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小

林

市

中

山

前

遺

跡

調

査

一
、
遺

跡

の

所

在

小
林
市
の
中
山
前
遣
跡
は
同
市
の
県
立
種
馬
所
の
東
方
に
あ
り
、
小
林
市
大
字

細
野
字
中
山
ノ
前
五
、
六
九
六
番
ノ
ニ
の
畑
地
で
、
同
地
の
内
村
秀
雄
氏
の
所
有

地
で
あ
る
。

発
見
の
動
機
は
、
遣
跡
の
あ
る
土
地
は
桑
畑
と
な
っ
て
お
り
、
耕
作
中
地
下
に

多
く
の
石
が
敷
い
て
あ
る
部
分
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
こ
れ
ら
の
石
を
掘
り
出

し
て
車
力
二
台
を
も
っ
て
封
宅
に
返
ん
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
市
に
報
告
さ
れ
、
市

教
育
委
員
会
よ
り
県
教
育
委
員
会
に
報
告
さ
れ
、
こ
れ
が
調
査
を
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
昨
年

（
二
十
八
年
）
十
月
予
備
調
査
を
行

っ
た
が
、
遺
跡
の
所
在
地
は

北
、
東
、
西
に
谷
を
め
ぐ
ら
し
た
舌
状
丘
地
の
北
寄
り
の
斜
面
に
近
く
、
耕
作
者

に
つ
い
て
石
の
存
在
し
た
状
況
を
現
地
で
聞
い
た
が
、
そ
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

「
地
表
下
約

一
米
の
所
に
直
径
三
〇
糎
内
外
、
大
な
る
も
の
は
四
〇
糎
ぐ
ら
い

の
川
原
石
が
、
直
径
五
米
内
外
の
範
囲
に
数
い
て
あ
り
、
表
面
は
平
た
く
し
て

あ

っ
た
。
ま
た
中
央
あ
た
り
に
排
水
満
の
よ
う
に
小
さ
い
川
原
石
が
敷
い
て
あ

る
場
所
が
あ

っ
た
。
ま
た
そ
の
外
側
に
穴
の
よ
う
な
所
が
あ

っ
た
。
」

実
際
に
数
十
個
の
石
が
そ
の
北
側
の
ま
だ
原
野
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
部
分
に

置
い
て
あ

っ
た
。
何
れ
も
人
が

一
人
で
運
び
得
る
程
度
で
円
味
の
あ
る
川
原
石
で

あ

っ
た
。
そ
れ
で
試
み
に
石
が
あ

っ
た
と
い
う
場
所
の
続
き
を
掘

っ
て
み
る
と
、

な
お
そ
こ
に
石
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
耕
作
者
が
石
が
埋
没

し
て
い
た
と
い
う
範
囲
を
見
る
に
、
直
径
四

・
五
米
あ
る
の
で
残
り
の
原
野

（未

開
拓
）
の
部
分
を
掘
れ
ば
遺
跡
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
得
る
も
の
と
判
瞬
し
た
ｃ

二
、
発

掘

調

査

畑
の
所
有
者
は
桑
を
こ
こ
よ
り
自
宅
に
運
ん
で
蚕
を
養
う
代
り
に
、
自
宅
の
蚕

室
を
こ
こ
に
移
し
て
養
蚕
す
る
こ
と
が
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
の
で
、
こ
の
地
の

調
査
を
早
く
し
て
貫
い
た
い
と
要
望
さ
れ
た
の
で
昭
和

〓
一十
八
年

十

一
月
十
四

日
、
日
高
正
晴
、
寺
原
俊
文
両
氏
と
と
も
に
現
地
に
出
張
、
小
林
市
の
志
戸
本
次

助
、
中
島
保
、
そ
の
他
の
諸
氏
立
会
の
も
と
に
発
掘
し
た
。

そ
し
て
石
の
存
在
状
態
を
明
ら
か
に

す
る
と

と
も

に
附

近
の
状
況
を
調
べ
た

が
、
こ
の
台
地

一
帯
に
組
丈
土
器
片
の
散
布
が
多
く
、
ま
た
畑
の
所
有
者
内
村
氏

方
に
も
石
斧
や
組
文
土
器
破
片
が
多
く
採
集
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
こ

の
畑
や
台
地
か
ら
出
た
も
の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
こ
の
台
地
に
は
か

っ
て
組
文
期

の
人
々
が
居
住
ま
た
は
往
来
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
遣
跡
の
存
在
す
る
土
地
は
こ
の
台
地
が
南
か
ら
北
に
傾
斜
し
か
け
て
い
る

と
こ
ろ
で
、

つ
ま
り
台
地
の
周
縁
部
に
当

っ
て
い
る
。
地
層
の
状
況
を
見
る
に
、

地
表
か
ら
約

一
米
の
深
さ
に
腐
植
土
層

（黒
色
）
が
あ
り
、
そ
の
下
に
ロ
ー
ム
状

の
黄
褐
色
の
上
層
が
あ
り
、
こ
の
層
は
三
〇
糎
内
外
で
徐
々
に
黄
色
の
粘
土
質
土

層

（基
盤
）
に
移
行
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
石
は
こ
の
ロ
ー
ム
状
地
層
の
中
に

置
か
れ
て
い
た
。

石
の
存
在
す
る
範
囲
は
直
径
五
米
内
外
の
半
円
状
で
、
北
方
に
当

っ
て
木
炭
の

多
い
所
が
あ
り
、
こ
こ
に
上
器
の
破
片
が
多
く
遺
存
し
て
い
た
。
し
か
し
降
雨
の

た
め
作
業
を
妨
げ
ら
れ
た
の
で
調
査
を
後
口
に
残
し
て
引
揚
げ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
こ
の
遣
跡
か
ら
見
出
さ
れ
た
石
器
お
よ
び
土
器
は
図
版
お
よ
び
拓
影
に
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示
す
通
り
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
を
持
ち
帰

っ
て
詳
細
に
調
査
し
た
。

ま
ず
石
器
に
つ
い
て
み
る
に
、
図
版
に
示
す

（４
）
は
刷
石
で
、
長
さ
八
糎
、

巾
六

・
五
糎
、
厚
さ
四
糎
ぐ
ら
い
で
両
面
に
滑
ら
か
に
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、
こ

れ
を
器
台
に
使
用
し
た
ら
し
く
両
側
が
削
ら
れ
て

一
面
は
割
り
込
ま
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
刷
石
は
食
料
を
石
皿
の
上
で
す
り
つ
ぶ
し
た
道
具
と
か
、
獣
類
の
皮
の

し
わ
を
伸
ば
す
の
に
用
い
た
と
か
言
わ
れ
る
石
器
で
あ
る
。

（
２
）
は
丸
石
の

一
角
を
打
ち
剣
い
だ
鋼
片
で

一
方
に
丸
味
が
あ
り

一
方
は
烈
を

な
す
蛤
形
の
石
驀
で
、
長
六

・
五
糎
、
只
渡
八
糎
、
厚
さ
中
央
で

一
糎
ば
か
り
、

物
を
斬
る
道
具
で
石
斧
の

一
種
と
思
わ
れ
る
。

（３
）
は
う
す
い
剣
片
で
あ
る
が

一
方
が
鋭
い
双
を
な
し
て
い
る
。
長
さ
九
糎
、

双
の
中
六
糎
、
厚
さ
五
粍
ぐ
ら
い
で
こ
れ
も
石
斧
の

一
種
で
あ
ろ
う
。

土
器
片
は
三
個
以
上
の
変
形
ま
た
は
重
形
と
思
わ
れ
る
土
器
の
破
片
で
拓
影
Ｉ

に
示
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

（Ａ
）
は
肩
部
か
、
あ
る
い
は
腹
部

か
ら
底
部
に
曲
る
部
分
か
判
ら
な
い
が
、
分
厚
で
文
様
は
な
い
。

（
Ｂ
）
は
口
縁

部
破
片
で
、
直
口
に
近
く
、
そ
の
断
面
は
丸
く
、
表
面
に
張
り
つ
け
の
突
起
文
が

あ

っ
て
、
こ
の
た
め
器
の
回
縁
は
諸
所
に
突
起
を
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
回
縁
に
貝

殻
施
文
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
貝
殻
文
は
突
帯
の
上
に
も
施
こ
さ
れ
て
い
る
。

（
Ｃ
）
は
そ
の
裏
面
で
、
車
の
葉
の
よ
う
な
繊
維
文
が
見
ら
れ
る
。

（Ｄ
）
は
腹
部
あ
た
り
の
破
片
で
僅
か
な
線
文
が
あ
り
、

（Ｅ
）
は
そ
の
裏
面
で

あ
る
。

（Ｆ
）
は
底
部
の
破
片
で
、
断
面
図
に
示
す
ご
と
く
や
や
際
が
出
て
い
る
①
こ
の

破
片
の
円
い
線
を
延
ば
し
て
み
る
と
Ｆ
に
示
す
ご
と
く
底
の
直
径
は

一
一
・
五
糎

と
な
り
、
底
は
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
こ
れ
ら
土
器
片
の
表
面
に
は
煤
が
堅
く
付
着
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
事

実
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

昭
和
三
十
九
年
二
月
七
日
私
は
再
び
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
て
現
地
に
至
り
、
小
林

市
公
民
館
長
中
島
保
氏
ら
の
立
会
の
も
と
に
前
に
発
掘
し
た
残
り
の
部
分
を
掘

っ

た
。
そ
の
作
業
中
に
前
に
土
器
を
発
見
し
た
所
の
附
近
で
土
器
片
や
石
器
を
発
見

し
た
。

石
器
は
直
径

一
〇
糎
ぐ
ら
い
厚
さ
三
糎
ぐ
ら
い
の
刷
石

（磨
石
）
で
、
刷
石
と

し
て
は
扁
平
な
の
が
珍
ら
し
い
。
扁
平
な
両
面
が
滑
ら
か
に
磨
か
れ
て
い
る
が
、

火
に
会

っ
た
ら
し
く
や
や
赤
く
焼
け
て
い
る
。
ま
た
図
版
の
石
器

（３
）
と
同
じ

よ
う
な
剣
片
の
鋭
い
石
器
が
二
個
あ

っ
た
。

上
器
の
破
片
は
相
当
に
多
く
見
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
文
様
の
明
ら
か
な
も

の
は
拓
影
Ⅲ
に
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

（
Ｇ
）
と

（
Ｉ
）
は
殆
ん

ど
似
た
口
縁
部
で
あ
り
、

（Ｈ
）
は
拓
影
Ｉ
の

（
Ｂ
）
と
同
じ
器
の
破
片
と
思
わ

れ
る
。

（Ｊ
）
と

（
Ｋ
）
は
沈
線
で
、

（Ｊ
）
は
肩
ま
た
は
腹
部
の
丈
様
の
よ
う

で
あ
り
、

（Ｋ
）
は
日
縁
部
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
見
れ
ば

（
Ｇ
）
や

（
Ｉ
）

は
鋸
歯
状
の
口
縁
を
な
す
わ
け
で
あ
り
、

（Ｈ
）
も
そ
の

一
部
で
あ
る
か
ど
う
か

は
明
ら
か
で
な
い
。

次
に
石
の
敷
か
れ
て
い
る
範
囲
は
平
面
図
に
示
す
ご
と
く
極
め
て
不
規
則
で
あ

る
。
但
し

（Ａ
）
と
記
し
た
空
地
附
近
は
沢
山
の
石
を
掘
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、

こ
の
部
分
は

「
石
を
二
重
も
し
く
は
二
重
に
し
て
表
面
が
平
ら
に
な

っ
て
い
た
」

と
い
う
耕
作
者
の
言
を
信
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
仮
り
に
石
の
あ
る
範
囲
の
中
心
線
を
定
め
て
０
０
と
す
れ
ば
、
こ
の
０
０

線
は
南
北
の
線
よ
り
四
五
度
東
に
傾
い
て
い
る
。
そ
し
て
Ｏ
の
部
分
よ
り
南
側
は

桑
畑
と
な

っ
て
い
て
発
掘
し
得
な
か

っ
た
が
、
石
の
残
存
す
る
範
囲
を
円
形
で
包

め
ば
０
０
の
仮
定
線
で
結
ぶ
直
径
六
米
の
範
囲
と
な
る
。
そ
し
て
（
Ｂ
×
ｂ
Ｘ
ｂ
）

は
穴
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
も
と
松
林
が
あ

っ
た
の
で
松
の
根
の
入

っ
て
い
た
跡
が

あ
り
、
こ
の
穴
が
ピ

ッ
ト

（橙
穴
）
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か

し
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く

（
Ｂ
）
（
ｂ
）
附
近
に
木
炭
片
や
焼
け
た
上
、
煤
の
附
着

し
た
土
器
片
等
が
多
く
存
在
し
た
か

ら

こ
こ
に
炉
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ＺＯ
。し

か
し
こ
の
石
の
残
存
状
態
を
大
観
す
れ
ば
、
Ｏ
Ｏ

（小
さ
い
円
）
の
仮
線
で

包
む
範
囲
に
石
が
集
約
的
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
他
は
疎
ら
に
散
在
し
て
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
円
は
直
径
四

・
二
米
と
な
る
。
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三
、
遺
跡

と
年

代

の
考
察

こ
の
遺
跡
は

一
体
何
で
あ
る
か
が
第

一
に
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
敷
石

の
あ
る
古
代
の
遺
跡
は
、
床
面
に
石
を
敷
い
た
い
わ
ゆ
る
敷
石
住
居
址
か
、
あ
る

い
は
用
途
不
明
の
敷
石
遺
構
と
称
さ
れ
る
も
の
か
、
そ
の
何
れ
か
で
あ
る
。
敷
石

遺
構
は
、
配
石
遺
構
や
環
状
列
石
な
ど
と
関
連
の
あ
る
も
の
と
言
わ
れ
、
石
は

一

定
の
区
域
に
敷
い
て
あ
る
が
、
常
時
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
炉
址
が
な
く
、
火
を

焚
い
た
痕
跡
が
な
く
、
あ
る
い
は
住
か
な
木
灰
が
発
見
さ
れ
る
温
度
で
あ
る
こ
と

が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

一
方
敷
石
住
居
址
に
は
、
そ
の
ほ
ぼ
中
央
に
石
で
か
こ
っ
た
箱
状
の
長
さ

一
米

未
満
の
炉
が
あ
り
、
そ
の
底
に
は
小
さ
い
川
原
石
が
敷
い
て
あ
る
の
が
特
徴
で
、

床
の
敷
石
は
直
径
三
〇
糎
内
外
の
丸
い
川
原
石
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

し
か
る
に
前
に
記
し
た
ご
と
く
、
こ
の
遺
跡
の
敷
石
は
直
径
三
〇
糎
内
外
の
丸

い
川
原
石
で
あ
り
、
耕
作
者
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
ほ
ぼ
中
央
の
図
版

（Ａ

）
附
近
に
小
さ
い
川
原
石
を
敷
い
た
排
水
溝
の
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
か

ら
、
こ
れ
は
上
に
あ

っ
た
箱
形
の
石
を
取
り
去

っ
た
の
で
底
部
に
敷
い
て
あ

っ
た

小
さ
い
川
返
る
の
器
分
が
短
形
に
残

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
Ｏ
Ｏ
の
範
囲
は
敷
石
住
居
址
と

見
る
こ
と
が
妥
当

の
よ
う
に

思
わ
れ

る
。
問
題
は

（
Ｂ
）
附
近
の
炉
跡
を
如
何
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
後
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
遺
跡
の
観
察
を
進
め
よ
う
。
こ
の
遺

跡
か
ら
は
石
沐
や
土
器
を
発
見
し
た
。
石
器
は
刷
石
二
個
と
打
石
の
石
斧
四
個
で

あ

っ
た
。
刷
石
が
食
料
を
石
皿
で
つ
ぶ
す
に
使
用
さ
れ
た
に
し
て
も
、
あ
る
い
は

獣
皮
の
し
わ
を
伸
ば
し
た
に
し
ろ
、
そ
れ
は
石
器
時
代
の
人
の
生
活
に
直
接
必
要

な
道
具
で
あ
り
、
石
斧
ま
た
然
り
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
か
ら
は
焼
け
た
上
や
木
炭
片
も
見
出
さ
れ
、
出
土
し
た
土
器
の
表
面

に
は
煤
が
厚
く
付
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
上
恭
が
物
を
煮
る
た
め
に
使

用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
遺
跡
か
ら
見
出
さ
れ

た
石
恭
や
土
器
は
こ
こ
が
古
代
人
の
生
活
の―
場
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
ｃ

す
な
わ
ち
こ
の
遺
跡
は
敷
石
住
居
址
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
が
敷
石
住
居
址
で
あ
る
と
し
て
そ
の
形
態
を
考
え
る
に
最
も
重
要

な
中
央
部
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
か
ら
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
体
に
お

い
て
円
形
も
し
く
は
楕
円
形
で
、

（
Ｂ
）
は
恐
ら
く
ピ

ッ
ト
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
穴
は
直
径
四
五
糎
、
深
四
①
糎
で
Ａ
の
方
向
に
傾

斜
す

る
柱

が
想

像
さ
れ

る
。
ま
た
耕
作
者
が

（Ａ
）
の
右
上

（西
方
）
あ
た
り
に
穴
が
あ

っ
た
と
語

っ
た

言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
東
方
と
南
方
が
桑
畑
で
掘
れ
な
か

っ
た
こ
と
は
遺

憾
で
、
若
し
掘
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
ピ

ッ
ト
の
発
見
が
で
き
た
か
も
知
れ
な

い
。た

だ
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
こ
こ
の
遺
跡
は
ロ
ー
ム
状
の
上
層
の
中
に
あ
る
。

普
通
の
土
地
に
お
い
て
は
大
抵

ロ
ー
ム
層
の
上

（腐
植
土
層
の
下
）
に
あ
る
か
ら

穴
に
は
上
の
黒
上
が
詰
ま

っ
て
い
る
の
で
発
見
が
容
易
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ

こ
の
遺
跡
は
ロ
ー
ム
状
土
層
の
中
に
あ
り
、
し
か
も
こ
の
ロ
ー
ム
状
土
層
は
自
然

的
に
下
の
粘
土
質
土
層
に
移
行
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
遺
蹟
は
黄
色
の
粘
土
質

土
層
の
上
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
上
か
ら

ロ
ー
ム
状
土
層
に
蔽
わ
れ

て
い
る
の
で
穴
に
入
り
込
ん
で
い
る
上
の
色
は
若
千
褐
色
を
呈
し
て
い
る
だ
け
で

あ

っ
て
発
見
に
困
難
で
あ
る
。
従

っ
て
ピ

ッ
ト
の
発

見
が
少
な

か

っ
た

の
で
あ

ア０
。そ

れ
に
し
て
も
、
こ
の
遺
跡
が
ロ
ー
ム
状
の
上
層
の
中
に
あ
る
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
霧
島
山
を
眼
の
前
に
見
る
と
こ
ろ
、

つ
ま
り

霧
島
の
山
麓
に
当
る
。
そ
し
て
こ
の
ロ
ー
ム
状
土
層
は
霧
島
山
の
噴
火
に
よ

っ
て

堆
積
し
た
火
山
灰
の
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
に
住
居
が
で

き
て
か
ら
、
霧
島
山
は
し
ば
し
ば
噴
火
し
て
こ
こ
に
火
山
灰
を
堆
積
さ
せ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
前
に
残
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち

（
Ｂ
）

（ｂ
）
附
近
の
炉
址
の
問
題
を

考
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。
住
居
址
に
は
二
個
の
炉
辻
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
。
し

か
し
九
州
地
方
の
住
居
址
は
殆
ん
ど
屋
内
に
炉
を
有
し
て
い
る
と
い
う
例
か
ら
考
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え
て

ヽ
Ｂ
）
附
近
‐．の

ほ
址
は
０，，０
の
住
居
の
炉
で
は
な
く
　
℃
ば

の
住
居
の
炉
は

「
排
水
溝
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ

っ
た
と
し
、

（
Ｂ
）
を
０
０
住
層
の
ピ

ッ
ト
の

一
つ
と
考
え
る
と
き
、

（
Ｂ
）
附
近
の
炉
辻
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
に
、
こ
こ

に
も
別
な
住
居
址
が
前
に
あ

っ
た
が
、
霧
島
山
の
噴
火
の
た
め
に
焼
失
し
、
そ
の

後
に
０
０
の
住
居
址
が
作
ら
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
、
こ
の
住
居
も
噴
火
の
た

め
焼
失
し
た
が
敷
石
等
は
残

っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
に
鮎
べ
た

ご
と
く
、
こ
の
遺
跡
の
地
盤
は
南
か
ら
北
に
傾
斜
し
て
お
り
、
Ｏ
の
点
と
Ｏ
の
点

は
か
な
り
の
傾
斜
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
遺
跡
の
年
代
で
あ
る
が
、
第

一
に
こ
の
よ
う
な
敷
石
住
居
址
は
縄

文
時
代
の
中
期
以
後
の
も
の
が
多
い
。
さ
ら
に
石
器
を
見
る
に
、
刷
石
は
こ
れ
ま

た
中
期
か
ら
後
期
に
多
い
も
の
で
あ
り
、
劉
片
の
石
器
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
か

し
注
目
す
べ
き
は
土
器
で
あ

っ
て
、
拓
影
Ｉ
の

（
Ｂ
）
拓
影
Ｉ
の

（
Ｇ
）

（Ｈ
）

（
Ｉ
）
な
ど
は
、
い
わ
ゆ
る
波
状
日
縁
で
、
こ
れ
に
貝
殻
丈
を
つ
け
て
い
る
点
が

市
来
式
と
呼
ば
れ
る
鹿
児
島
県
日
置
郡
市
来
貝
塚
や
串
間
市
下
弓
田
の
上
器
と
似

て
い
る
。

ま
た
拓
影
１
の

（Ｋ
）
は
回
縁
部
に
大
き
な
二
条
の
沈
線
を
施
こ
し
て
い
る
が

こ
れ
ま
た
右
の
市
来
式
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
拓
影
１
の

（Ｊ
）
は

平
行
的
な
沈
線
に
よ

っ
て
菱
形
の
よ
う
な
丈
様
を
描
い
て
い
る
点
が
大
平
式
と
呼

ば
れ
る
串
間
市
大
平
出
上
の
上
器
に
似
て
い
る
。
し
か
し
大
平
式
は
二
条
の
平
行

沈
線
で
菱
形
や
雷
電
形
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
の

（Ｊ
）
は
必
ず
し
も
二
線
で
は

な
く
、
ま
た
中
央
の
Ｗ
Ｍ
形
も
平
行
し
て
い
な
い
点

が
大
平

式
と

里
（
な

っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
二
条
の
平
行
沈
線
に
よ
る
丈
様
は
、
東
諸
県
郡
綾
町
尾
立
の
い

わ
ゆ
る
綾
式
Ａ
と
呼
ば
れ
る
土
器
の
文
様
に
も
見
ら
れ
る
が
、
綾
式
Ａ
に
あ

っ
て

は
二
条
の
沈
線
に
機
が
出
た
り
渦
状
と
な

っ
た
り
し
て
い
て
、
こ
の

（Ｊ
）
と
は

多
少
異

っ
て
い
る
。
し
か
し
系
統
と
し
て
は
綾
式
Ａ
や
大
平
に
連
な
る
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
土
淋
丈
様
に
よ
る
年
代
は
、
縄
文
時
代
後
期

（約

四
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
年
前
）
の
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
全
体
的
に
見
て
こ

の
遺
跡
は
組
丈
後
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

県
文
化
財
専
門
委
員
　
　
石
　
　
川
　
　
恒
　
太
　
郎
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(……)

小
林
市
尾
中
原
発
見
の
地
下
式
横
穴

遺
跡
は
小
林
市
尾
中
原
地
内
に
あ
る
。
小
林
か
ら
飯
野
に
至
る
県
道
の
す
ぐ
東

側
で
、
標
高
二
八
〇
米
あ
ま
り
、
小
高
い
台
地
の
中
央
か
ら
や
や
南
斜
面
に
か
け

て
遺
構
は
造
営
さ
れ
て
い
る
。

発
見
の
動
機
は
、
深
耕
作
業
中
ト
ラ
ク
タ
ー
の
爪
に
引

っ
か
か

っ
て
、
蓋
石
が

掘
り
起
こ
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
④
直
ち
に
市
教
委
を
通
じ
て
県
社
会
教
育
課
に

連
絡
が
あ
り
、
翌
日
栗
原
が
派
遣
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
ｃ

ニ

遺
構
は
第

一
図
の
女‐‐
く
で
、
地
下
式
横
穴
で
あ
る
。
小
さ
な
竪
拡
の
入
回
は
、

平
た
い
割
石
で
ふ
さ
が
れ
て
お
り
、
す
で
に
取
り
除
か
れ
て
い
た
が
そ
の
石
数
か

ら
、
当
初
は
二
段
位
に
敷
か
れ
て
い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
竪
拡
は
基
底
に
近
づ

く
に
し
た
が

っ
て
、
徐
々
に
広
が
り
、
底
部
で

は

一
辺
約

一
米
の
方
形

を
呈
す

る
。
北
東
に
小
さ
な
入
口
が
あ
り
、
玄
室

へ
と
続
い
て
い
る
。
玄
室
と
前
拡
部
と

鱒
鞘
取
呻
ば
幹
劇
螂
謝
陶
脚
磐
つ
帥
鼎
却
鞠
晦
“
帥
陣
詢
ぱ
拉
叫
ば
Ⅵ

一 刀
応 ．
脚

目 ．

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
ｃ
特
に
剣
と
直
刀
は
切
先
を
交
叉
さ
せ
て
重
ね
て
あ
り
、
そ

の
長
さ
は
羨
門

一
ぱ
い
あ
り
、
多
少
位
置
が
動
い
て
い
る
事
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ

ら
は
玄
室
と
前
拡
部
と
を
隔
絶
す
る
た
め
に
、
意
識
的
に
配
列
さ
れ
た
可
能
性
が

強
い
。

玄
室
は
奥
行

一
・
八
米
、
左
側
壁
に
多
少
の
ふ
く
ら
み
を
持

つ
が
幅

一
・
五
五

？

一
・
七
五
米
を
計
り
大
略
方
形
で
あ
る
。
天
丼
は
家
形
を
と
る
が
、
横
に

一
本

梁
が
通

っ
て
い
る
他
は
、
寄
棟
造
り
等
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
屋
根
の
裾
が
各
壁

に
接
す
る
部
分
は
、
二
糎
か
ら

一
〇
糎
の
柵
様
に
な

っ
て
い
て
、
奥
壁
の
そ
れ
に

や
が
ら

は
剣

一
、
鉄
二
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
鏃
の
矢
柄
の
部
分
は
下
に
転
落
し
て
い
た

が
、
接
合
し
て
み
る
と
正
し
く
同

一
個
体
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
玄
室
に
入

っ
て
右
隅
に
、
剣
が

一
本
壁
に
も
た
れ
て
た
て
か
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
本
来

こ
の
様
な
位
置
に
不
自
然
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
側
壁
柵
に
載
せ
ら

れ
て
い
た
も
の
が
、
転
落
す
る
ひ
よ
う
し
に
こ
う
な

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

何
故
な
ら
、
そ
の
切
先
は
玄
室
中
央
近
く
ま
で
、
二
片
に
な

っ
て
飛
ん
で
い
た
か

ら
で
あ
る
。

地
表
か
ら
、
玄
室
床
面
迄
は

一
、
五
五
米
を
計
る
。
底
面
は
平
坦
で
、
排
水
施

設
等
も
な
く
、
塗
朱
さ
れ
て
い
る
形
跡
も
な
い
。
前
拡
部
底
面
に
は
、
多
少
の
朱

が
認
め
ら
れ
た
。
遣
体
に
つ
い
て
は
、
何
ら
手
懸
り
と
な
る
資
料
は
得
ら
れ
な
か

っ
た
。

三

出
土
遣
物
に
は
、
鉄
、
剣
、
直
刀
が
あ
る
。
第
二
図
１
？

ひ３
紳
羨
門
部
出
上
の

も
の
、
４

・
５
は
奥
壁
柵
上
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
。
共
に
平
根
の
鏃
で
あ
る
ｃ

第
二
図
ど
は
剣
で
奥
壁
柵
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
、
烈
を
立
て
て
置
か
れ
て

い
た
た
め
に
、
身
は
よ
じ
れ
て
姿
は
歪
ん
で
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
輪
が
五
糎
程

抜
か
れ
て
副
葬
さ
れ
て
い
る
ｋ
斃
貨
あ
る
ｃ
２
は
同
じ
く
剣
で
、
玄
室
右
隅
に
置

か
れ
て
い
た
も
の
、
裏
面
に
尖
根
鏃
片
二
を
附
着
す
る
。
３
は
羨
門
近
く
に
置
か
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れ
て
い
た
も
の
で
直
刀
、
剣
が
切
先
を
交
叉
し
て
附
着
し
て
お
り
、
裏
面
に
は
さ

ら
に
尖
根
と
思
わ
れ
る
鏃
片

一
が
附
着
し
て
い
る
。

四

尾
中
原
か
ら
発
見
さ
れ
た
地
下
式
横
穴
は
、
大
旨
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の

被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
知
る
べ
き
何
ら
の
手
懸
り
も
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
強
い

て
言
え
ば
女
性
で
は
な
く
、
武
人
的
な
色
彩
を
強
く
感
じ
る
。
そ
の
葬
法
で
あ
る

が
、
第

一
図
の
如
く
竪
拡
入
口
が
非
常
に
狭
い
こ
と
か
ら
、
棺
に
入
れ
て
は
と
う

て
い
搬
入
不
可
能
で
あ
る
。
直
葬
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
木
棺
を
使
用
す
れ
ば

釘
が
残
る
は
づ
で
あ
る
が
、
注
意
深
い
探
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
し
い
遣
品

は
検
出
さ
れ
な
か

っ
た
。

こ
の
地
下
式
横
穴
の
営
ま
れ
た
年
代
で
あ
る
が
、
出
土
遣
物
は
何
れ
も
古
墳
時

代
後
期
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
尖
根
の
鏃
が
少
く
、
剣
の
多
い
こ
と
な

ど
か
ら
、
あ
ま
り
年
代
は
降
ら
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
六
世
紀
中
葉
と
言
う

の
が
大
過
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
野
尻
町
大
萩
の
地
下
式
横
穴

（県
文
化
財
報
告
五

、
昭
和
三
五
年
）
は
、
六
世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
、
本
例
に
先
行
す
る
が
玄
室
の

プ
ラ
ン
、
副
葬
品
等
を
比
較
す
る
と
形
式
編
年
が
可
能
で
、
興
味
深
い
も
の
が
あ

る
が
、
今
は
論
及
を
さ
け
て
置
こ
う
。

地
下
式
横
穴
は
、
宮
崎
の
特
色
の

一
つ
で
あ
る
。
古
代
日
向
解
明
の
鍵
の

一
つ

は
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
偶
然
の
機
会
で
は
あ

っ
た
が
、
そ

の
有
力
な
資
料
が
間
に
葬
ら
れ
ず
に
、
地
主
、
市
教
委
な
ど
の
関
心
に
よ
り
、
日

の
目
を
見
る
に
至

っ
た
こ
と
を
、
非
常
な
喜
び
と
感
ず
る
次
第
で
あ
る
。

県
立
博
物
館
学
芸
員
　
栗
原
丈
蔵
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飯
野
町
の
キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
（金
明
孟
宗
竹
）

一
、
所

在

地

宮
崎
県
西
諸
県
郡
飯
野
町
大
河
平
字
平
蔵
野

（所
有
者
　
斉
藤
彦
二
）

二
、
地

日
、
地

積

山
林
、
ニ
ア
ー
ル

ニ
、
形
　
　
状

天
然
記
念
物
指
定
の
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
北
川
村
祝
子
川
の
キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ

チ
ク
と
全
く
同

一
の
形
状
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
形
状
に
つ
い
て
の
詳
細
は
宮
崎

県
文
化
財
調
査
報
告
書
第

一
輯

（昭
和
三
十

一
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
刊
）
に
報

告
の
通
り
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

四
、
現
　
　
状

飯
野
町
に
あ
る
本
種
の
発
生
地
は
、
大
河
平
小
学
校
裏
の
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
林
中

で
あ
る
。
小
学
校
か
ら
約
五
〇
〇
米
余
り
距
り
、
学
校
裏
の
竹
林
中
を
東
に
通
ず

る
小
道
を
通
り
、
尾
根
に
登
り
つ
め
る
。
こ
の
尾
根
の
北
側
が
発
生
地
で
あ
る
。

北
川
村
祝
子
川
で
は
、
日
当
り
の
よ
い
、
南
向
の
平
坦
竹
林
中
に
発
生
す
る
が
、

こ
こ
で
は
日
当
り
の
悪
い
北
面
の
傾
斜
地
で
あ
る
。
こ
の
斜
面
は
下
の
凹
地
に
連

な
り
温
度
高
く
、
林
内
は
薄
暗
く
、
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の
発
育
旺
盛
で
伸
び
の
よ
い

良
質
の
材
を
林
立
し
て
い
る
。
竹
林
は
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の
純
林
で
、
下
車
は
足
に

か
か
る
程
度
の
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
竹
林
中
に
現
在
三
〇
本
の
キ
ン
メ
イ

モ
ウ
チ
ク
が
混
交
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
変
異
株
の
源
は
尾
根
附
近
に
あ

っ
た
も

の
ら
し
い
。
鞭
根
の
足
跡
は
、
こ
こ
か
ら
斜
面
を
下
り
気
味
に
横
走
し
、
約
五
〇

米
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
中
は
約
五
？

一
〇
米
で
、
こ
の
間
に
発
生
株
が
立

っ
て

い
る
。
こ
の
変
異
株
は
何
れ
も
勢
力
旺
盛
で
将
来
続
々
繁
殖
の
様
子
が
認
め
ら
れ

ＺＯ
Ｃ

五
、
徴
　
　
証

キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
に
関
す
る
文
献
に
は
次
の
様
な
も
の
が
あ
る
。

４
　
中
井
猛
之
進
　
丈
部
省
天
然
記
念
物
調
査
報
告
、植
物
の
部
、第
十
九
輯
、

三
六
十
三
七
頁
、　
一
九
四
二
年

２
　
平
田
正

一　
宮
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
、
第

一
輯
、　
一
一
一
―

一
一
三

頁

一
九
五
六
年
。

３
　
室
井
綽
　
有
用
竹
類
図
説
、
三
二
〇
頁
、　
一
九
六
二
年
、
六
月
社
４
上
田

弘

一
郎
、
有
用
竹
と
筍
、
四
七
頁
、　
一
九
大
三
年
、
博
友
社
。

六
、
由
　
　
来

こ
の
発
生
地
を
含
む
広
大
な
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
林
は
、
も
と
島
津
藩
の
配
下
の
豪

族
大
河
平
氏
の
も
の
で
あ

っ
た
。
大
河
平
氏
は
大
河
平
部
落
に
権
勢
を
張
り
現
在

の
小
学
校
の
地
に
居
を
構
え
、
邸
の
作
り
も
全
て
頭
首
島
津
藩
に
模
倣
し
た
と
い

う
。
こ
の
竹
林
は
そ
の
当
時
鹿
児
島
市
磯
公
園
か
ら
移
植
し
た
も
の
が
親
株
と
な

っ
て
現
在
の
様
に
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の
こ

の
竹
林
中
に
お
け
る
発
生
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
所
有
者
の
斎
藤
彦
二
氏

（

明
治
三
〇
年
生
）
の
言
に
よ
れ
ば
、
今
か
ら
二
〇
年
ば
か
り
前
こ
の
変
異
株
が
竹

林
内
に
広
く
発
生
し
て
い
た
の
で
、
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
が
こ
れ
以
上
劣
悪
化
し
て
は
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困
る
と
思

っ
て
皆
伐
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
現
在
発
生
の
も
の
は
、
そ
の
後
残

存
の
株
か
ら
発
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
三
十
五
年
宮
崎
大
学
農
学
部
重

松
義
則
教
授
の
調
査
の
結
果
、
本
種
が
キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
な
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
、
初
め
て

一
般
に
広
く
知
ら
れ
る
様
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

七
、
保
存

の
要
件

キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
は
珍
奇
な
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の
変
種
と
し
て
、
現
在
次

の
四
ケ
所
が
天
然
記
念
物
指
定
を
受
け
て
い
る
。

１
　
一局
知
県
高
岡
郡
日
下
村

（昭
和

一
七
年
指
定
）

２
　
福
岡
県
三
井
郡
御
井
町

（昭
和

一
二
年
指
定
）

３
　
福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣
村

（昭
和

一
二
年
指
定
）

４
　
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
北
川
村

（昭
和
三
七
年
指
定
）

飯
野
町
の
キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
発
生
地
は
、
既
に
天
然
記
念
物
指
定
を
受

け
た
も
の
に
比
較
し
て
次
の
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
た
め
、
指
定
に
よ
っ
て
保

護
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

１
　
発
生
の
本
数
が
多
く
、
将
来
の
繁
殖
も
旺
盛
と
考
え
ら
れ
保
存
に
は
極
め

て
適
し
て
い
る
。
発
生
域
の
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
林
は
広
大
で
、
タ
ケ
の
発
育
に

最
適
地
で
あ
り
、
従
来
の
変
異
株
の
旺
盛
な
発
生
状
況
か
ら
考
え
て
、
将
来

著
し
い
キ
ン
メ
イ
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の
林
と
な

り
う
る
可
能
性
が
十
分

に
あ

′
０

。

２
　
天
然
記
念
物
の
活
用
に
便
利
で
あ
る
。
発
生
地
は
日
豊
線
飯
野
駅
お
よ
び

飯
野
町
中
心
部
か
ら
い
づ
れ
も
五
粁
前
後
で
あ

っ
て
、
飯
野
駅
か
ら
宮
崎
交

通
会
社
の
バ
ス
便
に
よ
れ
ば
大
河
平
小
学
校
の
現
地
迄
達
す
る
こ
と
が
で
き

極
め
て
交
通
硬
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
術
上
そ
の
他
の
利
用
価
値
を
著
し
く
高

め
る
も
の
と
思
う
。

文
化
財
専
門
委
員
　
平
田
正

一
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大
淀
川
上
流
の
オ
オ
ヨ
ド
カ
ワ
ゴ
ロ
モ
白
生
北
限
地

一
、
所

在

地

４
　
宮
崎
県
北
諸
県
郡
岩
瀬
川
の
内
、

粁
半
の
地
点
よ
り
、
岩
瀬
橋
北
方

一

域
２
　
宮
崎
県
北
諸
県
郡‐
辻
堂
川
の
内
、

に
お
よ
ぶ
河
川
水
域

二
、
現
　
　
状

日
本
唯
の
カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
科
植
物
は
従
来
二
属
六
種
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
宮

崎
県
人
淀
川
上
流
に
産
す
る
カ
ワ
ゴ
モ
は
既
産
の
も
の
と
異
な
り
、
京
都
大
学
教

授
今
村
駿

一
郎
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、
本
種
の
子
房
は
扁
平
で
、
胚
珠
数
は
他

の
邦
蔵
種
の
三
倍
、
即
ち
四
〇
個
で
他
種
の
約
二
〇
個
に
比
較
し
て
明
ら
か
に
別

種
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
同
氏
は
こ
の
カ
ワ
ゴ
ロ
モ
の
和
名
を
オ
オ
ヨ
ド
カ
ワ

ゴ
ロ
モ
と
命
名
し
近
く
新
種
と
し
て
学
会
に
発
表
の
予
定

で
あ
る
。
こ
の
報
告

で
は
以
下
木
種
を
オ
オ
ヨ
ド
カ
ワ
ゴ
ロ
モ
と
し
て
記
載
す
る
。
こ
の
種
は
水
生
の

顕
花
植
物
で

一
般
の
高
等
植
物
に
比
載
し
て
珍
奇
な
形
態
を
し
て
い
る
。
全
形
は

葉
状
地
衣
類
に
似
て
お
り
、
濃
緑
色
の
葉
の
様
に
広
が
っ
た
葉
状
体
は
根
で
あ

っ

て
、
こ
の
植
物
の
主
な
合
成
器
官
と
な

っ
て
い
る
。
葉
状
体
は
河
川
の
急
流

（秒

速
Ｏ
、
五
―
二
米
、
水
深

一
米
以
内
）
で
、
樹
木
や
流
域
地
勢
に
触
れ
な
い
日
照

充
分
な
陽
光
地
を
適
地
と
し
て
生
育
す
る
。
水
に
洗
わ
れ
る
岩
石

（
殆

ん

ど
砂

岩
）
面
に
、
葉
状
体
か
ら
分
泌
す
る
膠
着
性
粘
質
物
に
よ

っ
て
圧
着
す
る
。
葉
状

体
の

一
部
は
時
に
水
中
に
伸
び
出
し
て
キ
ノ
コ
型
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
葉
は
こ

の
葉
状
体
上
に
点
々
と

一
ケ
所
か
ら
族
生
し
針
の
様
に
細
く
、
長
さ
四
十
五
粍
の

小
さ
い
も
の
で
あ
る
。

茎
は

殆

ん
ど
な
い
。
葉
の
脱
落
後
そ
の
部
分
か
ら
花
芽

が
伸
長
す
る
。
花
は
閉
鎖
花
で
閉
じ
た
ま
ま
受
粉
と
受
精
を
行
な
い
、
果
実
は
黒

褐
色
の
腺
脈
を
も

っ
て
い
る
。
開
花
期
は

一
一
月
か
ら

一
二
月
で
ぁ
る
。

三
、
現
　
　
状

オ
オ
ヨ
ド
カ
ワ
ゴ

ロ
モ
は
大
淀
川
の
上
支
流
、
岩
瀬
川
お
ょ
び
辻
堂
川
の
急

流
岩
石
上
に
局
地
的
に
繁
殖
し
て
い
る
。

昭
和
三
八
年
七
月

一
九
日
の
調
査
で
は

４
　
野
尻
町
椎
屋
橋
下
流

一
〇
〇
米
の
曲
流
点
附
近

２
　
野
尻
町
境
別
府
南
方
の
急
流

（高
崎
町
笛
水
の
北
々
東
）

の
繁
殖
地
を
確
認
し
、
仝
年

一
一
月
二
六
、
二
七
日
の
調
査
の
結
果

４
　
野
尻
ダ
ム

（野
尻
発
電
所
）
堰
堤
よ
り
下
流
五
〇
〇
米
迄
の
河
川
水
域

２
　
新
、
旧
両
岩
瀬
橋
間
の
水
域

３
　
一局
原
発
電
所
ダ
ム
堰
堤
よ
り
阿
母
ケ
平
温
泉
迄
の
急
流
水
域

野
尻
発
電
所
野
尻
ダ
ム
堰
堤
の
下
流

一

粁
の
地
点
に
至
る
、
約
二
粁
の
河
川
水

高
原
発
電
所
ダ
ム
堰
堤
よ
り
上
流
二
粁



の
三
ケ
所
の
繁
殖
地
を
今
回
新
た
に
発
見
し
た
。

こ
れ
ら
の
繁
殖
地
の
う
ち
群
落
の
大
き
い
も
の
は
、
岩
瀬
川
の
椎
屋
橋
下
流
の

も
の
で
、
境
別
府
お
よ
び
野
尻
ダ
ム
下
流
の
も
の
は
や
や
劣
り
、
岩

瀬

橋

お

よ

び
、
辻
堂
川
の
阿
母
ケ
平
附
近
の
も
の
は
著
し
く
貧
弱
で
あ

っ
た
。
こ
の
後
期
の

調
査
中
は
西
諸
県
地
方
の
サ
ツ
マ
イ
モ
澱
粉
製
造
の
廃
液
が
著
し
く
河
川
に
放
出

さ
れ
、
こ
の
残
滓
の
附
着
と
河
川
の
汚
濁
の
た
め
に
調
査
が
困
難
で
あ

っ
た
。

な
お
、
こ
の
両
期
の
調
査
で
紫
殖
を
認
め
な
か

っ
た
地
域
は
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

１
　
小
林
市
陰
陽
石
の
上
流
二
〇
〇
米
と
下
流
三
〇
〇
米
の
間

２
　
小
林
市
水
ノ
平
橋
よ
り
下
流
三
〇
〇
米
迄

３
　
小
林
市
栗
巣
野
―
上
之
園
間
の
橋
の
上
下
流
各
二
〇
〇
米
の
間

４
　
一局
原
町
温
谷
よ
り
県
迪
迄
の
辻
堂
川
水
域
。

５
　
大
淀
川
第

一
発
電
所
ダ
ム
堰
堤
直
下
流

（大
淀
川
と
岩
瀬
川
の
合
流
点
で

下
流
ダ
ム
の
バ
ツ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
で
満
水
時
流
速
消
滅
す
る
。
）

四
、

由

　
　
来

こ
の
オ
オ
ヨ
ド
カ
ワ
ゴ

ロ
モ
は
昭
和
三
年

一
二
月
京
都
大
学
教
授
今
村
駿

一
郎

博
士
が
、
大
淀
川
の
上
流
、
高
岡
町
山
下
橋
下
流
か
ら
、
上
流
数
粁
に
わ
た

っ
て

存
在
す
る
こ
と
を
初
め
て
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
続
い
て
本
河
川
の
支
流
岩
瀬
川

水
域
に
お
い
て
も
、
同
氏
に
よ

っ
て
そ
の
所
在
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
河
川
の

開
発
が
急
速
に
進
み
、
大
淀
川
第
二
堰
堤

（高
岡
町
浦
之
名
）
が
開
設
さ
れ
、
同

堰
堤
下
流
は
渇
水
と
流
速
を
失
な
い
、
又
ダ
ム
に
よ
る
水

没

と

合

し
て
、
山
下

か
ら
岩
瀬
川
合
流
点
迄
約

一
一
岸
の
水
域
は
完
全
に
本
植
物
を
放
遂

絶

滅

さ

せ

た
。昭

和
二
八
年

一
二
月
服

部

植

物

研
究
所
清
水
大
典
氏
は
高
崎
町
笛
水
の
崎
山

に
お
い
て
、
又
著
者
の

一
人
中
山
は
昭
和
三

一
年

一
一
月
野
尻
町
椎

屋

橋

附

近

お
よ
び
境
別
府
の
南
方
水
域
の
繁
殖
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ
岩

瀬

川

水

域
で
再
発
見

し
た
。

昭
和
二
五
年

前

記

今
村
酸

一
郎
氏
は
京
都
大
学
農
林
生
物
学
教
室
の
学
生

一

〇
名
か
ら
な
る
カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
科
分
布
調
査
団
を
編
成
し
、
主
と
し
て
宮
崎
県
内

の
諸
河
川
に
つ
い
て
、
同
年
八
月

一
日
よ
り
同
月
二
〇
日
迄
調
査
さ
れ
た
。
こ
の

調
査
諸
河
川
を
、
県
南
部
よ
り
地
部
に
わ
た

っ
て
順
次
示
す
と
次
の
通

り

で
あ

′０
。

１　本城川　一　熱藤
（田脚代（蜘『一と酌蜘ゃ判）

２
　

本ヽ
田
よ
り

一
粁
上
流
点

３
　
屋
方
の
東
五
〇
〇
米
の
川

（海
岸
よ
り
吉
ケ
谷
迄
）

４
　
黒
井
の
上
流
二
粁
よ
り
五
〇
〇
米
上
流
の
間
。

５
　
都
井
町
東
部
よ
り
五
〇
〇
米
上
流
点
か
ら
五
〇
〇
米
の
間
。

６
　
宮
浦
よ
り

一
、
五
粁
上
流
点

ア
　
都
井
岬
ソ
テ
ツ
林
の
三
〇
〇
米
の
谷
川

８
　
大
納
よ
り

一
粁
上
流
点
か
ら
五
〇
〇
米
上
流
迄
。

ワ
　
名
谷
よ
り
五
〇
〇
米
上
流
迄

１０
　
市
木
川

（平
田
と
郡
司
部
の
間
）

‐４
　
潟
上
川

（潟
川
よ
り
大
牟
礼
造
）

４２
　
大
窪
川

（中
溝
上
流

一
粁
よ
り
五
〇
〇
米
の
間
、
仏
坂
お
よ
び
茶
園
）

４３
　
核
原
川

（橋
之
日
の
西

一
粁
の
点
お
よ
び
奈
留
）

‐４
　
細
田
川

（下
塚
田
よ
り
五
〇
〇
米
上
流
点
よ
り
三
浮
上
流
迄
）

‐５
　
酒
谷
川

（深
瀬
）

％
　
広
渡
川

（郷
之
原
の
北
西
部
の
大
屋
曲
点
、
坂
元
、
宿
野
の
上
流

一
粁
の

点
、
黒
仁
田
、
田
代
、
黒
山
お
よ
び
広
河
原
と
板
谷
間
）

７
　
小
吹
毛
井
の
上
流

一
粁
の
点

‐８
　
宮
浦
の
上
流

一
粁
お
よ
び
二
粁
の
両
点
。

り
　
小
月
井
の
上
流

一
粁
の
点
。
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名
貫
川
名
貫
と
八
幡
の
間
、
轟
、
細
、
旧
官
行
事
務
所
上
下
流

一
粁
）

３０
　
心
見
川

（征
矢
原
よ
り
下
流

一
、
五
粁
迄
）

３４
　
石
並
川

（水
谷
、
丸
山
、
井
戸
、
上
福
原
よ
り

一
粁
上
流
迄
）

こ
れ
ら
二

一
河
川
に
お
い
て
カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
科
の
植

物

は

発

見
さ
れ
な
か

っ

た
。な

お
宮
崎
県
五
ケ
瀬
川
お
ょ
び
人
分
県
大
野
川
に
お
い
て
は
そ
の
調
査
地
は
不

明
で
あ
る
が
、
調
査
の
結
果
発
見
さ
れ
な
か

っ
た
記
録
が
あ
る
ｃ

五
、

証
　
　
徴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

本
植
物
に
関
係
あ
る
二
、
三
の
文
献
を
示
す
と
次
の
様
で
あ
る
。

１
　
今
村
駿

一
郎
　
我
日
本

ニ
テ
始
メ
テ
発
見
セ
ラ
レ
シ
珍
植
物
か
は
ご
け
そ

う
ｃ
植
物
研
究
雑
誌
、
五
巻
、
二
号
、
五
〇
―
六
二
頁
、　
一
九
二
八
年

（
昭

和
三
年
）

２
　
新
敏
夫
　
カ
ワ
ゴ

ロ
モ

（
田
＜
鎌
８
弾
Ｒ
沖
ユ
ω
〕
ｏ
ュ
Ｓ
）

に
就
い
て
。

広

島
文
理
科
大
学

・
高
等
師
範
学
校
博
物
学
会
誌
、　
一
〇
号
、
一
一八
ど
三
〇
頁
、

一
九
四
二
年

（
昭
和

一
七
年
）

３
　
新
敏
夫
　
日
本
及
び
中
国
の
カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
科
新
知
見
。
植
物
研
究
雑
誌
、

二
九
巻
、
三
号
、
七
三
―
七
八
頁

一
九
五
四
年

（昭
和
二
九
年
）

六
、
保

存
の
要
件

カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
科
の
植
物
は
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
、
セ
イ
ロ
ン
、
ジ

ャ
ワ
、
南
支
等
の
熱
帯
に
産
し
、
我
日
本
の
南
九
州
迄
の
比
島
、
台
湾
、
琉
球
諸

島
で
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
南
九
州
と
気
侯
的
に
類
似
の
四
国
お
よ
び
紀
州
の

各
々
南
部
で
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
南
九
州
は
本
科
植
物
の
孤
立
的
産
地
で
あ

ＺＯ
。九

州
山
脈
を
分
水
界
と
し
て
東
に
流
れ
る
大
淀
川
で
は
オ
オ
ヨ
ド
カ
ハ
ゴ

ロ
モ

を
産
し
、
西
に
流
れ
る
川
内
川
で
は
カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
を
産
す
る
。
両
河
川
は
宮
崎

県
西
諸
県
郡
飯
野
町
八
ノ
峯
附
近
を
共
通
の
分
水
界
と
し
、
両
河
川
を
連
ね
る
線

は
カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
科
の
分
布
北
限
線
と
な

っ
て
い
る
。

大
淀
川
上
流
の
山
下
に
お
い
て
最
初
の
発
見
が
行
な
わ
れ
て
以
来
、
電
源
開
発

に
よ
る
ダ
ム
建
設
は

一
二
粁
に
及
ぶ
自
生
地
を
絶
滅
し
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で

あ
る
。
更
に
昭
和
三
九
年
着
工
の
宮
崎
県
営
岩
瀬
川
ダ
ム
開
設
に
よ

っ
て
現
在
繁

殖
地
で
あ
る
椎
屋
橋
附
近
お
よ
び
笛
水
の
生
育
地
も
水
没
し
絶
滅
す
る
こ
と
は
時

間
の
問
題
と
な

っ
た
。
残
さ
れ
た
野
尻
ダ
ム
お
よ
び
阿
母
ケ
平
温
泉
附
近
の
生
育

地
迄
は
、
最
初
の
発
見
地
山
下
か
ら
約
二
八
粁
で
、
こ
の
間
の
自
生
地
を
失
う
に

至

っ
た
。
残
存
す
る
自
生
地
は
岩
瀬
川
に
お
い
て
約

一
粁
弱
、
辻
堂
川
に
お
い
て

近
々
三
〇
米
内
外
の

一
小
極
部
に
限
ら
れ
、
大
淀
川
全
生
育
地
の
二
ぞ
三
％
に
過

ぎ
ず
、
将
来
両
支
流
の
更
に
上
流
部
に
お
け
る
発
見
は
殆
ん
ど
期
待
さ
れ
な
い
状

態
で
あ
る
ｃ
こ
れ
に
加
え
て
本
河
川
上
流
地
域
に
お
け
る
サ
ツ
マ
イ
モ
泄
粉
カ
ス

28

富
上
の
上
流
二
粁
の
点
お
よ
び
富
土
河
内
ｃ

伊
比
井
の
上
流
四
粁
の
点
。

小
内
海
の
上
流

一
粁
と
二
粁
の
地
点
間

野
島
の
上
流

一
粁
と
二
粁
の
両
点
間
。

内海川一坤南ヽ
フ帥脚熱］一四郡れ陶蠍陣力ゝら【剖陶嘲間

知
福
川

（内
山
よ
り
二
粁
上
流
点
、
支
流
を
合
む
）

加江田川一却碑コ僻鰤剤潮騨口嘩【申嘲脚判ヽ
五任の間

本
流
、
高
城
、
仁
君
谷
、
神
門
又
江
原

小丸川一韓囀悔勲噂『虐一駄牌］韓騨増荊一到陣時間と春山

支
流
、
川
南
白
乗
附
近

一
粁

平田川一坤繭一『圏］朧中呻『権中由米の点
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の
無
謀
な
放
流
や
コ
ン
一タ
リ
‐
卜
工
事
に
よ
る
水
盾
の
汚
濁
は
年
と
共
に
激
し
さ

を
加
え
、
ま
す
ま
す
本
植
物
の
絶
滅
を
早
め
て
い
る
。
残
存
自
生
地
は
機
を
失
す

る
こ
と
な
く
、
早
急
に
天
然
記‐
念
物
と
し
て
県
存
し
、
本
植
物
の
学
術
的
価
値
を

永
久
に
後
代
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
オ
ヨ
ド
カ
ワ
ゴ
ロ
モ
保
存
の
要
件
と
し
て
次
の
事
項
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

な
。「

　
大
淀
川
の
み
に
産
す
る
を
産
の
植
物
で
あ
る
。

２
　
カ
ワ
ゴ
ケ
ソ
ウ
科
植
物
中
北
米
産
の
一
種
と
共
に
最
北
限
植
物
で
あ
る
。

３
　
河
川
開
発
、
特
に
ダ
ム
建
設
に
よ
り
絶
滅
の
危
険
性
が
あ
る
。

束
化
財
専
門
委
員
　
平
田
正

一

宮
崎
大
学
助
教
授
　
中
山
至
大



ぽ
一機
士
ｉ

野 尻 ダ ム 下 流 の オ オ ヨ ド ガ ワ ゴ ロ モ 自 生 地

砂 岩 に 着 生 し た オ オ ヨ ド ガ ワ ゴ ロ モ





旧岩 瀬 橋 下 流 の オ オ ヨ ドガ ワ ゴ ロモ (新 岩 瀬 橋 よ り望 む)

阿 母 ケ 平 の オ オ ヨ ド ガ ワ ゴ ロ モ 自 生 水 域
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