

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
西
方
は
ス
区
の
幅

一
米
の
地
域

（
発
掘

せ
ず
）
を
経
て
、
道
路
に
よ
る
切
断
面
と
な
つ
て
い
て
不
明
で
あ
る
が
、
東

部
の
発
掘
地
域
を
見
る
と
、
各
辺
は
ほ
ゞ
互
に
直
角
を
な
し
、
ま
た
、
各
辺

…
―

曽
手

事
ｔ，‥‥
―……‥
聴

■
帝
．，

Ｐ
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は
ほ
ゞ
束
西
、
南
北
の
方
向
に
合
致
し
て
い
る
。
東
辺
の
長
さ
は
約
六
米
エ

Ｏ
纏
で
あ
る
。
南
辺
に
副
つ
て
底
都
の
幅
約
二
米
の
溝
ら
し
い
も
の
が
あ
る
、。

こ
れ
が
滑
状
を
な
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
何
分
に
も
発
掘
地
域
が
限
ら

れ
て
い
る
の
で
、
確
実
に
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
溝
ら
し
い
部
分
の
西
半
に
、

上
器
大
型
片
が
密
集
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
北
辺
に
副
つ
て
、
底
都
の
幅

約
五
〇
題
の
滞
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
地
域
が
限
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
は
つ
き
り
溝
状
を
な
す
と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
ゝ
か
ら
も
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
土
器
の
大
型
片
が
密
集
し
て
発
見
さ
れ
て
い
る
。
な
お

こ
の
溝

ら
し
い
も
の
に
は
、
高
い
平
選
部
の
東
北
角
に
近
い
場
所
に
、
径
約

七
〇
経
の
日
型
の
掘
り
窪
み
が
存
在
し
て
い
る
。
東
辺
の
外
側
に
は

一
段
と

低
い
部
分
が
続
く
が
、
こ
の
低
い
部
分
は
、
も
の
２
ｉ
Ｃ
の
ト
レ
ン
チ
の
状

況
か
ら
考
え
て
、
夏
に
東
の
未
発
揮
地
域
に
及
ぷ
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
部

分
に
お
い
て
は
、
高
い
平
坦
部

の
東
辺
に
接
し
て
、
幅
約
九
〇
糎
の
わ
ず
か

な
が
ら
も

一
段
と
低
い
帯
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
特

は
南
端
に
近
ず
く
と
急
に
狭
ま
つ
て
消
え
て
し
ま
つ
て
い
る
。
こ
の
帯
の
東

の
平
坦
部
に
は
、
北
寄
り
の

一
部
分
に
幅
約
二
〇
糎
の
東
西
に
走
る
礫
の
露

呈
が
認
め
ら
れ
、
高
い
平
坦
部
の
東
南
隅
に
近
接
し
て
、
南
北
の
底
幅
約
七

〇
種
の
、
恐
ら
く
際
丸
の
短
形
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
掘
り
窪
み
の
存
在
が

注
意
さ
れ
る
。
た
ゞ
し
ド
礫
帯
に
っ
い
て
は
、
こ
の
遺
跡
地
の
地
山
の
逸
層

は
、
断
石
が
レ
ン
ズ
状
を
な
す
自
然
の
礫
帯
を
往
々
含
ん
で
い
る
の
で
、
こ

れ
が
自
然
的
な
も
の
か
、
人
為
に
よ
る
、も
の
か
は
確
完
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
礫
帯
よ
り
上
は
遺
物
包
含
層
で
あ
リ
ム
下
Ｌ
地
山
で
あ
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
人
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
も
の
Ｅ
と

Ｇ
の
ト
レ
ン
チ
は
、
主
要
発
掘
地
域
の
最
低
部
に
は
ゞ
等
し
い
深
さ
ま
で
包

含
層
で
あ
り
、
底
は
東
に
行
く
に
従
つ
て
や
ゝ
低
ま
つ
て
行
く
碩
向
を
示
す

よ
う
で
あ
る
。

柱
穴
の
存
在
に
は
注
意
し
て
発
掘
を
つ
ゞ
け
た
の
で
あ
る
が
、
確
実
に
柱

穴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
殆
ど
検
出
で
き
な
か
つ
た
。
た
ゞ
Ｂ
５
区
の
西
北

隅
よ
り
東
八
〇
極
、
西
■
Ｏ
糎
の
杭
に
平
行
す
る
ラ
イ
ン
の
交
点
で
発
見
さ
れ

た
径
約
十
五
経
、
深
さ
十
八
糎
の
や
ゝ
北
東
に
傾
斜
す
る
穴
が
、
柱
穴
で
あ
る

唯

一
の
も
の
と
言

つ
て
差
し
つ
か
え
な
い
。
　

し
か
し
前
に
も
述
べ
た
よ
う

に
ド
地
山
と
包
含
層
と
の
区
別
が
わ
か
り
に
く

ゝ
、
特
に
上
が
乾
燥
す
る
と

一
ぞ
ヶ
わ
か
り
に
く
ゝ
な
る
た
か
に
、
或
償
桂
え
が
存
在
し
て
い
て
も
検
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
も
残
つ
て
い
る
。

他
に
も
穴
は
あ
つ
た
が
、
恐
ら
く
立
本
の
根
の
腐
つ
た
後
に
残
つ
た
穴
と
考

え
る
方
が
適
当
な
も
の
で
あ
つ
た
。

発
掘
ゆ
終
了
段
階
に
お
け
る
遺
跡
の
状
況
は
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る

が
、
発
掘
区
域
が
時
間
や
労
力
そ
の
他
の
関
係
上
、
狭
く
限
ら
ざ
る
を
得
な

か
つ
た
た
め
と
、
特
に
畿
内
に
お
け
る
山
手
に
立
地
す
る
翻
生
式
時
代
の
住

居
辻
の
参
考
例
が
殆
ど
無
い
現
状
か
ら
、
こ
れ
が
如
何
な
る
性
格
の
逮
構
で

あ
る
か
を
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
発
掘
の
実
態
を
こ
ゝ
に
報
告
し
て
、
し
ば
ら
く
、
将
来
の
知
見
の
拡

大
を
待
つ
区
外
に
方
法
が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
今
の
段
階
で
は
致
し
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方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
ゞ
、
こ
れ
を
住
居
牡
つ
一
部
と
考
え
る
場
合
に
は
、
平
坦
よ
寓
い
部
分

を
主
藤
と
し
て
考
え
る
か
、
そ
の
東
側
に
な
る
低
平
社
部
分

（
こ
れ
が
更
に

発
掘
地
域
の
東
側
に
拡
つ
て
い
る
こ
と
は
と
ト
レ
ツ
チ
の
所
見
か
ら
大
体
推

定
で
き
る
）
を
主
体
と
し
て
考
え
る
か
の
二
つ
の
解
釈
が
可
能
性
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
こ
う
ｏ
前
者
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
ヽ
高

い
平
坦
部
上
に
建
集
物
が
存
在
し
，
そ
の
周
囲
に
溝
が
掘
ら
れ
て
い
た
と
推

定
で
き
る
の
で
あ
り
、
後
者
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
低
平
な
部
分
を
竪
穴

住
居
址
の
床
面
と
推
定
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
な
つ
て
、
こ
の
場
合
に

は
高
い
平
遺
部
と
の
間
に
ェ
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
更
に
任
い
帯
の
存
在
が
意

味
を
持
つ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
爾
生
式
時
代
の
住
居
址
に
お
い
て
は
、

北
九
州
地
方
で
検
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
濠
の
存
在
も
考
え
に
入
れ
る
必
要

が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
に
わ
か
に
こ
の
部
分
を
住
居
そ
の
も
の
が
存
在
し
た

部
分
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
‘
包
含
層
と
地

山
と
の
関
係
が
、
こ
の
よ
う
に
自
然
的
で
な
い
凹
凸
を
示
し
て
い
る
以
上
、

そ
こ
に
何
か
特
定
の
意
味
を
考
え
う
る
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。

遺

物

八
月
十
八
日

（本
）

午
後
～
島
上
高
校
生
を
中
心
と
し
て
一
今
回
の
発
掘
参
加
者
の
内
参
集
で

き
る
者
が
加
わ
つ
て
↓
舞
掘
地
域
の
理
め
戻
し
作
業
を
行
う
。
な
お
将
来
の

発
掘

（少
く
と
も
今
回
の
発
掘
地
域
の
東
側
は
■
都
合
の
つ
き
次
オ
、
オ
二

国
の
発
掘
を
行
い
た
い
希
望
が
あ
る
）
に
そ
な
え
て
、
試
験
的
に
表
面
に
石

灰
を
厚
く
撤
い
た
上
で
覆
上
し
、
必
要
な
時
す
ぐ
検
出
で
き
る
よ
う
に
考
慮

し
た
。
こ
れ
は
、
石
灰
が
ど
の
程
度
に
こ
う
し
た
目
的
に
役
立
つ
か
を
試
験

す
る
合
み
も
持
つ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
つ
て
、
今
回
の
発
掘
作
業
は
、　
一
応
の
と
こ
ろ
終
了
す
る
こ
と

に
な
つ
た
。

①
）
１
　
園
寿
彦

「大
阪
府
高
槻
市
出
上
の
銅

鐸

（東
大
教
番
学
部

『
古
代

研
究
オ

一
』
、
昭
和
二
八
年
十
二
月
‘
共
立
出
版
）
参
照
」
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一
一
一
、

遺

物

出
上
し
た
遺
物
は
す
べ
て
島
上
高
校
に
運
び
、
保
管
を
お
願
い
す
る
こ
と

に
な
つ
た
が
、
参
加
五
高
校
の
秋
の
文
化
祭
に
、
発
掘
の
結
果
を
発
表
す
る

こ
と
と
し
、
陳
列
方
法
、
全
体
的
な
説
明
方
法
等
に
つ
い
て
は
各
校
で
独
自

性
を
生
か
し
て
行
う
が
、
最
低
限
度
の
整
理
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
全
員
が

共
同
し
て
行
う
方
針
が
た
て
ら
れ
て
い
た
。

九
月
二
日
に
各
模
の
代
表
者
が
島
上
高
校
に
お
い
て
会
合
を
開
き
、
こ
れ

か
ら
の
整
理
方
法
に
つ
い
て
打
ち
合
せ
を
行
う
。
そ
の
結
果
、
十
月
八
日
よ

り
は
じ
ま
る
春
日
丘
高
校
の
文
化
祭
ま
で
、
土
曜
日
は
全
風
、
各
校
の
事
情

に
応
じ
登
週
の
内
更
に
各

一
日
↓
島
上
高
校
に
お
い
て
整
理
を
行

つ
て
ゆ
く

こ
と
に
し
た
。
具
体
的
な
整
理
の
内
容
は
、
土
器
の
整
理
と
復
原
．
説
明
図

の
作
製
、
写
真
及
び
ス
ラ
イ
ド
の
整
理
編
集
で
あ
る
。　
一
箇
丹
間
に
て
大
体

の
整
盤
は
終
了
し
、
各
校
の
文
化
祭
に
展
示
し
て
後
、
再
び
遺
物
の
保
管
は

一
括
し
て
島
上
高
校
に
お
願
い
し
、
そ
の
後
は
、
私
が
暇
を
見
出
し
て
は
、

で
き
る
限
り
の
整
理
や
実
測
等
を
続
け
て
来
た
。
こ
の
作
業
は
ま
だ
充
分
と

は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
整
理
の

一
応

の
結
果
で
あ
る
。

石
　
　
　
　
　
器

数
は
少
く
、
石
修
五
、
石
庖
丁
一
、
石
斧
一
で
あ
盈
。

石
鉄
は
す
べ
て
原
料
は
す
ス
カ
イ
ト
で
あ
つ
て
打
製
で
あ
る
。
内
二
本
は

三
角
形
で
柄
は
な
く
，
他
の
三
本
は
柄
を
有
す
る
。
大
き
さ
等
に
つ
い
て
は

次
表
を
見
て
い
た
ゞ
き
た
い
。

図
２
客
ッ
長
さ
　
　
幅
　
　
厚
さ
　
　
　
備

１

　

二
理

　

一
ハ

　

一Ｔ

五

（
月
〈

２
　
　
一三

　
　
一三
（
　
　
〓Ｔ
ｏ
　

（
月
〈

３
　
　
〓貢

　
　
一〓
一　
　
六
・
〇
　

〈
月
カ

４

　

霊
Ｔ

五

〓
〇
　
　
一↑

〇

〈
丹
八

５

　

≡

一　
　
二
一
　
　
一↑

〇
　

（
月
七

操
Ｔ
。
無
柄
ｏ
小
さ
い
が
相
当
精
功
な
作
り
で
あ
る
。

（
欽
は
す
べ
て
オ
四
図
参
照
）

考
Ｄ
８
区
発
見

Ｃ
ｌＯ
区
発
見

Ｃ
５
区
発
見

Ｄ
７
区
発
見

つ
８
区
発
見

（単
位

稚
）

先
端
は
叉
失
。

鏃
２
。
無
欄
。
粗
製
で
左
右
や
ゝ
不
均
等
で
は
あ
る
が
、
刀
部
は
打
ち
欠

き
が
細
か
く
、
の
こ
ぎ
り
状
を
な
し
て
い
る
。
先
端
ｋ
失
。

鏃
３
。
有
柄
ｏ
荒
い
作
り
で
は
あ
る
が
形
は
整
つ
て
い
る
。
柄
の
端
は
欠

失
。鏃

４
。
有
柄
ｏ
入
念
で
精
功
な
作
り
で
あ
つ
て
、
特
に
刀
部
の
細
か
い
打

ち
欠
き
は
美
し
い
。
柄
の
端
は
欠
矢
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

鏃
Ｓ
。
有
柄
ｏ
細
長
い
や
ゝ
特
異
な
形
を
し
て
い
る
。
相
当
に
入
念
な
作

り
で
あ
る
。
先
端
と
柄
の
端
は
欠
失
。
図
に
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
た
部
分
は
発

掘
の
際
の
代
失
部
で
あ
る
。
断
面
は
菱
形
に
近
い
ｏ

サ
ス
カ
イ
ト
の
剖
片
は
こ
の
遺
跡
に
て
相
当
多
数
発
見
さ
れ
て
い
て
、
石

業
の
製
作
は
恐
ら
く
こ
ゝ
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
そ
の
例
品

を

一
つ
だ
け
図
示
し
て
お
く
。
こ
れ
は
知
片
と
言
う
よ
り
原
石
を
打
ち
賃
い

園 日 日 日 日
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た
残
部
に
近
い
。　
´
多
数
は
も
つ
と
小
さ
い
剣
片
で
あ
る
。

（オ
四
醸
、
６
）

石
庖
丁

（力
四
図
，
７
）
。
約
二
分
の

一
以
下
の
破
片
で
あ
る
。
石
質
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
比
較
的
柔
ら
か
く
、
作
り
も
糧
で
あ
つ
て
、
刀
部
以

外
は
よ
く
磨
研
さ
れ
て
い
な
い
。
片
刀
で
は
あ
る
が
、
反
対
面
も
や
ゝ
カ
ー

プ
を
示
し
て
い
る
。　
一
孔
が

一
部
欠
失
し
な
が
ら
も
残
存
し
て
い
る
が
、
穿

孔
は
両
面
か
ら
行
わ
れ
、
裏
側
か
ら
の
穿
孔
の
方
が
い
ち
じ
る
し
い
。
入
月

二
日
主
Ｂ
５
区
の
攪
乱
層
中
よ
り
発
見
さ
れ
た
。

石
給
。

（オ
五
図
）

大
型
の
蛤
刀
石
斧
の
破
片
で
あ
る
。
惜
し
い
こ
と

に
は
刀
都
は
全
く
欠
失
し
て
い
る
。

一
面
に
は
刀
部
の
方
に
大
き
な
欠
失

（
そ
の
上
部
の
や
ゝ
小
さ
い
欠
失
は
発
掘
時
の
も
の
）
、
他
面
に
は
頭
部
に

近
く
大
き
な
欠
失

（断
面
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
そ
の

一
部
で
あ
る
）
が
あ

る
。
石
質
は
輝
緑
岩
で
あ
る
。
磨
研
は
可
成
り
入
念
で
あ
る
。
刀
部
欠
失
後
、

恐
ら
く
浩
く
迫
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ら
し
く
↓
刀
部
の
方
の
ｋ
け
あ
と
は

に
ぶ
く
な
つ
て
い
る
。
八
月
十
日
の
発
掘
終
了
の
少
し
前
に
つ
１０
区
の
遺
物

包
含
層
の
最
低
部
近
く
で
発
見
さ
れ
た
。

上
　
　
　
　
　
器

発
掘
に
当
つ
て
出
上
し
た
土
器
は
各
地
区
に
分
け
て
、
ま
た

一
日
毎
に
、

夏
に
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
層
位
を
分
け
て
、
す
べ
て
採
集
し
た
。
従

つ
て
破
片
を
含
め
れ
ば
お
び
た
ゞ
し
い
数
に
上
る
や
そ
の

一
々
く
わ
し
い
検

討
ま
で
に
は
至
つ
て
い
な
い
が
、　
一
応
す
べ
て
目
を
通
し
、
大
体
の
見
当
を

つ
け
る
こ
と
は
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
完
型
品
や
大
型
片
が
少
い
の
で

な
か
な
か
は
つ
き
り
し
な
い
が
、
今
迄
行
わ
れ
て
い
る
分
類
に
従
え
ば
オ
二

様
式
を
主
体
と
す
る
よ
う
で
か
る
。
こ
ゝ
で
は
器
形
を
或
程
度
推
定
し
う
る

も
の
を
取
り
出
し
て
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
攪
乱
層
中
よ
り
発
見
せ

ら
れ
た
須
恵
器
に
つ
い
て
は
、
代
表
的
な
も
の
だ
け
説
明
す
る
。

爾
生
式
土
器

小
型
輩

（オ
六
図
．
２
）
。
口
緑
の
だ
く

一
部
分
の
欠
失
は
あ
る
が
ほ
ゞ

完
形
で
あ
る
。
胎
と
は
砂
粒
を
相
当
含
ん
で
い
て
良
質
と
は
言
え
な
い
。
全

体
に
灰
色
が
か
つ
た
褐
色
を
呈
す
る
が
〔
外
壁
面
の
約
四
分
の

一
は
黒
色
を

呈
し
す
こ
の
黒
色
は
璧
内
に
し
み
込
み
、
相
当
部
分
に
わ
た
つ
て
内
壁
面
に

ま
で
及
ん
で
い
る
。
外
壁
面
の
上
部
三
分
つ

一
の
部
分
に
は
媒
の
附
着
が
相

当
認
か
ら
れ
、
使
用
の
際
、
火
に
当
つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
底
部
の
外

面
に
は
■
え
陰
湾
↑
広ｉ
い
窪
み
が
あ
る
ゃ
日
縁
よ
り
下

一
〇
五
羽
至
二

一
〇

Cm

力 五 図 |お 外実 測 団

∩
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纏
に
至
る
ま
で
の
部
分
は
、
内
外
壁
面
と
も
に
水
平
に
走
る
細
か
い
条
痕
が

み
と
め
り
れ
ど
れ
は
仕
上
げ
に
当

つ
て
恐
ら
く
指
又
は

「
へ
ら
」
に
て
器
形

を
と
ゝ
の
え
た
展
鱗
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
よ
り
下
の
部
分
は
外

壁
面
に
お
い
て
は
底
縁
ま
で
、
無
進
作
に
つ
け
ら
れ
た
縦
方
向
の
櫛
目
が

一

面
に
は
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
内
壁
面
は
平
滑
で
あ
つ
て
何
ら
の
痕
跡
を
も
上

め
な
い
。
上
器
作
り
の
方
法
を
う
か
ゞ
わ
せ
る
戻
跡
は
他
に
は
発
見
で
き
交

『
ろ
く
ろ
」
使
用
の
形
跡
は
な
い
。
器
高

一
一
・
七
糎
■
口
の
径

一
一
・
五

糎
、
底
の
径
四

・
二
糎
で
あ
る
。
こ
の
上
器
は
、
お
９
１
‐９
区
の
上
器
大
型

片
密
集
都
に
お
い
て
、
他
の
上
器
片
を
取
り
上
げ
て
行

つ
た
際
に
■
下
の
方

か
ら
浅
倒
し
の
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。

甕
口
縁
部
片

（オ
六
図
、
４
）
。
形
態
に
は
特
に
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
は

な
い
。胎
守
顧
誉
ｈド
砂
維
霧
含
む
．
全
体

に
明
る
い
褐
色
を
呈
す
る
。
口
縁
に
近

い
外
壁
面
の

一
部
に
い
ち
じ
る
し
い
媒
の
附
着
を
残
し
て
い
る
。
綺
目
支
は

認
め
ら
れ
な
い
。
Ｂ
９
を
‐０
の
上
器
片
密
集
部
に
て
発
見
さ
れ
た
。

甕
口
縁
部
片

（オ
六
図
、
３
）
。
口
縁
が
外

へ
折
り
曲
げ
ら
れ
て
い
る
。

胎
土
は
荒
い
砂
粒
を
含
む
。
全
体
に
や
ゝ
灰
色
が
ゝ
つ
た
褐
色
を
呈
す
る

。

外
璧
面
に
は
縦
方
向
の
太
い
櫛
目
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
媒
の
附
着
も
い
ち
じ
る

し
い
。
八
月
五
日
、
β
９
区
に
て
発
見

饗

今
↓

下
半
部

（オ
六
図
．
７
）
。
相
当
大
型
の
上
器
の
下
半
部
で
あ

る
。
土
器
の
形
は
こ
．れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
が
｛
胎
上
に
荒
い
秒
粒
の
混

入
が
著
る
し
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
恐
ら
く
密
で
あ
ろ
う
。
全
般
に
や
ゝ
褐

色
が
か
つ
た
灰
色
を
星
す
る
が
、
壁
外
面
に
は
や
ゝ
広
い
面
に
わ
た
つ
て
鼠

色
を
呈
す
る
部
分
が
あ
る
。
媒
の
附
着
を
認
め
な
い
。
こ
の
上
器
は
β
９
１

‐０
の
上
器
大
型
片
密
集
部
に
て
や
ゝ
傾
い
て
発
見
さ
れ
た
。

細
頸
霊

（オ
六
図
．
１
）
。
顕
部
か
ら
胴
の
上
半
部
に
及
ぶ
大
型
片
で
あ

り
、
口
縁
都
及
び
胴
下
部
は
欠
失
し
て
い
る
。
胎
土
は
細
砂
粒
を
含
ん
で
は

い
る
が
良
質
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
褐
色
を
塁
す
る
が
、
壁
の
外
面
の
半
ば

は
黒
色
を
里
し
、
こ
の
黒
色
は
内
部
に
し
み
込
ん
で
は
い
る
が
、
壁
の
内
面

に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
頸
部
か
ら
胴
上
部
に
か
け
て
水
平
の
櫛
目
帝
が

十
帯
施
さ
れ
て
い
る
。
各
々
の
帯
は
櫛
目
三
乃
至
七
条
の
束
よ
り
な
る
が
、

そ
の
上
下
端
の
櫛
自
が
し
ば
し
ば
消
え
た
り
し
て
い
て
粗
略
な
施
文
で
あ
る
。

上
よ
り
数
え
て
オ

一
！
五
帯
及
び
オ
八
―
十
帯
は
直
線
で
あ
り
、
オ
六
と
カ

七
帯
は
細
か
い
波
状
を
な
す
が
、
こ
の
波
状
文
も
粗
略
で
不
整
い
で
あ
り
、

直
線
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ゆ
る
く
曲
つ
た
り
し
て
い
て
丁
寧
な
施
文
と
は
言
え

な
い
。
従
つ
て
支
様
は
全
般
的
に
堕
落

・
類
型
化
の
印
象
を
与
え
る
。
壁
の

内
面
は
平
滑
で
あ
る
。
成
形
方
法
を
推
定
せ
し
め
る
痕
跡
は
発
見
で
き
な
い
。

こ
の
上
器
は
Ｂ
９
１
‐０
の
上
器
大
型
片
密
集
部
に
お
い
て
、
や
は
り
横
倒
し

の

ｉ
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。

大
型
細
顕
壷

（オ
六
殴
ｖ
６
）
。
同
む
く
顕
部
か
ら
胴
上
半
部
に
わ
た
る

大
型
片
で
あ
り
、
口
縁
部
及
び
胴
の
下
都
は
欠
失
し
て
い
る
。
胎
土
は
砂
粒

を
混
じ
て
は
い
る
が
良
質
の
粘
上
で
あ
る
。
明
る
い
褐
色
を
皇
し
、
黒
色
の

部
分
は
全
く
な
い
。
雄
成
温
度
が
他
の
上
器
よ
り
も
や
ゝ
低
い
ら
し
く
、
質
は

他
の
も
の
に
比
し
て
や
わ
ら
か
く
一
そ
の
た
め
に
支
様
も
消
え
か
け
て
い
て

口
縁
部

の
つ
ダ
い
よ
部
ひ
と
無

ゝ
ｒ
ｉ
ヽ
Ｒ
・

-18-



入
が
著

る

し
い
と

こ
ろ
か
ら
労

え
て
恐

ら
く
甕

で
ぁ
ろ
う
く
会
留

】

召

‥
孝

他
の
も
の
に
比
し
て
や
わ
ら
か
く
、
そ
の
た
め
に
支
様
も
消
え
か
け
て
い
て

不
鮮
明
で
あ
る
。
口
縁
部

に
近
い
内
壁
面
に
は
、
整
形
の
た
め
の
作
業
に
よ

る
と
思
わ
れ
る
細
か
い
平
行
の
水
平
線
が
認
め
ら
れ
る
。
文
様
は
頸
部
か
ら

胴
上
部
に
か
け
て
ほ
ど
こ
さ
れ
い
上
か
ら
言
つ
て
独
立
の
水
平
刻
線
三
本

（

そ
の
内
、
オ

一
と
オ
ニ
の
線
と
の
間
隔
は
せ
ま
い
）
、
三
繰
よ
り
な
る
水
平

の
櫛
目

一
帯
、
同
じ
く
三
線
よ
り
な
る
箱
目
の
水
平
に
走
る
鋭
い
銹
歯
文
二

帝

（
い
ず
れ
も
中
央
の
線
だ
け
が
や
ゝ
薄
い
）
で
あ
り
、
更
に
下
方
の
鋸
歯

文
の
下
に
こ
れ
に
接
し
て
平
行
の
四
線
か
ら
な
る
半
裁
の
小
判
型
文
様
が
適

当
な
間
隔
を
置
い
て
下
つ
て
い
る
。
文
様
の
施
し
方
は
相
当
に
入
念
で
あ
る

が
、
器
形

・
文
様
と
も
す
こ
な
る
大
ま
か
な
感
じ
を
与
え
る
。
こ
の
上
器
は

Ｂ
５
区
の
上
器
大
型
片
密
集
部
に
お
い
て
横
倒
し
の
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。

壺
口
縁
部

（オ
六
図
、
５
）
。
大
型
の
壷
の
口
縁
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ

け
で
は
下
部
の
形
は
わ
か
ら
な
い
。
日
縁
は
厚
く
、
そ
の
下
部
は
大
ま
か
な

波
状
を
な
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
明
る
い
褐
色
を
呈
し
、
胎
上
は
や
ゝ
大

粒
の
砂
粒
を
含
ん
で
い
る
が
良
質
で
あ
る
。
器
壁
の
外
面
の
口
縁
か
ら
約

一

極
の
と
こ
ろ
か
ら
は
、

「
へ
ら
」
に
よ
る
荒
い
掻
き
取
り
が
あ
り
、
そ
の
更

に
下
部
は
粗
か
い
縦
方
向
の
櫛
目
が
施
さ
れ
て
い
る
。
器
壁
内
面
は
ほ
ゞ
水

平
に
走
る
荒
い
櫛
目
が
あ
る
。
口
縁
の
外
側
面
の
一部
に
わ
ず
か
な
が
ら
丹

塗
り
分
痕
服
が
認
か
ら
れ
る
。
こ
の
上
器
は
β
９
１
１０
の
土
器
片
密
集
部
に

て
発
見
さ
れ
た
。

高
杯

（オ
七
醸
、
２
）
。
口
縁
部
及
び
脚
の
一
部
を
欠
失
し
て
い
る
が
、

口
縁
部
の
つ
ず
か
な
部
分
を
除
い
て
は
、
は
ゞ
全
形
を
う
か
ゞ
う
こ
と
が
で

き
る
。
胎
と
は
細
秒
粒
を
含
ん
で
い
る
が
良
質
の
粘
上
で
あ
る
。
全
般
に
灰

色
が
か
つ
た
薄
い
褐
色
を
呈
す
る
が
、
脚
の

一
部
分
の
み
は
黒
色
を
呈
し
↓

こ
の
黒
色
は
壁
内
に
し
み
込
ん
で
い
る
。
焼
き
は
爾
生
式
上
器
と
し
て
は
か

な
り
良
好
で
、
堅
い
方
で
あ
る
。
杯
部
の
下
底
に
近
い
外
壁
面
の

一
部
に
は

縦
方
向
の

「
へ
ら
」
け
ず
り
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
恐
ら
く
脚
を
つ
け
た
後

の
形
を
整
え
る
た
め
の
作
業
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
杯
は
や
ゝ
傾
い

て
い
て
、
全
体
の
形
は
不
整
形
に
な
つ
て
い
る
。
杯
部
に

一
孔
が
あ
る
。
こ

の
孔
は
内
側
か
ら
指
で
押
し
開
け
た
感
じ
の
も
の
で
，
勿
論
、
焼
く
前
に
開

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
縦
に
つ
け
ら
れ
た
把
手
の
外
れ
た
跡
で
あ

ろ
う
。
こ
の
上
器
は
、
八
月
五
日
に
発
掘
地
域
の
北
側
の
畑
地
で
表
面
採
集

を
行

つ
た
時
に
得
た
も
の
で
あ
る
。

小
高
杯

（力
七
図
、
１
）
。
上
部
は
欠
失
し
て
い
る
。
胎
土
は
細
秒
粒
を

混
じ
て
い
る
が
良
質
の
粘
上
で
あ
る
。
全
般
に
灰
色
が
か
つ
た
薄
い
褐
色
を

塁
す
る
が
、
脚
下
都
の

一
部
は
黒
色
を
呈
し
、
こ
の
黒
色
は
壁
の
中
心
に
ま

で
し
み
込
ん
で
い
る
。
焼
成
温
度
は
比
較
的
低
か
つ
た
ら
し
く
、
質
は
や
わ

ら
か
い
。
脚
下
部
の
内
壁
は

「
へ
ら
」
状
の
も
の
に
よ
つ
て
水
平
に
け
ず
り

取
つ
た
跡
が
あ
る
。
杯
都
と
脚
都
と
の
境
目
の
あ
た
り
の
外
壁
面
に

一
条
の

深
い
刻
線
が
あ
り
、
器
の
周
囲
を
ほ
ゞ
三
廻
り
し
て
い
る

（図
で
は
平
行
す

る
三
本
の
刻
線
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は

一
本
が
三
廻
り
し
て
い
る
の
で

あ
る
）
。
Λ
月
二
日
、
２
２
区
に
て
発
見
さ
れ
た
。
す
ぐ
近
く
に
次
に
述
べ
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る
器
議
が
存
在
し
て
い
た
。

器
蓋

（オ
七
捌
、
５
）
。
完
形
で
あ
る
。

割
り
合
い
大
柱
の
砂
粒
を
含
ん
で
い
て
、
胎

土
は
上
質
と
は
言
え
な
い
。
焼
き
が
悪
く
、

非
常
に
も
ろ
い
。
全
設
に
明
る
い
褐
色
を
里

す
る
が
、
裏
面
の

一
部

の
み
黒
色
で
、
こ
の

黒
色
は
壁
の
中
央
ま
で
し
み
込
ん
で
い
る
。

対
漿
の
位
霞
に
二
個
ず
つ
．
計
四
個
の
孔
が

あ
る
。
全
体
に
や
ゝ
不
整
形
で
あ
る
。
八
月

二
日
、
前
述
の
小
高
杯
の
近
く
で
裏
向
き
の

状
態
で
発
見
さ
れ
た
。

器
底
片

（オ
七
図
、
４
）
。
上
部
の
形
は

不
明
で
あ
る
。
胎
土
は
細
秒
粒
を
混
え
る
が

良
質
の
粘
上
。
全
般
的
に
は
灰
色
が
か
つ
た

薄
い
褐
色
を
塁
す
る
が
卜　
一
部
の
壁
外
面
に

黒
色
に
近
い
鼠
色
の
広
い
部
分
が
あ
り
、
こ

の
色
は
壁
の
中
心
ま
で
く
ら
い
し
み
込
ん
で

い
馬
。
器
底
の
中
心
よ
り
も
や
ゝ
偏
し
て

一

孔
が
あ
る
。
焼
成
後
に
上
下
両
面
か
ら
穿
孔

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
面
か
ら
の
方
が
大

き
い
。
器
具
を
回
転
さ
せ
て
穿
孔
し
た
こ
と

/  /  ・

土 忍 実測 図 (工 )
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亀

い

ｔ

彗

環

を

臣

璃

遭

増

て
箋

Ｔ

ｌ

女

Ｅ

Ｅ

卜
明
歩
肝
で
あ
り
ヽ
区
が
つ
い
て
い
な
ｏ
こ
の
孔
は
、
こ
の
上
器
が
聰
パ
穀

物
を
蒸
す
た
め
の
上
器
で
、
今
の

「せ
い
ろ
」
の
役
割
ヶ
を
す
る
も
の
）
と

し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
せ
る
。
底
部
の
外
面
に
は
靱
の

圧
痕
ら
し
い
も
の
が
三
つ
認
め
ら
れ
る
０
こ
の
上
器
は
八
月
九
日
に
Ｂ
９
区

の
純
粋
な
硝
生
式
時
代
の
包
含
層
か
ち
発
見
さ
れ
た
。

以
上
が
爾
生
式
土
器
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
後
世
の
撓
乱
が
何
時

の
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
点
の
指
標

と
し
て
、
須
恵
器

の
代
表
的
な

一
片

を
つ
け
加
え
て
お

こ
う

（汁
八
図
）
ｏ

こ
れ
は
、
糸
底
の

あ
る
と
器
下
半
部

で
あ
る
。
質
は
須

恵
器
と
し
て
は
あ

ま
り
固
く
な
い
。

う
す
い
鼠
色
を
塁

す
る
が
、
登
外
表

面
は
黒
色
で
や
ゝ

光
沢
が
あ
る
。
一面

に

「
ろ
く
る
」
使
用
の
痕
跡
ら
し
い
た
平
の
細
線
が
認
め
ら
れ
る
が
、
器
形

は
あ
ま
り
整
こ
と
は
言
え
な
い
。
と
の
よ
う
な
土
器
の
研
究
が
ま
だ
あ
ま
り

進
ん
で
い
な
い
の
で
、
厳
密
な
時
代
考
定
を
試
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、

参
考
と
し
て
こ
ゝ
に
紹
介
し
、
後
考
を
待
ち
た
い
。

以
上
の
露
生
式
上
器
の
代
表
的
な
も
め
に
よ
つ
て
分
る
よ
う
に
，
土
器
の

主
要
な
も
の
は
オ
ニ
様
式
で
あ
つ
て
与
少
数
の
オ
四
様
式
が
混
し
て
い
る
程

度
で
あ
る
０
こ
ゝ
か
ら
、
恐
ら
く
本
遺
跡
は
部
分
に
よ
つ
て
や
ゝ
時
代
の
異

る
土
器
を
出
土
す
る
の
で
は
な
い
か
セ
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
革
今
後
の
調
査

に
よ
つ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
潤
題
点
で
あ
る
。

力 入 図 須鼠 碁 案 洟
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四
、

あ

と

が

き

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
発
掘
は
、
こ
の
広
い
遺
跡
の
ご
く

一

部
分
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
つ
た
が
、
今
ま
で
資
料
の
少
い
爾
生
式

時
代
の
住
居
址
に
対
し
て
、
充
分
な
意
味
づ
け
は
今
の
段
階
に
お
い
て
は
不

可
能
と
は
言
う
も
つ
の

一
つ
の
資
料
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
又
、
遺

物
の
項
の
最
終
の
と
こ
ろ
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
遺
跡
の
年
代
に
関
す
る

知
見
を
確
実
に
す
る

一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
ｏ
更
に
重
要
な
こ
と

は
、
高
校
生
諸
君
を
中
心
と
す
る
新
し
い
態
勢
に
よ
る
発
掘
の
可
能
性
を
実

証
す
る
こ
と
に
な
り
、
郷
上
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
今
後
の
運
動
に
貴
重

な
経
験
を
加
え
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
ゝ
に
私
が
そ
の
成
果
を
ま
と
め
る

形
に
は
な
つ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
仕
事
は
三
島
郷
土
史
研
究
会
に
属
す
る
諸

先
生
と
生
徒
諸
君
、
暖
い
御
援
助
を
賜
わ
つ
た
高
槻
市
当
局
の
方
々
、
あ
ら

ゆ
る
面
で
絢
協
力
下
さ
つ
た
郷
上
の
方
々
の
も
の
で
あ
り
、
私
は
単
に
報
告

を
ま
と
め
る
こ
と
を
担
当
さ
せ
て
い
た
ゞ
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
紙
数
の
都
合

上
、
非
常
な
数
に
及
ぶ
こ
れ
ら
の
方
々
の
お
名
前
は
こ
ゝ
に
挙
げ
さ
せ
て
い

た
ゞ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
仕
事
は
こ
れ

‐
ら
の
方
々
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
重
ね
て
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
　
　
　
ヤ

爾
生
式
時
代
と
い
う
時
代
は
、
日
本
の
純
粋
の
原
始
社
会
で
あ
る
縄
支
式

時
代
か
ら
、古
代
国
家
の
成
立
ま
で
の
間
に
介
在
す
る
変
革
の
持
代
で
あ
つ
て
、

そ
の
内
部
に
お
け
る
歴
史
の
発
展
が
、
後
の
日
本
の
歴
史
の
歩
み
秦
大
き
く

方
向
ず
け
た
極
め
て
重
雰
な
時
代
で
あ
る
。
し
か
も
．
こ
の
時
代
に
つ
い
て

の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
不
充
分
く
、
解
明
す
べ
き
多
く
の
問
題
恭
残
し
て
い
る
。

こ
う
い
つ
た
点
か
ら
も
、
こ
の
遺
跡
の
重
要
性
を
皆
様
が
認
識
し
て
下
さ
つ

て
、
将
来
の
保
存
、
研
究
に
御
協
力
下
さ
る
こ
と
を
お
願
い
し
て
こ
の
報
告

を
終
ら
せ
て
い
た
ゞ
く
こ
と
と
す
る
。
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♂
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あ

と

が

き

昭
和
三
十
年
八
月

一
日
か
ら
十
日
間
０
一島
郷
上
史
研
究
会
が
高
槻
市
北
部
の
天
神
山
で
爾
生
式
住
居
辻
の
発
掘
作
業
を
行
っ
た
時
の
調
査
報
告
が
本
書

で
か
り
ま
す
ｏ
そ
の
作
業
、
調
査
状
態
に
つ
い
て
は
詳
し
く
本
文
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
御
座
い
ま
す
が
こ
の
事
業
の
、
企
画
、
現
地
指
導
、
調
査
等

総
て
の
問
題
を
総
裁
し
で
い
た
ゞ
い
た
の
が
、
東
淀
川
高
校
教
諭
Ｌ
藤
沢
長
治
氏
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
事
后
、
高
槻
市
教
育
委
員
会
は
藤
沢
氏
に
そ
の

調
査
報
告
書
の
作
成
を
お
願
い
た
し
た
次
オ
で
あ
り
ま
す
。
高
槻
市
は
之
よ
り
前
、
数
年
前
か
ら
市
史
編
纂
ゆ
意
図
を
持
ち
、
市
政
委
内
に
市
史
編
纂
委

員
会
を
設
置
し
、
之
が
調
査
、
編
纂
に
当
つ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
高
槻
市
史
の
著
明
な
、
二
大
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
古
代
の
爾
生
式
文

化
の
時
期
と
近
世
初
期
の
キ
リ
ン
タ
ン
興
隆
期
と
で
あ
り
ま
す
。
後
者
は
暫
く
措
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
考
え
て
見
ま
す
の
に
、
既
に
昭
和
三
年
、
京
都

大
学
農
学
部
摂
津
農
場
の
内
に

「爾
生
式
文
化
、
安
間
遺
跡
」
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。
今
魔
の

「天
神
山
爾
生
式
遺
跡
の
発
掘
」
は
こ
れ
に
連
る
も
の
で
、

当
市
と
い
た
し
ま
し
て
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
御
座
い
ま
す
。
依
つ
て
、
市
教
委
は
市
史
編
纂
委
員
会
を
通
じ
、
三
島
郷
土
史
研
究
会
の

こ
の
事
業
に
協
力
し
、
ユ
之
が
事
後
処
理
と
し
て
、
当
報
告
を
発
刊
い
た
す
こ
と
に
い
た
し
た
次
オ
で
御
座
い
ま
す
。
こ
の
作
業
に
炎
暑
の
下
、
連
日
の

努
力
を
い
た
さ
れ
ま
し
た
吹
田
、
茨
本
、
春
日
丘
、
島
上
、
浪
工
の
各
高
等
学
校
生
徒
諸
君
及
三
島
郷
土
史
研
究
会
諸
賢
の
御
労
者
、
別
し
て
、
之
が
御

指
導
と
尚
か
ゝ
る
精
密
な
調
査
報
告
書
を
執
筆
さ
れ
ま
ｔ
た
藤
沢
長
治
氏
に
深
大
な
謝
意
を
捧
げ
る
次
オ
で
御
座
い
ま
す
。

最
後
に
い
つ
も
な
が
ら
、
か
ゝ
る
事
業
に
絶
え
ず
御
指
導
を
い
た
ゞ
い
て
い
る
当
市
教
育
委
員
各
位
、
事
務
局
各
位
、
及
び
御
援
助
を
い
た
ゞ
い
て
い

る
市
当
局
に
買
め
て
御
礼
申
上
げ
ま
す
。

尚
今
後
共
■
市
史
編
纂
事
業
に
対
す
る
温
い
御
協
力
を
市
民
各
位
に
希
う
次
オ
で
御
座
い
ま
す
。

昭
和
三
十

一
年
孟
夏
の
一
日

高
槻
市
史
編
纂
委
員
会
に
て

天
　
　
　
　
　
野
　
　
　
　
　
高
　
　
　
　
　
信
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川
　
隆
　
平

高

機

市

史
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委

員

会
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年
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