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序文

 太
古
の
夜
は
明
け
は
な
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
黎
明
期
で
あ
る
。
朝
日
速
筆
に
源
を
発
し
た
月
布
川
縁
辺
の
朝
霧
の
中
か
ら
、
カ
ッ
チ
ン
カ
ッ
チ
ン

 と
い
う
石
を
割
る
音
が
響
き
は
じ
め
た
と
す
る
。
こ
の
ひ
び
き
こ
そ
人
類
最
初
の
生
活
を
営
む
労
作
の
響
き
で
あ
り
、
人
類
文
化
へ
の
一
歩
で
も
あ
り
、
そ
れ

 は
悠
久
な
昔
日
の
姿
で
も
あ
っ
た
。

 吾
が
大
江
地
区
に
在
住
し
た
人
々
が
最
初
に
残
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
即
ち
石
器
文
化
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
人
間
炉
生
き
る
た
め
に
製
作
し

 た
最
初
の
遺
物
で
も
あ
る
。
吾
が
町
の
歴
史
も
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

 頁
岩
を
自
分
の
知
恵
に
よ
っ
て
意
図
の
ま
ま
に
打
ち
く
だ
き
、
こ
れ
で
食
物
を
切
り
、
又
は
砕
き
、
毛
皮
を
鞣
し
て
衣
類
を
調
製
は
し
た
が
、
ま
だ
鉄
器
や

 土
器
の
使
用
は
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
黎
明
期
に
お
い
て
は
、
石
こ
そ
生
活
を
き
り
ひ
ら
く
道
具
で
あ
り
根
元
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 こ
う
し
た
人
類
の
最
初
の
生
活
を
解
明
す
べ
く
、
雄
々
し
く
も
研
究
に
取
り
組
ん
だ
の
が
こ
の
研
究
で
あ
る
。
大
江
町
に
住
む
吾
々
は
、
誰
で
も
歴
史
の
始

 め
を
知
り
度
い
と
念
願
し
て
い
る
と
共
に
、
こ
う
し
た
先
人
の
跡
を
究
め
、
悠
久
な
歴
史
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
町
づ
く
り
に
多
く
教
え
る
も

 の
、
い
わ
ゆ
る
「
故
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
次
第
で
あ
る
。

 今
回
、
山
形
大
学
柏
倉
教
授
・
沖
津
常
太
郎
氏
を
総
帥
と
し
て
、
大
江
町
の
黎
明
期
の
研
究
に
と
り
く
ま
れ
、
こ
こ
に
第
一
回
研
究
報
告
書
が
上
梓
さ
れ
る

 に
至
り
ま
し
た
事
を
、
町
民
の
皆
様
と
共
に
限
り
な
い
悦
び
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 最
後
に
、
こ
の
研
究
に
努
力
下
さ
っ
た
柏
倉
教
授
・
沖
津
先
生
は
じ
め
、
直
接
推
進
に
努
力
下
さ
っ
た
諸
氏
に
対
し
、
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ

 る
。

昭
和
四
十
二
年
三
月

大
江
町
長

松田兄次郎
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序文

 あ
る
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
の
纒
め
を
委
嘱
し
た
沖
津
先
生
が
、
字
下
原
の
地
層
調
査
に
来
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
朝
か
ら
準
備
し
て
い
た
。
下

 原
の
現
場
は
月
布
川
を
前
に
し
た
小
見
向
か
い
で
、
標
高
一
二
〇
mの
河
段
丘
で
あ
っ
た
。
一
ヵ
所
の
調
査
を
終
わ
り
、
杉
林
の
中
の
段
丘
で
一
服
し
て
後
、

 傍
の
指
示
さ
れ
た
地
点
に
シ
ャ
ベ
ル
を
突
っ
込
ん
だ
。
真
っ
黒
な
土
を
六
〇
糎
も
掘
っ
た
と
思
わ
れ
た
頃
「
漸
移
層
だ
！
」
と
の
声
と
共
に
、
一
つ
、
二
つ
、

 三
つ
と
続
け
ざ
ま
に
数
個
の
細
長
い
石
片
が
表
土
に
並
べ
ら
れ
た
。
石
片
の
赤
黒
い
土
を
こ
す
っ
て
い
た
沖
津
先
生
が
「
こ
の
三
片
ま
で
は
石
刃
型
剥
片
で
、

 石
質
も
よ
く
刃
が
鋭
い
、
裏
の
打
瘤
も
完
全
だ
」
と
説
明
。
急
に
元
気
づ
い
て
ス
コ
ッ
プ
を
動
か
す
高
山
先
生
の
頭
も
顔
も
汗
の
筋
を
引
い
て
流
れ
て
い
る
。

 佐
藤
先
生
の
吐
く
息
も
荒
い
。
そ
の
頃
シ
ャ
ベ
ル
の
下
は
赤
土
層
で
あ
っ
た
。
基
盤
の
底
土
で
あ
ろ
う
。
半
径
五
〇
糎
に
も
満
た
な
い
場
所
か
ら
、
求
め
て
い

 た
も
の
が
ズ
バ
リ
出
土
す
る
と
は
奇
跡
で
あ
る
。

 私
は
考
え
た
。
大
江
町
の
歴
史
の
始
め
だ
な
ん
て
、
華
や
か
に
騒
ぎ
た
て
て
い
る
が
、
実
際
は
全
く
地
味
な
仕
事
で
あ
る
。
度
重
な
る
踏
査
と
、
シ
ャ
ベ
ル

 と
汗
と
の
闘
い
が
集
積
し
て
、
結
実
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
知
っ
た
。

 さ
て
、
皆
さ
ん
御
苦
労
様
で
し
た
。
柏
倉
先
生
は
じ
め
諸
先
生
の
適
切
な
御
指
導
と
、
直
接
こ
れ
に
当
た
ら
れ
た
方
々
の
労
苦
と
、
喜
ん
で
御
手
伝
い
御
支

 援
下
さ
っ
た
方
々
の
温
か
い
芳
情
と
に
よ
っ
て
、
今
回
第
一
次
的
報
告
書
の
完
成
す
る
ま
で
に
至
っ
た
、
そ
の
労
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま

 す
。 研
究
の
と
り
纏
め
を
委
嘱
し
た
柏
倉
・
沖
津
両
先
生
。
地
学
指
導
に
当
た
ら
れ
た
青
木
先
生
。
作
図
と
石
器
の
解
説
に
あ
た
ら
れ
た
宇
野
先
生
、
写
真
に
専

 念
さ
れ
た
菊
地
氏
。
研
究
グ
ル
ー
プ
の
高
山
・
佐
藤
両
先
生
。
研
究
に
御
支
援
下
さ
っ
た
加
藤
(稔
)先
生
。
調
査
に
際
し
温
か
く
迎
え
て
下
さ
っ
た
地
主
の

 方
々
。
資
料
を
提
出
下
さ
っ
た
渡
辺
(正
)氏
。
そ
の
他
御
援
助
協
力
下
さ
っ
た
諸
氏
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
二
年
三
月

大
江
町
教
育
委
員
会

教
育
長
渡
辺
惣
次
郎
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例言

 一
、
こ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
大
江
町
当
局
か
ら
の
委
嘱
に
よ
り
、
山
形
大
学
教
授
柏
倉
亮
吉
の
総
合
的
な
指
揮
並
び
に
指
導
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
報
告
書

 に
つ
い
て
は
沖
津
常
太
郎
が
ま
と
め
た
。

 二
、
地
学
に
つ
い
て
は
山
形
大
学
の
青
木
和
子
博
士
の
指
導
を
う
け
、
出
土
品
の
考
証
並
び
に
作
図
に
つ
い
て
は
、
直
接
宇
野
修
平
が
あ
た
り
、
写
真
に
関
し
て

 は
、
菊
地
正
道
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
、
多
く
の
資
料
を
得
た
。

 三
、
研
究
グ
ル
ー
プ
活
動
に
関
し
て
は
高
山
法
彦
が
主
と
な
り
佐
藤
如
男
が
副
と
な
っ
て
、
直
接
遺
跡
の
実
地
調
査
に
精
進
し
、
六
〇
回
に
わ
た
る
踏
査
の
結
果

 に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

 四
、
研
究
支
援
者
と
し
て
特
に
加
藤
稔
、
そ
の
他
西
川
光
輝
、
近
野
正
司
等
各
氏
の
幅
広
い
応
援
を
賜
っ
た
。

 五
、
こ
の
研
究
は
大
江
町
に
お
け
る
、
歴
史
の
は
じ
め
を
探
究
し
よ
う
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
勿
論
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
中
間
発
表
的
な

 も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
対
象
と
な
っ
た
遺
跡
の
全
部
が
、
必
ず
し
も
先
縄
文
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
要
は
今
後
に
多
く
の
課
題
を
残
し

 て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
正
式
な
発
掘
に
よ
る
調
査
と
、
第
四
紀
層
の
地
質
調
査
と
相
待
っ
て
進
め
ら
れ
る
部
面
の
多
い
こ
と
を
附
言
す
る
。
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 1.庚申山遺跡

 2.下琢遺跡

 3.小見遺跡

 4.望山遺跡

 5.橋上遺跡

 6.向原遺跡
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 一
、
研
究
の
い
き
さ
つ

 こ
の
研
究
は
、
昭
和
四
一
年
六
月
二
六
日
、
大
江
町
庚
申
山
の
南
麓
(海

 抜
一
四
八
m)、
字
下
山
田
己
三
六
四
番
地
森
村
義
三
郎
氏
所
有
の
果
樹
園
整

 地
の
た
め
盤
下
げ
し
た
場
所
に
、
多
数
の
頁
岩
剥
片
が
散
在
し
て
お
り
、
随
伴

 し
て
出
土
す
べ
き
土
器
は
一
片
も
な
い
こ
と
に
不
審
を
い
だ
い
た
高
山
法
彦

 は
、
若
し
や
先
縄
文
時
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と
の
観
点
か
ら
、
菊
地
正

 道
、
佐
藤
如
男
等
の
研
究
同
志
と
協
議
の
結
果
、
前
年
度
に
お
い
て
小
漆
川
城

 跡
の
研
究
で
関
係
が
深
か
っ
た
筆
者
に
連
絡
、
柏
倉
先
生
の
指
導
の
も
と
に
研

 究
の
歩
を
進
め
、
海
抜
二
七
五
米
に
連
な
る
周
辺
、
市
の
沢
の
裏
山
な
ど
隈
な

 く
調
査
し
、
更
に
小
見
・
下
原
・
望
山
・
漆
川
・
堂
が
原
・
羽
黒
・
壇
・
楯

 山
・
橋
上
・
向
原
な
ど
、
月
布
川
下
流
一
帯
を
調
査
し
、
更
に
進
ん
で
寒
河
江

 市
十
二
堂
・
同
高
瀬
山
・
同
長
岡
山
・
同
平
野
山
・
同
陣
ガ
峯
。
西
川
町
岡
沢

 の
去
手
品
な
ど
抜
渉
す
る
こ
と
六
〇
余
回
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
う
ち
庚
申
山
・

 小
見
・
望
山
・
下
原
・
向
原
・
橋
上
の
六
ヵ
所
に
お
い
て
は
、
一
応
の
成
果
を

 お
さ
め
得
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
こ
こ
に
報
告
書
と
し
て
第
一
次
的
発
表
に
踏

 み
切
っ
た
次
第
で
あ
る
。

 こ
こ
で
研
究
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
も
う
一
つ
付
言
す
る
と
、
昭
和
四
一
年

 七
月
二
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
前
年
度
に
完
成
し
た
小
漆
川
城
跡
・
巨
海
院
山

 門
誌
に
関
す
る
反
省
会
が
、
巨
海
院
会
場
で
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
の
席
に
は
松

 田
町
長
、
町
会
議
員
鈴
木
正
美
、
同
村
上
広
志
、
教
育
長
代
理
安
藤
光
蔵
の
諸

 氏
も
会
合
し
た
が
、
寒
河
江
工
業
高
等
学
校
附
近
か
ら
、
先
縄
文
時
代
の

 も
の
と
予
想
さ
れ
る
石
器
が
出
土
し
た
こ
と
の
話
題
と
な
っ
た
際
、
松
田
町
長

 か
ら
「
石
器
時
代
に
お
け
る
先
縄
文
の
遺
跡
は
、
海
抜
と
成
る
点
ま
で
一
致
し

 て
い
る
と
聞
く
が
、
吾
が
大
江
町
か
ら
出
土
し
な
い
と
言
う
の
は
、
要
す
る
に

 研
究
が
足
ら
ぬ
か
ら
で
は
な
い
か
？
」
。
こ
の
一
語
は
小
漆
川
城
跡
研
究
者
に

 と
っ
て
は
、
将
に
冷
水
三
斗
の
「
喝
」
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

 由
来
、
小
湊
川
城
跡
研
究
員
の
次
の
課
題
は
、
大
江
左
沢
城
跡
研
究
だ
っ
た

 訳
で
あ
る
が
、
町
長
の
一
語
に
よ
っ
て
、
大
江
町
そ
も
そ
も
か
ら
の
や
り
直
し

 も
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
、
原
始
時
代
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
話
が
ま
と
ま

 っ
た
の
で
あ
る
。

 そ
こ
で
現
在
剥
片
が
出
て
い
る
下
山
田
の
丘
陵
に
対
し
、
天
保
一
二
年
に
建

 立
し
た
庚
申
堂
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
松
田
町
長
の
決
定
に
よ
っ

 て
、
庚
申
山
云
う
、
天
保
一
二
年
に
建
立
し
た
庚
申
堂
が
祠
ら
れ
て
い
る
と
こ

 ろ
が
ら
、
松
田
町
長
の
決
定
に
よ
っ
て
、
庚
申
山
と
言
う
名
称
が
誕
生
し
た
の

 で
あ
る
。
然
し
庚
申
山
と
言
え
ば
、
如
何
に
も
独
立
し
た
高
い
山
の
様
な
印
象

 を
与
え
る
が
、
地
理
的
に
見
れ
ば
、
月
布
川
及
び
小
漆
川
に
よ
っ
て
成
立
し
た

 河
段
丘
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

 二
、
遺
跡
周
辺
の
地
質
・
地
形

 月
布
川
は
朝
日
山
地
の
小
朝
日
岳
に
源
を
発
し
、
東
北
方
に
向
っ
て
流
れ
、

 渓
流
と
な
っ
て
浸
蝕
崖
を
縫
い
な
が
ら
大
江
町
古
寺
を
過
ぎ
、
神
通
境
の
名
勝

 と
し
て
知
ら
れ
る
渓
谷
と
な
っ
て
大
江
町
青
柳
ま
で
一
三
㎞
。
こ
こ
で
進
路

 を
東
方
に
か
え
、
蛇
行
す
る
こ
と
一
三
・
五
㎞
に
し
て
大
江
町
左
沢
附
近
で
最
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 上
川
と
合
流
す
る
。

 月
布
川
沿
岸
に
お
け
る
地
質
・
地
層
の
大
様
に
つ
い
て
見
る
と
、
西
方
朝
日

 山
地
花
崗
岩
類
を
最
下
部
と
し
、
東
方
下
流
に
向
っ
て
傾
斜
し
な
が
ら
、
第
三

 系
金
山
・
水
沢
・
古
口
・
橋
上
・
大
谷
・
稲
沢
山
等
の
層
序
で
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と

 若
い
地
層
が
重
な
っ
て
、
最
後
に
河
口
附
近
の
一
帯
は
第
三
系
で
最
も
新
し
い

 左
沢
層
に
よ
っ
て
被
覆
さ
れ
て
い
る
。
左
沢
層
の
厚
さ
は
四
〇
m～
四
五
mと

 言
わ
れ
、
礫
質
砂
岩
・
浮
石
質
砂
岩
・
凝
灰
質
砂
岩
を
主
体
と
し
泥
岩
を
交
え

 て
い
る
。

 橋
上
以
西
の
地
に
お
い
て
は
、
地
殻
の
変
動
特
に
褶
曲
作
用
に
よ
る
も
の

 や
、
南
北
に
走
る
教
条
の
断
層
線
の
た
め
、
地
層
の
繰
り
返
し
が
行
な
わ
れ
、

 場
所
に
よ
っ
て
は
背
斜
構
造
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
う
し
た
場
所

 の
両
翼
は
著
し
く
急
な
斜
面
と
な
っ
て
お
り
、
一
層
複
雑
な
構
造
を
示
し
て
い

 る
。
断
層
は
概
し
て
南
北
に
走
る
数
条
の
線
が
主
を
な
し
、
小
数
の
東
西
に
走

 る
も
の
を
切
断
し
て
い
る
場
所
も
あ
る
。

 こ
こ
で
、
「
山
形
県
地
質
図
」
に
よ
っ
て
月
布
川
沿
辺
の
地
層
の
順
位
を
挙

 げ
る
と
、
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 と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
水
沢
層
は
3・
5・
8。
古
口
層
は
4・
6・

 9。
橋
上
層
は
7・
10と

繰
り
か
え
し
て
い
る
。

 又
、
山
形
大
学
紀
要
第
四
巻
第
二
号
(昭
三
二
・
五
)に
発
表
し
た
山
形
理

 氏
の
原
図
に
よ
る
青
木
和
子
氏
の
研
究
「
月
布
川
沿
岸
の
新
第
三
紀
堆
積
岩
に

 関
す
る
地
質
学
的
研
究
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
層
序
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 右の表の如く、更に詳細に区分して研究されたものであるが、地

 層
の
繰
り
返
し
に
つ
い
て
は
、
月
岡
1・
7。
間
沢
3・
6・
12。

水
沢
4・

 8
・
1
0
。
綱
取
5
・
1
1
と
な
っ
て
い
る
。

 月布川沿岸は前述の如く先第三紀の花崗岩類と第三系中新世の橋

 上
層
を
は
じ
め
と
す
る
諸
層
と
、
第
三
系
鮮
新
世
の
稲
沢
山
及
び
左
沢
(小

 見
)の
両
層
が
基
盤
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
上
層
を
第
四
系
の
洪
積
層
・
沖
積

 層
な
ど
が
表
土
と
な
っ
て
被
覆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 こ
う
し
た
月
布
川
の
沿
岸
は
地
形
的
に
み
て
、
五
m～
一
〇
mの
低
位
段

 丘
。
二
〇
m～
三
〇
mの
中
位
段
丘
。
五
〇
m～
七
五
mの
高
位
段
丘
を
か
ま

 え
る
が
、
地
質
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
段
丘
は
砂
礫
の
堆
積
を
主
と
す
る
河
段
丘

 で
、
低
位
段
丘
に
は
泥
炭
層
を
挟
ん
で
い
る
。

 ここで本遺跡と直接関係をもつ月布川下流における、第四系につ



 い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

 月
布
川
の
沿
辺
は
、
前
述
の
如
く
複
雑
に
重
な
り
合
っ
た
第
三
系
の
地
層
が

 基
盤
と
な
っ
て
、
第
四
系
堆
積
層
に
よ
っ
て
被
覆
さ
れ
て
い
る
。
特
に
洪
積
世

 以
来
、
上
流
で
浸
蝕
さ
れ
た
砕
屑
物
が
下
流
に
運
搬
さ
れ
、
河
口
附
近
に
扇
状

 地
堆
積
層
が
形
成
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
月
布
川
に
お
い
て
も
河
口

 か
ら
五
㎞
上
流
に
当
る
橋
上
附
近
か
ら
流
域
が
喇
叭
状
に
広
が
り
、
不
完
全
な

 が
ら
扇
状
地
の
様
相
を
な
し
、
河
口
で
は
二
㎞
程
度
に
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。

 こ
の
地
帯
は
両
岸
に
河
段
丘
が
発
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
堆
積
物
は
前

 述
の
通
り
砂
礫
層
で
、
場
所
に
よ
っ
て
は
砂
層
、
ロ
ー
ム
層
を
含
ん
で
い
る
。

 こ
の
第
四
系
堆
積
物
は
、
或
る
時
代
に
河
口
一
帯
を
埋
め
て
い
た
事
情
が
考
え

 ら
れ
る
。
即
ち
堆
積
が
地
殻
の
隆
起
作
用
と
相
待
っ
て
、
そ
の
最
盛
期
に
は
、

 現
在
に
お
け
る
河
口
床
よ
り
も
七
五
mの
高
さ
に
達
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の

 名
残
り
と
し
て
両
岸
沿
辺
の
標
高
一
八
○
mの
山
腹
や
山
頂
に
河
成
堆
積
と
し

 て
の
砂
礫
が
認
め
ら
れ
る
。

 か
く
の
如
く
、
一
時
は
最
盛
期
を
示
し
た
堆
積
層
も
、
其
の
後
永
い
年
月
に

 わ
た
る
浸
蝕
・
運
搬
作
用
に
よ
っ
て
最
上
川
本
流
に
土
砂
礫
を
送
り
、
渓
谷
造

 成
作
用
が
拡
大
し
、
河
床
も
低
下
し
て
、
現
在
の
如
く
両
岸
に
河
段
丘
を
残
し

 た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
初
期
に
お
け
る
原
始
民
族
は
、
好
ん
で
こ
う

 し
た
河
口
に
近
い
河
段
丘
を
生
活
の
場
と
し
た
ら
し
く
、
庚
申
山
・
小
見
・
望

 山
・
下
原
・
向
原
・
橋
上
の
遺
跡
も
、
こ
の
河
段
丘
に
含
ま
れ
て
い
る
。

 さ
て
、
こ
う
し
た
遺
跡
を
含
む
両
岸
の
河
段
丘
に
つ
い
て
、
そ
の
生
成
さ
れ

 た
順
序
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
右
岸
に
お
け
る
河
段
丘
は
左
岸
に
比
し
早
期

 に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
右
岸
の
小
見
地
帯
の
河

 段
丘
は
単
的
に
月
布
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
に
比
し
、
庚
申
山
を
含
む
左



 岸
の
河
段
丘
は
、
月
布
川
の
外
に
小
漆
川
(市
の
沢
川
)の
浸
蝕
・
運
搬
作
用

 と
合
わ
せ
て
造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
小
漆
川
は
月
布
川
の
支
流
と
し
て
水

 量
も
少
な
く
、
造
谷
作
用
が
遅
れ
、
河
谷
も
狭
く
、
庚
申
山
を
含
む
上
位
段
丘

 一
帯
は
、
発
達
し
た
浸
蝕
崖
を
残
し
て
い
る
。
更
に
遺
跡
そ
の
も
の
に
つ
い
て

 見
て
も
、
月
布
川
床
か
ら
小
見
遺
跡
ま
で
の
○
・
三
㎞
に
比
し
、
庚
申
山
遺
跡

 は
一
・
一
㎞
。
小
漆
川
床
か
ら
O・
三
㎞
の
距
離
で
あ
る
。
又
、
月
布
川
口
か

 ら
の
距
離
に
つ
い
て
み
て
も
、
小
見
遺
跡
は
O・
七
五
㎞
に
比
し
、
庚
申
山
遺

 跡
は
一
・
五
㎞
の
は
な
れ
を
示
し
て
い
る
。

 こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
三
つ
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
顕
微
鏡
下
に
よ
る

 精
密
な
検
査
を
終
え
て
い
な
い
の
で
、
一
概
に
は
言
え
な
い
訳
だ
が
、
庚
申
山

 の
頂
点
標
高
一
七
五
m一
帯
に
、
火
山
灰
を
含
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
、
厚
さ

 一
m～
五
〇
㎝
程
度
の
ロ
ー
ム
層
状
の
も
の
が
堆
積
し
、
段
丘
砂
礫
層
の
上
に

 冠
っ
て
い
る
。
然
し
こ
の
層
は
左
岸
中
位
層
の
小
漆
川
床
ま
で
見
ら
れ
な
い
。

 一
体
第
四
紀
に
お
い
て
は
、
本
県
内
の
鳥
海
・
月
山
・
葉
山
・
船
形
・
白
鷹

 ・
蔵
王
・
吾
妻
等
の
諸
火
山
が
激
し
く
活
動
し
、
多
量
の
噴
出
物
が
排
出
し
、

 時
に
は
泥
岩
も
流
出
し
た
と
見
ら
れ
、
特
に
葉
山
火
山
は
熔
岩
流
と
塊
泥
流
の

 熔
岩
互
層
が
見
ら
れ
、
紫
蘇
輝
石
安
山
岩
・
普
通
輝
石
安
山
岩
・
複
輝
石
安
山

 岩
か
ら
成
り
、
周
辺
に
砕
屑
物
を
多
量
に
抛
出
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

 こ
で
火
山
噴
出
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
右
岸
小
見
遺
跡
を
含
む
中

 位
段
丘
一
二
五
mの
場
所
を
試
掘
の
結
果
、
前
述
し
た
庚
申
山
頂
に
お
け
る
ロ

 ー
ム
層
状
の
も
の
と
同
種
の
も
の
と
見
ら
れ
る
層
が
発
見
さ
れ
た
が
、
こ
の
層

 も
庚
申
山
頂
の
状
態
と
同
じ
く
堆
積
砂
礫
層
の
上
部
を
被
覆
し
て
い
る
も
の
で

 あ
り
、
下
位
段
丘
に
は
こ
の
層
は
認
め
ら
れ
な
い
。

 若
し
、
両
・
ー
ム
層
が
同
類
の
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
右
岸
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 に
お
け
る
小
見
中
位
段
丘
が
形
成
さ
れ
た
後
の
降
灰
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

 れ
、
こ
の
頃
左
岸
に
お
い
て
は
、
よ
う
や
く
上
位
段
丘
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

 た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
そ
の
後
に
お
い
て
小
漆
川
に
よ
る
中
位
、
下
位
の
段

 丘
が
造
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
然
し
、
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
小
見
・
庚

 申
山
両
遺
跡
に
対
す
る
年
代
的
な
新
旧
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

 一
つ
の
参
考
資
料
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 さ
て
、
月
布
川
の
特
徴
は
と
問
え
ば
、
結
局
成
熟
さ
れ
た
河
川
で
あ
る
と
答

 え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
寒
河
江
川
・
朝
日
川
・
野
川
の
様
な
い
わ
ゆ
る
荒

 川
に
比
し
、
河
底
の
落
差
が
少
な
く
、
且
つ
蛇
行
帯
も
十
分
発
達
し
、
こ
の
蛇

 行
に
よ
っ
て
沿
岸
に
は
自
然
の
貯
水
場
が
各
所
に
出
来
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が

 上
流
に
お
け
る
森
林
の
発
達
と
相
待
っ
て
、
洪
水
の
災
害
を
防
い
で
い
る
。
か

 つ
て
、
旧
制
山
形
高
等
学
校
の
安
斎
教
授
が
、
土
地
利
用
の
た
め
附
近
の
町
村

 民
が
月
布
川
の
蛇
行
帯
を
直
線
的
に
直
し
て
い
る
工
事
を
見
て
、
「
こ
の
工
事

 に
よ
っ
て
土
地
が
利
用
さ
れ
る
反
面
、
水
に
よ
る
災
害
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な

 ら
な
い
。
」
と
指
摘
し
た
の
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 又
、
川
が
落
ち
着
く
た
め
、
永
い
年
月
を
費
し
て
成
熟
期
に
は
い
っ
た
だ
け

 に
、
沿
岸
に
河
段
丘
が
よ
く
発
達
し
、
地
味
が
肥
沃
で
樹
木
も
よ
く
繁
茂
し
た

 か
ら
、
初
期
の
人
類
が
好
ん
で
生
活
の
場
と
し
た
も
の
と
考
察
さ
れ
る
。

 こ
こ
で
小
見
・
下
原
・
望
山
・
庚
申
山
遺
跡
と
、
標
高
並
に
何
段
丘
と
の
関

 係
に
つ
い
て
表
示
す
れ
ば
第
6図
の
如
く
な
る
。
又
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
遺

 跡
の
地
質
層
序
を
表
示
す
れ
ば
第
7図
の
如
く
な
る
。

-
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 三
、
出
土
地
の
概
況

 (
一
)
望
山
遺
跡

 望
山
遺
跡
は
、
大
江
町
大
字
望
山
、
農
業
協
同
組
合
倉
庫
の
西
南
方
五
〇

 m、
な
だ
ら
か
に
南
方
に
傾
斜
す
る
河
段
丘
の
林
檎
園
の
中
に
あ
る
。
こ
こ
は

 月
布
川
河
床
か
ら
の
比
高
三
五
m、
標
高
一
四
五
m、
月
布
川
河
段
丘
の
中
位

 段
丘
に
あ
た
る
。
な
お
、
月
布
川
か
ら
の
距
離
八
○
○
mで
あ
る
。

 地
層
試
掘
の
結
果
、
第
一
層
表
土
二
〇
㎝
～
三
〇
㎝
の
砂
質
壌
土
そ
の
下
に

 第
二
層
五
㎝
程
度
の
漸
移
層
が
認
め
ら
れ
、
第
三
層
は
河
段
丘
を
構
成
し
て
い

 る
砂
礫
層
で
あ
る
。

 先
年
農
協
の
倉
庫
を
建
設
し
た
際
、
多
く
の
石
器
の
出
た
こ
と
を
、
地
も
と

 の
,林
勘
次
郎
氏
が
証
言
し
て
い
る
が
、
大
江
町
立
東
部
小
学
校
に
保
存
さ
れ
て

 い
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
と
言
う
。

 四
章
の
出
土
石
器
の
項
で
述
べ
て
い
る
如
く
、
望
山
遺
跡
か
ら
は
、
期
待
の

 持
て
る
石
核
と
石
器
が
出
て
い
る
。

12

 (注
)

 人
類
の
歴
史
を
地
質
生
成
年
代
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
間
に
は
大
き
な
開
き
が
あ

 る
。
第
三
系
で
最
も
新
し
い
左
沢
層
で
さ
え
、
一
、
五
〇
〇
万
年
前
。
第
四
紀
層
生
成

 の
は
じ
め
は
、
一
〇
〇
万
年
～
六
〇
万
年
と
云
う
。
こ
の
報
告
書
で
取
扱
っ
て
い
る
古

 式
石
器
は
一
応
五
、
○
○
○
年
～
一
五
〇
、
○
○
○
年
以
前
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も

 の
を
対
象
と
し
て
進
め
た
。





 （
二
）
小
見
遺
跡

 小
見
A遺
跡
は
大
江
町
大
字
小
見
部
落
と
月
布
川
の
中
間
に
位
す
る
。
南
か

 ら
北
へ
な
だ
ら
か
な
河
段
丘
の
斜
面
が
広
が
る
な
か
の
中
位
段
丘
で
あ
る
。
河

 床
か
ら
の
比
高
二
〇
m、
標
高
一
二
五
m。
数
年
前
こ
の
地
に
ホ
ッ
プ
園
を
経

 営
す
る
た
め
、
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
で
均
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
表
土
及
び
底

 土
が
攪
乱
さ
れ
、
剥
片
や
石
器
が
放
出
さ
れ
た
ら
し
く
、
浮
き
出
た
も
の
に
つ

 い
て
表
面
採
収
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

 附
近
は
月
布
川
河
段
丘
と
し
て
成
立
も
古
く
、
場
所
も
広
く
、
高
燥
な
地
で

 あ
る
か
ら
、
原
住
民
生
活
の
場
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
後
正
式
に
発
掘

 を
行
な
え
ば
、
月
布
川
下
流
と
し
て
は
有
望
な
地
帯
と
考
え
ら
れ
る
。

 地
層
試
掘
の
結
果
、
第
一
層
は
二
四
㎝
～
三
〇
㎝
。
第
二
層
は
や
や
褐
色
が
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 か
っ
た
漸
移
層
、
第
三
層
は
ロ
ー
ム
層
で
、
第
四
層
が
河
段
丘
を
構
成
し
て
い

 る
砂
礫
層
で
あ
る
こ
と
は
、
附
近
の
欠
け
崩
れ
場
所
か
ら
推
考
出
来
る
。

 (
三
)
庚
申
山
遺
跡

 ①
庚
申
山
頁
岩
礫
包
含
層
に
つ
い
て

 庚
申
山
を
構
成
し
て
い
る
堆
積
砂
礫
層
は
中
腹
に
露
出
し
て
お
り
、
古
来
左

 沢
・
小
漆
川
地
区
民
の
砂
利
取
り
場
と
な
っ
て
き
た
。
特
に
庚
申
池
の
築
堤
に

 際
し
て
は
、
主
と
し
て
こ
の
砂
礫
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
層
の
下
部
は
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第
三
系
鮮
新
世

 左
沢
層
で
、
砂

 利
を
取
っ
た
あ

 と
を
平
に
均
ら

 し
て
、
一
ヘ
ク

 タ
ー
ル
程
度
の

 畑
地
と
し
て
い

 る
。 現
在
の
砂
利

 取
り
場
は
六
m

 ～
八
m
の
層

 で
、
山
頂
に
あ

 た
る
西
に
向
か

 っ
て
崩
さ
れ
つ

 つ
あ
る
。
こ
の

 層
の
中
に
は
直

 径
一
〇
㎝
～
三

 〇
㎝
程
度
の
頁

 岩
礫
が
ご
ろ
ご

 ろ
包
含
さ
れ
て

 い
る
。
こ
の
礫

 は
概
し
て
黄
褐
色
で
、
中
に
は
茶
褐
色
の
美
し
い
縞
模
様
が
入
っ
た
も
の
も
あ

 る
。
概
し
て
色
が
薄
い
の
は
有
機
質
分
の
含
有
量
が
少
な
い
た
め
で
あ
る
と
言

 え
よ
う
。
然
し
他
の
遺
跡
で
出
土
す
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
や
黒
色
の
も
の
は
な

 い
。 石
器
を
作
る
硬
質
頁
岩
は
、
一
般
に
奥
山
の
渓
間
で
長
い
間
晒
さ
れ
、
凹
凸

 が
礫
面
に
出
来
て
、
虫
に
食
い
荒
さ
れ
た
よ
う
に
古
色
を
お
び
た
も
の
が
珍
重

 さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
礫
を
割
っ
て
み
る
と
、
た
と
え
表
面
は
白
っ
ぱ
け

 た
色
で
も
、
中
の
方
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
、
又
は
黒
色
の
お
び
た
も
の
が
多

 い
。
従
っ
て
こ
れ
を
実
際
利
用
す
る
場
合
は
、
一
応
外
皮
を
剥
ぎ
取
っ
て
か
ら

 石
器
に
割
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
庚
申
山
の
頁
岩
礫
は
土
中
に
埋
ま
っ
て
い

 た
た
め
、
礫
の
表
面
は
晒
さ

 れ
て
お
ら
ず
、
多
く
は
す
べ

 す
べ
し
た
"は
だ
"に
な
っ

 て
い
る
。
そ
れ
で
庚
申
山
頁

 岩
礫
は
表
皮
が
そ
の
ま
ま
使

 用
に
耐
え
る
の
で
、
礫
面
を

 つ
け
た
ま
ま
の
石
器
や
剥
片

 が
多
い
。
然
し
、
チ
ョ
コ
レ

 ー
ト
色
の
も
の
に
比
し
硅
化

 度
も
劣
り
製
作
に
あ
た
っ
て

 剥
離
の
鋭
ど
さ
に
欠
け
て
い
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 る
の
で
、
必
ず
し
も
最
適
と
は
言
え
な
い
。
け
れ
ど
も
材
料
は
無
限
と
言
え
る

 程
あ
り
、
何
時
で
も
自
由
に
得
ら
れ
る
便
益
か
ら
、
附
近
に
在
住
し
た
初
期
の

 住
民
は
好
ん
で
使
用
し
た
で
あ
ろ
う
。

 寒
河
江
市
長
岡
山
で
標
高
一
五
五
mの
地
点
に
も
、
庚
申
山
と
共
通
し
た
頁

 岩
礫
を
含
む
砂
礫
層
が
あ
り
、
製
作
様
式
も
共
通
し
た
も
の
が
採
収
さ
れ
て
い

 る
。
こ
れ
等
の
剥
片
が
甚
だ
し
く
粗
雑
な
印
象
を
う
け
る
の
は
、
剥
離
の
技
術

 の
外
に
、
石
質
の
劣
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
庚
申
山
採
収
の
勝
れ
た
剥
片
・

 石
器
は
、
何
れ
も
石
質
そ
の
も
の
も
勝
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

 ②
庚
申
山
A
遺
跡

 こ
の
遺
跡
は
庚
申
山
河
段
丘
の
東
部
山
麓
標
高
一
四
八
mの
地
点
に
あ
り
、

 こ
の
場
所
に
達
す
る
に
は
、
巨
海
院
山
門
附
近
か
ら
通
ず
る
農
道
を
北
に
進

 み
、
庚
申
溜
池
碑
附
近
で
分
岐
し
て
か
ら
傾
斜
し
て
い
る
農
道
を
四
〇
m程
西

 に
昇
り
進
め
ば
こ
の
道
路
の
下
側
に
あ
る
。
こ
の
地
は
左
沢
の
森
村
儀
三
郎
氏

 所
有
の
桃
園
で
、
剥
片
の
散
在
に
つ
い
て
高
山
法
彦
が
気
付
い
た
こ
と
は
前
述

 の
通
り
で
あ
る
。

 遺
跡
の
地
層
を
み
る
と
、
第
一
層
六
〇
㎝
は
農
道
工
事
の
際
に
置
き
土
し
た

 も
の
ら
し
く
、
攪
乱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
層
は
い
わ
ゆ
る
表
土
層
で
五

 〇
㎝
。
第
三
層
は
有
機
物
を
多
量
に
含
む
真
っ
黒
な
土
層
で
三
〇
㎝
。
第
四
層

 は
酸
化
砂
鉄
層
(褐
鉄
鉱
)で
一
〇
㎜
～
一
五
㎝
。
そ
の
下
は
河
段
丘
を
構
成

 し
て
い
る
褐
色
の
砂
礫
層
と
な
っ
て
い
る
。

 勿
論
そ
の
下
が
第
三
系
の
左
沢
層
で
、
こ
の
地
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と

 は
庚
申
池
附
近
の
欠
け
崩
さ
れ
た
場
所
に
よ
っ
て
も
推
測
し
得
る
。

 こ
の
褐
鉄
鉱
層
に
喰
い
込
ん
だ
形
で
、
細
長
い
一
〇
㎝
程
度
の
礫
を
縦
に
二
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 つ
割
り
に
し
た

 (
ポ
イ
ン
ト

 形
)も
の
が
十

 数
個
。
そ
の
上

 は
頁
岩
礫
か
ら

 剥
ぎ
と
っ
た
残

 り
の
、
い
わ
ゆ

 る
三
角
石
核
が

 八
個
、
蛤
状
の

刃
器
型
剥
片
八

 個
、
削
器
と
予

 想
さ
れ
る
も
の

 五
～
一
〇
個
出

 土
し
た
が
、
当
遺

 跡
を
初
め
て
見
た

 時
は
、
何
と
な
く

 石
剥
ぎ
場
の
様
な

 印
象
を
う
け
た
。

 こ
こ
か
ら
出
土

 し
た
も
の
の
大
部

 分
は
、
酸
化
砂
鉄

 層
の
た
め
褐
色
に
染
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
と
し
て
は
何
れ
も
粗
製
で
石
質

 も
劣
る
。
そ
れ
は
当
時
良
質
の
頁
岩
含
有
層
が
露
出
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で

 あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
試
験
的
に
多
く
の
種
類
の
頁
岩
を
剥
い
で
み
た
場
所
で

 あ
ろ
う
か
。
尚
附
近
一
帯
か
ら
土
器
は
一
片
も
出
土
し
な
い
。

 ③
庚
申
山
B
遺
跡

 こ
の
遺
跡
は
庚
申
山
河
段
丘
の
中
腹
標
高
一
五
五
mの
地
点
に
位
す
る
。
A

 遺
跡
の
西
五
〇
m程
度
西
方
に
昇
っ
た
と
こ
ろ
で
、
天
保
一
二
年
と
記
録
さ
れ

 た
庚
申
万
年
塔
が
あ
り
、
附
近
は
平
坦
に
均
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
丘

 の
中
腹
に
細
長
い
平
地
が
等
高
線
上
に
伸
び
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 昭
和
四
二
年
三
月
四
日
庚
申
塔
前
四
mの
地
点
を
地
質
調
査
の
た
め
試
掘
し

 た
と
こ
ろ
、
上
部
第
一
層
は
七
五
㎝
で
攪
乱
さ
れ
置
き
土
と
な
っ
て
お
り
、
黄

 褐
色
の
底
土
が
疎
ら
に
交
っ
て
い
る
。
第
二
層
は
六
〇
㎜
で
い
わ
ゆ
る
表
土
。

 こ
れ
に
は
A遺
跡
に
見
ら
れ
た
様
な
有
機
質
を
含
ん
だ
真
っ
黒
な
腐
蝕
土
は
見

 あ
た
ら
な
い
。
砂
質
の
壌
土
が
続
き
荒
い
砂
層
に
移
行
す
る
が
、
そ
の
境
が
五
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 ㎝
程
度
の
漸
移
層
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
第
三
層
で
あ
る
。
第
四
層
は
粒
の
荒

 い
砂
層
で
褐
色
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
下
部
が
砂
礫
層
で
あ
る
こ
と
は
附
近
の

 欠
け
崩
れ
た
場
所
に
徴
し
推
考
出
来
る
。

 こ
の
第
四
層
に
喰
い
込
ん
だ
形
で
七
㎝
～
一
〇
㎝
程
度
の
刃
器
型
剥
片
四
個

 (第
22図

)が
出
土
し
た
。
こ
の
中
腹
B遺
跡
附
近
は
庚
申
山
地
区
中
で
は
最

 も
整
っ
た
石
器
が
採
収
さ
れ
た
地
帯
で
、
舟
底
型
状
の
石
器
二
個
、
そ
の
他
多

 数
の
剥
片
、

 石
器
類
が
採

 収
さ
れ
た
。

 思
う
に
、

 当
時
こ
の
附

 近
に
比
較
的

 良
質
の
頁
岩

 礫
を
含
ん
だ

 砂
礫
層
が
露

 出
し
て
い
た

 で
あ
ろ
う
か
、

 黄
褐
色
の
ス

 ベ
ス
べ
し
た

 も
の
で
光
沢

 が
あ
る
。
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 こ
の
土
地
独
特
の
頁
岩
を
好
ん
で
材
料
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
舟
底
型
状

 の
石
器
も
こ
れ
を
材
料
と
し
た
。

 ④
庚
申
山
C
遺
跡

 庚
申
山
の
西
端
は
鞍
部
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
鞍
部
の
南
及
び
北
の
斜
面
一

 帯
は
窪
地
で
、
湧
泉
帯
と
な
っ
て
お
り
、
数
ヵ
所
に
優
れ
た
清
水
が
コ
ン
コ
ン

 と
湧
き
出
し
て
い
る
。
北
斜
面
一
〇
m程
下
っ
た
と
こ
ろ
の
ニ
ヵ
所
の
清
水
か

 ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
比
較
的
湿
度
の
高
い
地
帯
を
利
用
し
て
林
檎
園

 が
経
営
さ
れ
て
い
る
。

 こ
の
地
が
特
に
湧
泉
帯
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
鞍
部
の
窪
地
に
浸
透
し
た
雨

 水
が
、
地
下
の
地
盤
と
な
っ
て
い
る
左
沢
層
、
又
は
河
成
沈
澱
粘
土
層
な
ど
の

 た
め
に
、
そ
の
上
部
に
滞
留
し
た
も
の
が
外
部
へ
湧
出
す
る
も
の
で
あ
る
ら
し

 く
、
し
か
も
こ
の
附
近
の
表
土
層
は
極
め
て
薄
く
、
下
層
は
砂
礫
層
に
な
っ
て

 い
る
の
で
、
浸
透
作
用
を
容
易
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 こ
う
し
た
鞍
部
の
湧
泉
に
恵
ま
れ
て
い
る
地
は
、
古
来
人
間
生
活
と
の
つ
な

 が
り
を
示
し
、
初
期
に
お
け
る
原
住
民
の
生
活
に
は
好
個
の
場
で
あ
っ
た
に
ち

 が
い
な
い
。

 附
近
一
帯
か
ら
庚
申
山
頂
に
か
け
て
多
く
の
剥
片
が
採
取
さ
れ
た
が
、
特
に

 湧
泉
帯
附
近
に
は
刃
器
型
剥
片
が
多
い
。
地
質
調
査
の
た
め
試
掘
の
結
果
、
腐

 蝕
質
を
含
ん
だ
表
土
層
の
五
㎝
以
下
は
漸
移
層
五
㎝
程
度
、
そ
の
下
は
庚
申
山

 河
段
丘
を
構
成
し
て
い
る
砂
礫
層
で
あ
る
。
剥
片
は
第
二
層
の
漸
移
層
に
第
25

 図
写
真
の
如
く
、
同
一
平
面
に
居
い
て
砂
礫
層
に
喰
い
込
む
形
と
な
っ
て
あ
っ

 た
。

 尚
、
庚
申
山
一
帯
に
土
器
は
見
当
ら
な
い
。
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 四
、
出
土
石
器

 (
一
)
望
山
遺
跡
の
石
器
類
(
第
2
6
・
2
7
図
)

 一
、
縦
長
剥
片

 現
在
ま
で
、
望
山
遺
跡
か
ら
採
集
さ
れ
た
剥
片
類
は
約
二
〇
点
で
あ
る
。
一

 二
点
を
図
示
し
た
(第
26図

1～
12)。

一
〇
セ
ン
チ
前
後
の
比
較
的
大
形
の

 剥
片
群
と
五
～
六
セ
ン
チ
を
標
準
と
す
る
小
形
剥
片
群
と
に
大
別
出
来
る
。
な

 ん
ら
か
の
二
次
加
工
の
施
さ
れ
て
い
る
剥
片
は
四
点
で
あ
る
。

 1は
や
や
部
厚
い
剥
片
で
あ
る
。
打
面
(上
端
の
平
な
部
分
)は
ほ
と
ん
ど

 残
ら
ず
、
打
痛
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。
正
面
の
左
側
縁
に
角
度
の
浅
い
二
次

 加
工
が
あ
る
。
主
要
剥
離
面
(背
面
)に
は
二
次
加
工
が
及
ば
な
い
。
先
端
部

 は
意
識
的
に
折
っ
た
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

 2は
小
形
の
比
較
的
、
形
の
整
っ
た
縦
長
剥
片
。
正
面
に
は
二
条
の
稜
線
が

 平
行
し
て
走
る
。
先
端
部
に
押
圧
剥
離
が
加
え
ら
れ
、
縦
形
掻
器
(エ
ン
ド
ス

 ク
レ
ー
パ
ー
)の
よ
う
な
形
態
を
と
る
。
長
き
五
四
㎜
。

 3は
大
き
な
打
面
を
も
つ
不
整
形
剥
片
。
剥
離
角
は
一
二
〇
度
。
4・
5は

 基
部
の
欠
損
し
た
剥
片
。

 5の
背
面
(主
要
剥
離
面
)先
端
に
リ
タ
ッ
チ
(整
形
加
工
)が
加
え
ら
れ

 て
い
る
。
6は
正
面
中
央
に
一
条
の
稜
線
が
走
る
。
先
端
は
蝶
番
破
砕
(ヒ
ン

 ジ
フ
ラ
ク
チ
ャ
ー
)を
な
し
、
自
然
面
を
残
す
。

 9・
10は
不
定
形
の
中
形
縦
長
剥
片
。
9は
打
面
が
不
明
で
部
厚
い
。
自
然
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 面
が
左
側
縁
に
観
察
さ
れ
る
。
10は
扁
平
な
剥
片
。
幅
広
の
、
打
面
の
小
さ
い

 不
整
形
を
と
る
。
11は
正
面
両
側
縁
に
自
然
面
を
大
き
く
残
し
た
幅
広
の
剥

 片
。
打
面
は
比
較
的
小
さ
く
主
要
剥
離
面
の
湾
曲
が
著
し
い
。
二
次
加
工
は
側

 線
、
背
面
に
も
見
ら
れ
な
い
。

 12は
、
正
面
に
二
条
の
稜
線
が
走
り
三
つ
の
剥
離
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

 先
端
部
は
鋭
く
尖
り
左
側
縁
に
二
次
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。
望
山
か
ら
こ
れ

 ま
で
採
集
さ
れ
た
縦
長
剥
片
の
う
ち
で
の
典
型
で
あ
る
。

 二
、
石
核

 採
集
さ
れ
た
石
核
は
、
全
部
で
七
点
で
あ
る
。

 す
べ
て
、
硬
質
頁
岩
を
原
材
と
す
る
。
基
本
的
に
は
円
錐
形
の
形
態
を
備
え

 る
が
、
な
お
変
形
が
あ
る
。
大
き
く
三
群
に
分
類
で
き
る
。

 (イ
)第
一
類
は
単
打
面
の
円
錐
形
石
核
の
仲
間
で
あ
る
。
本
類
は
望
山
の
石

 核
の
主
流
で
あ
り
、
七
点
中
五
点
が
所
属
す
る
。
第
26図
の
13・
14、
第
27図

 の
3～
5が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

 第
26図

13は
半
調
整
打
面
を
持
つ
長
円
錐
形
石
核
で
あ
る
。
打
面
と
剥
離
面

 と
の
な
す
角
度
は
九
〇
度
に
近
い
。
両
側
面
に
原
礫
の
自
然
面
を
残
し
て
い
る

 か
ら
、
剥
離
作
業
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
段
階
で
あ
る
。
高
さ
68㎜

。

 14は
望
山
の
石
核
中
、
最
も
丹
念
に
整
調
さ
れ
た
打
面
を
も
つ
円
錐
形
石
核

 で
あ
る
。
楕
円
形
状
の
大
き
な
打
面
の
全
周
縁
か
ら
平
均
し
た
剥
離
作
業
が
く

 り
返
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
側
面
に
緻
密
な
剥
離
面
を
見
せ
る
。
打
面

 の
長
経
と
剥
離
面
の
高
さ
が
62㎜
と
ほ
ぼ
同
長
で
あ
る
た
め
、
側
面
は
正
三
角

 形
状
を
呈
す
る
。

 第
27図
の
3は
、
第
26図
の
14と

同
類
の
石
核
で
あ
る
。
調
整
さ
れ
た
大
き

 な
打
面
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
短
円
錐
形
状
と
な
る
。
こ
の
種
の
石
核

 か
ら
得
ら
れ
た
フ
レ
イ
ク
(剥
片
)の
剥
離
角
は
一
二
〇
度
前
後
と
な
ろ
う
。

 4は
、
凹
面
の
半
調
整
打
面
を
も
つ
石
核
で
、
望
山
の
石
核
の
典
型
で
あ
ろ

 う
。
剥
離
は
全
周
に
亘
る
が
、
正
面
と
背
面
の
剥
離
作
業
が
優
越
す
る
た
め
、

 先
端
は
扁
平
と
な
る
。

 5は
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
色
質
の
頁
岩
を
原
材
と
し
て
い
る
。
剥
離
作
業

 が
再
調
整
さ
れ
た
打
面
の
片
面
か
ら
集
中
的
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
技
術
工
程

 の
結
果
、
半
面
に
原
礫
の
自
然
面
を
残
す
。
側
面
に
五
条
の
剥
離
面
を
並
列
さ

 せ
て
い
る
。

 （
ロ
）
第
二
類
は
上
下
両
端
に
打
面
を
備
え
る
石
核
で
あ
る
。
第
27図
の
一
が

 こ
れ
で
あ
る
。

 剥
離
工
程
は
、
上
下
の
両
打
面
か
ら
交
互
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ほ

 と
ん
ど
上
端
の
打
面
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
円
筒
形
と
な
ら
な
い
。

 下
端
の
打
面
は
非
調
整
で
あ
る
。

 （
ハ
）
第
三
類
は
、
い
わ
ゆ
る
、
舟
底
形
を
と
る
石
核
で
あ
る
。
第
27図
の
2が

 こ
れ
に
属
す
る
。
打
面
は
不
規
則
な
剥
離
面
に
よ
っ
て
凹
凸
を
な
す
。
剥
離
は

 定
則
的
で
な
い
。
い
か
な
る
目
的
を
も
つ
石
器
か
石
核
か
検
討
の
要
が
あ
る
。

 以
上
望
山
の
石
核
を
概
観
し
た
が
、
共
通
的
な
要
素
を
挙
げ
る
と
、

 ①
円
錐
形
石
核
を
基
本
と
す
る
。
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 ②
全
般
的
に
打
面
が
大
き
い
。

 ③
打
面
は
調
整
打
面
を
基
本
と
す
る
。

 ④
自
然
面
を
残
存
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。

 さ
て
、
望
山
の
石
器
文
化
に
一
定
の
解
釈
を
与
え
、
評
価
を
下
す
こ
と
は
、

 現
段
階
で
は
困
難
で
あ
る
。
表
採
資
料
で
あ
る
た
め
、
資
料
と
し
て
の
根
本
的

 な
弱
点
を
免
が
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
。
石
器
の
組
み
合
わ
せ
・
形
態
・
出
土

 層
位
が
正
確
に
把
握
さ
れ
た
時
、
望
山
の
石
器
製
作
技
術
が
解
明
さ
れ
る
。
単

 に
、
石
器
の
形
態
論
に
根
拠
を
お
く
解
釈
は
危
険
で
あ
る
が
、
一
応
の
予
察
を

 し
て
お
き
た
い
。

 望
山
石
器
文
化
は
石
刃
技
法
の
原
則
に
立
っ
て
い
る
と
判
断
出
来
そ
う
で
あ

 る
。
特
に
石
核
に
石
刃
技
法
の
定
則
性
が
う
か
が
え
る
。
一
応
先
縄
文
文
化
の

 範
疇
の
中
で
評
価
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
石
刃
と
判
断
出
来
る
資
料
が
含

 ま
れ
て
い
な
い
の
が
気
が
か
り
で
あ
る
。
文
中
で
石
刃
核
・
石
刃
の
名
称
を
使

 う
こ
と
を
避
け
た
の
は
そ
の
意
味
か
ら
で
あ
る
。

 (
二
)
小
見
遺
跡
(
第
2
8
図
)

 小
見
遺
跡
か
ら
採
集
さ
れ
た
一
四
点
の
石
器
類
を
第
28図
に
示
し
た
。
以
下

 挿
図
を
中
心
に
簡
単
に
説
明
を
加
え
よ
う
。

 A
掻
器
類

 第
28図

の
一
は
縦
長
剥
片
(石
刃
？
)を
利
用
し
た
掻
器
で
あ
る
。
左
右
両
側

 縁
と
正
面
中
央
の
稜
線
が
互
い
に
平
行
し
て
走
る
。
打
面
・
打
瘤
と
も
に
小
さ

 い
。
背
面
(主
要
剥
離
面
)先
端
は
、
や
や
蝶
番
破
砕
(ヒ
ン
ジ
フ
ラ
ク
チ
ャ

 ー
)を
な
す
。
正
面
先
端
部
の
リ
タ
ッ
チ
(整
形
加
工
)は
明
確
で
な
い
が
器

 の
形
態
論
か
ら
す
れ
ば
縦
形
掻
器
で
あ
ろ
う
。
長
さ
九
一
㎜
、
幅
二
八
㎜
。

 2は
打
面
を
大
き
く
残
す
縦
長
剥
片
を
利
用
し
た
石
器
で
あ
る
。
先
端
、
お

 よ
び
右
側
縁
に
も
二
次
加
工
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
左
側
縁
に
よ
り
集
中
し

 た
加
工
が
施
さ
れ
る
。
サ
イ
ド
ス
ク
レ
ー
パ
ー
(側
面
に
刃
の
あ
る
掻
器
)か

 ナ
イ
フ
形
石
器
で
あ
ろ
う
か
、
長
さ
六
五
㎜
・
幅
二
七
㎜
。

 3は
部
厚
い
剥
片
を
掻
器
に
つ
く
り
上
げ
た
。
先
端
か
ら
左
側
縁
に
か
け
て

 整
形
し
て
あ
る
。
基
部
を
欠
損
し
て
い
る
が
、
掻
器
と
し
て
の
典
型
的
な
形
態

 を
備
え
る
。
幅
三
〇
㎝
。

 B
縦
長
剥
片

 第
28図
の
4は
図
示
し
た
一
一
点
の
剥
片
中
、
最
も
形
の
整
っ
た
縦
長
剥
片

 で
あ
る
。
正
面
に
は
二
本
の
稜
線
が
走
り
、
剥
離
面
を
三
面
並
べ
て
い
る
。
左

 側
線
は
弓
状
に
彎
曲
し
、
右
側
線
に
は
自
然
面
を
と
ど
め
て
い
る
。

 主
要
剥
離
面
と
は
逆
方
向
か
ら
の
剥
離
面
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
の
が
注
意
さ

 れ
る
。
打
面
は
小
さ
く
、
剥
離
角
は
九
〇
度
に
近
い
。
先
端
を
欠
失
し
て
い

 る
。
幅
二
四
㎜
。
5は
短
冊
形
を
し
た
不
整
形
剥
片
で
あ
る
。
二
次
加
工
は
全

 く
観
察
さ
れ
な
い
。
6は
、
三
角
形
の
大
き
な
打
面
を
残
す
剥
片
。
自
然
面
を

 残
し
、
基
部
が
ね
じ
曲
が
っ
て
い
る
。
幅
二
二
㎜
。

 7・
8は
と
も
に
、
先
端
を
欠
失
し
た
や
や
幅
広
の
剥
片
。
打
面
は
や
は
り

 小
さ
い
。
8は
打
面
か
ら
両
側
縁
に
か
け
て
緻
密
な
リ
タ
ッ
チ
(整
形
加
工
)

 を
加
え
て
い
る
。

 -25-
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 9は
幅
広
の
剥
片
。
打
面
か
ら
先
端
部
に
行
く
に
従
い
幅
を
増
す
。
二
次
加

 工
は
全
く
な
く
、
第
一
次
剥
離
の
ま
ま
で
あ
る
。
先
端
に
自
然
面
を
残
留
し
て

 い
る
。
長
さ
五
四
㎜
、
幅
三
〇
㎜
。

 10は
基
部
、
先
端
と
も
欠
損
し
た
薄
手
の
剥
片
で
あ
る
。
全
体
形
が
長
方
形

 を
な
し
、
両
側
縁
に
沿
っ
て
二
条
の
稜
線
が
縦
走
す
る
。
幅
二
二
㎜
。

 11は
打
面
の
小
さ
な
、
細
長
の
小
剥
片
。
先
端
を
欠
く
。
幅
一
八
㎜
。

 12は
、
中
ふ
く
ら
み
の
小
形
縦
長
剥
片
。
側
面
、
背
面
と
も
加
工
が
見
ら
れ

 な
い
。
長
さ
六
八
㎜
、
幅
二
一
㎜
。
13は
先
端
の
尖
る
剥
片
。
正
面
右
側
縁
に

 自
然
面
が
認
め
ら
れ
る
。
二
次
加
工
全
く
な
し
。
長
さ
七
〇
㎜
、
幅
二
二
㎜
。

 14は
広
幅
の
不
整
形
剥
片
。
正
面
に
は
逆
方
向
か
ら
の
剥
離
が
あ
る
。
長
さ

 八
八
㎜
、
幅
四
〇
㎜
。

 小
見
遺
跡
の
性
格
を
論
ず
る
に
は
、
な
お
基
礎
的
な
作
業
の
集
積
を
俟
た
ね

 ば
な
ら
な
い
。

 確
か
に
、
先
縄
文
時
代
の
掻
器
と
お
ば
し
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
打
面

 が
小
さ
く
、
剥
離
角
が
九
〇
度
に
近
い
剥
片
の
あ
る
も
の
は
、
石
刃
と
酷
似
す

 る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
要
素
を
も
っ
て
、
小
見
遺
跡
を
先
縄
文
時
代
の
遺
跡

 と
し
て
、
積
極
的
に
認
定
す
る
こ
と
は
、
現
段
階
で
は
性
急
な
結
論
で
あ
ろ

 う
。
層
位
的
把
握
に
基
礎
を
お
か
ず
、
石
器
の
型
式
論
か
ら
、
単
に
類
似
点
を

 ひ
き
出
し
て
、
石
器
文
化
の
性
格
を
云
々
す
る
こ
と
は
常
に
危
険
を
と
も
な

 う
。
小
見
の
石
器
群
に
は
先
縄
文
文
化
的
要
素
は
見
ら
れ
る
が
、
先
縄
文
文
化

 の
階
梯
で
と
ら
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
保
留
し
た

 い
。 (
三
)
庚
申
山
遺
跡
(
第
2
9
図
)

 庚
申
山
の
遺
跡
付
近
か
ら
は
、
頁
岩
製
の
夥
し
い
石
片
が
採
集
さ
れ
て
い

 る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
単
な
る
不
定
形
の
剥
片
で
あ
る
。
自
然
の
営
力
に
よ

 っ
て
、
物
理
的
に
破
砕
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
石
片
を
含
む
。
あ
る
種
の
石
器
を

 意
識
的
に
製
作
す
る
過
程
で
生
じ
た
人
工
的
剥
片
な
の
か
ど
う
か
、
判
断
に
苦

 し
む
石
片
が
多
い
。

 第
29図
に
図
示
し
た
一
〇
点
の
石
器
類
は
、
人
工
品
と
し
て
確
実
に
認
定
で

 き
る
も
の
で
あ
る
。

 1は
中
央
に
稜
線
が
走
る
、
幅
広
い
縦
長
剥
片
の
全
周
に
、
角
度
の
深
い
リ

 タ
ッ
チ
(整
形
加
工
)を
加
え
て
完
成
し
て
い
る
。
左
右
の
側
縁
は
次
第
に
広

 が
り
を
み
せ
る
が
、
や
が
て
幅
を
縮
め
最
先
端
で
交
わ
る
。
全
体
形
は
菱
形
と

 な
る
。
背
面
に
は
、
原
則
と
し
て
加
工
が
な
く
第
一
次
剥
離
の
ま
ま
で
あ
る
。

 長
さ
七
〇
㎜
、
最
大
幅
四
一
㎜
。

 3は
、
打
面
を
大
き
く
残
す
。
部
厚
く
幅
広
の
縦
長
剥
片
。
正
面
中
央
の
稜

 線
か
ら
左
側
縁
に
か
け
て
自
然
面
を
大
き
く
残
す
。
又
、
背
面
(主
要
剥
離
面
)

 の
剥
離
方
向
と
は
逆
の
方
向
か
ら
の
剥
離
が
観
察
さ
れ
る
。
先
端
部
の
二
次
加

 工
は
粗
雑
で
、
所
謂
、
掻
器
の
刃
部
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

 長
さ
八
㎜
、
幅
四
七
㎜
。

 4は
3と
同
じ
く
、
部
厚
い
縦
長
剥
片
で
あ
ろ
う
。
全
体
形
が
短
冊
形
を
な

 し
、
正
面
に
二
本
の
稜
線
が
縦
走
す
る
。
右
側
縁
に
沿
っ
て
、
原
石
の
自
然
面
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 を
残
留
す
る
。
先
端
部
に
は
加
工
ら
し
き
も
の
が
あ
る
。
縦
形
掻
器
の
刃
部
を

 作
る
と
い
う
意
図
が
不
明
確
で
あ
る
。
掻
器
と
し
て
扱
う
に
は
根
拠
が
う
す

 い
。
剥
離
角
は
約
一
三
〇
度
で
大
き
い
。
長
さ
八
七
㎜
、
幅
四
五
㎜
。

 5は
、
正
面
中
央
に
二
本
の
稜
線
を
も
つ
小
形
剥
片
を
利
用
し
た
石
器
で
あ

 ろ
う
。
大
き
な
打
面
か
ら
左
側
縁
中
央
に
か
け
て
、
リ
タ
ッ
チ
(整
形
加
工
)

 を
加
え
、
つ
づ
い
て
主
要
剥
離
面
(背
面
)の
先
端
ま
で
加
工
が
及
び
、
リ
タ
ッ

 チ
は
、
む
し
ろ
、
主
要
剥
離
面
に
優
勢
で
あ
る
。
長
さ
四
六
㎜
、
幅
二
三
㎜
。

 6は
や
や
細
身
の
剥
片
。
正
面
、
打
面
に
近
く
剥
離
調
整
痕
が
密
集
し
て
い

 る
。
打
面
、
打
痛
裂
痕
(バ
ル
バ
ー
ス
カ
ー
)、
と
も
に
大
き
い
。

 7は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
(打
面
)の
小
さ
な
不
整
形
剥
片
を
利
用
し
た
石

 器
で
あ
ろ
う
。
正
面
先
端
に
逆
方
向
の
剥
離
が
見
ら
れ
る
。
左
右
両
側
縁
に
は

 原
則
と
し
て
加
工
は
な
い
。
先
端
部
に
加
工
を
施
し
て
、
凹
形
の
刃
部
を
作
り

 上
げ
て
い
る
、
コ
ン
ケ
ー
ブ
・
ス
ク
レ
ー
パ
ー
(中
凹
み
の
掻
器
)の
一
種
で

 あ
ろ
う
か
。
長
さ
七
五
㎜
、
幅
三
五
㎜
。

 9は
台
形
状
の
剥
片
を
利
用
し
た
掻
器
の
仲
間
で
あ
ろ
う
。
正
面
、
右
側
縁

 に
リ
タ
ッ
チ
が
あ
る
。
長
さ
六
五
㎜
、
幅
五
四
毛
。

 8・
10は

石
核
で
あ
る
。

 8は
原
礫
の
上
部
先
端
に
横
撃
を
加
え
て
、
平
坦
打
面
を
つ
く
り
、
そ
の
ま

 ま
打
面
と
し
て
利
用
し
た
非
調
整
打
面
で
あ
る
。
剥
離
は
一
方
の
側
縁
に
だ
け

 加
え
ら
れ
、
大
部
分
が
原
礫
の
ま
ま
で
あ
る
。
高
さ
八
七
㎜
、
幅
六
五
㎜
。

 10は
円
錐
形
石
核
の
類
で
あ
る
。
こ
の
石
核
は
龍
骨
(舟
底
の
舟
首
か
ら
舟

 尾
ま
で
の
稜
線
)炉
正
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
た
め
の
調
整
打
が
ほ
ど
こ

 さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
単
な
る
石
核
で
は
な
く
、
舟
底
型
石
器
と
言
え
る
で
あ

 ろ
う
。

 庚
申
山
の
石
器
文
化
を
評
価
す
る
に
は
、
未
解
決
の
問
題
が
あ
ま
り
に
山
積

 し
て
い
る
。

 掻
器
と
思
わ
れ
る
資
料
や
比
較
的
、
形
の
整
っ
た
石
刃
核
と
目
さ
れ
る
石
核

 も
混
っ
て
い
る
が
、
な
お
、
資
料
的
不
備
が
目
立
つ
。
資
料
は
B地
点
か
ら
採

 集
さ
れ
た
も
の
が
主
で
あ
る
が
、
図
示
し
た
資
料
が
、
必
ず
し
も
正
確
な
組
成

 を
代
表
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。
そ
し
て
、
庚
申
山

 の
夥
し
い
石
片
砕
片
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
も
問

 題
が
残
る
。
又
、
出
土
層
位
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
し
て

 残
る
と
い
え
よ
う
。
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 五
、
附
記

 （
一
）
下
原
出
土
地

 漆
川
一
帯
か
ら
剥
片
が
出
土
し
て
い
る
。
例
え
ば
羽
黒
・
壇
・
下
原
・
下
下

 原
等
で
あ
る
が
、
下
原
Aは
大
字
本
郷
字
下
下
原
己
二
三
二
で
、
大
字
本
郷
己

 ノ
一
九
公
平
与
呂
氏
所
有
地
付
近
一
帯
で
あ
る
。
こ
こ
は
標
高
一
二
〇
mに
位

 し
、
小
見
遺
跡
の
対
岸
に
あ
た
る
。
月
布
川
か
ら
は
五
〇
m～
一
〇
〇
mの
近

 距
離
で
、
河
床
か
ら
の
比
高
一
五
mで
あ
る
。

 月
布
川
は
こ
の
付
近
で
大
き
く
南
に
(小
見
側
)に
蛇
行
し
、
対
岸
を
削
っ

 て
崖
を
つ
く
っ
て
い
る
。
数
ヵ
所
地
層
調
査
の
結
果
、
第
一
層
は
置
き
土
・
表

 土
は
二
五
㎝
～
三
〇
㎝
。
第
二
層
は
漸
移
層
五
㎝
。
第
三
層
は
砂
礫
層
で
こ
の

 河
段
丘
を
構
成
し
て
い
る
も
の
、
第
四
層
は
左
沢
層
(小
見
層
)で
第
三
系
鮮

 新
世
層
で
あ
る
。

 下
原
杉
林
の
中
で
は
、
第
二
層
の
漸
移
層
(第
一
層
は
置
き
土
、
お
よ
び
表

 土
)か
ら
石
刃
型
剥
片
が
出
土
し
た
(第
31図
・
32図
)。

 尚
、
第
30図
上
段
の
向
っ
て
右
か
ら
四
点
は
掻
器
(エ
ン
ド
ス
ク
レ
ー
バ
ー
)

 属
す
る
。

に

-30-





 （
二
）
橋
上
出
土
地

 当
地
帯
は
月
布
川
口
か
ら
西
(上
流
)へ
六
㎞
、
七
軒
街
道
の
橋
上
バ
ス
停

 留
所
か
ら
北
に
三
〇
〇
m、
北
部
の
月
布
川
床
に
向
か
っ
て
、
な
だ
ら
か
な
傾

 斜
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
は
、
月
布
川
が
北
に
蛇
行
し
、
向
岸
に
当
た
る
小

 釿
部
落
の
南
端
を
削
り
崖
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
標
高
一
三
〇
mの
月
布
川

 床
か
ら
第
一
段
丘
比
高
一
三
m、
第
二
段
丘
比
高
一
二
mと
二
つ
の
河
段
丘
よ

 り
成
り
、
遺
跡
は
第
二
段
丘
標
高
一
五
五
mの
地
に
含
ま
れ
て
い
る
。

 付
近
は
数
年
前
、
ホ
ッ
プ
畑
を
経
営
す
る
た
め
に
、
東
西
一
〇
〇
m、
南
北

 三
〇
mの
場
所
の
表
土
が
天
地
替
え
さ
れ
た
。
採
取
さ
れ
た
石
器
は
こ
の
際
浮

 き
出
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
付
近
一
帯
の
地
層
序
は
、
第
三
系
中
新
世
の
橋

 上
層
が
基
盤
に
な
り
、
そ
の
上
が
河
段
丘
を
構
成
し
て
い
る
砂
礫
層
、
そ
の
上

 に
二
〇
㎝
程
度
の
黄
褐
色
ロ
ー
ム
層
と
思
わ
れ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
、
ロ
ー
ム

 層
の
上
が
表
土
と
の
漸
移
層
。
表
土
は
二
五
㎝
～
三
〇
㎝
の
黒
土
に
な
っ
て
い

 る
。 尚
、
第
34図
、
第
35図
は
橋
上
の
渡
辺
正
見
氏
の
採
収
に
よ
る
も
の
。





 （
三
）
向
原
出
土
地

 向
原
は
月
布
川
河
口
の
東
向
い
の
台
地
で
、
左
沢
小
学
校
の
最
上
川
向
い

 で
、
寒
河
江
市
地
内
に
な
っ
て
い
る
。
標
高
一
一
五
m。
昭
和
の
初
期
ま
で
は

 一
帯
は
松
林
又
は
桑
園
で
あ
っ
た
が
、
終
戦
の
頃
か
ら
水
田
に
開
拓
さ
れ
た
。

 最
上
川
床
か
ら
の
比
高
一
五
m。

 こ
の
台
地
は
主
と
し
て
最
上
川
に
よ
る
河
段
丘
で
、
如
何
に
も
原
住
民
の
生

 活
が
う
な
ず
か
れ
る
台
地
で
あ
る
。
層
序
は
左
沢
層
が
基
盤
と
な
り
、
最
上
川

 岸
に
浸
蝕
さ
れ
た
露
出
断
面
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
上
が
こ
の
河
段
丘
を
構

 成
し
て
い
る
砂
礫
層
の
堆
積
で
、
そ
の
上
を
五
〇
㎝
程
度
の
表
土
が
覆
っ
て
い

 る
。 こ
こ
か
ら
出
土
し
た
核
石
を
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
望
山
・
橋
上
に

 比
し
第
38、
39図
に
に
示
す
ご
と
く
剥
離
が
一
層
鋭
く
、
美
し
い
樋
状
を
示
し

 て
い
る
。
核
石
の
外
に
縦
長
剥
片
も
数
個
採
収
さ
れ
て
い
る
が
、
資
料
不
足
の

 た
め
今
後
の
研
究
に
待
た
ね
ぱ
な
ら
ぬ
部
面
が
多
い
。
と
も
か
く
、
.石
や
剥
片

 の
形
態
か
ら
み
て
、
今
後
が
期
待
さ
れ
る
地
帯
で
あ
る
。
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 六
、
結
び

 以
上
、
月
布
川
下
流
沿
岸
に
お
け
る
、
六
ヵ
所
の
古
式
石
器
出
土
地
帯
に
つ

 い
て
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
前
述
の
通
り
、
現
段
階
に
お
い
て
、
す

 で
に
先
縄
文
時
代
の
も
の
と
予
想
さ
れ
る
も
の
が
、
か
な
り
出
土
し
て
い
る
現

 況
に
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
報
告
書
も
、
今
後
に
お
け
る
月
布
川
一
帯
、
及
び
最

 上
川
中
流
に
お
け
る
研
究
へ
の
、
一
つ
の
足
が
か
り
に
な
る
こ
と
を
念
願
し
て

 進
め
た
も
の
で
あ
る
。

 こ
れ
が
大
江
町
当
局
並
び
に
町
民
の
方
々
の
要
望
し
て
お
ら
れ
る
、
大
江
町

 に
お
け
る
原
始
時
代
の
生
活
を
推
考
す
る
た
め
の
一
助
と
も
な
れ
ば
、
幸
甚
と

 考
え
る
次
第
で
あ
る
。
勿
論
、
今
後
六
ヵ
所
以
外
に
も
出
土
地
帯
が
予
想
さ
れ

 る
し
、
現
に
出
土
し
つ
つ
あ
る
地
帯
も
あ
る
の
で
、
今
後
の
進
め
方
に
よ
っ
て

 は
、
更
に
系
統
的
で
組
織
的
な
考
察
が
可
能
と
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

 あ
ら
た
め
て
、
引
き
続
き
検
討
を
要
す
べ
き
部
面
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、

 一
、
月
布
川
沿
岸
に
連
な
る
河
段
丘
を
構
成
し
て
い
る
堆
積
層
の
年
代
的
考

 察
。

 二
、
小
見
・
庚
申
山
・
橋
上
・
寒
河
江
市
高
瀬
山
を
結
ぶ
一
連
の
表
土
層
の
下

 に
介
在
す
る
、
黄
褐
色
粘
土
層
(ロ
ー
ム
層
？
)に
対
す
る
解
釈
。

 三
、
庚
申
山
堆
積
河
段
丘
の
一
部
は
頁
岩
礫
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
礫
を
利
用

 し
て
石
器
を
作
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
出
土
礫
の
ま
ま
を
利
用
し
た

 実
状
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
発
表
さ
れ
た
例
が
見
当
た
ら
な
い
。
比
較
す
べ
き

 資
料
す
ら
な
い
現
状
で
あ
る
。

 従
っ
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
は
更
に
自
分
で
何
度
も
頁

 岩
礫
を
割
っ
て
み
て
、
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
る
体
験
か
ら
生
み
出
さ
れ

 た
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

 四
、
出
土
地
帯
の
中
に
は
石
核
と
掻
器
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
構
成
さ

 れ
て
い
る
場
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
他
の
遺

 跡
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
か
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
考
え

 る
。

 五
、
河
段
丘
の
標
高
、
並
び
に
河
川
か
ら
の
比
高
及
び
四
囲
の
環
境
と
、

 古
式
石
器
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
検
討
。

 等
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

 要
す
る
に
、
出
土
資
料
の
形
態
的
考
察
と
共
に
、
正
式
な
発
掘
調
査
を

 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
科
学
的
な
立
場
の
立
証
が
可
能
と
な
り
、
特

 に
表
土
か
ら
底
土
に
至
る
層
序
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

 り
適
確
な
解
釈
が
生
ま
れ
、
真
の
成
果
を
挙
げ
得
る
も
の
と
深
く
期
待
す

 る
次
第
で
あ
る
。
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