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NO.37 

左の写真は、 9代本庄村村長 (大正 2-6年)を

務めた深山康三郎氏が活用した陸軍一等軍医の正帽。

ひさしがあってふちがなく、頭頂部は平らに立って

いる。頂部前端の立派な羽毛飾りが特徴的である。

19世紀のヨ ロッパ諸国の陸軍で広〈採用された軍

帽で、シャコーと呼ばれた (本誌2ページ害照)

神戸深江生活文化史料館
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仁
丹
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
大
礼
服
を
新
た
人
物
の
胸
像
で
あ
る
。
そ
の
風
貌

や
勲
章
な
と
か
ら
祭
す
る
に
此
族
級
の
か
な
り
山
官
に
u
比
え
る
が
、
特
定
の
人

物
で
は
な
い
ら
し
い
。
治
め
燃
で
は
な
い
の
で
軍
人
で
は
な
く
文
官
で
あ
る
。

物
の
本
に
よ
れ
ば
外
交
官
だ
と
い
う
。
一

部
分
し
か
比
え
な
い
服
袋
で
は
あ
る

が
仁
丹
服
と
勝
手
に
昨
ば
せ
て
も
ら
う
。
と
く
に
日
に

つ
く
の
が
か
ぶ
っ
て
い

る
制
下
で
あ
る
。
つ
い
で
に
こ
れ
を
仁
什
附
と
呼
ぼ
う
。
今
ど
き
こ
ん
な
山
梨

や

m
fを
府
川
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
以
近
の
ニ
ュ
ー
ス
V
J
W
H
で
は

令
く
比
る
こ
と
が
な
い
の
で
と
ん
と
分
か
ら
な
い
。
仁
け
が
紋
初
に
発
光
さ
れ

た
の
は
明
治
三
八

(一

九
O
一h
)
刊
で
あ
る
か
ら
、
当
時
こ
れ
に
似
た
大
礼
服

が
存
有
し
た
こ
と
は
刊
か
で
あ
る
。

仁
丹
似
の
よ
う
な
利
子
を
兆
刊
で
コ

y
ク

ド

ハ

y
ト
と
い
う
。
英
和
的
典

で
は
こ
れ
を
「
一一
一
角
山

(l
-フ
イ
コ

l
ン
)
ま
た
は
一
角
川

(パ
イ
コ

l
ン
ご

と
し
て
い
る
が
、
ピ
エ
ロ
が
か
ぶ
っ
て
い
る
あ
の
一一
角
附
干
と
は
令
然
逃
う
。

と
こ
ろ
が
凶
間
計

典
に
「
=一
角
川
ザ
」

の
引
が
あ
っ
て
も

「三
品
川
帆
」
の
羽

は
見
吋
た
ら
な
い
。

そ
の
形
か
ら
山
形

相
と
い
う
ぷ
現
も

あ
っ
た
が
、

一
般

的
で
は
な
い
ら
し

い
。
大
礼
服
の
州

仁
丹
服
の
お
か
し
な
帽
子

世
利
舶
朗
日

杉

iili 

111:1 

典

仁丹の口ゴ ・マ ウ

イ
だ
か
ら
大
札
制
と
呼
ぶ
の
が

一
帯
無
難
な
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
大
礼
帽
と

い
っ
て
も
、
文
有
と
海
軍
軍
人
の
場
合
は
ど
ち
ら
も
コ
ァ
ク
ド
ハ

Y
ト
と
い

え
る
が
陸
軍
軍
人
の
場
合
は
巡
っ
て
い
た
。

史
料
館
の
展
示
品
の
中
に
日
露
戦
争
後
の
深
山
政
三
郎
氏

(大
正
二
年
六
月

か
ら
六
年
六
月
ま
で
本
庄
村
九
代
目
村
長
)
が
川
い
た
と
い
う
陸
軍

一
等
軍
医

(
軍
医
大
尉
)
の
正
衣
(
大
礼
服
)
を
活
た
者
身
大
の
?
ネ
キ
ン
人
形
が
あ
る

が
、
そ
の
正
附

(大
礼
如
、
表
紙
写
真
)
は
コ
ッ
ク
ド
ハ
ッ
ト
で
は
な
い
。

シ
ャ
コ
ー
で
あ
る
。
y
ャ
コ
!
と
い
う
の
は

一
八
位
紀
に
出
現
し
、

一
九
世
紀

に
は
広
く
ヨ

l
ロ
y
パ
諸
国
の
陸
軍
で
保
川
さ
れ
た
郡
山
の
こ
と
で
あ
る
。
，M

つ
ぱ

(ひ
さ
し
)
つ
き
の
キ
刊
ァ
プ

(ふ
ち
な
し
相
)
で
円
筒
形
の
ク
ラ
ウ
ン

(
附
子
の
山
)
が
向
く
市
山
部
が
平
ら
に
な
っ
て
お
り
、
別
部
前
端
の
立
派
な
プ

ル
l
ム

(羽
毛
飾
り
)
が
特
徴
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
史
料
館
に
あ
る
大
礼

聞
の
ク
ラ
ウ
ン
は
通
常
の
軍
州
よ
り
少
し
山
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
祁
間
に
あ
っ
た
本
米
の
ン
ャ
コ

l
に
く
ら
べ
る
と
か
な
り
低
い
。

ン
ヘ
コ

l
は
戦
闘
川
と
い
う
よ
り
も
パ
レ
ド
な
ど
の
礼
式
川
と
考
え
る
方

が
分
か
り
ゃ
す
い
。
本
来
ン
ャ
コ

l
は
戦
闘
川
の
へ
ル
メ

y
ト
か
ら
派
ヨ
し
て

で
き
た
実
戦
刷
の
利
子
で
あ
る
。
一

八
世
紀
末
則
か
ら

一
九
世
紀
前
半
に
か
け

て
ヨ

l
ロ
γ
パ
諸
凶
除
草
の
戦
闘
用
ヘ
ル
メ
ッ

ト
の
服
部
に
は
!
日
々
と
そ
び
え

立
つ
よ
う
に
ク
レ
ス
ト
と
い
う
羽
毛
飾
り
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ク
レ
兄

卜
と
プ
ル

l
ム
は
ほ
と
ん
と
同
義
で
あ
る
が
、
そ
の
日
的
は
日
本
の
戦
岡
武
将

の
巾
円
姿
に
も
見
ら
れ
る

山

(か
ぶ
と
)
の
前
立
て

と
問
機
に
戚
谷
を
似
ち
な

が
ら
相
手
を
威
嚇
す
る
た

め
の
装
飾
で
あ
る
。

ンャ

コ
l
の
プ
ル

1
ム
は
そ
ん

な
波
飾
の
名
残
り
と
い
え

ト
ふ
、
っ

'o
ン
ャ
コ

l
に
く
ら
べ
て

司
〆M

，. iI" 

18世紀のフェル卜 ・ハット
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コ
ッ
ク
ド
ハ
ァ
ト
の
方
は
歴

史
が
古
い
。
一

七
世
紀
末
か
ら

百
年
あ
ま
り
、
そ
れ
も
草
川
と

し
て
で
は
な
く
ヨ
ロ

y
パ
に

お
け
る

一
般
則
子
の

H
u
M的
な

引
f
と
し
て
親
し
ま
れ
て
来
た

か
ら
で
あ
る
。
一

七
世
紀
、
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
山
氏
以
命
が
あ
っ

た
凶
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
ク
ラ
ウ

ン
が
刈
く
て
仰
の
・仏い
プ
リ
ム

(附

f
の
ふ
ち
)
の
あ
る
刷
j

す
な
わ
ち
フ
ェ
ル

l

ハ
ァ
ト

が

一
般
的
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

姉
か
れ
た
当
時
の
議
会
や
公
凶

の
胤
妖
闘
に
見
る
人
々
の
姿
か

ら
推
測
で
き
る
。

コ
y
ク

ド

ハ

y
ト
の
原
型
は
フ

ェ
ル

ト

ハ

y
ト
で
あ
る
。
一

般
人
も
兵

士
も
同
じ
附
子
を
か
ぶ

っ
て
い
た
が
、
兵
士
が
小
銃
を
椛
え
て
蝶
つ
と
さ
、
附

子
の

7
リ
ム
が
邪
胤
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
狙
い
を
つ
け
や
す
く
す
る
た
め
そ
の

部
分
の
プ
リ
ム
を
上
へ
反
り
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
は
じ
ま
り
と
な
っ

て
、
や
が
て
帽
子
の
ブ
リ
ム
を
上
へ
反
ら
せ
て
立
て
る
コ
ァ
キ
ン
グ
が
男
の
お

し
ゃ
れ
と
な
り
、
た
ち
ま
ち
流
行
し
た
。

7
リ
ム
の
立
て
方
は
、
帽
子
を
か
ぶ

る
人
の
好
み
に
よ
っ
て
異
な
り
、
前
の
左
側
だ
け
、
あ
る
い
は
右
側
だ
け
、
ま

た
左
右
一
緒
に
立
て
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
。

帽
子
の
プ
リ
ム
を
、
前
部
は
左
右
別
々
に
、
後
部
は
そ
の
ま
ま
思
い
切
り
上

に
反
り
上
げ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
イ
コ

l
ン
す
な
わ
ち
三
角
似
の
形
が

出
来
上
が
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
目
と
メ
ア
リ

1
女
王
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
イ

一
四
世
の
時
代
で
あ
る
。
一

七

O
O
年
前
後
の
こ
の
時
代

は
ま
た
凶
洋
梅
賊
の
最
成
則
に
当
た
り
、
コ
y
ク

ド

ハ

y
ト
を
か
ぶ
っ
た
海

18世紀のイギリス下院風景

川
叫
の
姿
が
現
れ
る
の
も
同
じ
頃
で
あ
る
。
『
ピ

l
タ
パ
ン
と
ウ
ェ
ン
デ
ィ
』

の
フ
ッ
ク
や

「宝
島
』
の
シ
ル
バ
ー
の
よ
う
に
子
供
向
き
の
本
に
拙
か
れ
た
海

賊
船
長
の
か
ぶ
る
町
子
は
ど
ち
ら
も
コ

y
ク

ド

ハ

y
ト
で
あ
り
、
そ
ん
な
と

こ
ろ
か
ら
海
賊
耐
と
吋
ば
れ
た
り
も
す
る
。

コ
γ
ク
ド
ハ
ァ
ト
が
ト
ラ
イ
コ

l
J
J
か
ら
パ
イ
コ

l
ン
に
移
行
し
た
の
は

一
八
世
紀
も
終
り
に
近
い
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
-
切
で
あ
る
。
パ
イ
コ
ー
ン
は
二
角

川
と
も
い
う
よ
う
に
附
子
の
プ
リ
ム
を
前
後
同
じ
よ
う
に
立
て
て
左
右
問
械
に

角
を
作

っ
た
何
千
で
あ
る
。
パ
イ
コ
ー
ン
を
フ
ラ
ン
ス
古
川
で
は
ピ
コ

l
ン
と
い

う
が
、
俗
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
附
と
も
い
う
。
第
二
次
イ
タ
リ
ア
述
何
吋
の
ナ
ポ
レ

オ

ン

が

八

O
O
年
五
月
八
日
に
吹
寸
l

の
ア
ル
プ
ス
を
越
え
る
向
上
の
説
委
を

7
ラ
ノ
ス
の
岡
家
ダ
ヴ
ィ
ァ
ド
が
一
八

O
二
年
に
揃
い
た
『
サ
ノ
ベ
ル
ナ
l
ル

峠
を
越
え
る
ボ
ナ
バ
ル
ト
』
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に
も
ピ
コ

l
ン
を

か
ぶ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
怖
い
た
絵
阿
が
数
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

方
、

一

八
O
五
作

一
O
月
二
一

H
に
ト
ラ
フ

ァ
ル
ガ

l
州
沖
海
戦
で
フ
ラ
ン
ス
ス

ペ
イ
ン
迎
合
緒
川
師
を
怒
敵
し
た
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
の
綻
督
ネ
ル
ソ
ン
も
ま
た
バ
イ

コ
ー
ン
を
か
ぶ
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
提
督
相
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
大
札

つJ

アルプス越えのナポレオン
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ネルソン提督の肖像画

東郷平八郎元帥の肖像

服
を
品約
た
ん胤
郷
平
八
郎
元
川
の
向
像
写
真
を
見
る
と
右
手
に
大
礼
仰
と
し
て
の

パ
イ
コ

l
シ
を
限
っ
て
い
る
。
た
だ
東
郷
元
帥
が
こ
れ
を
か
ぶ
る
と
二
つ
の
角

が
左
右
で
は
な
く
前
後
に
な
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
ヤ
不
ル
ソ
ノ
の
場
合
と
は
ま
た

斜
な
っ
て
見
え
る
。
仁
丹
悩
と
同
じ
か
ぶ
り
方
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
海
軍
士
官
の
制
服
が
正
式
に
決
め
ら
れ
た
の
は
一
八
世
紀
中
頃
で

あ
る
が
、
制
附
は
当
然
コ
ッ
ク
ド
ハ

ッ
ト
だ
っ

た
。
コ
ッ
ク
ド
ハ

y
ト
が

ト
ラ
イ
コ

l
ン
だ

っ
た
頃
は
角
が
三
つ
で
あ
る
か
ら
、
山
〈
ん
中
の
角
を
前
に
し

て
左
右
両
側
に
品
川
を
お
く
横
向
き
の
か
ぶ
り
方
が
自
然
で
あ
り
、
混
乱
は
な
か

っ

た
。
し
か
し

一
七
九
五
年
頃
、
ト
ラ
イ
コ

l
ン
が
パ
イ
コ

l
ン
に
な
る
と
、
か

ぶ
る
附
に
町
子
の
向
き
は
縦
横
と
ち
ら
で
も
よ
く
な

っ
た
が
、
や
は
り
1
ラ
イ

コ
l
ン
と
同
じ
よ
う
に
品
川
を
左
右
に
し
て
横
向
き
に
か
ぶ
る
の
が
出
通
だ

っ
た
。

た
だ
し
厳
笛
に
か
ぶ
り
方
が
規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
中
に
は

品
川
を
前
後
に
し
て
縦
向
き
に
か
ぶ
る
も
の
も
現
れ
、
や
が
て
そ
の
か
ぶ
り
方
が

急
速
に
明
え
は
じ
め
た
。

一
八
二
五

4
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
イ
ギ
リ
ス
海
軍

は
規
定
に
よ
り
、

」JLM
は
コ
y
ク

ド

ハ

y
ト
の
品
川
を
前
後
に
し
て
必
ず
縦
向

き
に
か
ぶ
る
よ
う
統
一
し
た
。

な
お
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
不
ル
ソ
ン
の
コ
Y

ク

ド

ハ

y
l
の
前
間
右
側
に
あ
る

よ
う
な
袋
飾
は

ン
ャ
コ
ー
の
プ
ル
l
ム
す
な
わ
ち
羽
根
飾
り
と
同
知
で
あ
る
が
、

一
七
世
紀
か
ら
の
長
い
川
に
そ
の
形
や
材
質
は
年
代
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変

化
し
て
い
る
。
さ
て
改
め
て
仁
丹
似
を
見
る
と
し
よ
う
。
パ
イ
コ
ン
と
い
う

コ
ッ
ク
ド
ハ

y
ト
で
あ
る
仁
汁
帆
の

場
合
は
、
ク
ラ
ウ
ン
の
的
に
、
と
い
う

よ
り
両
側
に
立
つ
プ
リ
ム
の
間
に
む
わ

せ
た
白
い
一切
々
し
た
袋
飾
が

H
立
つ
。

お
そ
ら
く
eU類
の
羽
毛
か
小
動
物
の
も

皮
か
の
と
ち
ら
か
で
で
き
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
京
郷
元
帥
の
よ
う
な
海
軍

平
人
の
場
合
は
金
モ
ー
ル
の
装
飾
あ
る

だ
け
で
、
か
な
り
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。

以
後
に
、
パ
イ
コ
ー
ン
は
、
山
高
仰
の
よ
う
な
フ
ェ
ル
ト
ハ
ァ

ト
の
広
い
阿

の
プ
リ
ム
を
前
後
二
つ
に
分
け
て
思
い
切
り
上
へ
反
り
立
た
せ
た
も
の
が
原
型

で
あ
る
と
は
い
え
、
後
に
は
ク
ラ
ウ
ン
と
プ
リ
ム
が
ほ
と
ん
ど

一
体
化
し
て
い

る
の
で
、
か
ぶ
り
力
を
横
山向
き
か
ら
縦
向
き
に
変
え
た
と
い
う
よ
り
も
ブ
リ
ム

を
左
右
二
つ
に
分
け
て
反
り
立
た
せ
た
形
と
見
る
方
が
分
か
り
ゃ
す
い
か
も
知

れ
な
い
。

4 

館
長
交
代
の
お
知
ら
せ

二
O
O
九
年
三
月
三

一

日
を
も
ち
ま
し
て
、
船
長
の
杉
浦
附
典
は
退

任
し
、
名
谷
館
長
と
な
り
ま
し
た
。
神
戸
市
間
船
大
半

(現
神
戸
大
学
海

事
科
学
部
)
を
退
官
す
る
と
同
時
に
、

一
九
九
二
年
館
長
に
就
任
、
拍
任

は
十
七
年
に
此
び
ま
し
た
。
H
K
4の
脚
素
だ
っ
た

『本
庄
村
史
』
の
地
川
崎

細
川
山
俗
制

(↑

一O
O
問
年
)
、町
山
史
制

(ご
O
O
八
年
)
を
刊
行
し
た

こ
と
で
後
進
に
辺
を
議
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
後
仔
は
別
館
長
の
大

川
リ
克
が
ま
た
川
飢
民
に
は
研
究

μ
の
泣
谷
tV
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
ま

し
た
。
引
き
続
き
地
域
に
似
ざ
し
た
股
火
研
九
ん
と
地
域
泣
産
の
朝
一耶
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
ゐ
し
く
ご
桁
将
ご
制
健
の
ほ
ど
、
お
願
い

中
し
l
げ
ま
す
。

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
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海
路
に
よ
る
稲
作
東
伝
の
謎

ー
l
神
戸
市
東
灘
区
本
山
遺
跡
の

遠

賀
川
系
土
器
の
炭
素
年
代
か
ら
|

|

森

秀

人

|河

'
戸
庄
市
社
背
霊
日
告

深
江
の
入
江
は
、
近
織
地
方
で
は
ト
ァ
プ
を
切
っ
て
水
稲
民
耕
を
始
め
た
場

所
と
し
て
考
古
学
上
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
託
す
る
も
の
が
こ
の
地
方

で
最
も
古
い
弥
生
土
得
、
別
名
遠
賀
川
系
土
擦
の
存
在
で
あ
る
。
従
来
、
近
畿

の
弥
生
時
代
の
始
ま
り
は
紀
元
前
二
世
紀
と
か
=
一
出
紀
ぐ
ら
い
と
言
わ
れ
て
き

た
。
近
年
、
私
は
紀
元
前
回
山
紀
頃
と
み
る
考
え
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

炭
素
年
代
測
定
法
の
著
し
い
発
達
に
よ
り
、
大
阪
湾
沿
岸
部
で
の
弥
生
開
始
年

代
は
想
像
を
絶
す
る
程
古
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体

的
な
デ
ー
タ
を
示
そ
う
。

第

l
図
は
、

A
M
S法
に
よ
る
炭
素
凶
年
代
の
測
定
を
実
施
し
た
純
文
時
代

晩
期
の
突
川
村
文
土
器
と
弥
生
時
代
前
則
の
土
器
の
実
測
閃
の

一
部

(l
l
お
)

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
〔
春
成
二
O
O
七〕
。
こ
の
内
、
神
戸
市
東
灘
区
本
山

逃
跡
か
ら
出
土
し
た
純
文
土
探
弥
生
土
保
は

9
1
U
の
六
山
'で
、
形
態

待

極
の
判
別
で
き
る

9
l
U
は
探
鉢
、
円
以

J
U
の
三
一
点
は
誕
で
あ
る
。
近
継
地
方

最
古
級
の
も
の
と
判
断
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
神
戸
市
内
で
は
最
も
古
い
と
言

わ
れ
て
き
た
兵
庫
区
の
大
関
遺
跡
や
上
沢
遺
跡
の
弥
生
土
器
よ
り
、
型
式
学
的

に
見
て
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
作
ら
れ
た
年
代
も
遡
る
。
東
神
戸
が
誇

る
べ
き
庇
史
的
評
価
の
古
川
い
土
器
で
あ
り
、
特
筆
に
値
す
る
た
め
、
昨
年
刊
行

さ
れ
た

『本
庄
村
史
」
歴
史
編
で
も
写
真
な
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

記
憶
に
残
っ
て
い
る
方
も
多
い
と
思
わ
れ
る
〔
森
岡
執
筆
部
分
〕
。

さ
て
、
第

1
表
は
抜
粋
し
た
こ
れ
ら
土
総
類
の
測
定
さ
れ
た
炭
素
年
代
の

一

党
で
あ
り
、
左
端
の
番
号
は
土
器
笑
測
図
の
番
号
と

一
致
し
、
口
酒
井
式
船

橋
式

・
長
原
式
は
純
文
晩
則
の
突
帝
文
土
器
の
土
持
型
式
で
、
こ
の
順
に
変
造

FlJ町田芳整
官房LVF引

帯 113吋 -L

輔副~"

市長7

4自1調
轟轟「ー|笥

¥同百戸寸u

AMS法炭素年代測定を行った近畿地方最古級の遠賀川系土器

(弥生前期)と突帯文土器 (縄文晩期) (春成2007)

5 

戸戸
第 1図

を
遂
げ
る
。
一

方、

I
は
畿
内
第

I
株
式
と
呼
ば
れ
る
弥
生
前
期
の
土
器
で
、

古

中

新

は

そ

の

細
分
を
示
す
。
こ
の
順
に
変
迭
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

測
定
さ
れ
た
理
科
学
的
年
代
は
、
山
氏
紫
年
代
他

(B
P
)
と
峨
率
を
明
示
し
て

の
暦
年
較
正

4
代
が
公
表
さ
れ
て
い
る
〔
春
成
二
O
O
七〕
。
例
え
ば
、

l
l

3
の
伊
丹
市
口
酒
井
遺
跡
の
突
帯
文
土
器
は
、

八

五

八

%
の
確
率
で
紀
元
前

八
世
紀
中
頃
1
九
世
紀
中
頃
の
時
期
を
一
示
す

一
方
(
第
l
図

3
)、
九

五

四

%
の
確
率
で
紀
元
前
六
J
八
山
紀
の
時
期
を
示
す
土
時
も
存
在
す
る
(
第
l
図
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近畿地方の純文晩期~弥生前期の実年代〔春成2007)

遺跡 民将司P守 ごt"型式 民藷H年代田町 暦年較正年代(碕串} 備管

1.伊丹市口欄井 HYITOl 口市井，船構式 2530瑚 市古~剖Ck:aIllC(95.4%) 
Z 向上 IIYIT刀2b 口間井 2580念40 自却-545ca1BC(95.4%) 
，問」ー HYlT().1 口楠井ー船揖式 2610士40 845-7日kalBC(85.8%) 
4茨木ili牟礼 OSDRl ロ酒井式 2595:1:35 旬。-7日kalBC(剖.2%)

5 向上 OSBR3 食物文 おお会J5 区泊~剖5ca1BC(95.<1%) 
a 向 上 OSBR2 I 剖95土35 花5-国5caIDC (9乞8%)
7高視市安浦 OSTK2 

1・" 剖40:1:40 7田-，民ica1BC (95.4%) 議

a尼崎市東武胤 HytW24a 1 .l野 お40:::30 79S-545ca1DC (95.4%) 

9.神戸iIi本山 IIYKB03a ~帯:;: おlO:!:40 795-510calBC (倒.1%)
IIYKI却3b 2切5会40 790-印5ca1BC(911%) 

10向 上 日YKIJ01 長収支 2495=40 7且5-505ca1BC(95.4%) 
11.向上 HYI四 10 長原式 M釦叫O 得。-495ca1BC抽 出 }

l'向上 HYKl105b I 古 25由 主40 7田-51OCa1BC(9四%)

13.向上 IIYKB06a 1 合 2目。企40 8曲~臼OcalBC(95.5%) 
lIYKB侃 b 2480叫 770-崎OcalBC(95.5%) 

14向上 IIYKs15 1 古 2-170主40 765-410ca!sC (95.4%) 
15咽神戸市吠町 IIYKs3¥b I 新 2395:t40 745-3'冊目出C (95.5%) 
1.神J:ll!f車市田中 HYMU3 災帯文 25剖'30 7曲-515ca1llC (95，4%) 
17向上 IIYMUl2b n 2240:1:ω 4叩 -l65caillC(95.4%) 
10東大阪市宮ノ下 OSH4 後限式 2570=40 810-545c叫BC(95.5%) 
19向上 OSH05 船信 26加古川 8国-7時叫5C(且3%)
血問上 051106 長以 25田%40 ω5-臼仇.affiC(95.5%) 
21.向上 OSHω 長" <!.510:!:4Q 795-510c呂田C (94.1%) 
n向 上 05113 I 24お.お 75Q-4{耽 alBC(95.3%) 
23.東大阪lli島根 OSH15 滋賀且u-ru 鈎40:1:40 1270-1015cllIDC (94.5%) 
24.)/(大阪市水定 osn:n 長.，式 2ら10土40 自由-54lkaIDC (95.5%) 
E 附 上 0511幻 長原式 2520:b10 79S-515ca1BC (95.<1%) 
26.向 上 OSIHO I 古 出 0:1:40 割加~剖Ck:alBC (9包4%)
27問 上 051119 1 .中 お05:!:40 7田~日間k:a1BC腕 5%)

""向上 OSH20 I '1Tr 2450叫 O 755-4Q5<;alsC (9臼%)

{婿..の米"炭化恥位I l:I:U!~.拠化令指令.払ベー'"ペ タ アナリティック払京大は東京大~グ"ム加.~研究施殴で閉じ院符.m定}

近儀における弥生時代の開始年代{君事成秀爾)

ー
)
。
本
山
追
跡
の
場
合
は
、
突
結
文
土
山
市

(第
l
図
9
1
H
)
が
い
ず
れ
も

確
率
九
O
数
%
前
後
以
上
で
、
紀
元
前
六
世
紀
末
1
八
日
紀
初
頭
の
年
代
を
示

し
、
前
期
の
弥
生
土
総

(第
l
図
ロ
l
H
)
が
確
率
九
五
%
前
後
の
古
川
市
十
を
示

し
て
、
五
六
位
紀
l
八
佐
紀
後
半
の
年
代
測
定
他
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。
冒

頭
に
記
し
た
二
十
年
、
=
一
十
年
前
の
推
定
年
代
か
ら
す
れ
ば
、
刷
胤
附
附
す
る
年
代

他
で
あ
り
、
弥
生
時
代
の
開
始
年
代
が
今
日
ホ
y
ト
な
論
争
に
な
る
だ
け
の
間

第 1表

き
を
見
せ
て
い
る
わ
け
だ
。

い
ま

一
つ
、
お
気
づ
き
の
こ
と
と
思
う
が
、
純
文
十
一慌
の
股
終
末
の
土
法
と

大
阪
湾
岸
の
弥
封
土
山
市
の
折
箆
を
示
す
土
加
の
年
代
他
が
概
ね
重
な
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
は
、
弥
パ
コ
時
代
が
始
ま
っ
て
も
純
文
J
J

協
で
あ
る
突
和
文
土
絡
が
作

り
続
け
ら
れ
て
い
る
叩
実
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
既
に
半
世
紀
初

前
か
ら
遺
桃
内
や
造
物
包
含
府
中
で
共
存
し
て
い
る
純
文
晩
期
土
協
と
弥
生
前

期
土
器
の
実
態
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
A
M
5法
炭
素
年
代
に
よ
る
官
川
精
度

年
代
測
定
は
、
数
字
の
上
か
ら
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
実
年
代

論
争
と
は
別
に
そ
の
有
効
性
の
一
端
を
教
え
て
い
よ
う
。

少
し
長
々
と
、
本
山
遺
跡
出
土
土
器
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
発
表
の
近
年

の
科
学
年
代
を
紹
介
し
、
そ
の
前
川
弥
生
土
保
が
近
綾
地
方
最
古
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
強
制
し
て
き
た
が
、
二
O

O
六
年
に
は
こ
れ
よ
り
古
い
と
み
て
よ
い

弥
昼
間
始
則
の
土
器
が
ま
と
ま
っ
て
山
土
L
、
そ
の
雌
を
設
る
状
況
と
な
っ
た
。

大
阪
湾
よ
り
内
陸
に
位
位
す
る
河
内
的
化
岸
に
位
挫
す
る
大
阪
府
四
条
畷
市
統

IA郷
条
些
遺
跡
出
上
十
一加
が
そ
れ
で
、
訓
読
者
で
あ
る

(財
)
大
阪
・附
文
化
財

セ
ン
タ
ー
か
ら
通
報
を
受
け
た
私
は
、
と
り
あ
え
ず
大
北
の
出
j
資
料
を
円
十
い

時
別
に
神
戸
市
山
政
文
化
財
セ
ン
タ
に
巡
搬
し
て
も
ら

っ
て
、
収
脱
さ
れ
て

い
る
本
山
泣
跡
の
弥
生
土
保
と
」
l

分
比
蚊
検
討
す
る
こ
と
、
災
物
同
士
の
日
比
比

ベ
ム
円
い
が
そ
の
刊
断
の
最
も
近
辺
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
比
較
分
析
の
訂
を
川
市

た
す
べ
く
同
行
し
た
。
神
戸
市
凶
院
の
川
一
政
文
化
財
セ
ン
デ
の

一
部
屋
で
両

者
の
近
畿
最
古
の
弥
生
士
総
を
対
聞
き
せ
、

一
占

一
占
手
に
取
っ
て
、

二
一時
間

ば
か
り
、
乱
立
深
く
観
察
を
続
け
、
数
十
和
の
コ
ン
テ
ナ
内
の
土
器
を
見
て
以
後

に
下
し
た
判
断
は
、
近
畿
I
|
1
附
悼
式
に
先
行
す
る
小
様
式
の
中
に
お
い
て
、

健
か
な
時
期
差
で
利
一戸
よ
り
大
阪
の
資
料
が
古
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実

感
と
し
て
は
、
化
部
九
州
の
板
付

I
式
と
板
何

H
a式
の
境
目
に
近
い
と
こ
ろ

ま
で
、
一
部
の
資
料
は
遡
上
す
る
年
代
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
、
西
か
ら
東
に

向
か
っ
て
瀬
戸
内
沿
岸
を
階
段
状
に
位
世
付
け
て
き
た
従
来
の
編
年
観
の
段
差

を
い
く
つ
も
取
り
払
う
必
要
す
ら
覚
え
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

奈
良
県
立
樹
原
考
古
字
削
先
所
の
苛
沢
市
山
氏
と
私
は
、
今
か
ら
二

f
年
程
前

-6-
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の
物
差
し
、
こ
こ
に
完
成
f

」
と
は
、
今
は
亡
き
佐
原
文
氏

(当
時
、
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
研
究
指
導
部
長
岡
す
一以
史
民
俗
博
物
館
館
長
)
が
本
の
郊

に

一
情
感
想
を
込
め
て
配
さ
れ
た
推
際
の
キ
ヤ

y
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
当

時
は
全
国
の
先
制
現
場
の
プ
レ
ハ
ブ
整
理
室
の
中
で
物
を
片
手
に
手
垢
に
塗
れ

る
科
使
い
込
ま
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
作
っ
た
も
の

で
あ

っ
た
。
近
畿
地
点
の

体
生
土
絡
に
河
川
し
い
占
々

に
分
担
執
市
を
願
っ
て、

作
地
の
峨
式
制
年
の
例
行

関
係
織
す
を
も
円
指
し
た

も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で

ア
ナ
ロ
グ
的
だ

っ
た
の
で
、

将
来
も

っ
と
若
い
位
代
の

人
々
が
パ
ソ
コ
ン
を
駆
使

し
た
デ
ジ
タ
ル
土
器
教
本

を
作
っ
て
ね
た
ち
の
行
事

も
抽
出
り
伴
え
ら
れ
る
こ
と

を
予
期
し
て
い
た

(未
だ

そ
っ
い

っ
た
編
年
案
は
出

現
し
て
い
な
い

)。

そ
の

A
物
に
編
成
さ
れ
た

l
l

l
線
式
、
」
そ
が
点
つ
叫
吋
近
縫

で
枇
も
寸
け
い
編
年
l
の
位

凶
を
占
め
た
越
川
μ
川
系
土

器
で
あ
り
、
前
述
し
た
大

関
遺
跡
な
ど
の
前
期
弥
生

土
採
が
該
当
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
山
遺
跡
や
敵

に

「弥
生
土
器
の
様
式
と
編
年
」
近
畿
幻

I

H

〔
寺
沢
森
岡
編

一
九
八

九

一
九
九

O
〕
と
い
う
弥
生
土
器
の
実
測
閣
が
凹
千
側
近
く
ぎ

っ
し
り
詰

ま
っ
た
分
厚
い
本
を
編
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
「
日
本
に
政
耕
判官
会
が
生
ま
れ
岡

が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
の
刻
々
の
変
化
、
各
地
域
の
動
き
を
読
み
と
る
枇
新

回

1蜘

5∞ 

期

a 

陸

自一

日

目

早

問

中

自

E 

E 

自

I 

時

日

油

生

時

it 

阜朗自

国

早 WJA

前剛末

締半烏南部 九州北部

」

13∞ g 高‘
時

ニ盟口組土器
自

自 員 自 天時 式

-・・ーー-ー --ーー.

自
早Kn 担帯主土器

I 上加世田式
---------ーー.
司 轟洞 式

E 時
眠上菅生式古

駅三百司副ト

1027 期 欣 岩 里 式 it 話

1000 
主語

ー--ー-ーー--ーー. 県 川 式

先 松 商 盟
ー--- ------------

自問
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塙ノ姐式

器
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妻
時it 

調盟主式斬
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R 
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202 調E久E式古

自
調 E先立式中
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調政E式軒
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第2図 韓半島と丸州北部の土器併行関係と年代[藤尾2009)
早期A;甲元誕之、宮本一夫の説、早期s;武末純の鋭、前期末 ，宮本 夫の説

古境時it
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民
刑
法
宋
山
一
泊
跡
の
弥
生
士
山
市
は
、
大
阪
府
東
大
阪
市
若
江
北
地
跡
や
同
府
八
尾

市
問
升
中
遺
跡
な
ど
の
弥
生
前
則
土
保
と
政
ん
で
、
大
阪
治
山
で
は
さ
ら
に
古

い
要
素
の
土
保
群
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
少
し
マ
ニ
ア
ァ
ク
な
土
探
考
古
学
の
話
で
あ
る
。
似
を
転
じ

て
、
日
本
列
島
全
体
を

一
気
に
僻
献
し
て
み
た
い
。
当
館
杉
浦
昭
典
館
長
の
専

門
分
間
で
大
好
き
な
船
を
め
ぐ
る
文
化
伝
怖
の
問
題
も
そ
こ
に
加
わ
っ
て
く
る
。

土
保
に
付
抗
し
た
耳
か
き
一
杯
桂
皮
の
ス
ス
や
オ
コ
ゲ
を
試
料
と
し
て
、
山
M

U
L

前
年
代
を
克
明
に
測
定
し
て
九
州
地
方
の
弥
生
早
期
間
始
の
年
代
を
紀
元
r
川
一

O
世
紀
後
半

(中
間
で
い
え
ば
凶
問
の
，
川
半
則
)
と
発
表
し
た
凶
『

Mm史
民
俗

間
物
館
は
、
そ
の
後
、
円
本
列
。

μ全
体
の
弥
生
川
代
の
始
ま
り
ゃ
時
半
向
の
政

緋
泣
肋
の
嬰
所
の
年
代
を
次
々
と
測
り
、
今
円
で
は
、
こ
れ
ま
で
約
六

0
0
年

間
と
言
わ
れ
て
き
た
弥
生
文
化
則
が

一
服

一
二
0
0
年
間
へ
と
お
よ
そ
依
の
長

さ
に
な
る
こ
と
、
と
く
に
早
川
前
則
は
お
よ
そ
二
百

0
4の
長
さ
か
ら
お
よ

そ
六
O

O
年
の
長
さ
に
延
び
る
こ
と
、
附
則
的
に
は
、
紀
元
前
五
世
紀
l
紀
元

前
二
世
紀
が
紀
元
前

一
O
世
紀
1
紀
元
前
四
世
紀
前
半
に
更
新
さ
れ
る
こ
と
を

高
唱
し
て
い
る

(第

2
図
)
。
従
来
約
二

O

O
年
程
で
四
日
本
全
体
に
伝
わ

っ

た
と
さ
れ
た
稲
作
段
緋
文
化
が
炭
素
年
代
に
依
拠
す
る
と
、
六
O

O
年
も
か
け

て
よ
う
や
く
広
ま
る
こ
と
に
な
る

(第

3
図
)
。
さ
ら
に
東
海
で
は

一
O
O
年、

北
院
で
は

一
五

0
4
、
化
上
を
遂
げ
て
い
胤
北
以
北
端
に
至
る
に
は
こ
O
O
年
を

裂
し
、
実
に
間
関
東
は
応
後
に
な
っ
て
か
ら
、
稲
作
文
化
の
洗
礼
を
受
け
る
避

さ
で
あ
る
。

か
つ
て
経
済
的
変
化
の
政
大
現
象
と
し
て
拠
え
た
水
川
稲
作
の
波
来
と
伝
怖

は
、
短
時

H
に
猛
ス
ピ
ー
ド
で
と
い

っ
た
印
象
が
強
く
苅
出
陣
し
た
が
、
科
苧
年

代
に
悲
づ
け
ば
、
大
尖
悠
長
な
出
来
事
と
な
る
。

ス
ピ
ー
デ
ィ
な
動
き
を
説
明

す
る
こ
と
か
ら
、
反
転
し
て
勢
い
鈍
間
な
受
存
姿
勢
に
説
明
の
紙
帽
を
授
や
す

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
縄
文
か
ら
弥
生
へ
の
変
化
則
、
過
波
山
出
の
相
会
的
、
文

化
的
評
価
に
も
繋
が
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
の
変
革
期
と
は
何
か
、
日
本
列
応

に
と
っ
て
伯
作
文
化
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な

が
る
。
ま
た
、
瀬
戸
内
海
は
歴
史
の
大
き
な
う
ね
り
の
中
で
常
々
、
穏
や
か
な

ζコ

、。2
日本列島における水田稲作を伴う弥生文化の東進年代 (ili絞以東を中心に) (小林2009)

-8ー

第 3図
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で き 海
あたを
る 。介
。そし
近 れ て
年 を の
、支文

悦iえ化
'tた
時{丘文
ft遼物
の手東
船 l主伝
tJEI 、の
資交主
科通幹
は手線
、段 Jレ

笑は l
物言卜
以うと
外 ま し

るロリえへもに題対るが図加ゃにでて
。 !とるのあなのに 。試 て し ゴ ニiーもの
船ズ闘。 ii1) つ 中あ絵み て部製な役
を 7 わ稲祝、て似つ副ら脅お絵品<;'1') 
干1) γ る 1'1'が人 いモてのれ探り 商 船を
朋プ船のう々 る チは ffつな(な本の担
しさもマかのも l 、犯つ解第と 製存っ
てれクツが船 の 7 匝l胤あ釈 4 Þ;~ ，!it，在て

」 ;:jr止明」
、同

J}JrH日世1';'1.:布地酒時/弥生qlj山佐畠

木製品や土器に搭かれた弥生文化期の船

[大阪府立弥生文化博物館2006)

舗に描かれたフキ

第 4図

の
瀬
戸
内
東
進
に
よ
る
水
旧
稲
作
の
伝
婦
は

一
体
と
れ
ほ
と
の
時
日
を
裂
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
昨
今
の
長
期
編
年
に
よ
る
弥
止
し
時
代
像
の
再
構
成
に
は
、
こ

の
白
川
で

一
般
市
民
は
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
山

遺
跡
の
弥
生
土
路
の
古
さ
の
地
位
は
大
阪
の
地
に

zaら
さ
る
を
得
な
い
が
、
よ

り
古
い
弥
生
土
協
が
近
畿
地
方
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
米
食
を
伝
え
た

瀬
戸
内
海
の
船
を
別
い
た
航
行
の
足
取
り
は
ま
た
関
わ
っ
た
時
間
の
問
題
で
復

権
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
想
う
の
は
、
私
一
人
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
寄
り
辺
は

そ
ん
な
に
長
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
謎
は
ま
だ
解
け
な
い
。

(『
本

U
村
山
人
」
旅
山
人
編
執
館
者
)

間山県措置跡/弥'1中間佳盟

{図
表
出
典

一
覧
}

第
l
図
春
成
秀
刑
「
近
畿
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
開
始
年
代
」

「新
弥
生
時
代

の
は
じ
ま
り
』
第
二
巻
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
へ

(西
本
位
弘
編
)

雄
山
間

二
O
O
七
年
か
ら
改
変
転
似

山
山
典
は
第

一
図
に
同
じ

“
牒
厄
制
郎
「
純
文
か
ら
弥
生
へ
弥
生
前
史
」『
弥
生
時
代
の
考
i
u

d
寸
」
第
二
巻
弥
生
文
化
誕
生
同
成
制

二
O
O
九
4
か
ら
転
戦

小
林
謙
一
「
近
畿
以
来
の
地
域
に
お
け
る
弥
生
文
化
の
波
及
年
代
」

「文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
学
術
創
成
研
究
弥
生
役
緋
の

起
源
と
京
ア
ジ
ア

N
E
W
S
L
E
T
r
E
R
」
尚
日
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館

二
O
O
九
年

大
阪
府
立
弥
生
文
化
問
物
館
編
「
「
弥
生
前
帖
」
'
|
弥
生
人
が
拙
い

た
凹
界
」

(平
成

一
八
年
存
季
特
別
民
閃
録
)
二
O
O
六
年
か
ら
転
載

-9ー

部

I
4弘

第

2
凶

第

3
図

第

4
図

{参
考
文
献
}

寺
沢
燕
森
岡
秀
人

『弥
生
土
器
の
出
悼
式
と
編
年
』
近
畿
編
I

H

一
九
八
九

一
九
九
O
年

木
耳
社

フネ
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ひ

15 
長さ
型ュ

~' 1 
年地ジ
G域了
説文芸

高容 化主
?のズ
|発 と

展

史
料
飢
研
究
日

日|

祐

-
は
じ
め
に

一二

世
紀
に
入
り
、
情
報
化
が
加
速
し
て
い
る
。
学
術
の
世
界
や
持
物
館
の

世
界
に
も
峨
々
な
も
の
が
ア
ナ
ロ
グ
ベ

ー
ス
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ベ
ー
ス
へ
置
き
換

わ
っ
て
い
る
。
文
科
省
が
推
進
し
て
い
る
「
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
文
化
の
創
造
と

発
信
(
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
に
閲
す
る
研
究
会
報
告
位
)
平
成

一
九
年
六

月
一
九
日
」
が
バ
ー
チ
ャ
ル

リ
ア
リ
テ
ィ
毎
に
よ
る
仮
想
体
験
な
ど
を
掲
げ

て
い
る
よ
う
に
博
物
館
の
世
界
も
大
き
な
転
換
有
を
迎
え
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
ん
な
中
で
二
O
O
八
年
末
に
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館

(以
下
、
史
料
館
)

で
は
、
ひ
ょ
う
ご
ミ

ュ
ジ
ア
ム
デ
イ
ズ
に
て
「
泣
般
的
記
録
」
と
し
て
の
視

脱
党
資
料
を
自
主
制
作
し
た
。
本
報
告
で
は
、
ひ
ょ
う
ご
ミ
ユ
|
ン
ア
ム
デ
イ

ズ
向
け
の
視
聴
党
資
料
制
作
附
の

コ
ン
セ
プ
ト
や
意
図
、
そ
れ
に
因
む
同
物
館

が
貢
献
す
べ
き
地
域
文
化
の
発
展
に

つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

-
改
正
さ
れ
た
博
物
館
法
l
l
資
料
と
し
て
の
電
磁
的
記
録
|
|

博
物
館
が
博
物
館
で
あ
る
根
拠
は
、
昭
和
二
六
年
に
制
定
さ
れ
た
帥
物
館
法

で
あ
る
。
そ
の
叫
物
館
法
第
三
条
で
は
陣
物
館
の
事
業
と
し
て
資
料
の
収
集
、

資
料
の
保
缶
、
資
料
の
訓
査
研
究
、
以
示
情
報
発
信
を
規
定
し
て
い
る
。

制
定
か
ら
五
O
年
以
上
が
経
過
し
て
、
法
改
正
が
過
去
に
数
回
行
わ
れ
て
い
る
。

第

一
六
九
回
国
会
合
山
会
)
に
て
成
リ
ー
し
た
「
相
会
教
育
法
令
の

一
部
を
改
正

す
る
法
律
」

(平
成
二
O
年
六
月

一一

目、

平
成
二
O
年
法
律
第
五
九
四
方
公
布
)

に
お
い
て
も
幾
つ
か
の
点
が

新

設

削

除

変

更

さ
れ
て
い
る
。

変
更
占
で
柏
に
注
目
す
べ
き
は
問
物
館
法
第
二
条
第
三
項
で
あ
る
。
従
来
の

条
文
に
加
え
、
博
物
館
資
料
に
「
電
般
的
記
録

(む
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た

記
録
を
い
う
。)
を
合
む
0

」
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
追
加
の
古
図
と
し
て

「一

O
文
科
生
第

一
六
七

日

平

成

二
O
年
六
月

一一

日

行

会
教
育
法
当
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て

(通
知
こ
で
は

「「
氾
磁
的
記
録
」
と

は
、
日
円体
的
に
は
、
白
楽
、
絵
閥
、
映
像
与
を

C
D
や
D
V
D等
の
似
体
で
記

録
し
た
資
料
」
と
し
、
立
図
は
「
今
後
こ
う
し
た
資
料
の
収
集
悦
供
又
は
展

示
が
重
要
さ
を

mす
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
今
回
明
示
的
に
規
定
し
た
も
の
」

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
的
報
化
に
よ

っ
て
変
化
し
て
し
ま

っ
た
村
会
の
尖
態
に

合
わ
せ
る
よ
う
に
改
正
が
行
わ
れ
た
而
も
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
「
屯
磁
的
記

録
」
の
重
要
皮
と
今
後
の
可
能
性
を
許
制
し
た
結
果
と
も
い
え
る
。

-
ひ
ょ
う
ご
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
デ
ィ
ス
と
史
料
館

ひ
ょ
う
ご
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
デ
イ
ズ
と
は
、
ブ
レ
ッ
ツ
@
メ
デ
ィ
ア
ス
タ
ジ
オ

(ミ
ン
ト
神
戸
6
F
)
が
兵
庫
県
内
の
博
物
館
や
美
術
館
を
映
像
で
紹
介
し
て

い
る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
7
レ
ッ
ア
@
メ
デ
ィ
ア
ス
タ
ジ
オ
は
最
新
の
デ
ン
タ

ル
設
備
を
備
え
て
お
り
、
兵
郎
県
内
の
地
成
情
報
発
信
基
地
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。
二

O
O
八
年
末
に
史
料
似
で
紺
介
映
像
を
作
成
し
、

二
O
O
九

4
一
月

か
ら
映
像
の
放
映
を
川
始
し
た
。

史
料
館
が
ひ
ょ
う
ご
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
デ
イ
ズ
を
利
川
し
て
達
成
し
た
い
目
的

を
視
覚
に
よ
る

「地
域
IX化
の
附
報
発
信
」
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
庄
村
山
工

の
編
纂
を
闘
的
と
し
て
山
先
制
館
が
設
問
さ
れ

て
お
り
、
地
域
に
関
係
す
る
資
料
の
収
集

収
減
、
訓
資
研
究
、
展
示
情
報
発
信
が

申
科
飴
の
役
川
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ユ

ジ
ア
ム
デ
イ
ズ
で
は
柿
援
的
に
米
航
者
同
引
を

畑
仕
同
す
る
も
の
で
は
な
く
、
採
江
青
木

一山
古
木
地
区
に
つ
い
て
少
し
で
も
知
っ
て
も

ら
う
こ
と
を
第

一
の
目
的
と
し
て
い
る
。
地

区
外
の
人
に
と
っ
て
は
、
深
江
青
木
s

商

古
木
地
区
に
つ
い
て
少
し
で
も
知
っ
て
も
ら

ハ

υ

地時文化の制介

神戸深江の

~ぬU ゆ物語
江戸時代から現代まで

紹介映像「空イ トル」

h・戸 ~il笠 主文化.・S舘
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J

ぅ
機
会
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
地
元
の
方
に
と
っ

川
て
は
改
め
て
地
元
の
文
化
に
つ
い
て
知
る
機

だ
会
に
な
る
と
考
え
た
。
今
回
制
作
し
た
映
係

四

資
料
は
、
デ
ジ
タ
ル
ベ
!
ス
で
あ
る
。
そ
の

慌

た
め
、
イ
ン
タ
ー
不
ッ
ト
で
の
配
信
や
メ
デ
イ

晴

7
に
て
配
布
が
可
能
と
な
り
、
パ
ソ
コ
ン
さ

切
え
あ
れ
ば
視
聴
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
従
来

聞
の
磁
気
テ

1
プ
に
比
べ
、
情
報
発
信
の
コ
ス

江
ト
が
大
仰
に
下
が
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
今

向
後
も
よ
り
容
易
に
映
像
資
料
の
配
信
が
可
能

と
な
る
環
境
が
整
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

発
信
す
る
地
域
文
化
の
コ

ン
テ
ン
ー
と
し
て
「
だ
ん
じ
り
」

を
取
り
上
げ
た
。

タ
イ

i
ル
は
「
地
域
文
化
の
紹
介
神
戸
深
江
だ
ん
じ
り
物
語
江
戸
時
代
か

ら
現
代
ま
で
」
と
し
、
だ
ん
じ
り
を
取
り
上
げ
た
脱
出
は
次
の

4
山
で
あ
る
。

①
古
写
山
〈に
て
悦
託
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
②
現
代
に

'Uづ
い
て
い

る
文
化
で
あ
る
こ
と
、

③
深
江
の
だ
ん
じ
り
に
関
し
て
調
査
研
究
実
績
が
あ

る
こ
と
、

①
だ
ん
じ
り
に
関
係
す
る
収
蔵
品
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る。

①
に
つ
い
て
は
史
料
館
は
昭
和
初
期
の
古
写
只
を
所
蔵
し
て
い
る
。
視
聴
覚

資
料
に
は
、
前
提
知
識
が
な
く
て
も
楽
し
め
る
古
写
真
が
効
来
的
だ
と
判
断
し

た
。
②
に
つ
い
て
は
、
戦
争
に
よ

っ
て
小
断
後
復
活
し
、
現
杭
も
続
い
て
い
る
。

や
は
り
身
近
な
テ
!
?
で
あ
る
だ
け
に
地
域
の
方
の
関
心
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

③
は
史
料
館
刊
行
の

『本
庄
村
史

(地
理
編
民
俗
編
)』

や
木
村
消
弘
氏
の

研
究
ノ

l
ト
が
、

『生
前
文
化
史
史
料
館
だ
よ
り
』
二
四
号
に
仰
向
紋
さ
れ

て
お
り
、
和
極
的
に
過
去
の
研
究
成
果
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

@
に
つ
い
て
史
料
館
で
は
江
戸
時
代
の
だ
ん
じ
り
門
事
ゃ
、
現
代
に
制
作
さ
れ
た

ミ
ニ
だ
ん
じ
り
を
収
蔵
し
て
い
る
。

-
お
わ
り
に

今
聞
は
だ
ん
じ
り
を
切
り
口
に
地
版
文
化
、
史
料
館
の
収
蔵
品
、
研
究
成
栄

を

一
本
の
中
で
過
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
有
機
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
を
紡
合
さ

初戸沼江A:l叉化史髭鎗
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せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
一

本
の
串
に
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
文
化
の

中
で
の
収
蔵
品
の
位
置
付
け
が
明
確
に
な
る
。
そ
れ
は
収
H

誠
白
川
の
価
値
を
向
上

さ
せ
、
地
域
文
化
の
発
展
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
収
蔵
品
は
そ
れ
の
み
で
は
存

在
せ
ず
、
文
脈
の
中
で
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
当
時
の
討
会
的
背
景
や
歴
史

に
左
右
さ
れ
な
が
ら
モ
ノ
と
し
て
人
生
を
送
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
モ
ノ

と
し
て
の
生
い
立
ち
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
相
会
状
況
の
復
元
な
ど
を

可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
現
代
と
当
時
を
結
ぶ
「
梨
け
僑
」
と

な
り
う
る
。
そ
こ
に
暦
史
的
価
値
や
地
域
文
化
の
資
産
と
し
て
側
他
が
あ
る
。

し
か
し
、
地
域
の
人
が
そ
の
制
値
を
認
め
な
け
れ
ば
、
地
械
の
文
化
資
産
と

し
て
の
価
値
は
な
い
。
地
成
が
そ
の
モ
ノ
を
評
価
し
価
値
を
認
め
る
第

一
歩
は、

知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
知
る
」
に
よ
っ
て
地
域
は
、
収
蔵
品
を
地
域
文
化

の
資
産
と
し
て
価
値
を
見
出
し
、
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
よ
り

多
数
の
人
が
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
価
値
が
向
上
し
、
地
域
文
化
が
発
展
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
継
続
的
な
発
展
の
た
め
に
は
、
現
在
も
怖
に
文
化
形
成
が
行
わ

れ
て
お
り
、
川
市
川
に
資
料
の
収
集
、
調
査
研
究
、
情
報
発
信
を
継
続
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
継
続
に
は
大
き
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
に
て
情

報
発
信
が
出
来
れ
ば
コ
ス
ト
を
低
下
さ
せ
、
は
じ
め
に
で
紹
介
し
た
文
科
省
が

推
進
し
て
い
る
事
業
の
よ
う
に
、
従
来
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
可
能
と

九
u
t
h
M

。
今
後
は
ま
す
ま
す
デ
ジ
タ
ル
に
触
れ

る
機
会
が
地
加
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、

地
域
文
化
発
展
の
た
め
に
同
物
館
が
ど

う
口
献
で
き
る
か
が
霊
安
で
あ
り
、
こ

の
電
磁
的
記
録
デ
ジ
タ
ル
を
い
か
に

有
効
に
活
用
出
来
る
か
、
日
々
模
索
し

て
い
き
た
い
。

事・戸2確立さE活文化史拘館
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打
出
焼
の
歴
史

材l

作

i修

山ん
料
飢
研
究
日

J 11 

早
い
も
の
で
あ
の
惑
少
の
大
淡
災
か
ら
丸

一
凶
作
の
成
月
が
流
れ
、
街
中
に

当
時
を
残
す
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
一一両
で
は
な
い
。

史

料
館
は
幸
い
に
し
て
建
物
に
た
い
し
た
ダ
メ
ー
ジ
な
く
そ
の
年
の
十
月
に
再
開

館
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、

一
方
で
は
館
日
の
身
内
に
不
幸
な
こ
と
が

あ

っ
た
こ
と
は
決
し
て
ー-』
れ
て
は

い
け
な
い
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
で
ご
只
似
を

祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
て
、
私
は

一
九
八
七
年
か
ら
芦
鹿
市
春
日
町
に
あ
っ
た
れ
山
焼
の
作
品
を
、

蒐
集
し
て
い
た
。
ま
た
深
山
家
か
ら
得
附
さ
れ
た
数
々
の
資
料
の
中
に
打
川
焼

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
杉
浦
館
長
の
勧
め
で
、
あ
の
大
震
災
の
前
年
の

一
九
九
凶

年
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
期
間
で
、
来
館
者
に
見
て
い
た
だ
く
べ
く
、
一一一

階
ホ

1
ル
で
股
一ホ
し
、
似
せ
て
開
銀
も
発
刊
し
た
。

大
淀
災
で
史
料
飢
の
建
物
に
被
告
は
な
か

っ
た
が
、
す
ぐ
再
開
飢
で
き
る
状

況
で
は
な
か
っ
た
。
十
月
の
再
開
館
に
合
わ
せ
、
打
出
焼
展
も
破
損
口山を
の
ぞ

い
て
規
似
を
紡
小
し

一
九
九
六
年
二一
月
ま
で
展
示
し
た
。
倣
印
刷
し
た
作
品
は
、

私
の
近
く
に
い
る
そ
れ
な
り
に
復
元
技
術
を
持
つ
み
な
さ
ん
に
協
力
し
て

い
た

だ
き
、
何

一
つ
失
う
こ
と
な
く
元
の
姿
に
魁
っ
た
。
図
録
で
は
私
と
打
出
焼
と

の
出
会
い
に
つ
い
て
多
く
を
百
い
た
。
当
時
は
何

一
つ
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
打

山
焼
に
つ
い
て
系
統
的
に
引
か
れ
た
も
の
が
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
聞
き
取
り

捌
査
や
史
料
制
査
、
現
地
制
査
な
ど
で
、
二

O
O
七
年
ま
で
に
年
表
形
式
で
一二

回
打
出
焼
に
つ
い
て
張
型
報
告
を
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
年
表
に
し
た
が
っ
て

打
出
焼
の
流
れ
に
つ
い
て

一
九
七
三

(
附
和
問
八
)
年
、
春
日
土
地
区
画
監
引

事
業
で
約
出
焼
の
紫
が
取
り
域
さ
れ
た
頃
ま
で
に
つ
い
て
報
告
し
て
み
た
い
。

一
九
O
六

(明
治
=
一
九
)
年
に
、
桁
道
村
打
出
(
現
芦
鹿
市
楠
町
)
の
地
に

邸
を
か
ま
え
て
い
た
苅
版
幾
太
は
、
孔
，
浦
焼
の
創
始
者
和
問
九
」
f
郎
正
院
院
の
協

l日斎藤邸 (芦屋市楠町)

現存せず、今はマンションが挫っている

旧大溝I11へ投棄された打出焼

h
M

の
も
と
、
お
出
焼
と
し
て
創
殺
す
る
。
幾
太
は
打
出
-h阪
の
良
町
の
粘
j
に

示
日
し
、
排
出
肌
阪
口
庄
政

(号

砂

山
)
を
作
附
に
か
か
わ
ら
せ
た
。

一
九

一
七

(大
正
六
)
年
の
記
録
に
も
、
打
出
の
壁
土
は
、
上
伐
の
粘
土
と

し
て
、
四
iN
や

神

戸

新

在
家
方
市
に
か
な
り
述
ば
れ
た
と
あ
り
、

一
九

一
八

(大
江
七

)
4
の
記
録
に
も
、
粉
泊
村
は
武
山
印
刷
川
に
お
い
て
石
材
と
粘
土
の
正

安
産
地
と
あ
る
。

明
治
も
終
わ
り
に
近
い

一
九

一
O
(
明
治
四
一二)
年
、
阪
口
が
斎
藤
か
ら
独

立
し
て
、
邸
の
到
す
ぐ
の
今
の
森
口
町
に
川
川
申
=す
る
。
こ
の
間
の
五
年
の
出
来

事
に
つ
い
て
は
目
干
の
と
こ
ろ
何
も
わ
か

っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

阪
口
が
開
窯
し
て
初
熊
山
し
の
作
品
と
巴
わ
れ
る
も
の
が
、
二
O
O
二

(平

成

一
凶
)
年
に
、
市
内
三
条
川
の
発
旧
制
現
場
の
批
乱

M
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

出
土
日
間
は
苅
さ

一
二
七
弓
以
を
測
る
、

一
合
徳
利
で
「
杓
泊
村
教
育
会
」
と

あ
る
。
記
録
か
ら
こ
の
年
に
、
粕
道
村
教
育
会
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
式
典
の

お
り
参
列
者
に
記
念
品
と
し
て
配
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
年
ま

で
、
和
田
九
十
郎
正
降
の
二
男
正
只
が
従
事
し
て

い
た
。

一
九

一
四
(
大
正
一ニ
)
年
に
資
本
金

一
万
円
で
合
資
会
社
杓
出
焼
陶
器
工
場

を
設
立
す
る
。
迎
年
に
は
大
正
天
皇
即
仙
を
記
念
し
て
、
神
戸
御
影
の
写
只

-12ー
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館
が
写
山
(
帖
を
発
刊
し
た
。
そ
の
中
に
山
桃
え
前
後
に
mm
っ
た
と
思
わ
れ
る
南

東
方
面
か
ら
の
全
長
写
真
が
あ
り
、
南
北
に
そ
っ
て
ゆ
る
や
か
な
斜
而
に
八
段

の
目
立
烈
と
、
申
z
元
で
働
く
ほ
ぼ
全
日
の
人
々
、
ひ
と
き
わ
行
の
a
H

川
い
中
折
州

f

と
背
広
を
身
に

つ
け
た

一
一見
外
悶
人
胤
の
総
勢

一
九
人
が
巧
其
機
に
討
日
し
て

い
る
。

一
九

一一
h

(大
正
問
)
年
、
五
月
二
十
三
日
付
西
川
悦
新
報
は
、
打
山
焼
の
全

貌
を
取
材
し
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
八
段
か
ら
な
る
本
竃
と

一
つ
の
素

焼
窯
が
あ
り
、
八
段
の

一
つ
は
飛
び
ぬ
け
て
大
き
な
焼
成
室
と
な
っ
て
お
り
、

大
き
な
も
の
を
焼
い
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
六
、
七
台
の
ロ
ク
ロ
が
あ
り
、

一

明
"の
焼
成
時
間
は
問
0
時
間
と
あ
る
。

一
九

一
八

(
大
正
七
)
年
の
大
旬
新
聞
に
は
、
何
富
市
(
当
時
西
宮
町
)
役

所
に
隣
悼
惜
す
る
海
消
寺
の
住
股
耐
火
作
が
、
イ
ン
ド
の
お
釈
迦
さ
ま
が
じ
九
成

で
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
よ
り
長
生
き
し
て
は
い
け
な
い
と
、

斎
藤
幾
太
が
打
出
焼
で
品
川
っ
た

州
舶
に
人

っ
て
生
，削
非
を
叫
ん

だ
こ
と
を
報
道
し
て
い
る
。

一
九
二
一
(
大
正

一
O
)
年

に
発
行
さ
れ
た

『武
庫
耶
誌
』

に
は
、
「
製
品
は
主
と
し
て
日

用
品

一
切
、
花
瓶
、
菓
子
器
、

茶
綜
類
等
に
て
」
「
主
と
し
て

大
阪
、
神
戸
、
灘
、
東
京
放
び

奈
良
方
面
へ
販
売
す
」
と
あ
る
。

品
目
良
万
国
に
つ
い
て
は
、
大
小

の
徳
利
に
、
脱
が
出
回
っ
た
絵
と

「
奈
良
土
産
」
と
陰
刻
さ
れ
た

作
品
を
数
山
凡
て
い
る
。

一
九
二
六

(大
正

一
五
)
年

に
発
刊
さ
れ
た

『大
日
本
窯
業

協
会
』
誌
が
、
山
陰
地
方
で
の

南東方向力主らみた、打出焼窯元

打
出
焼
に
つ
い
て
の
日
収
新
報
の
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。

一
九
凶
九
(
昭
和
二
四
)
年
二
月
に
発
刊
さ
れ
た
附
干
テ
イ
プ
の
市
広
報

『
あ
し
や
』
に
、
「
海
を
波
る
打
山
焼
」
と
約
介
さ
れ
た
。
戦
後
不
況
の
闘
燥

を
克
服
し
、
何
陶
に
努
力
す
る

一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
レ
ジ
デ
ン
ラ
イ
ズ
神

戸
支
社
キ
リ
オ
ン
氏
に
観
光
客
に
打
出
焼
の
紹
介
と
宣
伝
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

非
市
に
珍
重
さ
れ
、
将
来
打
出
焼
が
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
船
出
す
る
日

も
近
い
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
O
(
昭
和
二
五
)
年
は、

芦
屋
市
が
精
道
村
か
ら
市
制
施
行
丸

一
O

年
を
迎
え
る
に
あ
た

っ
て
記
念
式
典
を
催
し
た
も
の
と
川い
わ
れ
、
式
典
に
参
加

し
た
関
係
者
に
市
市
の
入
っ
た
打
出
焼
の
"川
市『
I
鉢
を
記
念
と
し
配

っ
た
よ
う
で
、

併
せ
て
前
年
先
の
海
治
寺
雨
天
俸
の
死
去
に
伴
っ
て
存
見
文
勝
が
住
駿
に
就
任

し
、
が
け
凡が
一保
子
鉢
に
絵
付
け
を
し
て

い
る
。

こ
の
年
の
翌
年
に
、
日
明
山
の
寺
院
か
ら
記
念
日
川
の
山
文
が
米
て
い
る
。

一
九
五

一

(昭
和
二
六
)
年
、
阪
神
間
は
も
と
よ
り
広
く
神
戸~
、
大
阪
府
に

も
お
よ
ぶ
色
々
な
蒐
集
家
の
集
ま
り
が
山
山
で
あ
り
、
秋
の

一
H
、
夫
術
の
秋

「
土
ひ
ね
り
の
会
」
と
し
て
打
出
焼
を
楽
し
ん
で
い
る
。
当
日
は
、
ロ
ク
ロ
の

笑
演
や
希
望
者
に
は
ロ
ク
ロ
の
講
習
が
あ
り
、
ま
た
端
、
に
火
が
入

っ
て
お
り
白

山
に
絵
付
け
な
ど
を
し
本
焼
き
し
持
ち
帰
り
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
後
日
ロ

ク
ロ
を
回
し
作
陶
し
た
作
品
で

「迷
作
展
覧
会
」
を
似
し
て
い
る
。

一
九
五
三

(昭
和
二
八
)
年
、
昭
和
二
凶
年
か
ら
二
七
年
ま
で
芦
屋
市
立
山

手
小
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
男
性
教
師
が
、
結
婚
の
引
き
出
物
に
打
出
焼
の
茶

碗
を
弘
文
し
て
い
る
。

一
九
六
六

(昭
和
四

二

年
、
私
は
岩
本日
目三
氏
の
紹
介
で
友
人
数
人
を
伴
っ

て
初
め
て
唱
…
元
を
訪
れ
、
名
向
が
二
代
目
砂
山

(本

名

淳

氏

)
の
指
狩
の
も

と
作
附
し
た
。
こ
の
こ
ろ
す
で
に
撚
元
で
の
作
陶
は
れ
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

私
内
身
こ
れ
が
最
初
に
し
て
以
後
の
訪
然
と
な
っ
た
。

一
九
七
三

(m和
問
八
)
年
に
い
た

っ
て
、
点
廿
日
町
が
土
地
区
間
整
理
事
業

の
対
象
に
な
り
、
向
山
も
取
り
陥
怖
さ
れ

一
叩
の
而
彬
が
な
く
な
り
、

二
代
闘
が

一

九
七
八

(昭
和
五
=乙

年
に
亡
く
な
り
、
ほ
ほ
七
O
年
の
打
出
焼
の
際
児
が
終

わ
る
。

内
《
J
V
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こ
こ
ま
で
が
私
が
知
り
え
た
打
出
焼
の
鹿
史
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
調
査
、

研
究
で
の
繰
越
と
し
て
は
、
各
作
品
に
押
さ
れ
て
い
る
「
印
」
の
問
題
が
あ
る
。

展
示
し
た
能
者
践
の
五
八
租
郊
の
う
ち
、
凶
悶
也
知
が
「
打
出
」
淡
字
印
で
、
他

は
す
べ
て
大
小
は
あ
る
が
ひ
ら
が
な
の
「
う
ち
で
」
印
で
あ
る
。
考
え
る
に
、

“
出
字
印
は
前
者
斎
藤
の
楠
町
期
の
も
の
で
、
ひ
ら
が
な
印
は
後
者
春
日
間
則
の

も
の
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て

い
る
。

さ
ら
に
、
七
O
年
の
服
史
の
巾
で
訪
副
知
し
た
若
名
人
は
ど
ん
な
顔
ぶ
れ
な
の

か
。
お
そ
ら
く
何
か
作
品
を
残
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
然
か
ら
凶
へ

自
と

外
の
先
に
谷
崎
潤

一
郎
や
お
旧
砕
花
が
甘
み
、

特
に
古
川
町
ご
夫
安
を
長
年
目
話

し
た
中
川
キ
ヨ
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
作
家
の
古
川
英
治
、
杉
本
苑
子
、
森
鴎
外

の
以
で
随
筆
家
の
小
照
在
奴
、
画
家
で
は
中
川

一
政
、
古
く
は
有
尚
武
郎
、
竹

久
夢
二
、
陶
芸
家
の
河
合
卯
之
助
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
桃
引
和
子
た
ち
が
日
間
邸

を
訪
れ
て

い
る
。
ま
た
歌
人
丹
羽
安
喜
子
が
今
日
の
出
戸
屋
市
立
美
術
博
物
館
近

く
に
住
み
、

一
九
一
二
二
一
(
陥
利
八
)
年
に
与
謝
別
品
子
が
丹
羽
を
訪
れ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
か
ど
う
か
は
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
羽
山
焼
の

刊
口
川
に
需
せ
日
き
を
し
た
と
い
う
話
を
耳
に
し
て
い
る
。

最
後
に
、
柳
宗
悦
ら
の
民
衆
的
工
裂
と
の
か
か
わ
り
、
柳
ら
の
民
裂
が
打
山

焼
に
何
ら
か
の
彩
轄
を
あ
た
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
打
出
焼
が
何
ら
か

の
影
響
を
民
裂
に
与
え
た
の
か
取
り
組
ん
で
み
る
必
嬰
が
あ
る
。

合
掌
。

{参
考
文
献
}

春
見
文
勝

『禅
に
生
き
る
傑
似
雨
天
俸
』
森
秋
相
、
一
九
六
三
年

藤
川
柿
刊

「
兵
山
で
焼
か
れ
た
陶
位
向
打
山
焼
」
『
陶
託
』
」
ハ
凶

一

会
、
二
O
O
六
4

旅
川
村
作

「私
と
打
山
焼
」
「特
別
展
開
録

杓
山
焼
l
牒
川
祐
刊
コ
レ
ク
ン
ヨ
ン
l
」

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
、

一
九
七
四
年

藤
川
祐
門

「打
出
焼
山
来
事
年
表
」
「川
釧
の
総
』
日

茅

山

山見
守寸会
二
O
O
七

'U
谷
川
代

「
打
山
焼
」
「
の
じ
ぎ
く
文
化
川
だ
よ
り
』
川
の
じ
ぎ
く
文
化
問
保
設

研
究
財
団
、

一
九
九
h
年

日
本
陶
防
協

解
村
時
の
本
庄
村
職
員

大

医|

lE 

美

山
科
飢
刷
飢
民

『本
庄
村
山
ι」
田
山
人
編
で
、
僻
村
山
吋
の
本
庄
村
職
口
の
記
念
写
竹
山
(汗
木
絞

干
さ
ん
所
蔵
)
を
巻
頭
に
紋
せ
た

(次
ベ
l
ジ
に
人
物
部
分
を
府
側
)。

庶
史

的
な
写
真
は
縦
形
さ
れ
た
時
期
と
写
っ
て
い
る
人
物
が
判
定
で
き
る
と
各
段
に

史
料
価
値
を
増
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
写
真
の
場
合
、
抑
制
以
さ
れ

た
の
は
、
ア
ル
バ
ム
へ
の
岱
き
込
み
に
よ

っ
て
村
が
桝
付
さ
れ
た
二
日
後
の
昭

和
二
十
五

4
(一
九
出

O
)
十
月
イ
二
日
と
判
明
し
、
場
所
も
本
庄
村
役
場
前

と
特
定
で
き
る
。
た
だ
編
集
の
肢
終
段
階
で
発
見
し
た
た
め
、
人
物
に

つ
い
て

は
十
分
な
検
討
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
元
本
庄
村
職
員
の
問
問
問
迷
さ

ん
を
迎
じ
、
市
栄
静
子
さ
ん
大
一
山
さ
だ
土
さ
ん

中
谷
ミ
ト
さ
ん
に
勾
其
を

み
て
い
た
だ
き
、
大
半
の
峨
日
の
名
前
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

問
問
さ
ん
は
、
『本
庄
村
史
」
を
松
初
に
手
掛
け
た
松
田
直

一
氏
の
三
男
で
、

村
長
を
輩
出
す
る
附
問
家
に
養
子
に
米
ら
れ
た
。
昭
和
」
l

九
年

(一

九
凶
凹
)

近
術
歩
兵
第

一
述
隊
で
四
年
間
の
兵
役
を
終
え
て
川
村
し
本
庄
村
職
只
に
な

っ

た
。
国
民
他
市
町
保
険
担
当
を
絞
て
翌
年
三
月
に
総
務
に
移
り
戦
災
絞
殺
を
担
当
。

五
月
十

一
日
午
前
九
附
す
ぎ
、
接
競
物
資
を
本
庄
小
学
校
校
庭
で
村
民
か
ら
買

い
上
げ
中
に
空
襲
に
辿
っ
た
。

村
役
場
に
隣
接
す
る
術
直
室
が
炎
上
す
る
な
か、

文
官
を
持
ち
出
し
、
そ
の
間
に
も
燥
艇
に
泊

っ
た
。
戦
後
も
総
務
諜
で
配
給
担

当
か
ら
予
幻
案
作
成
、
役
場
裂
で
の
泣
体
の
火
葬
な
ど
も
体
験
さ
れ
た
。
問
和

二
十
五
年

(一

九
五

O
)
に
税
務
担
当
に
移
り
合
側
を
迎
、
λ
、
東
灘
区
役
所
の

税
務
担
当
職
只
と
し
て
昭
和
五
十
五
年

(一

九
八

O
)
ま
で
勤
め
ら
れ
た
と

い、
7
0

附

mさ
ん
ら
の
記
悩
に
基
づ
き
峨
只
名
を
作
成
し
た
の
が
表
で
あ
る
。
当
時

は
術
生
業
務
の
現
業
職

μは
協
同
属
い
が
少
な
く
な
く
、
人
名
特
定
が
困
難
な

-14 -
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人
も
い
る
。
合
例
当
時
の
職
員
数
は
、

一
般
会
計
六
十
四
人
、
教
育
委
員
会
十

三
人
、
水
道
会
計
七
人
の
計
八
十
四
人
と
さ
れ
て
い
る
が

(
『
東
灘
お
年
」)
、

写
真
に
写
っ
て
い
る
の
は
五
」
l

七
人
の
み
で
あ
る
。
岡
田
さ
ん
に
よ
る
と
、
現

業
な
ど
は
庁
舎
外
に
い
て
、
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
な
お

『本
庄
村
事
務
報
告
白
」
(市

X
書
館
蔵
)
に
よ
れ
ば
昭
和
二
十

一
4
(一
九

四
六
)
の
職
員
は
四
十
人
で
、
こ
の
間
の
急
激
な
膨
張
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
昭
和
二
十

一
年
当
時
か
ら
の
職
員
は
十
七
人
し
か
お
ら
ず
、
入
れ
替
わ
り

が
激
し
い
。

写真に写った解村時の本庄村職員

i 相沢今朝Illi 20 尾 10 千代子 39 納多千鶴子

2 古 川 克己 21 松 井 多渦江 O 40 :1， iL4 さだh.

3 岡 I EI };Y誼 22 佐川 よしえ 41 市 栄静子

4 市栄万太郎 23 姫回 厳 42 穴仁松枝

5 民〔 和一郎 211 松 ~j 義日 43 i五 月長節子

6 岩本 H1 古 O 25 初的佐々子 O 44 紺I!Il'寛

7 太1111i1，1 雄 O 26 l田谷静子 45 桃 ~!f .IJ.I 彦 O 
8 ノ'I< JI 庄1，商門 27 日l q.J忠良 46 未 詳

9 藤井布l義 28 戸 原 トン F 47 川 美 弘

10 阪上新太郎 O 29 未 48 11] r!-j 喜久雄 O 
II 中 11:;久 一 O 30 q-l谷 、 O 49 封、 A下

12 77t 水 ニ WI O 31 if1j !;b ミツエ O 50 卦、 5下

13 村上広治 O 32 米 ;I'l 51 司、 c.r 
14 同日l博達 O 33 広川 li< ー 52 上旧 文次

15 未 Z干 34 阿~T' !fJ 53 新日| 儀一日11

16 林 11f. lQf O 35 住 ~I l，，~ Mf 54 永 ~I 秀男

17 大木股古 O 36 田茂 一 55 浅 H'f' 彰一 O 
18 伊 藤 よし土 37 11] オ ー 56 相I 111 i;: !jf O 
19 古川和子 38 高橋ハマ子 57 巾凶 俊一

(去の中でOは同日Iさんらの記憶による昭和21年3月当日与の在験者)

@ @@@@@@@⑪~ @=@l @ @ 
@ @ @ @ @ @ @ @~@ @) @ 

⑮⑬⑪ ⑬ ⑬ @ @ @@@J@@  
⑪⑬ ⑫ O ⑪@  @ ⑦⑤⑤@)@  
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高
橋
川
を
た
ず
ね
て

望

Fl 

行ii

史
料
館
研
究

U

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
の
す
ぐ
凶
側
に
「
お
桶
川
」
と
い
う
、
地
域
に

非
常
に
箔
品
治
し
た
川
が
あ
る
。
神
戸
市
東
灘
区
本
山
町
森
宇
山
聞
に
源
が
あ
り
、

東
神
戸
港
ま
で
全
長
約

一

山
九
の
二
級
河
川
で
あ
る
。
市
街
地
を
流
れ
、
過

去
に
し
ば
し
ば
水
省
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

そ
の
日
続
川
の
水
答
対
策
と
し
て
、
平
成
十
九
年

(一一

O
O
七
)
三
月
に
日

稲
川
放
水
路
が
完
成
し
た
。
古
川
稲
川
が
山
手
幹
線
と
交
わ
る
地
点
か
ら
分
流
し、

山
手
幹
線

開
船
学
校
綿
の
地
下
を
経
附
し
て
姿
玄
寺
川
の
白
川
聞
紙
地
占
'に
合

流
さ
世
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
大
間
の
時
に
は
放
水
路
に
水
を
流
す
こ
と

に
よ
り
、
市
折
川
で
の
水
申
告
の
危
険
制
は
低
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

時
に
は
思
山
口
、
時
に
は
災
い
を
も
た
ら
し
て
き
た
悶
稲
川
を
、
水
阪
か
ら
川

口
ま
で
た
ど
り
な
が
ら
、
流
域
の
人
々
と
の
服
史
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と

川
?
っ
。

ま
ず
、
そ
の
訓
で
あ
る
が
、
川
の
水
仰
と
い
え
ば
、
わ
き
水
が
山
て
い
る
場

合
も
あ
る
が
、
J
H

川
稲
川
で
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
地
閃
を
広
げ
て
み

る
と
、

{ntu
川
第
二
海
挺

(地
凶
②
)
か
ら
水
路
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
地
で
確

認
す
る
と
、
宮
川
第
二
展
開
抵
の
北
に
甲
南
堰
淀

(同
①
)
が
あ
り
、
こ
こ
か

ら
は
、
谷
状
の
地
形
に
な

っ
て
い
る
。
谷
は
、
U
H
U

段
は
州
産
道
の
ハ
イ
キ
ン
グ

コ

ス

と

な

っ
て
お
り、

芦
出
か
ら
の
笠
山
路
と
合
流
す
る
地
山
'
に
あ
る
剣
山
れ

付
近
ま
で
続
い
て

い
る
。
こ
こ
は
尾
恨
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
雨
が
降
っ
た
と

き
に
は
水
が
流
れ
、
川
筋
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

甲
南
駆
堤
(
昭
和
凶
十
九
年
H

一
九
七
四
日
竣
工
)

の
北
付
近
に
は
、
地
形

図
に
砂
傑
地
が
示
さ
れ
て
お
り
、
現
状
か
ら
見
て
も
、
こ
の
付
近
は
悶
が
降
る

と
川
以
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
。
叩
十
問
川
嶋
州
刊
の
南
側
も
普
段
は
水
の
流
れ
は
凡
ら

森山之神社

写真 2 森墓地

写真 1

れ
な
い
が
、

次
に
山
て
く
る
宮
川
第
二
服
従

(同
凶
イ
三
年
H

一
九
六
八
H
竣

工
)

の
山
水
円
が
泌
れ
た
状
態
で
あ
る
の
で
、
伏
流
水
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
護
岸
が
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
援
制
さ
れ
た
河
川
の
姿
と
な
る
。
地
図

に
も
一不
さ
れ
た
よ
う
に
、
若
干
で
あ
る
が
、
水
の
流
れ
も
見
る
こ
と
が
出
来
、

山
杭
川
の
始
ま
り
で
あ
る
。

山
間
部
の
流
れ
も
川
町
内
析

(同
三
イ
七
年
目

一
九
六
二
H
梨
)
を
く
ぐ
る
頃
、

山
街
地
が
聞
け
る
。
怖
の
四
に
森
山
之
神
祖

(地
悶
③
、
写
只

i
)
が
松
ら
れ

て
い
る
。
森
地
区
の
山
の
神
を
配
る
神
判
官
で
、
山
の
神
は
春
に
な
る
と
山
か
ら

下
り
て
き
て
凶
の
神
に
な
り
、
秋
に
な
る
と
山
へ
侃
り
山
の
神
に
な
る
と
信
仰

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
あ
た
り
は
各
地
区
で
肥
ら
れ
て
い
る
。

市

1
し
、
巾
南
柿

(同
凶
十
三
年
日

一
九
六
八
H
梨
)
を
く
ぐ
る
と
、
怖
の

た
も
と
に
森
υ斜
地

(地
図
③
、
写
以
2
)
が
あ
る
。
度
安
銘
の
あ
る

一
石
五
輪

椛
を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
の
石
造
物
も
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
成
七
年

(
一
九
九
五
)
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
復
興
慰
霊
碑
も
建
て
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
叩
市
女
子
大
学
の
東
側
を
南
下
し
、
森
北
公
園
東
化
問
の
道
路
を
く

く
る
と
、
森
北
水
位
観
測
同
と
兵
山
山
二
級
河
川
川
起
点
の
石
棋
が
あ
る
。
す
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ぐ
阿
側
に
は
科
稲
荷
村
H
U

(
同
③
)
が
州
制
限
す
る
。
川地
位
兄
年

(七

一
五
)

の
卯
月
卯
円
の
夜
に
、
深
江
の
沖
に
光
が
郷
い
た
の
で
、
村
人
が
駆
け
寄
る
と
、

一
基
の
仲
興
が
現
れ
た
。
そ
し
て
、
「
自
分
は
船
荷
大
明
神
で
あ
る
。
こ
の
山

T
の
が
院
に
配
れ
ば
、
村
人
を
守
ろ
う
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
村
人
は

現
在
の
地
に
肥
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
い
う
ね
伝
が
昨
日
さ
れ
て
い
る
。

川
は
神
社
の
す
ぐ
ん
取
を
流
れ
、
鳥
居
前
で
凶
に
流
れ
を
変
え
る
。
木
造
の
山

居
前
は
、
趣
の
あ
る
ス
ポ
ッ

ト
で
あ
る
(
写
真
3
)
。
西
へ
向
か
っ
た
流
れ
は

阪
急
屯
半
を
く
ぐ
る
地
山
で
河
び
南
に
向
か

い
、
山
手
幹
料
と
交
わ
る
。
こ
の

地
点
で
、
大
州
時
の
政
水
路
が
分
流
さ
れ
て
い
る

(地
問
⑥
、
巧
只
4
)。
こ

の
放
水
路
は
、

山
手
幹
線
池
小
を
刊
に
向
か
い
、
商
船
学
校
総
と
交
わ
る
地
内
…

か
ら
市
干
、
白
川
町
紙
下

(同
⑬
)
で
要
玄
守
川
に
合
流
す
る
。

一
方
I
H

川
絹
川
は
、
山

T
幹
似
を
く
ぐ
り
市
干
す
る
が
、

J
R
山
梨
下
で
暗
渠

と
な
る
。
川
以
に
な
っ
て
い
る
地
域
は
、
附
利
J
1
問
年

(

九
三
九
)
l
同
一

i
五
角

(一

九
五
O
)
ま
で
j
地
灰
阿
絵
理
耶
業
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
と
き
に
時
間
同
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
道
2
号
線
赤
山
H
V
M
J
川

(地
図

⑦
)
に
立
ち
、
凶
迫
を
点
と
凶
に
日
を
向
け
る
と
、
こ
の
付
近
が
明
ら
か
に
日

森 ・稲荷神社の木の鳥居

写真 4 高橋川放水路分流部

写真3

く
な

っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
同
紙
川
が
、
周
凶
の
平
野
町
よ
り
-M
い
一
仰
を
流

れ
る
天
引
川
で
あ
る
こ
と
が
、
実
感
で
き
る
場
所
で
あ
る
。

赤
山
府
は
、
附
和
二
年

(
一
九
一一
七
)
に
住
て
ら
れ
、
向
き
五
八

μあ
る
。

川
二
卜
年

(一

九
凶
五
)一
九
月
卜

一
日
の
袋
拠
で
は
、
神
戸
山
市
恥
灘
区
古
本
に

あ
っ
た
川
副
航
空
機
巾
耐
製
利
所

(現
新
明
利
工
抜
)
が
米
以
の
攻
盤

U
際
と

な
り
、
こ
の
赤
鳥
居
が
目
印
と
な
っ
た
。
傍
ら
の
道
線
は
、
「
稲
荷
之
甘
口
従
是

三
町
」
と
刻
ま
れ
、
森
稲
荷
抑
制
へ
の
案
内
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
江
戸

時
代
の
狂
歌
川
州
大

m荷
畝

(羽
山
人
)
が
、
文
化
元
年

(一

八
O
凶
)
に
長
崎

奉
行
支
配
勘
定
役
に
赴
任
す
る
際
の
辺
中
記
で
あ
る

『革
令
紀
行
』
に

「稲
荷

之
社
内
込
三
l
」
と
刻
ま
れ
た
道
標
の
記
邪
が
あ
る
が
、

赤
鳥
居
前
の
道
僚
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
地
点
に
山
て
く
る
の
は
、
国
道
2
号
線
耐
の
神
戸
山
パ
ス
森
バ
ス
停
南

(地
凶
③
)
で
、
地
点
に
山
た
後
、
市
凶
方
向
に
流
路
を
変
え
る
。
F
M制
的
怖

を
く
ぐ
り
、
本
庄
町
小
公
凶

(川
③
)
の
聞
で
北
か
ら
の
水
路
と
合
流
し

(写

只
5
)、
耐
に
流
路
を
変
え
る
。
こ
こ
か
ら
直
線
上
に
川
は
流
れ
、
付
近
は
工

場
地
区
と
な
る
。
薬
王
寺
橋

(同
⑮
)
を
く
ぐ
る
と
、
聞
か
ら
流
れ
て
き
た
嬰

玄
寺
川
と
合
流
す
る

(同
⑪
)。

架
下
子
e

吋
備
に
あ
る
恭
子
一寺
は
こ
の
付
近
に
あ
っ

た
地
名
で
あ
る
。
史
料
館
の
取
に
あ
る
正
対
唱
は
、
元
山
梨
王
苛
と
い
う
克
一↑け
去

の
寺
で
あ
っ
た
が
、
文
明
十
三
年

(一

四
八

二

住
職
の
制
空
が
、
巡
如
の
教

え
に
は
厳
し
、
持
土
真

宗
に
改
宗
し
て
寺
の
名

前
も
花
苅
寺
と
し
た
と

い、っ
。

薬
王
寺
怖
の
聞
に
は
、

析
の
下
に
放
水
路
が
あ

る
白
川
間
柄

(地
凶
⑫
)

が
比
え
る
。
合
流
地
点

の
す
ぐ
化
側
に
一胴
が
あ

り
、
中
に
は
、
仏
倣
が

-18-
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間
同
刻
さ
れ
た
板
碑
と
一
石
五
輪
塔
が

二
悲
安
置
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

室
町
時
代
後
期
の
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

合
流
し
た
後
は
、
阪
神
叩
也
事
旧
浜

街
道
国
道
刊
号
殺
を
く
ぐ
り
、
神

戸
大
学
海
事
科
学
部
の
東
か
ら
、
東

神
戸
港
へ
と
流
れ
込
む
。

旧
浜
街
道
が
高
橋
川
を
ま
た
ぐ
橋

は
、
深
江
備
と
い
う
。
そ
の
京
北
向

に
蜘
り
訟
地
政
と
呼
ば
れ
る
石
造
泣

物
群

(同
⑬
、
写
点

6
)
が
、
コ
/

ク
リ
l
ト
製
の
綱
に
枕
ら
れ
て
い
る
。

中
に
は
、
近
代
の
地
蔵
石
仏
と
室
町

1
江
戸
時
代
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
四
十
九
悲
の

一
石
五
輪
椛

(残
欠
合
)
が

安
世
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
付
近
に
散
在
し
て
い
た
も
の
を
集
め
た
と
い

う
話
と
町
締
川
の
改
修
工
事
の
時
に
出
土
し
た
と
い
う
訴
が
伐

っ
て
い
る
。

史
料
館
の
あ
る
大
日
定
女
神
村
の
境
内
に
は
、
向
精
川
に
架
か

っ
て
い
た
石

怖
の
恭
礎
石
が
山
目
さ
れ
て
い
る
。
石
に
は
、
「
奉
寄
進
石
橋
正
徳
二
壬
辰

依

四

月

八

品

深

江

村

山
主
治
郎
」
(ル
は
日
の
川
県
体
字
)
と
刻
ま
れ
て
い

る
。
深
汀
仏
村
の
制
一冗
で
あ
っ
た
泣
い
治
郎
が
、品川
'が仙
川
れ
な

い
日
が
続
い
た
た
め

に
、
他
所
へ
行
こ
う
と
出
揃
川
の
橋
の
ー
ま
で
米
た
と
こ
ろ
、
ウ
ナ
ギ
の
大
群

が
浜
に
押
し
寄
せ
て
い
た
の
が
比
え
た
。
急
い
で
家
に
帰
り
漁
に
山
た
と
こ
ろ
、

大
漁
が
続
き
、
桁
怖
に
な
っ
た
。
そ
の
後
符
治
郎
は
、
自
分
の
円
止
を
止
め
て
く

れ
た
品
川
だ
と
し
て
、
木
製
の
怖
を
止
派
な
石
の
紙
に
梨
け
幹
え
た
。
附
利
の
初

め
ま
で
、
こ
の
情
は
製
か

っ
て
い
た
と

い
う
。

以
上
、
上
流
か
ら
高
椀
川
を
た
ど

っ
て
き
た
が
、
流
波
に
は
多
く
の
史
跡
や

伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。
人
々
と
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
か

ら
も
身
近
な
市
街
地
を
流
れ
る
川
と
し
て
、
新
た
な
肢
山ん
が
刻
ま
れ
て
い
く
こ

と
で
あ
ろ
う
。

踊り松地蔵写真6

ー
l
本
庄
中
学
校
の
生
徒
を
受
け
入
れ
て
ーー

水

史
料
飢
研
究
H

1] 

千

ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
と
史
料
館

lIJ. 

一一

年
目
を
迎
え
た
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
で
、
史
料
館
で
は
六
月

一
二

H
、

二
二
円
の
二
日
間
本
庄
中
学
校
の
二
年
生
を
受
け
入
れ
た
。
今
回
体
験
を

し
た
こ
人
は
、
以
前
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
百
人

一
首
が
趣
味
、
国
巾
ん
が
好
き
な
の
で

将
来
は
歴
史
に
関
係
し
た
μ
U
事
に
つ
き
た
い
と
い
う
希
裂
が
あ
る
な
と
、北目
の

く
ら
し
に
も
仰
心
が
あ
り
、
史
料
館
で
の
体
験
を
楽
し
み
に
し
て
参
加
し
て
く

守、

.』

O

1
1
 

一
日

U
は
、
開
物
館
業
務
の
中
核
と
な
る
資
料
カ
1
ド
の
的
成
を
お
こ
な

っ

た
。
ど
れ
で
も
好
き
な
資
料
を
と
勧
め
た
と
こ
ろ
、
史
料
館
の
コ
レ
ク
ン
ョ
ン

の
町
山
ーで
あ
る
深
山
家
コ
レ
ク
ン
ヨ
ン
の
隠
療
川
市
久
、
漁
栄
が
雌
ん
だ

っ
た
深

江
の
む
か
し
の
当
市
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
モ
ン
ド
リ
カ
ゴ

(引
を
捕
る
迫
具
、

，，
 弘

主
と
も
言
、
つ
)
を
選
択
し
て
、
深
江
ら
し
い
資
料
で
侃
彩
や
両
像
処
刑
引
な
ど
の

作
業
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。

一一
日
目
は
、
季
節
の
展
示
コ
ナ
l
の
五
月
人
形
を
収
蔵
雌
に
収
め
た
あ
と
、

「
変
の
風
物
詩
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
展
示
プ
ラ
ン
を
考
え
、
実
際
の
展
示
を

体
験
し
た
。
ガ
ラ
ス
製
の
ハ
エ
収
り
協
や
一以

川
の
お
ひ

つ
な
ど
初
め
て
見
る
道
具
に
続
き

な
が
ら
も
、
白
山
な
発
想
で
展
示
を
す
る
と

い
う
作
業
に
熱
七
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
。

ま
た
、
事
務
処
理
の
体
験
と
し
て
、
設

uに

ひ
か
え
た
史
判
飢
の
記
人
中
ぷ
μ
の
名
簿
の
印
刷
、

名
札
の
印
刷
、
ケ
ー
ス
に
入
れ
る
作
業
も
手

際
よ
く
お
こ
な
え
た
。

わ
ず
か
二
日
間
の
史
利
館
で
の
作
業
で
あ
っ

た
が
、
ふ
た
り
に
と

っ
て
巴
い
出
深
い
職
業

体
験
に
な
れ
ば
と
館
只

一
同
断
っ
て
い
る
。
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史
料
館
設
立
か
ら
本
庄
村
史
刊
行
ま
で
の
軌
跡

l
t本
庄
村
史
刊
行
・
史
料
館
開
館
お
周
年

記

念
会

の
報
告
を
兼
ね
て

|

|

谷

卓

史
料
航
研
究

n
道

は
じ
め
に

平
成
二
十
年

(
二

O
O八
)

二
月
二」
l

一
目
、
『本
庄
村
史
歴
史
編
」
が

完
成
、
本
庄
地
区
に
と
っ
て
念
願
で
あ
っ
た
村
史
刊
行
と
い
う

一
大
事
業
に
一

つ
の
区
切
り
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
村
山
見
編
纂
と
と
も
に
設
世
さ

れ
た
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
も
、
も
と
の
深
江
会
館
生
活
文
化
史
料
室
か

ら
の
拡
張
オ
ー
プ
ン
の
年
で
あ
る
昭
和
五
十
八
年
(
一
九
八
二
一)
か
ら
数
え
て

二
十
五
周
年
と

い
う
節
目
の
年
を
迎
え
た
。

そ
こ
で
、
本
杭
で
は
、
史
料
館
設
立
と
村
史
編
纂
の
経
枠
を
振
り
返
る
と
と

も
に
、
平
成
二
十
年
六
月
十
凶
日
に
深
江
会
館
で
挙
行
さ
れ
た
「
村
史
刊
行

開
館
二
十
五
周
年
記
念
会
」
の
報
告
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

史
料
館
設
立
と
村
史
編
纂
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯

ま
ず
、
史
料
館
の
設
立
経
緯
と
村
史
編
纂
の
過
程
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み

た
い
(
詳
し
く
は
、

「本

庄

村

史

地

理

編

民

俗

編
」
の
「
第
7
平

神

戸

深
江
生
活
文
化
史
料
館
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

東
灘
区
旧
五
ヶ
町
村
(
御
影
町

・
住
古
村
・
魚
崎
町

・
本
山
村
本
庄
村
)

の
う
ち
、
旧
本
庄
村
だ
け
が
、
こ
れ
ま
で
町
村
史
誌
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
永
年
、

地
域
の
人
々
の
胸
の
つ
か
え
と
な

っ
て
き
た
。
村
で
は
、
戦
前
に
村
誌
編
纂
の

行
動
を
起
こ
す
(
昭
和
十
七
年
)
も
、
諸
処
の
市
中
怖
か
ら
村
誌
刊
行
と
い
う
ま

で
に
は
い
た
ら
ず
、
結
局
は
昭
和
二
十
五
年

二

九
五
O
)
十
月
十
日
に
神
戸

市
と
合
併
し
東
灘
区
の

一
部
に
な
り
、
町
村
時
代
の
史
誌
を
村
た
な
い
と
い
う

状
態
が
続
く
こ
と
に
な

っ
た
。

転
機
は
昭
和
五
十
年
代
に
起
こ
っ
た
地
方
史
プ
l
ム
。
地
元
の
深
江
財
産
区

が
、
史
誌
編
纂
の
呼
び
か
け
を
行
い
、
地
元
住
民
と
連
携
し
て
、
編
纂
の
具
体

的
活
動
に
γ
相
手
し
た
。
深
江
財
産
区
は
、
昭
和
五
J
1
五
年
(
一
九
八

O
)
春
に

削
辺
良
人
氏
(
当
時

。
兵
庫
県
立
御
影
高
等
学
校
教
諭
、
現

・
悶
凹
学
図
女
子

大
学
教
授
)
に
史
誌
編
纂
を
依
頼
、
逆
に
悶
辺
氏
か
ら
は
史
誌
編
纂
の
た
め
の

資
料
を
地
元
で
で
き
る
だ
け
多
く
収
集
し
て
ほ
し
い
と
嬰
請
。
深
江
財
産
区
は

刊
行
理
会
会
長
の
太
田
垣
正
雄
氏
を
中
心
に
地
元
で
の
資
料
収
集
に
取
り
か
か
り
、

深
江
で
江
戸
時
代
か
ら
六
代
医
仰
と
し
て
続
く
深
山
家
の
資
料
を
は
じ
め
多
く

の
地
元
か
ら
の
寄
贈
'
行
料
が
集
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
収
蔵
保
存
す
る
た
め
、

財
産
区
が
そ
の
施
設
を
建
設
し
、
昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十

一
日
に
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
l
l
二
階
建
て
の
二
階
部
分
を
資
料
収
政
展
示
ス
ペ
ー
ス

(約
四
三
平

方
幻
)
に
充
て
た
「
神
戸
深
江
会
館
生
活
文
化
史
料
室
」
の
名
称
で
、
問
辺

氏
を
初
代
室
長
に
史
料
室
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

問
主
後
も
、
地
元
を
中
心
と
し
た
資
料
請
州
の
申
し
出
が
後
を
絶
た
ず
収
政

ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
だ
し
、
ま
た
、
小
学
校
の
学
年
単
位
の
団
体
見
学
の
申
し

出
も
増
加
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
多
く
の
見
学
者
を

一
段
に
収
容
で
き
な
い
と
い

う
問
題
も
発
生
し
た
た
め
、
財
産
区
は
昭
和
五
十
八
年

ご

九
八
一二
)

に
施
設

の
拡
張
を
決
め
、
同
年
十
月
三
十
日
に
大
き
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
施
設
と
し
て

拡
張
オ
ー
プ
ン
し
た
。
既
存
の
建
物
を
逆

L
字
型
に
川
築

(三
階
建

〈
う
ち
、

史
料
館
部
分
は
約
二
七
O
平
方

M
V)、
名
称
も

「神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
」

と
改
称
し
、
あ
ら
た
な
る
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た

(旧
辺
室
長
が
初
代
館
長
と
な

る
)
。そ

の
後
、
史
料
館
で
は
、
特
別
間
以
の
開
催
や
、
「
史
料
館
だ
よ
り
」
の
発
行

な
ど
、
館
員
の
自
主
的
な
活
動
が
活
性
化
し
、
さ
ら
に
は
、
地
元
を
中
心
と
し

た
小
学
校
コ
一
年
生
の
団
体
見
学
が
定
ω
一
泊
し
て
き
た
。
平
成
四
年

(
一
九
九
二
)

に
は
、
神
戸
商
船
大
学
名
誉
教
授
の
杉
浦
附
品
川
氏
が
二
代
目
館
長
に
就
任
し
、

館
の
活
動
も
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
平
成
七
年
(
一
九
九
五
)

一
月
イ
七
日
の

阪
神
淡
路
大
波
災
で
史
料
館
も
被
災
し
た
が
、
建
物
そ
の
も
の
は
無
事
で
、

震
災
か
ら
半
年
後
に
再
開
館
す
る
運
び
と
な
っ
た
が
、
開
設
当
初
か
ら
水
年
、

ハ
u

q
/
H
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史
料
館
を
パ

y
ク
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
た
「
友
の
会
」
が
、
こ
の
波
災
の
影
響
で

解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
村
史
編
纂
の
方
は
、
大
国
正
美
別
館
長
が
中
心
と
な
り
、
附
和
六
十

年

二

九
八
五
)
に

「本
庄
村
史
資
料
編
第
一
巻
』
を
か
わ
き
り
に
、
資
料

一樹
を
一
ニ
巻
発
行
す
る
と
と
も
に
、
本
編
一
編
纂
の
た
め
、
平
成
元
年
(
一
九
八
九
)

に
本
庄
村
史
編
纂
委
員
会
を
発
足
さ
せ
、
村
山
ん
編
纂
活
動
を
本
的
開
化
さ
せ
た
。

災
災
の
た
め
、
編
纂
活
動
を

一
時
中
断
せ
ざ
る
を
仰
な
か

っ
た
も
の
の
、

一
巻

も
の
と
し
て
発
行
予
定
で
あ
っ
た
本
編
は
、
分
量
が
多
く
な
っ
た
た
め
、
ま
ず
、

平
成
十
六
年
(
ニ
O
O
凶
)
七
月
に
『
本
庄
村

史

地

理

組
民
俗
制
』
を
刊

行
、
そ
し
て
、
こ
の
た
び
、
平
成
二
卜
年
二
月
に

「本
山
村
史
郎
史
編
』
が

刊
行
さ
れ
た
。

当
初
は
、
村
山
編
纂
の
副
次
的
効
山
市
と
し
て
開
設
さ
れ
た
史
料
館
も
、
財
産

区
が
迎
日
出
品
山
し
、
市
助
の
館
員
を
前
か
ず
、
(
専
門
性
の
お
い
)
冶
供
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
る
土
日
の
み
の
開
館
と

い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
が
相
会
的
に
認
知
さ

れ
、
ま
た
、
小
学
校
三
年

4
の
団
体
凡
学
や
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
の
受
け

入
れ
な
ど
、
小
中
学
校
の
地
域
山
人
数
出
円
の
品
川
口
及
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ

て
今
日
を
迎
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

村
史
刊
行
・
開
館
二
十
五
周
年
記
念
会

さ
て
、

「本
庄
村
山
人
』
の
刊
行
と

い
う
大
き
な
事
業
も
、
戦
前
の
最
初
の
編

纂
抗
手
(
昭
和
十
七
年
)
か
ら
数
え
る
と
六
十
八
年
が
、
ま
た
、
編
纂
叫
泊
手

(附
和
五
十
五
年
)
か
ら
数
え
て
も
二
十
八
年
が
経
過
し
て
い
る
。
ま
た
、
史

料
室
か
ら
史
料
館
に
衣
替
え
を
し
て
拡
張
し
て
か
ら
(
昭
和
五
十
八
年
)
も
二

十
五
年
が
過
ぎ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
村
山
人
川
行
と
史
料
館
二
イ
五
周
年
を
記
念
し
、
平
成
二

十
年
六
月
イ
四
日
(
土
)
に
、
深
江
会
館
二
階
大
ホ
ー
ル
に
於
い
て
、
「
本
庄

村
史
刊
行
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
開
館
二
十
五
周
年

記

念

会

」
が
開

仰
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
会
に
は
、
史
料
航

μ
、
旧
館
只
、

財
産
灰
や

地
域
関
係
者
、
村
史
編
纂
委
員
、
村
史
編
纂
協
力
者
な
と
計
七
十
名
が
出
席
し

て
く
だ
さ
り
、
会
の
進
行
を
盛
り

上
げ
て
く
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
当

U
の
会
の
脱
線
を
時
系
列
で
ま
と

め
て
お
く
、」
と
に
す
る
。

記
念
会
は
、
道
谷
単
研
究
員
の

司
会
に
よ
り
、
午
後

一
時
三
十
分

か
ら
ス
タ
ト
し
、
杉
浦
町
山
県
館

長
が
こ
の
会
の
開
催
趣
旨
を
含
め

て
閉
会
の
挟
般
を
行
っ
た
。
つ
づ

い
て
、
村
山
編
纂
の
主
催
者
と
し

て
深
江
財
産
区
古
理
会
の
志
』
保

治
会
長
が
』
』
れ
ま
で
の
樹
纂
に
対

す
る
お
礼
と
今
後
の
史
料
館
活
動

へ
の
協
力
を
も
と
め
力
強
く
あ
い
さ
っ
さ
れ
た
。
次
に
、
出
席
者
を
代
表
し
て
、

神

μ市
東
灘
区
の
片
岡
利
，
川
区
長
が
、
念
願
の
村
山
人
刊
行
を
機
に
地
域
の
さ
ら

な
る
発
展
を
版
、
つ
旨
の
お
祝
い
の
言
"
来
を
述
べ
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
挨
拶
の
後
、
村
史
編
纂
の
実
質
的
な
武
任
者
で
あ
る
大
国
正
美
別

館
長
が
、
「
本
日
村
山
人
編
纂
の
あ
ゆ
み
」
と
題
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
村
史
の
細

説
経
過
と
、
今
日
刊
行
さ
れ
た
村
山
正
の
本
編
の
特
徴
に
つ
い
て
、
編
集
の
苦
労

話
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
出
席
者
に
報
告
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
今
回
の
村
史

編
纂
の
立
役
将
で
、
史
料
館
山
設
の
最
大
の
功
労
者
で
も
あ
る
、
元
深
江
財
産

区
会
長
で
本
庄
村
い
以
後
の
助
役
の
太
山
恒
正
雄
氏
が
、
村
史
本
編
の
完
成
を
筒

た
ず
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
と
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
た
。

こ
の
あ
と
、
会
は
机
安
へ
と
移
町
、
史
料
室
発
足
か
ら
史
料
館
時
代
を
通
じ

て
淀
災
直
前
ま
で
史
料
館
の
後
援
組
織
で
あ
る
友
の
会
の
会
長
と
し
て
、
館
を

支
え
て
下
さ
っ
た
小
嶋
悦
廊
氏
が
乾
杯
の
音
頭
を
と
ら
れ
、
出
席
者
一
同
が
和

や
か
な
雰
凶
気
の
巾
、
し
ば
し
歓
談
の
時
間
と
な
っ
た
。
会
場
の
あ
ち
ら
こ
ち

ら
で
、
村
山
人
完
成
の
ね
ぎ
ら
い
や
、
史
料
館
の
さ
ら
な
る
発
展
を
願
う
会
話
が

交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

村史刊行 ・史料館25周年記念会の様子

-21-
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宴
も
絞
り
上
が
っ
て
き
た
頃
、
こ
の
会
の
最
大
の
見
ど
こ
ろ
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
山
附
者
の
中
に
は
、
本

H
村
の
四
位
代
村
長
の
子

孫
の
方
々
が
お
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
方
々
に

一
言
、
お
一弓一
同
業
を
川
山
政
し
よ
う
と
、

準
備
段
階
か
ら
計
闘
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
く
な
ら
れ
た
太
田
垣
氏
も
、

村
史
の
巾
に
必
ず
服
代
村
長
に
つ
い
て
の
追
跡
訓
読
を
し
、
そ
れ
を
拘
赦
し
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
坊
に
氏
が
川
ら

れ
な
い
、
」
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

今
回
の
記
念
会
に
出
席
さ
れ
た
庶
代
村
長
の
子
孫
は
計
七
組
で
あ
る
。
順
に
、

二
代
版
輪
七
郎
兵
術
村
長
の
ひ
孫
版
輪
朋
子
氏

(芦
川
四
市
在
住
)
、
凶
代
六

代
八
代
間
川
将
政
村
長
の
係

附

川

売
主
氏
と
波
久
氏

(深
江
花
住
)
、
九
代

深
山
広
三
郎
村
長
の
ひ
孫
・
深
山
鉄
平
氏

(深
江
花
甘
)
、
十

一
代
松
引
対
抗
u
太

郎
村
長
の
孫

。
松
井
長
一十
氏

(芦
陪
市
)
、
十
三
代山石丸川市引
一二
村
長
の

子

桝

川
一切
枝
氏
、
」
l

一一一
代
村
H
K
の
代
理
太
山
担
d
雄
氏
の

f

太
川
町
山
下
川
」
l
p
氏

(深

江
砲
住
)
、
イ
凶
代
水
引
」
U
十八
一術
門
村
長
の
孫
水
力
平
却
氏

(深
江
在
住
)

の
方
々
で
、
大
国
副
館
長
が
、
各
村
長
の
業
組
と
子
孫
の
方
々
と
の
統
制
を
紹

介
し
、
子
孫
の
方
々
か
ら
も

一一
訂
ず
つ

、
お
-y
u
殺
を
加
賊
し
た
。

そ
の
後
、
村
山
人
の
執
市
委

μを
代
表
し
て
、
奥
村
弘
仲
戸
大

J

午
文
学
部
教
授

発
至

氏

鉄
平

氏

履
翰

目月
子

氏

岡
田

議
久

氏

岡
田

深
山

太
田
垣
尚
士

幸
雄

氏

美
子

房
枝

氏

氏

，]く

弁

松
井

氏

桝
回

か
ら
執
型
の
苦
労
話
と
完
成
し
た
村
史
を
持
つ
こ
の
地
域
の
今
後
の
展
望
に
つ

い
て
お
前
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
地
元
の
古
木
財
・町
一区
住
迎
会
の
米
谷
川

一

会
長
と
、
西
TH
木
財
産
区
色
迎
会
の
山
川
町

一
朗
会
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
、
お
言
葉

を
取
殺
し
た
。

U

取
後
に
、
こ
れ
ま
で
史
料
室
時
代
を
合
め
、
史
料
館
の
運
営
に
併
わ
っ
て
き

た
旧
館
員
に
笠
場
し
て
も
ら
い
、
史
料
館
時
代
の
思
い
出
と
近
討
を
持
っ
て
も

ら
っ
た
。
と
り
わ
け
、
天

m説
子
、
川
円
さ
っ
き
の
歴
代
事
務
局
玉
事
が
、
郡

上
に
上
が
っ
て
当
時
の
様
子
を
話
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、
と
て
も
懐
か
し
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。

会
場
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
訴
は
尽
き
な
い
よ
う
だ

つ
た
が
、
チ
定
の
時
間

が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
宴
も
た
け
な
わ
、
今
後
の
史
料
館
の
発
展
を

則
っ
て
、
お
聞
き
と
な

っ
た
。

お
わ
り
に

『本
庄
村
史
』
編
纂
と
い
う
一
大
事
業
は
、
今
回
の
本
編
の
完
成
を
も
っ
て

一
段
務
し
た
。
そ
れ
に
付
い
、
史
料
館
の
開
設

H
的
の

一
つ
で
あ
る
村
史
の
編

纂
作
業
と
い
う
点
も

一
区
切
り
を
付
け
た
こ
と
に
な
る
が
、
史
料
館
と
し
て
は
、

今
後
、
よ
り
聞
か
れ
た
地
域
情
物
館
と
し
て
活
動
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

小
学
校
三
年
生
の
団
体
見
学
や
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
へ
の
協
力
な
ど
、
地

域
相
会
か
ら
史
料
館
へ
の
則
科
は
鈴
々
大
き
な
も
の
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
村

山
人
川
行
を

一
つ
の
ス
テ
y
プ
と
し
て
、

相
会
の
ニ
ズ
に
も
応
え
ら
れ
る
史
料

館
と
し
て
、
館
員

一
丸
と
な
っ
て
さ
ら
な
る
飛
跡
を
遂
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

な
お
、
今
年
度

(平
成
二
十
年
度
)
末
で
、
杉
浦
昭
典
館
長
が
勇
退
さ
れ
、

代
わ

っ
て
大
凶
正
美
副
館
長
が
史
料
館
の
第
一一
代
館
長
に
、
ま
た
、
道
制
竹
内十研

究
貝
が
則
館
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
新
年
度
か
ら
は
新
た
な
体

制
で
、
史
料
館
の
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

つ
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史
料
館
所
蔵
資
料
の
整
理
報
告

-

1

「
財
産
区
文
抗
日
」
そ
の
他

|
樋

口

7じ

巳

史
料
館
研
究
日

「
本
庄
村
山
」
編
纂
に
伴
っ
て
新
た
に
発
什比
さ
れ
た
り
笥
脱
さ
れ
た
文
住
等

に
つ
い
て
は
ほ
に
何
ら
か
の
形
で
公
に
さ
れ
、
又
目
録
の
出
来
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
未
整
理
の
資
料
に
つ
い

て
は
現
在
援
列
↑目
録
化
を
行
っ
て
い
る
。
以
下

そ
の
中
間
報
告
で
あ
る
。
な
お
、
地
区
の
公
文
行
散
逸
に
附
し
て
は
、
敗
戦
後

進
駐
車
が
米
る
と
い
う
の
で
、
役
所
泣
く
の
防
空
様
を
桐
り
上
げ
た
ん
八
に
文
九

類
を
次
々
と
畑
り
込
ん
で
焼
い
て
い
た
と
い
う
。
後
日
あ
の
書
類
は
と
う
し
た

の
か
と
途
方
に
各
れ
る
事
も
あ
っ
た
。

「旧
東
雌
区
役
所
文
h
JH

」
五

1
六
内
。
大
方
は
昭
和
二
十

一
年

(一

九
四
六
)

以
後
G
H
Q折
令
下
強
わ
さ
れ
た
民
地
改
革
凶
巡
の
記
録
文
い
け
で
あ
る
。

各
地

区
に
災
業
委

μ会
、
叫
叫
地
委
民
会
が
設
世
さ
れ
、
武
川
地
方
事
務
所
あ
る
い
は

民
政
局
の
指
示
に
対
応
し
た
記
録
で
あ
る
。
「
災
地
買
収
完
波
関
係
綴
」
「
円
以
地

口
受
巾
込
刊
抑
制
」
「
良
地
問
係
中
前
告
級
」
「
買
収
計
図
綴
」
「
成
地
改
革
進
行

状
況
月
報
総
」
与
で
あ
る
。

本
庄
村
は
そ
の
後
神
戸
市
と
合
川
、
宅
地
化
が
進

む
と
共
に
急
速
に
波
地
が
失
わ
れ
て
行
く
の
を
我
々
は
知

っ
て
い
る
。

州M
地
関

係
の
他
に
「
合
併
党
合
事
唄
」
「
区
域
名
称
変
更
調
性
」
「
地
方
行
政
協
議
委
日

会
記
録
」
等
が
あ
る
。
雑
円
綴
に
ジ
ュ
ー
ト
栽
掠
に
従
事
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
移
民

を
募
集
す
る
刊
も
あ
る
。

「問
問
先
主
氏
文
也
」

二
四
一
一山
。
阿
川
義
蔵
山
係
の
資
料
を
主
と
す
る
阿

国
家
の
資
料
を
附
田
発
至
氏
が
大
切
に
守
っ
て
こ
ら
れ
た
も
の
を
、
村
山
人
編
纂

で
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
占
い
も
の
で
は
文
化
十
三
J
十
凶
年

(一

八
二
ハ

ー一

七
)
に
か
け
て
の
「
御
触
川
向
山
メ

u記
」
、
天
明
か
ら
光
政
に
か
け
て
の

「年
賀
小
前
取
立
帳
」
(
不
揃
い
て

究

政

文

化

頃
の
庄
屋
阿
葉
桜
(
網
屋
)

茂
左
衛
門
関
係
の

「
金
銀
山
入
帳
」
な
ど
が
あ
る
。
阿
国
普
肢
の
村
長
時
代
の

記
録
に
明
治
三
イ
六
年

(一

九

o
=
一
)
の
「
引
継
告
」

等
が
あ
る
。
近
位
刊
の

往
来
物
も
昨
日
る

一
方
で
、
明
治
大
正
期
の
趣
味
教
授
判
、
独
習
入
門
叫
が
多
い
。

杓

道

琵

笹

凶

引

制

句

短
歌

詩

川

柳

・
小
謡

音

山

遊

泳

等

で

あ
る
。
昭
和
二
十
五
年

(一

九
五
O
)
の
「
学
校
、
地
場
関
係
資
料
」

中
に
合

併
関
係
資
料
、
報
告
書

ち

ら

し

新

聞

が

一

括
保
存
さ
れ
て
い
る
。

「財
産
区
文
中
日」

一一一
イ
六
占

。
深
江
財
産
区
関
係
の
資
料
で
、
昭
和
二
十

一

4
(一
九
四
六
)
の
「
本
庄
復
興
都
市
計
四
土
地
区
画
整
理
区
域
内
十
一地
所
布

申
告
書
」

(深
江
迎
合
町
内
会
長
水
引
庄
左
衛
門
名
で
本
庄
村
長
岩
谷
省
=
一'処

に
山
し
た
も
の
)
が
古
い
も
の
で
あ
る
。
防
犯
関
係
官
類
、
精
道
病
院
徹
去
の

川
け
な
ど
身
近
な
問
題
に
始
ま
り
、
財
産
区
財
産
絵
理
の
刊
に
及
ぶ
。

一
巡
の
本

庁町
山
協
議
会
関
係
の
本
庄
山
処
分
絞
過
が
詳
し
い
。
「
本
山
町
森
ヰ
木
正
山
実

測
半
前
図
」
が
あ
る
。

某
文
告
と
い
う
の
で
は
な
く
深
江
地
区
関
係
の
文
書
が
若
干
伝
わ
る
。
昭
和

十
四

4
(一
九
三
九
)
「
灘
深
江
土
地
区
園
整
理
組
合
総
定
図
」
な
ど
も
そ
の

一
で
あ
る
。
特
定
の
文
砕
か
ら
逸
れ
た
可
能
制
も
あ
る
。
漁
業
資
料
に
「
深
江

芦
出
両
村
間
明
治
二
十
三
年

(一

八
九
O
)
漁
業
線
料
不
当
取
一一民
事
件
訓
切
綴
」
、

打
瀬
船
の
「
金
銭
出
納
骨
」
(
昭
和
三
十
六
年
、
本
庄
漁
業
協
同
組
合
)
が

あ
る
。

本
以
村
以
外
の
資
料
に

「小
林
笑
政
氏
文
杓
」

(従
災
当
時
の
当
ま
は
作
氏
)

一
五
五
占
が
あ
る
。
災
災
で
被
舎
を
受
け
た
文
明
、山
M
H
ハを
一川削査
、
寄
附
し
て

も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
民
具
に
は
明
治
十
八
年
(
一
八
八
五
)
の
墨
書
銘
の

あ
る
断
み
車
が
あ
る
。
珍
し
く
大
切
な
も
の
で
、
史
料
館
二
階
で
写
真
と
と
も

に
川崎
示
し
て
い
る
。
小
林
突
破
氏
は
本
山
村
で
村
会
総
只
を
務
め
ら
れ
そ
の
附

辿
資
料
が
中
心
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年

(一

九
三
七
)
の
「
本
山
村
水
道
計
川
」

(
今
も
水
道
道
の
名
が
残
る
)
「
本
山
村
外
三
ケ
町
村
火
葬
場
の
刊
」
な
ど
が

あ
る
。
第

一

第
二
本
山
尋
常
高
等
小
学
校
の
卒
業
記
念
写
真
帖
(
大
正
八
年
、

昭
和
二
年
J
十
二

4
)、
神
戸
女
子
楽
学
専
門
学
校
の
記
念
絵
業
利

(附
和
十

一
、
十
二
年
)
な
と
も
口
重
で
あ
る
。
村
会
議
只
と
し
て
式
典
に
列
席
し
た
形

見
で
あ
る
。
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3
日

叩
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学
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円
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日
/
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ラ
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や
る
ウ
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本
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中
学
校
二
年
生
二
名
を
受
け

円以日

入
れ
、
二
日
間
史
料
館
の
業
務
を
体
験
し
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も
ら
う
。
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円
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史
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資
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寄
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ご
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称
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四
月
)
以
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一円
前
氷
喜
代
子
内
池
幸
子
柳
本
素
子
土
門
川
納
校
e

凶
中
千
尋
・

藤
川
耕

筑

間

間
山
叫
ん
主
藤
以
愛
子

(脱
川
祐
作
記
)

回
一
固
一
圏
一
国

一
九
九
二
年
よ
り
館
長
を
務
め
た
杉
浦
附
典
館
長
が
今
年
度
で
退
任
し
ま
し

た
。
新
年
度
か
ら
は
、
大
国
正
美
館
長
、
道
谷
卓
別
館
長
の
新
体
制
で
臨
み
ま

す
。
今
村
は、

杉
浦
飢
長
の
功
紋
を
波
え
る
と
同
時
に
感
訓
の
気
持
ち
の
あ
ふ

れ
た
た
く
さ
ん
の
ご
寄
析
を
賜
り
、
地
ベ
1
ジ
と
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
さ
い
ま
す
。
今
後
も
地
域
に
密
訴
し
た
活
動
を
続
け
て
い
く
所
存
で
す
。

(水
口
)
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