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一
、
古
墳

の
所
在

と
発
見

の
動
機

こ
の
古
墳
の
あ
る
所
は
有
名
な
元
亀
三
年
二
月
四
日
に
島
津
、
伊
束
の
両
軍
が

決
戦
を
行
な

っ
た
木
崎
原
の
上
に
当
る
台
地
で
、
現
在
は
畑
と
な

っ
て
い
る
。

正
確
に
は
西
諸
県
郡
飯
野
町
大
字
上
江
字
小
木
原
の
二
、
三

一
八
番
地
荻
原
隆
義

氏
所
有
の
畑
で
、
道
路
よ
り
荻
原
氏
宅
に
入
る
道
の
左
側

（西
側
）
の
畑
の
ほ
ぼ

中
央
に
当
る
と
こ
ろ
で
、
今
年

（
昭
和
四
〇
年
）
五
月
初
め
ご
ろ
、
荻
原
氏
が
耕

作
中
、工
穴
が
開
い
た
の
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
直
ち
に
同
町
公
民
館
よ
り
県
教

育
委
員
会
社
会
教
育
課
に
報
告
さ
れ
調
査
を
依
頼
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
五
月
十

一
日
同
町
に
出
張
、
公
民
館
長
そ
の
他
の
人
々
の
案
内
で
現
地

を
調
査
し
た
が
、
発
見
さ
れ
た
古
墳
は
二
基
で
、
何
れ
も
地
下
式
古
墳
で
あ
り
そ

の
状
況
は
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

二
、
古

墳

の

状

態

最
初
に
発
見
さ
れ
た
も
の
を
Ａ
墳
と
仮
称
し
、
後
に
見
出
さ
れ
た
も
の
を
Ｂ
墳

と
仮
称
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ｌ

Ａ

墳

の

状

態

畑
に
は
ま
だ
何
も
植
え
て
な
く
、
績
え
る
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
畑

の
殆
ん
ど
中
央
に
竹
を
曲
げ
て
半
円
形
に
し
た
と
こ
ろ
が
穴
の
あ
い
て
い
る
場
所

で
あ

っ
た
。

石

恒

太

良Б

薄
い
黒
色
の
表
上
を
除
く
と
、
こ
の
地
方
で
ヘ
ラ
石
と
呼
ん
で
い
る
褐
色
の
扁

た
い
石
四
枚
が
穴
の
蓋
を
な
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
周
囲
を
見
る
に
こ
の
議
肩

は
ロ
ー
ム
質
の
責
土
層
を
掘

っ
て
置
か
れ
て
い
た
。
石
を
取
り
去
る
と
ポ

ッ
カ
リ

と
竪
穴
が
開
い
た
。
竪
穴
は
ロ
ー
ム
層
の
下
層
を
な
し
て
い
る
赤
褐
色
の
粘
土
質

土
層
に
設
け
ら
れ
、
東
西
五
〇
極
、
前
北
四
〇
糎
の
や
ゝ
長
方
形
で
、
深
さ
は

一

米
二
〇
糎
で
あ

っ
た
。
蓋
石
が
不
完
全
な
た
め
穴
が
あ
い
て
い
た
程
で
あ
る
か
ら

黒
色
の
表
上
が
流
れ
込
ん
で
深
さ
六
〇
糎
ぐ
ら
い
堆
積
し
て
い
た
。

墜
穴
が
普
通
の
地
下
式
古
墳
よ
り
小
さ
い
の
で
、
作
美
は
困
難
で
あ

っ
た
。
穴

が
狭
い
の
で
ス
コ
ッ
プ
の
柄
が
間
え
て
掘
れ
な
い
た
め
竪
穴
の
東
虻
を
掘
り
拡
げ

た
。墜

穴
の
底
か
ら
西
方
に
横
穴
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
も
黒
い
表
土
が

一

杯
堆
横
し
て
お
り
、
先
日
の
雨
で
ジ
ク
ジ
ク
に
湿

っ
て
お
り
調
査
は
困
難
を
柾
め

た
。横

穴
の
構
造
は
図
版
に
示
す
ご
と
く
市
穴
は
束
を
国
に
し
て
西
方
に
掘
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
構
造
は
甚
だ
変

っ
て
い
る
。
玄
宅
と
羨
道
が
あ
る
が
、
羨
道
と
見
る

べ
き
部
分
は
竪
穴
に
続
く
幅
四
〇
糎
、
奥
行
二
〇
糎
の
部
分
で
、
こ
の
羨
道
の
南

側
の
端
か
ら
南
方
に
八
〇
糎
広
く
な
り
玄
室
を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
羨
道
の
北

側
の
旺
は
そ
の
ま
ま
西
方
に
伸
び
て
六
〇
糎
伸
び
た
と
こ
ろ
か
ら
北
方
に
四
五
糎

拡
が

っ
て
い
た
。
従

っ
て
玄
室
の
南
北
の
長
さ
は
羨
道
の
幅
四
〇
糎
を
加
え
て

一

す
み
ま

る
ほ
う
け

い

米
六
五
糎
で
あ
る
。
そ
し
て
玄
室
は
角
円
方
形
を
な
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
玄
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く

ｒ
ｌ

ｌ

頭
蓋
骨
　
　
　
隆

骨

③

　

ν

玄
　
　
　
　
宣

室
は
平
而
的
に
は
南
壁
が
北
壁
よ
り
広
い
の
で
あ
る
。

羨
道
の
入
口
の
高
さ
は
七
〇
糎
で
、
玄
室
の
天
丼
も
こ
の
高
さ
で
あ
る
が
、
中

央
附
近
で
急
に
高
く
な
り
、
中
央
は
高
さ

一
米
と
な
る
。

そ
し
て
こ
の
古
墳
か
ら
は
何
ら
の
道
物
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
ｃ

２
　
Ｂ
　
墳
　
の
　
状
　
態

こ
の
古
墳
か
ら
南
東
に
約

一
〇
米
距
た

っ
た
所
に
叉
数
枚
の
石
組
の
あ
る
所
が

見
出
さ
れ
た
。
構
造
は
前
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

蓋
石
は
ロ
ー
ム
層
に
掘
り
込
ま
れ
て
お
り
、
石
を
除
く
と
堅
穴
が
ポ

ッ
カ
リ
と

開
い
た
ｃ
し
か
も
今
度
は
蓋
石
が
多
か

っ
た
た

め
か
黒
い
表

上
の
堆
積

が
少
な

く
、
横
穴
の
中
ま
で
覗
き
見
ら
れ
、
横
穴
の
中
に
は
刀
ら
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
た
。

竪
穴
は
同
じ
く
赤
褐
色
土
層
に
掘
ら
れ
て
お
り
、
穴
の
大
き
さ
は
幅
四
〇
糎
、

長
さ
五
八
糎
の
長
方
形
で
東
西
に
長
く
、
そ
の
方
位
は
Ａ
墳
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ

ＺＯ
。堅

穴
の
底
か
ら
横
穴
を
西
方
に
掘

っ
て
い
る
が
、
堅
穴
の
延
長
に
幅
四
〇
極
、

長
さ
三
〇
糎
の
茨
迪
が
あ
り
、
玄
室
は
南
北
に
対
称
的
に
拡
が
り
、
前
北
二
米
、

束
西

一
米
四
〇
糎
の
角
円
方
形
を
な
し
て
い
た
ご

羨
道
入
日
の
高
さ
は
八
〇
獅
で
あ

っ
た
が
、
底
部
は
羨
道
か
ら

一
〇
糎
低
く
な

っ
て
い
た
ｃ
し
か
も
天
丼
は
茨
道
も
玄
窒
も
同
じ
高
さ
で
あ

っ
た
ｃ
従

っ
て
天
丼

２
尚
さ
は
九
〇
糎
で
あ

っ
た
ｃ

玄
室
を
見
る
に
、
前
に
上
か
ら
覗
い
た
と
き
、
刀
の
よ
う
に
見
え
た
の
は
竹
を

剣
い
だ
も
の
で
、
そ
れ
が
二
本
と
釣
樺
の
よ
う
な
竹
の
折
れ
が
五
、
六
本
入

っ
て

い
た
ｃ
し
か
も
こ
の
竹
は
折
れ
口
を
接
す
れ
ば

一
本
の
竿
と
な

っ
た
。

こ
の
地
方
の
古
墳
を
詳
し
く
調
べ
て
い
る
と
い
う
木
崎
原
操
氏
の
語
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
古
墳
は
嘗
て
子
供
た
ち
が
棒
で
つ
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
が
、
確
か
に
つ
つ
い
た
棒
切
れ
は
残

っ
て
い
た
。

初
め
竪
穴
の
底
の
堆
土
を
除
い
た
と
き
、
そ
の
上
の
中
に
小
さ
い
多
数
の
骨
片
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と
日
歯

一
本
が
見
出
さ
れ
た
。
竪
穴
に
人
を
葬
る
筈
は
な
い
か
ら
不
審
に
思

っ
た

の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
そ
の
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
子
供
は
単

に
竹
で
つ
つ
い
た
程
度
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

玄
室
の
や
ゝ
中
央
北
寄
り
に
頭
蓋
骨
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
南
方
四
〇
糎
ぐ
ら
い

の
所
に
睡
骨
片
二
片
が
あ
り
、
こ
の
附
近
に
は
小
さ
く
砕
け
た
骨
片
が
無
数
に
散

乱
し
、
さ
ら
に
西
方
の
壁
に
接
し
た
北
壁
に
近
い
所
に
下
顎
骨
の
半
片
が
あ
り
、

こ
れ
に
は
歯
が
自
歯
か
ら
四
歯
ま
で
つ
い
て
い
る
が
、
歯
は
み
な
先
端
が
平
た
く

磨
滅
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
見
れ
ば
、
こ
ゝ
に
葬
ら
れ
て
い
た
人
は
可
な
り

の
老
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
骨
片
が
散
乱
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
古
墳
が
嘗
て
荒
ら
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
、
こ
れ
ら
盗
掘
者
の
興
味
を
ひ
か
な

か

っ
た
頭
蓋
骨
や
顎
骨
が
北
寄
り
に
あ
り
、
睡
骨
が
南
に
在

っ
た
こ
と
は
、
こ
の

人
が
頭
を
北
に
足
を
南
に
し
て
葬
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
骨
片
以
外
に
は
何
ら
の
遺
物
も
な
か

っ
た
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
前

に
荒
ら
さ
れ
た
時
に
持
ち
去
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、

竪
穴
の
蓋
石
が
立
派
に
し
て
あ

っ
た
こ
と
と
併
せ
考
え
れ
ば
子
供
の
仕
業
と
い
う

よ
り
は
盗
掘
者
の
所
行
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

３
　
両
古
墳
の
特
徴
と
年
代

こ
の
両
古
墳
は
大
体
に
お
い
て
こ
の
地
方
の
地
下
式
古
墳
の

一
般
的
な
も
の
で

あ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
の
特
徴
は
種
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
最
も
目
立

つ
点
は
竪
穴

が
非
常
に
小
さ
い
こ
と
、
羨
道
が
極
め
て
短
か
い
こ
と
、
お
よ
び
蓋
石
を
竪
穴
の

上
に
し
て
い
る
こ
と
の
三
点
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

地
下
式
古
墳
と
い
う
も
の
は
南
九
州
の
特
異
な
墓
制
で
、
日
向
で
も
西
部
原

（

西
都
市
）
以
南
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
普
通
の
地
下
式
古
墳
に
お
い
て
は
、

竪
穴
は
非
常
に
大
き
く
小
さ
く
て
も
二
米
四
方
位
い
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
だ

か
ら
竪
穴
は
玄
室
よ
り
小
さ
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
実
際
に
そ
れ
位
い
け
れ

ば
、
棺
に
入

っ
た
屍
体
を
玄
室
に
葬
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
長
さ
五
〇
糎
、
幅

四
〇
糎
の
竪
穴
か
ら
棺
に
入

っ
た
屍
体
を
玄
室
に
葬
る
こ
と
は
姶
ん
ど
不
可
能
に

近
い
。
だ
か
ら
恐
ら
く
こ
の
古
墳
で
は
屍
体
は
棺
に
入
れ
ず
に
葬

っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
羨
道
が
短
か
く
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

横
穴
古
墳
に
お
い
て
も
羨
道
が
短
か
く
、
或
い
は
殆
ん
ど
羨
道
の
な
い
も
の
は

時
代
の
降
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
地
下
式
に
も
当
て
は
ま
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

次
ぎ
に
蓋
石
を
竪
穴
の
上
に
被
せ

て
い
る
こ
と
も
こ
ゝ
の
古
墳
の
特
徴
で
あ

る
。
普
通
の
地
下
式
古
墳
で
は
、
羨
道
の
入
口
を
石
で
家
い
で
竪
穴
の
部
分
は
埋

め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
卜
の
古
墳
は
羨
道
の
入
口
に
は
蓋
を
せ

ず
、
曜
穴
も
埋
め
ず
竪
穴
の
上
に
石
で
蓋
を
し
て
い
る
の
は
大
変
な
特
徴
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
何
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
ｃ

竪
穴
を
埋
め
ず
、
そ
の
上
に
余
り
大
き
く
な
い
石
で
蓋
を
し
て
い
る
の
は
、
堅

穴
を
ま
た
使
用
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
現
在
飯
野
町
公
民
館
に
保
存

さ
れ
て
い
る
三
振
の
鉄
製
直
刀
は
、
こ
の
東
側
の
畑
か
ら
出
た
と
い
う
こ
と
で
、

木
崎
原
操
氏
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
も
同
じ
よ
う
な
古
墳
で
、　
一
方
の

壁
に
刀
三
振
を
斜
め
に
立
て
か
け
、
そ
の
側
の
壁
に
は
唯
骨
四
本
を
同
じ
よ
う
に

立
て
か
け
て
中
に
人
骨
が
あ
り
、
前
に
あ

つ
た
骨
を
整
理
し
て
次
の
屍
体
を
葬

っ

た
よ
う
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
次
の
屍
体
を
葬
る
の
に

便
利
な
よ
う
に
竪
穴
を
埋
め
ず
に
置
い
た
も
の
と
す
れ
ば
こ
れ
が
了
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
ま
た
、
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の
古
墳
の
作
ら
れ
た
時
代
を
も

示
唆
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
堅
穴
が
小
さ
い
こ
と
も
、
蓋
を
し
て
保
存
す
る
に
便

利
な
た
め
で
、
普
通
の
地
下
式
の
よ
う
に
竪
穴
が
大
き
く
て
は
蓋
が
で
き
な
い
か

ら
、
死
者
が
あ
る
度
に
地
下
式
古
墳
を
造
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
便

を
避
け
る
に
は
竪
穴
を
小
さ
く
し
て
、
こ
れ
に
蓋
を
し
て
温
存
し
、
次
の
死
者
が

生
じ
た
と
き
石
蓋

を
開
き
、
前
の
骨
を
整
理
し

て
葬
れ
一ば
簡
単
で
あ
る
。
し
か
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し
、
こ
の
こ
と
は
、
古
墳
を
造

っ
て
盛
葬
す
る
熱
意
が
す
で
に
冷
却
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、
遺
物
が
無
い
の
で
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

古
墳
時
代
後
期
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
ｃ

三
、

周

囲

‐
の

状

況

こ
の
地
下
式
古
墳
の
あ
る
台
地
は
集
団
墓
地
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
Ａ

・

Ｂ
両
墳
の
あ
る
畑
の
西
側
に
は
畑
を
開
い
た
時
に
切
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
盛
上
の

小
形
古
墳
の

一
部
が
残

っ
て
お
り
、
ま
た
東
北
隅
に
も
盛
土
墳
の

一
部
が
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
畑
の
南

方
道
路
を
距
て

た
南
側
の
畑
に

は
盛
土
墳
が

一
基
残

っ
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
の
地
方
に
は
多
数
の
古
墳
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
宮
崎
県
古
損
台
帳
」
に
記
す
飯
野
町
の
県
指
定
古
墳
は
十
八
基
で
、
こ
の
う

ち
円
墳
が
五
基
、
他
は
地
下
式
古
墳
で
あ
る
。
そ
の
字
別
内
訳
は
建
山
（円
墳

一
、

地
下
式
五
）
小
木
原

（円
墳

一
）
鳥
越

（円
墳
二
、
地
下
式

一
）
遠
目
塚

（円
墳

一
）
中
柵

（地
下
式
七
）
で
あ
る
。

し
か
る
に
同
町
の
前
記
木
崎
原
操
氏
が
確
め
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に

な

っ
て
い
る
。

小
本
原
古
墳
郡
発
見
場
所

県
指
定
の
小
木
原
の

一
基
の
円
墳
は
、
前
に
記
し
た
こ
の
両
墳
の
南
方
に
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
地
下
式
は
全
然
指
定
し
て
な
い
小
木
原
部
落
に
、
こ
の
如

く
な
お
七
九
基
が
存
す
る
わ
け
で
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
荻
原
隆
義
氏
所
有

の
宅
地
で
三
二
基
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
こ
の
二
墳

（Ａ
Ｂ
）
を
除
い
て
二
〇
基

で
あ
り
、
多
く
は
こ
の
両
墳
の
あ
る
畑
と
そ
の
東
側
の
麦
の
作

っ
て
あ
る
畑
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
土
地
が
集
団
墓
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

従

っ
て
今
後
も
耕
作
の
間
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ

の
都
度
報
告
す
る
よ
う
依
頼
し
、
Ａ
Ｂ
両
墳
は
耕
作
に
差
間
え
る
の
で
埋
め
戻
し

て
帰

っ
た
。

永 新 谷 吉 縞 赤 蕨 蕨 蕨 谷 赤 久 荻 富 富 吉

瀬  字   瀬 木

HJ原 口 田 瀬 川 八  口 川 元 原 田 睡1日

人

市「 佑:留 宗 退 親 清 共 清 忠 親

衛    有

隆 哲

市 吉 功 門 吉 俊 助 地 助 男 俊 強 義 夫 繰 貞

ク //″ ″ ク ″ 夷H ク ″ ″ ク ク ″ ク 宅
地

宅 一 二 三 二 五 三 二 三 二

の 反 二 三 二 三 二 四 四 三

後 四 六 〇
一 一 一 一 一 二

ろ 畝 五 九 二 七 八 三 三 八

の     の 番
一      イ 地

基
　
数

一　
地
　
　
　
主
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木

城

村

遣

跡

調

査

報

告

書

児
湯
郡
木
戎
村
教
育
委
員
会
よ
り
同
村
岩
戸
原
の
上
方
日
子
神
社
附
近
の
山
を

開
い
た
時
多
く
の
石
瀑
土
器
等
が
発
見
狛
れ
た
と
い
っ
て
そ
の

一
部
を
持
参
し
て

調
査
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
昭
ｍ
四
十
年
十

一
月
十
八
日
同
村
に
行
き
現
地
を
調

査
し
た
。

班
場
は
日
子
神
社
下
の
開
拓
地
で
、
神
社
の
す
ぐ
下
の
元
別
当
寺
が
あ

っ
た
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
下
の
方
の
山
の
傾
斜
地
を
段
々
畑
に
し
て
牧
車
地
と
す
る
計
画

で
、
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
を
も

っ
て
整
地
し
た
も
の
で
、
こ
の
地
の
高
さ
は
標
高

一
二

〇
米
位
い
で
あ
る
が
、
眺
里
す
こ
ぶ
る
よ
く
山
狭
を
縫
う
て
流
る
る
小
丸
川
や
海

は
も
ち
ろ
ん
、
遠
く
束
児
湯

一
科
を
眼
下
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
子
神
社
に

つ
い
て
は

「
日
向
地
誌
」
に
、
高
城
村
の
部
に
、

「
日
子
神
社

村
社
岩
戸
ノ
西
北
隅

ニ
ア
リ
社
地
広
八
畝
九
歩
壇
晩
杵
尊
ヲ
祭

ル
例
祭

ハ
旧

暦
九
月
二
十
九
ロ
ナ
リ
シ
カ
明
治
六
年
癸
酉
以
来

ハ
一
定
セ
ス
」
と
あ
る
。

従

っ
て
祭
神
は
晩
壌
杵
尊
で
、
嘗
て
村
で
は
祭
典
を
盛
大
に
し
た
ら
し
く
、
参

道
に
桜
樹
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
る
ぉ
御
神
体
と
し
て
銃
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
峰
が
巣
を
造

っ
て
い
て
開
く
こ
と
は
危
険
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
拝

観
す
る
こ
と
は
や
め
た
。

一
、
寺

屋
敷

鮒

近

の
遺
跡

別
囁
寺
が
あ

っ
た
と
い
う
所
の
附
近
か
ら
賄
器
の
破
片
が
多
く
見
出
さ
れ
て
い

た
の
で
、
こ
こ
を
調
べ
た
が
、
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
で
整
地
し
て
牧
車
を
植
え
て
い
る

石

恒

太

良Б

赤
土
の
上
に
点
々
と

土
恭
の
破
片
が

故
在
し
て
い
た
。
こ
の
山
の
上
は
赤
例
色

で
、
上
に
極
め
て
薄
く
腐
植
土
が
蔽

っ
て
い
る
が
、
赤
偶
色
と
い
っ
て
も
所
に
よ

っ
て
は
朱
色
を
呈
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
１，
、
速
く
腿
め
て
も
赤
い
土
色
が
特
色

を
示
し
て
い
る
。

土
器
片
を
探
す
う
ち
、
山
を
切
イ，
下
げ
て
い
る
断
面
に
木
陵
片
と
土
粋
片
と
を

合
ん
で
い
る
黒
い
部
分
の
あ
る
の
を
認
め
、
さ
ら
に
そ
の
面
を
削
り
取

っ
て
み
る

と
、
東
と
西
に
柱
穴

（
ピ

ッ
ト
）
と
思
わ
れ
る
も
の
が
二
つ
あ
る
の
を
認
め
た
Ｌ

西
側
の
ピ

ッ
ト
は
直
径
三
〇
糎
、
深
さ

五
〇
糎
、
東

側
の
ビ

ッ
ト

は
直
径
三
●

糎
、
深
さ

一
米
で
、
こ
の
両
ビ

ッ
ト
の
肺
離
は
四
米
二
〇
糎
で
あ

っ
た
ｃ
こ
れ
が

嘗
て
の
床
面
と
思
わ
れ
、
土
恭
片
や
木
炭
粉
が
こ
の
ｌｒｌｉ
に
あ

っ
た
こ
そ
し
て
西
方

の
ビ

ッ
ト
か
ら

一
米
束
に
寄

っ
た
と
こ
ろ
に
旧
跡
と
思
わ
れ
る
木
炭
粉
や
土
器
片

の
多
い
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
し
か
し
す
で
に
大
部
分
を
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
で
全

貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
ｃ
だ
が
床
山
は
昔
の
地
表
と
殆
ん
ど
同

一
千ｒ‐ｉ
■

に
あ
る
か
ら
、
こ
の
住
居
址
は
平
地
住
肘
で
あ

っ
て
堅
穴
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

上
恭
は
小
さ
い
破
片
だ
け
で
、
完
形
品
を
見
出
し
得
な
か

っ
た
が
、
底
部
が
多

く
、
浅
い
皿
形
の
埴
恭
が
多
い
よ
う
で
あ

っ
た
Ｇ
底
部
は
平
底
で
あ
る
が
、
高
台

は
極
め
て
低
く
、
た
だ
あ
る
と
い
う
程
度
の
も
の
が
多
か

っ
た
ｃ

こ
の
山
に
は
神
社
２
装
側
な
ど
に
湧
水
が
あ
る
の
で
生
活
に
は
不
使
は
な
か

っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
こ
こ
で
同
村
の
人
が
有
孔
右
器
を

一
佃
発
見
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
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す
る
。
こ
れ
は
直
径
五
糎
ぐ
ら
い
の
黒
味
を
帯
び
た
石
の
両
面
を
平
滑
に
し
て
中

央
に
孔
を
穿

っ
て
い
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
有
孔
円
板
で
あ
る
が
、
そ
の

一
面
に

絵
画
ら
し
い
も
の
が
線
刻
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
絵
か
文
字
か
、
ま
た
何
の
絵

か
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
有
孔
円
板
は
祭
祀
遺
跡
に
特
有
の
も
の
で
、
鏡
の
模
造

品
で
孔
に
紐
を
通
し
て
榊
に
掛
け
て
神
を
祭

っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、

前
に
記
し
た
住
居
址
ら
し
い
も
の
に
浅
い
皿
形
土
器
が
多
か

っ
た
点
と
合
せ
考
え

れ
ば
、
前
の
家
は
住
居
址
と
い
う
よ
り
は
神
殿
か
、
ま
た
は
神
職

（巫
女
）
な
ど

の
住
家
か
、
何
れ
に
し
て
も
祭
祀
に
関
係
の
多
い
遺
跡
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
興
味
あ
る
遺
跡
で
あ
る
。

二
、

メ
ン
ヒ
ル
と

ス
ト

ン
サ
ー
ク

ル

こ
れ
か
ら
数
段
だ
ん
だ
ん
畑
を
降

っ
た
西
方
の
外
れ
、
す
な
わ
ち
未
だ
開
拓
さ

れ
て
い
な
い
所
で
、
日
子
神
社

へ
の
参
拝
道
の
傍
ら
に
高
さ

一
米
ぐ
ら
い
の
自
然

石
が
立

っ
て
お
り
、
こ
の
石
を
め
ぐ

っ
て
周
囲
に
大
き
な
石
が
置
い
て
あ
る
場
所

が
あ
る
。

こ
の
山
に
は
例
の

「
朝
日
た
だ
刺
す
夕
日
日
照
る
、
黄
金
千
両
、
朱
千
杯
」
と

い
う
伝
説
が
あ
り
、
こ
の
山
に
黄
金

（金
の
延
べ
棒
と
こ
こ
で
は
言

っ
て
い
る
）

千
両
を
掘
り
出
そ
う
と
い
う
の
で
、
最
近
土
地
の
人
が
こ
の
石
の
下
を
掘

っ
た
ら

し
く
、
横
に
あ
る
石
の
下
が
古
墳
の
玄
室
ぐ
ら
い
に
掘

っ
て
あ
り
、
た
め
に
横
の

石
は
二
つ
に
割
れ
て

一
方
は
穴
に
落
ち
て
い
た
。
松
の
根
が
石
を
抱
い
て
お
り
、

ま
だ
掘

っ
て
な
い
部
分
を
少
し
ボ
ー
リ
ン
グ
し
て
み
る
と
、
中
央
の
立
石
を
め
ぐ

っ
て
石
が
置
い
て
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
立

っ
て
い
る
の
は
メ
ン
ヒ

ル

（立
石
）
で
あ
り
、
周
囲
の
石
は
ス
ト
ン
サ
ー
ク
ル

（磐
境
）
で
、
古
代
の
宗

教
的
な
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
前
の
遺
跡
と
比
べ
て
も
極
め
て
興
味
あ
る
も
の
で
、
村
教
吏
委
員

会
で
は
掘

っ
た
者
や
土
地
の
古
老
に
聞
い
て
、
動
い
て
い
る
石
を
も
と
の
通
り
に

置
い
て
保
存
す
る
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
場
合
は
適
当
に
指
導
す
る
必
要
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。

三
、
石

器

の

発

見

地

右
の
立
石
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
東
方
に
、
そ
の
高
さ
の
段
々
畑
を
行
く
と
、
谷

間
に
行
き
当
る
が
、
こ
の
部
分
で
さ
き
に
石
斧
と
縄
文
土
器
片
が
見
出
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
組
文
土
器
片
は
山
形
の
押
型
文
で
あ

っ
た
が
、
石
斧

は
頁
岩
の

一
部
を
両
面
か
ら
剣
い
で
柄
部
は
自
然
の
円
味
を
残
し
た
も
の
と
、　
一

つ
は
両
面
か
ら
全
体
を
打
ち
剥
い
だ
大
ま
か
な
打
痕
を
も
つ
も
の
で
、
先
土
器
時

代
の
敲
打
器
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
土
地
の
状
況
を
見
る
に
、
こ
の
附
近
は
礫
層
が
深
く
現
わ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
ら
の
石
器
は
、
こ
の
礫
層
の
上
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の

日
表
面
で
見
出
し
た
も
の
は
ナ
イ
フ
状
の
石
器
と
、
叩
石
と
見
ら
れ
る
も
の
、
お

よ
び
弥
生
式
土
器
の
表
面

に
平
行
線
を
有
す
る
深

鉢
形
土
器
の
破

片
で
あ

っ
た

が
、
石
驀
に
赤
土
が
附
い
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
相
当
面
白
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
層
位
を
は
っ
き
り
し
得
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
今
後
注
意
す
べ
き
場
所

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
物
と
と
も
に
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
同
村
人
字
高
城
字

ニ
キ
ミ
ダ

ニ

で
巨
大
な
動
物
の
歯
の
化
石
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
地
点
は
古
墳
の

多
い
山
塚
原
の
下
で
、
川
に
面
し
た
道
路
の
切
取
面
で
あ
る
。
県
立
博
物
館
に
持

っ
て
行

っ
て
鑑
定
を
求
め
よ
う
と
い
っ
て
い
る
時
、
発
掘
者
が
取
り
に
来
た
の
で

返
し
た
と
い
う
の
で
、
そ
の
家
に
行

っ
て
見
た
。
し
か
し
す
で
に
高
校
生
が
学
校

に
持

っ
て
行

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
所
在
を
調
べ
て
も
ら
う
よ

う
に
村
教
委
に
頼
ん
で
置
い
た
。

実
物
を
見
な
け
れ
ば
判
ら

な
い
が
、
村
教
委
の
人

々
の
語

る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
大
変
大
き
な
動
物
の
歯
の
化
石
で
あ

っ
た
と
い
う
か
ら
、　
マ
ン
モ
ス
か
、
ま

た
は
ナ
ウ
マ
ン
象
の
歯
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
本
県
で
は
西
都
市
都

於
郡
城
辻
の
下
で
、
妻
高
校
の
旭
吉
氏
が
ナ
ウ
マ
ン
象
の
前
の
化
看
を
発
縮
し
た
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と
い
う
か
ら
こ
こ
に
も
な
い
と
は
言
え
な
い
。
も
し
そ
れ
が

マ
ン
モ
ス
か
ナ
ウ
マ

ン
象
の
歯
で
あ
る
と
す
れ
ば
二
人
な
事
実
で
あ
ｔ，
、
こ
の
地
方
に
先
土
鼎
時
代
の

石
器
が
あ

っ
て
も
良
い
こ
と
と
な
る
．
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
事
は
学
問
上
■
大

な
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
発
加
物
が
開
か
ら
開
に
高
等
学
校
な
ど
に
持
ち
去
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
■
週
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
徹
底
的
に
調
べ
て
所
左
を
つ
き

と
お
そ
の
，も
の
を
１
，
ｉｔ
●
一返
す
べ
き
で
あ
る
と
■
）え
る
〓

四

、
そ
　

　

の
　
　
他

途
中
で
見
問
し
た
も
の
に
毘
沙
円
生
が
あ

っ
た
。
道
路
の
す
ぐ
併
ら
で
自
然
の

洞
穴
に
毘
沙
円
像
が
祀

っ
て
あ

っ
が
、
洞
穴
は
英
事
で
あ
る
が
、
毘
沙
円
像
は
幼

稚
な
作
で
あ
る
。
こ
の
山
？
兵
側
で
経
尚
が
発
見
さ
れ
、
経
巻
は
読
め
な
い
よ
う

に
な

っ
て
い
た
が
、
経
的
は
鋼
製
で
こ
の
地
方
の
人
が
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
ぜ

ま
た
木
■
部
落
に
あ
る
組
古
像
は
も
と
日
子
仲
社
の
別
当
子
に
安
＝
一さ
れ
て
い

た
も
の
を
、
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
に
当

っ
て
こ
こ
に
移
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
Ｇ
木
尊
と
両
協
侍
が
あ
１，
、
本
中
は
手
が
欠
相
し
、
腐
朽
＝
だ
し
い
が
、

造
り
は
立
派
で
あ
り
、
嘗
て
河
井
出
政
古
氏
が
新
納
氏
を
伴
な
い
米

っ
て
鎌
介
時

代
の
作
と
言

っ
た
と
い
う
。
情
む
ら
く
は
余
り
に
腐
朽
が
甚
だ
し
く
、
商
脇
侍
に

至

っ
て
は
全
く
林
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
木
尊
は
立
像
で
高
さ
七
十
九
糎

（台

座
と
も
）
で
あ
る
。

そ
の
他
調
介
す
れ
ば
木
村
に
は
柿
々
の
追
跡
が
あ
る
ら
し
い
が
、
時
間
が
な
い

の
で
辞
去
し
て
帰

っ
た
〔

イ」 了し |]! 和文 ケと ユk lく
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延
岡
市
お
よ
び
北
浦
村
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
発
生
地

一
、
熊

之

江

の

発

生

地

所
在
地
　
延
岡
市
熊
之
江
町
字
丸
田
通
山
一
七
四
一
（熊
之
江
神
社
社
叢
）

地
　
目
　
　
山
林

面
　
積
　
　
約
九
二
〇
平
方
米

（
三
〇
米

ｘ
三

一
米
）

所
有
者
　
　
森
　
　
工
　
晴

現
　
状
　
こ
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
発
生
地
は
熊
之
江
神
社
の
社
殿
裏
側
に
あ
た
る
樹

令
二
〇
十
三
〇
年
生
の
シ
イ
ノ
キ
社
叢
林
内
で
あ
る
。
社
叢
構
成
の
植
物
は
、
上

木
と
し
て
タ
ブ
ノ
キ
、
ホ
ソ
バ
タ
ブ
、　
コ
ガ
ノ
キ
、

コ
ジ
イ
、
イ
タ
ジ
イ
の
喬
木

が
あ
り
、
下
木
に
は
ヤ
マ
ビ
ワ
、
サ
カ
キ
、
カ
ク
レ
ミ
ノ
、
ャ
マ
ウ
ル
シ
、

コ
ク

サ
ギ
】

タ
イ
ミ
ン
タ
チ
バ
ナ
、
ク
ロ
キ
、
ク
チ
ナ
シ
、
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
、
ヤ
ブ

ツ
バ
キ
、
ル
リ
ミ
ノ
キ
、
ヒ
サ
カ
キ
、
イ
ズ
セ
ン
リ

ヨ
ウ
、
セ
ン
リ

ヨ
ウ
、
タ
ラ

ョ
ウ
が
あ
る
。
蔓
性
の
植
物
に
は
サ
ネ
カ
ズ
ラ
、
サ
カ
キ
カ
ズ
ラ
等
が
あ
り
、
地

床
に
は
イ
シ
カ
グ

マ
、
オ
オ
カ
グ

マ
、
ア
リ
ド
ウ
ン
、
シ
ュ
ン
ラ
ン
等
が
あ
る
。

林
内
は
や
や
薄
暗
く
木
も
れ
日
が
僅
か
に
投
入
す
る
疎
林
の
乾
燥
山
地
で
あ
る
。

発
生
の
社
叢
は
西
斜
面
に
あ
た
り
、
傾
斜
は
三
〇
―
四
〇
度
位
で
、
土
質
の
母
岩

は
砂
岩
で
風
化
し
た
赤
土
の
壊
上
が
地
床
を
作

っ
て
い
る
。
標
高
は
住
か
五
〇
米

位
の
平
地
林
で
あ
る
。
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
寄
生
の
シ
イ
類
は
コ
ジ
イ
お
よ
び
イ
タ
ジ
イ

の
両
種
で
い
ず
れ
も
壮
年
期
の
樹
令
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
落
葉
は
か
な
り
地
床
を

被
覆
し
て
い
る
。
発
生
面
積
は
既
述
の
如
く
約

一
〇
ア
ー
ル
に
及
ハ
。
ヤ
ッ
コ
ソ

ウ
は
こ
れ
ら
寄
生
木
の
株
元
か
ら
四
十
五
米
範
囲
内
は
密
に
群
生
し
漸
次
株
元
を

距

っ
て
疎
生
と
な
る
。
発
生
す
る
シ
イ
ノ
キ
は
六
株
あ
り
、
株
間
の
発
生
は
認
め

な
い
所
が
あ
る
。

由
来
、
こ
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
の
発
生
が
広
く
世
に
知
ら
れ
た
の
は
熊
之
江
中
学
校

の
中
川

一
重
教
諭
の
発
見
調
査
に
よ
る
。
同
氏
が
調
査
に
至

っ
た
経
緯
は
次
の
よ

う
で
あ
る
。
昭
和
四
〇
年

一
一
月
七
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ロ
ー
カ
ル
ニ
ユ
ー
ス
で
宮
崎
市
内

海
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
を
テ
レ
ビ
放
送
し
た
．こ
と
に
始
り
、
同
氏
が
た
ま
た
ま
母
の
テ

ユ
キ
さ
ん

（六
二
才
）
と
こ
の
ニ
ユ
ー
ス
を
見
た
と
こ
ろ
、
チ
ユ
キ
さ
ん
か
ら
こ

の
よ
う
な
も
の
は
昔
熊
之
江
神
社
の
森
に
沢
山
あ

っ
た
と
知
ら
さ
れ
た
。
早
速
苦

発
生
し
た
と
い
う
神
社
の
社
叢
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、　
一
本
も
見
当
ら
な
か

っ
た

の
で
、
神
社
の
裏
の
シ
イ
樹
林
を
詳
細
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
今
回
の
発
生
地
に
お

い
て
多
数
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
発
生

し
た
と
い
わ
れ
た
シ
イ
樹
林
は
神
社
参
道
の
東
側
に
あ
り
、
当
時
は
老
木
で
広
範

囲
に
多
数
の
発
生
を
見
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
シ
イ
林
は
昭
和
三
〇
年
の
経
戦
前

後
の
大
台
風
に
よ

っ
て
全
部
枯
損
し
、
現
在
は
前
芽
か
ら
な
る

一
四
十
五
年
生
の

幼
令
林
で
あ
る
。
寄
生
木
の
シ
イ
の
老
樹
の
消
滅
と
同
時
に
ヤ
ッ
コ
ン
ウ
の
発
生

も
中
絶
し
た
と
思
わ
れ
る
。
部
落
の
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、
昔
神
社
の
東
南
面
の

シ
イ
は
大
木
か
ら
な
り
、
沢
山
の
発
生
を
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
中
に
発

生
し
た
こ
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
は
、
そ
の
奇
形
の
た
め
に
子
供
達
は
薄
気
味
悪
が
り
足

先
で
踏
み
に
じ

っ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
の
発
生
地
と
杵
時
の
発
生
地
と
を
対
比

し
て
見
る
と
、
こ
の
神
社
の
杜
叢
全
域

が
広

い
ヤ
ッ
コ

ソ
ウ

の
発
生
地
で
あ

っ

て
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
発
生
地
を
寄
主
木
と
生
命
を
と
も
に
し
て
変
遷
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

中
川
氏
は
こ
の
発
生
地
の
北

へ
七
〇
〇
米
距
る
大
宮
司
良
の
林
中
に
も
発
生
す

る
と
聞
か
れ
て
い
た
の
で
、
同
地
を
訪
れ
林
内
を
課
否
し
た
が
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
は
認

め
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ
の
樹
林
は
イ
チ
イ
ガ
シ
、
ア
ラ
カ
シ
お
よ
び
ヤ
マ
ビ
ワ
を

主
木
と
す
る
林
で
、
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
の
発
生
と
は
無
関
係
の
も
の
と
思
う
。
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二
、
須

怒

江

の

発

生

地

所
在
地
　
　
江
岡ヽ
市
須
美
江
町
字
赤
下

（須
怒
江
神
社
社
叢
）

地
　
日
　
　
山
林

面
　
積
　
　
約

一
Ｃ
ア
ー
ル

（
三
四
米

×
三
〇
米
）

所
有
者
　
　
森
　
　
正
元

現
　
状
　
発
生
地
は
須
怒
江
半
島
の
西
側
斜
面
で
標
高
は
約
五
〇
米
位
あ
り
、

須
怒
江
神
社
の
す
ぐ
裏
の
社
叢
内
で
あ
る
。
神
社
裏
か
ら
細
い
山
道
を
住
か
発
る

と
そ
の
右
手
の
シ
イ
樹
林
が
発
生
地
で
あ
る
。
こ
の
社
叢
は
か
な
り
古
い
も
の
で

喬
木
に
は
シ
イ
ノ
キ
お
ょ
び
イ
タ
ジ
イ
が
あ
り
、
熊
之
江
神
社
の
社
叢
と
同
じ
く

シ
イ
樹
林
で
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
の
発
生
に
は
好
迪
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
喬
木
は
直
幹
形

で
樹
高

一
七
十
八
米
、
胸
高
径
七
〇
―
八
〇
糎
の
も
の
で
、
板
根
が
よ
く
発
達
し

て
い
る
樹
令
五
―
六
〇
年
生
の
も
の
で
あ
る
Ｐ
下
木
は
ヤ
マ
ビ
ワ
、
ア
ヲ
ガ
シ
、

バ
リ
バ
リ
ノ
キ
、
タ
ブ
ノ
キ
、
ヒ
サ
カ
キ
、
サ
ン
ゴ
ジ

ュ
、
イ
ス
ノ
キ
、
ア
ラ
カ

シ
、
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
、
タ
イ
ミ
ン
タ
チ
バ
ナ
、
ヤ
ツ
デ
、
ク
チ
ナ
シ
、
カ
ゴ
ノ
キ
等

で
、
地
床
に
は
サ
ン
キ
ラ
イ
、
ウ
ラ
ジ
コ
、
オ
オ
カ
グ

マ
、
ナ
ギ
ラ
ン
、
セ
ン
リ

ョ
ウ
、
ア
リ
ド
ウ
ン
が
あ
り
、
急
斜
面
な
が
ら
落
業
が
か
な
り
被

っ
て
い
る
。
陽

光
は
仕
か
に
射
入
す
る
薄
暗
い
乾
燥
の
林
内
を
作

っ
て
い
る
。
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
の
発

生
は
募
内
に
あ
る
シ
イ
ノ
キ
の
株
元
に
群
生
し
、
寄
生
木
は
五
木
位
で
あ
る
が
、

熊
之
江
の
も
の
よ
り
大
木
で
あ
る
た
め
そ
の
発
生
も
極
め
て
多
い
。
こ
の
ヤ
ッ
コ

ソ
ウ
群
に
は
多
数
の
ス
ズ
メ
バ
チ
が
集

っ
て
い
た
。

山
来
、
こ
の
発
生
地
は
前
記
熊
之
江
神
社
の
社
叢
発
生
地
が
確
め
ら
れ
て
か
ら

統
い
て
発
見
さ
れ
た
。
熊
之
江
中
学
の
生
徒
永
田
誠

（
一
五
才
）
君
が
、
熊
之
江

神
社
に
あ
る
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
は
須
怒
江
に
も
あ
る
と
報
告
し
た
の
で
、
同
校
広
川
弘

災
教
諭
は
日
曜
を
利
用
し
て
同
君
等
を
伴
な
い
現
地
調
査
を
行
な
い
、
初
め
て
そ

の
所
在
を
確
認
さ
れ
た
ｃ
な
お
同
地
奴
怒
江
部
落
の
甲
斐
満
六

（六
二
才
）
氏
の

言
に
よ
れ
ば
、
同
氏
が

一
五

・
六
才
の
頃
は
よ
く
こ
の
神
社
の
森
に
ラ
ン

（
ナ
ギ

ラ
ン
）
を
採
り
に
出
か
け
て
い
た
が
、
社
叢
に
続
く
林
を
伐
採
中
地
面
に
奇
妙
な

も
の
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
そ
の
頃
か
ら
知

っ
て
い
た
山
で
あ
る
。
昔
時
は
こ

の
地
方
に
よ
く
見
ら
れ
る
ア
カ
ヤ
ン
モ
チ

（
ツ
チ
ト
リ
モ
チ
）
と
思
い
こ
ん
で
い

た
と
い
う
。
し
か
し
破
砕
し
て
も
も
ち
が
と
れ
な
い
の
で
不
思
談
な
も
の
だ
と
気

づ
い
て
は
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ｃ
同
氏
は
件
か
ら
山
猟
の
た
め
広
く
こ
の
地

方
の
山
林
を
歩
き
廻

っ
て
い
る
が
、
何
処
で
も
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
は
兇
か
け
た
こ
と
が

な
い
と
い
う
。
間
く
所
で
は
こ
の
社
叢
の
シ
イ
ノ
キ
は
以
前
か
ら
神
社
改
築
の
た

め
の
伐
採
計
画
に
の
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
度
の
発
見
に
よ

っ
て
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
保
存
の
た
め
の
寄
生
木
と
し
て
永
久
保
存
し
た
い
も
の
で
あ
る

三
、
市

振

の

発

生

地

昭
和
四

一
年

一
月
八
日
付
北
浦
村
教
育
兵
児
鳥
享
氏
か
ら
宮
崎
県
教
育
長
宛
ヤ

ッ
コ
ソ
ウ
発
見
屈
が
あ

っ
た
。
添
付
の
写
真
を
見
る
と
明
ら
か
に
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
で

あ

っ
た
。
発
生
現
状
に
つ
い
て
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
記
さ
れ
た
要
件

の
み
記
し
て
お
く
。

所
在
地
　
　
束
日
杵
郡
北
浦
村
大
字
市
振
四
七
五

（市
振
神
社
社
有
林
）

面
　
積
　
　
一
平
方
米
範
囲
で
五
ケ
所
、
他
に
も
発
生
あ
る
も
の
と
想
像
さ
れ

フ
０

。

発
見
者
　
　
北
浦
村
大
字
市
振
　
塩
　
月
　
治
　
キユ

四

、
保

存

の

要

件

ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
は
、
そ
の
形
状
が
珍
奇
な
稀
止
植
物
で
、
本
種
は
日
本
の
大
平
洋

岸
沿
い
の
暖
地
に
限

っ
て
瞬
続
的
に
の
み
あ
る
寄
生
植
物
で
あ

っ
て
、
》
術
的
に

貴
重
な
植
物
と
さ
れ
、
古
く
発
見
さ
れ
た
宮
崎
市
野
島
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
は
そ
の
榊

落
の
大
な
る
こ
と
で
特
別
大
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
シ
イ
ノ
キ
お
ょ
び
イ
タ
ジ
イ
の
分
布
は
広
い
が
、
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
の

発
生
は
そ
の
寄
生
性
の
弱
い
た
め
極
め
て
珍
し
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
度
の
延
Ｍ

市
お
よ
び
北
浦
村
で
の
発
見
は
そ
の
保
存
の
た
め
に
も
半
い
で
あ

っ
た
ｃ
こ
れ
ら
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の
発
生
地
の
規
模
は
宮
崎
市
野
島
の
も
の
を
凌
ぎ
、
将
来
群
落
の
拡
大
も
大
い
に

期
待
さ
れ
る
有
望
な
発
生
地
で
あ
る
。
南
北
浦
島
の
山
野
は
続
く
限
り
車
地
と
矮

性
林
で
、
稀
に
点
在
す
る
老
令
樹
叢
は
限
ら
れ
て
神
社
の
社
叢
で
あ
る
。
ヤ
ッ
コ

ソ
ウ
の
発
生
地
が
等
し
く
神
社
の
社
叢
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
社
叢
が
い
か
に
よ
く

過
去
の
植
生
の
歴
史
を
伝
え
て
き
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
日
本
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ

産
地
に
は
従
来
次
の
所
が
知
ら
れ
て
い
る
。

鹿
児
島
県
日
置
郡
東
市
来
村

宮
崎
県
宮
崎
市
野
島

宮
崎
県
宮
崎
郡
清
武
町
舟
引

宮
崎
県
宮
崎
郡
高
岡
町
穆
佐
お
よ
び
中
山

高
知
県
幡
多
郡
月
灘
村
姫
の
井

高
知
県
高
岡
郡
横
倉
山

高
知
県
安
芸
郡
室
戸
町
西
寺

高
知
県
安
芸
郡
佐
喜
浜
村

こ
れ
ら
産
地
の
内
海
岸
か
ら

一
五
粁
内
外
距

っ
た
所
は
高
知
県
の
横
倉
山
と
宮

崎
県
高
岡
町
で
、
他
は
い
ず
れ
も
海

岸
に
近
接

の
場
所
で
あ
る
が
、
概
し
て
高

知
、
宮
崎
お
よ
び
鹿
児
島
三
県
の
大
平
洋
沿
岸
の
シ
イ
類
の
樹
林
で
あ
る
。
新
に

宮
崎
県
延
岡
市
お
よ
び
北
浦
村
の
産
地
を
加
え
て
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
の
発
生
地
帯
と
し

て
こ
れ
ら
産
地
を
天
然
記
念
物
と
し
、
学
術
上
の
参
考
資
料
と
し
て
保
存
す
べ
き

で
あ
る
と
思
う
。
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