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津山市史津山市史だよりだより
2018.3
第 11号

山根遺跡　南東方向からの遠景（正面の山の麓一帯）
旧出雲往来の鶴坂を西へ下りた所から臨む

　

津
山
市
中
北
上
に
あ
る
山
根
遺
跡
は
、
吉
井
川
支

流
の
久
米
川
左
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
位
置
す
る
複
合

遺
跡
で
す
。
周
辺
に
は
、
山
根
１
号
墳
や
茶
臼
山
古

墳
な
ど
も
点
在
し
ま
す
。

　

広
域
農
道
の
建
設
に
と
も
な
い
、
岡
山
県
教
育
委

員
会
・
久
米
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
昭
和
52
年

（
１
９
７
７
）
度
後
半
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
40
年
前
の
こ
の
年
の
冬
も

豪
雪
・
寒
波
に
見
舞
わ
れ
、
悪
天
候
の
合
間
を
縫
っ

て
の
発
掘
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

調
査
さ
れ
た
の
は
、
広
域
農
道
が
国
道
１
８
１
号

に
接
続
す
る
直
前
の
長
さ
約
１
５
０
ｍ
の
帯
状
の
エ

リ
ア
の
み
で
し
た
が
、
縄
文
時
代
に
ま
で
遡
る
生
活

の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
弥
生
時
代
の

集
落
跡
は
丘
陵
上
で
は
な
く
平
地
で
確
認
さ
れ
た
も

の
で
、
そ
れ
ま
で
美
作
地
域
で
は
例
の
な
か
っ
た
も

の
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
未
発
掘
で
あ
る
周
囲

の
水
田
の
地
下
に
も
、
集
落
が
広
が
っ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

遺
跡
周
辺
は
古
く
か
ら
交
通
路
の
沿
線
で
あ
り
、

旧
出
雲
往
来
の
ほ
か
、Ｊ
Ｒ
姫
新
線
、
国
道
１
８
１

号
、
中
国
自
動
車
道
が
脇
を
か
す
め
て
い
ま
す
。
お

そ
ら
く
は
弥
生
時
代
に
も
、
重
要
な
交
通
路
が
近
く

を
通
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。　
　
（
小
島
）
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2
月
19
日
　
　
於 

郷
土
博
物
館

　

事
務
局
か
ら
29
年
度
の
事
業
進
捗
状
況
が
報
告
さ

れ
ま
し
た
。
年
度
末
に
は
別
巻
「
つ
や
ま
の
民
話
」

が
刊
行
予
定
で
あ
る
こ
と
や
新
年
度
予
算
の
内
示
状

況
も
報
告
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
刊
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

確
認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
委
員
か
ら
は
、
委
員
会
や

編
さ
ん
室
と
各
専
門
部
会
と
の
関
係
を
明
示
す
る
内

規
等
の
整
備
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
ほ
か
、
新
市

長
と
委
員
長
と
の
面
談
機
会
の
設
定
が
要
望
さ
れ
ま

し
た
。

編
さ
ん
事
業
の
経
過

　

12
月
９
日 

美
作
学
講
座
第
４
回

　

12
月
10
日 

講
演
会
「
美
作
の
謎
」
開
催

　

12
月
24
日 

古
代
・
中
世
合
同
部
会

　

12
月  

「
市
史
だ
よ
り
」
第
10
号
発
行

平
成
30
年

　

２
月
12
日 

第
３
回
近
現
代
部
会

　

２
月
19
日 

第
２
回
編
さ
ん
委
員
会

　

３
月
３
日 

嘱
託
員
採
用
試
験

　

３
月
25
日 

第
２
回
近
世
部
会

　

３
月  

別
巻
「
つ
や
ま
の
民
話
」

 

 

「
市
史
研
究
」
第
４
号

 

 

「
市
史
だ
よ
り
」
第
11
号
発
行

自
然
風
土
・
考
古
部
会

（
部
会
長
：
河
本
委
員
、
副
部
会
長
：
可
児
委
員
）

　

発
掘
調
査
関
係
の
新
聞
記
事
を
集
め
て
い
ま
す
。
沼

遺
跡
（
県
指
定
史
跡
）
の
昭
和
26
年
当
時
の
記
事
や
そ

の
後
住
居
が
復
元
整
備
さ
れ
る
記
事
な
ど
は
大
変
興
味

深
い
で
す
。
昭
和
40
年
代
後
半
以
降
は
高
速
道
路
や
工

業
団
地
等
の
開
発
に
伴
う
発
掘
調
査
や
遺
跡
保
存
の
た

め
の
調
査
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
新
聞
記
事
か
ら
も
津
山

の
発
掘
調
査
の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

古
代
部
会

（
部
会
長
：
狩
野
委
員
、
副
部
会
長
：
今
津
委
員
）

　

12
月
24
日
に
中
世
部
会
と
の
合
同
部
会
を
開
催
し
、

資
料
編
の
調
整
を
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
引
き
続
き
、

資
料
編
刊
行
に
向
け
、
資
料
の
選
定
な
ど
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

中
世
部
会

（
部
会
長
：
久
野
委
員
、
副
部
会
長
：
前
原
委
員
）

　

12
月
24
日
に
古
代
部
会
と
の
合
同
部
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
今
後
も
引
き
続
き
、
資
料
編
の
資
料
選
定
、

並
び
に
資
料
調
査
を
行
う
予
定
で
す
。

近
世
部
会

（
部
会
長
：
定
兼
委
員
、
副
部
会
長
：
在
間
委
員
）

　

市
域
内
の
個
人
所
蔵
資
料
の
調
査
を
継
続
中
で
、

部
会
員
お
よ
び
職
員
に
よ
る
個
別
調
査
も
随
時
進
め

て
い
ま
す
。
３
月
25
日
に
部
会
を
開
催
し
、
資
料
編
・

通
史
編
の
内
容
構
成
の
協
議
や
、
資
料
調
査
報
告
を

実
施
す
る
予
定
で
す
。

近
現
代
部
会

（
部
会
長
：
在
間
委
員
、
副
部
会
長
：
香
山
委
員
）

　

２
月
12
日
に
第
３
回
部
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
資

料
編
の
第
２
次
掲
載
候
補
資
料
に
つ
い
て
協
議
し
、

個
人
調
査
や
多
胡
本
家
酒
造
所
蔵
資
料
の
整
理
作
業

の
進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
た
ほ
か
、
今
後
の
個
別
調

査
の
予
定
も
協
議
し
ま
し
た
。

民
俗
部
会

（
部
会
長
：
前
原
委
員
、
副
部
会
長
：
安
倉
氏
）

　

３
月
末
に
「
つ
や
ま
の
民
話
」
を
刊
行
し
ま
す
。

２
月
に
は
福
力
荒
神
社
祭
礼
調
査
を
行
い
、
３
月
13

日
〜
15
日
に
は
、
京
都
府
立
大
学
の
学
生
さ
ん
と
合

同
で
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

来
年
度
以
降
も
、
各
地
域
で
の
聞
き
取
り
調
査
を

進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

部
会
通
信

（
平
成
29
年
12
月
〜
）

29
年
度
第
2
回 

編
さ
ん
委
員
会
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昨
年
12
月
10
日
、
津
山
市
文
化
功
労
者
を
受
賞
さ
れ

た
三
好
基
之
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
講
演
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
当
市
の
文
化
財
行
政
に
長
年
尽
力
さ
れ
た

三
好
氏
に
は
、
市
史
編
さ
ん
委
員
長
や
中
世
部
会
長
と

し
て
も
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
演
で
は
、
美
作

の
陶
棺
や
古
墳
、
美
作
国
一
宮
の
中
山
神
社
・
二
宮
の

高
野
神
社
な
ど
の
研
究
中
に
疑
問
を
感
じ
ら
れ
た
点
に

つ
い
て
の
私
見
を
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

講演会場の様子

見つかった瓦（上）と古写真

　

本
殿
屋
根
の
修
理
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
県
重
文
の

高
野
神
社
の
本
殿
で
、
工
事
に
先
立
っ
て
古
い
鬼
瓦
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
本
殿
の
屋
根
は
銅
板
葺
に

改
め
ら
れ
、
鬼
瓦
や
棟
瓦
も
銅
製
の
も
の
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
か
つ
て
は
檜
皮
葺
で
鬼
瓦
や
棟
瓦
は
通
常

の
瓦
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
（
古
写
真
参
照
）。

 　

今
回
見
つ
か
っ
た
瓦
を
古
写
真
と
比
較
す
る
と
、
右

上
の
写
真
の
奥
に
写
っ
て
い
る
の
が
、
上
の
古
写
真
に

見
ら
れ
る
鬼
瓦
を
分
解
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
と
は
別
に
、
手
前
に
文
字
通
り
の
鬼
の
顔
を

か
た
ど
っ
た
鬼
瓦
も
写
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
今
の

と
こ
ろ
、
ど
の
建
物
で
い
つ
ご
ろ
使
わ
れ
て
い
た
も
の

か
、
手
掛
か
り
が
乏
し
い
た
め
、
は
っ
き
り
と
し
ま
せ

ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
殿
な
ど
の
古
い
時
期
の
屋

根
の
形
状
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
ま
す
。

　

高
野
神
社
を
撮
影
し
た
古
い
写
真
な
ど
、
手
掛
か
り

に
な
り
そ
う
な
物
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
ら
、
編
さ
ん
室
（
☎
22
―
５
８
２
０
）
ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

高
野
神
社
の
本
殿
で
古
瓦
発
見

津
山
市
文
化
功
労
者
受
賞
記
念
講
演
会

講
師
：
三
好
基
之
氏

「
美
作
の
謎
」

社殿の全景（左下）と
棟瓦部分の拡大（左上）

修理着工前の本殿 銅板葺きに改められている

ぶ
き

ひ
わ
だ
ぶ
き
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『
津
山
市
史
だ
よ
り
』
第
９
号
で
津
山
市
領
家
（
旧
久

米
郡
久
米
町
領
家
）
の
領
家
遺
跡
（
注
１
）
の
発
掘
調
査

報
告
書
か
ら
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
居
の
壁
際
に
つ
く
ら
れ

た
造
り
付
け
カ
マ
ド
に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
。
領
家
遺

跡
は
１
９
７
２
（
昭
和
47
）
年
に
中
国
縦
貫
自
動
車
の
建

設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
す
か
ら
、
今
か
ら
46
年
も

前
の
こ
と
で
す
。
岡
山
県
教
育
委
員
会
で
も
発
掘
調
査
体

制
も
そ
の
整
理
体
制
も
不
十
分
な
条
件
の
な
か
で
の
調
査

で
あ
り
報
告
書
の
作
成
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
遺
跡

で
初
め
て
古
墳
時
代
の
カ
マ
ド
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
を
少

し
お
お
げ
さ
に
書
い
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
津
山
市
教
育
委
員
会
で
発
行
さ
れ
た
報
告
書
を
み

ま
す
と
、
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
を
も
っ

た
イ
エ
は
大
開
遺
跡
（
注
２
）
の
他
、
天
神
原
遺
跡
・
東

蔵
坊
遺
跡
・
大
畑
遺
跡
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
使
用

さ
れ
た
時
期
は
６
世
紀
後
半
か
ら
７
世
紀
初
め
頃
に
あ
た

り
ま
す
。
津
山
市
域
で
は
そ
の
出
土
例
は
少
な
い
よ
う
で

す
が
、
西
や
東
の
丘
陵
部
の
調
査
で
点
々
と
知
ら
れ
て
お

り
、
意
外
に
広
く
定
着
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
領
家
遺
跡
で
は
、
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ

ド
の
ほ
か
に
煮
炊
き
用
具
と
し
て
土
師
質
の
移
動
式
カ
マ

ド
が
２
区
の
字
中
畑
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
知
り
ま

し
た
。
こ
の
カ
マ
ド
は
住
居
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
住
居
の
な
か
を
も
ち
運
び
し
て
自
由
に
備
え
置
く
こ

と
の
で
き
る
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も
正
月
餅

を
搗
く
時
に
湯
釜
に
蒸
籠
を
の
せ
て
糯
米
を
蒸
し
ま
す
が
、

そ
の
時
、
戸
外
で
使
う
金
属
製
の
カ
マ
ド
の
祖
先
と
い
っ

た
も
の
で
す
。
こ
の
土
師
質
の
カ
マ
ド
片
は
そ
の
後
の
整

理
作
業
で
復
元
で
き
た
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
貴
重

な
遺
物
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
近
年
の
調
査
で
は
苫
田
ダ

ム
に
先
立
つ
事
前
の
調
査
で
苫
田
郡
奥
津
町
久
田
原
遺
跡

（
注
３
）
で
は
竪
穴
住
居
30
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
（
第

１
図
）。
住
居
の
平
面
は
１
辺
５
ｍ
前
後
の
方
形
で
、
そ

の
南
西
隅
か
ら
移
動
式
の
カ
マ
ド
が
土
師
器
甕
と
と
も
に

出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
小
嶋
善
邦
氏
は
「
カ
マ
ド
の

焚
き
口
方
向
が
南
を
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使
用
時
の

状
況
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」（
注
４
）
と
し
て
い
ま
す
が
、

住
居
の
床
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
径
50
㎝
ば
か
り
の
焼
け
た

跡
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
焼
け
跡
で
カ
マ
ド
は
使
っ
た
痕

跡
が
つ
か
め
れ
ば
最
良
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
証
拠

は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
因
み
に
住
居
30
で
は
造

り
付
け
カ
マ
ド
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
使
わ
れ
な
く
と

も
他
の
イ
エ
で
使
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
ろ
持
ち
運
び
の
で
き
る
こ
の
カ
マ
ド
は
大
切
に
取
り

扱
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
時
期
は
６
世
紀
後
半
の

古
墳
時
代
後
期
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
領
家
遺
跡
２
区
出

土
の
も
の
は
こ
う
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

領
家
遺
跡
で
は
こ
う
し
て
２
種
類
の
煮
炊
き
用
の
道
具
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
領
家
遺
跡
の
報
告
書
を
詳
細
に
見
れ
ば
第

３
の
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
土
製
支
脚
１
点
が
み
ら
れ

ま
す
。「
第
25
図　

建
物
７
柱
穴
出
土
」（
注
５
）
と
し
て

土
器
を
左
に
示
し
、
右
に
土
製
支
脚
の
図
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。
建
物
７
は
遺
跡
調
査
区
の
東
北
部
で
み
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
保
存
さ
れ
て
い
る
久
米
廃
寺
に
近
い
と
こ
ろ
に

３
個
の
柱
穴
が
ほ
ぼ
東
西
に
並
ん
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

竈 ―

カ
マ
ド―

 

雑
感

河
本
　
清

そ
の
２
・
・
も
う
一
つ
の
煮
炊
き
道
具―

土
製
支
脚―

第１図　移動式カマド

第２図　領家遺跡出土・土製支脚

高さ 3.5 ㎝、底部幅 50.05 ㎝
（文献３改変）

―

領
家
遺
跡
の
報
告
書
か
ら―

そ
の
相
方
と
な
る
柱
穴
は
北
の
用
地
外
に
な
る
と
記
述
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
建
物
は
梁
行
２
間
、
桁
行
き
は
不
明

で
す
が
、
柱
間
は
数
間
の
掘
立
柱
建
物
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

土
製
支
脚
と
土
器
片
は
こ
れ
ら
の
１
柱
穴
内
よ
り
出
土
し

た
、
と
あ
り
ま
す
。
建
物
の
時
期
は
古
墳
時
代
初
頭
の
頃

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は
「
上
部
に
あ
る
３
本
の

突
出
部
の
１
本
が
欠
け
、
台
部
下
半
が
欠
失
し
て
い
る
。」

（
注
６
）
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
復
元
し
て
い
ま
す
の

で
そ
の
形
状
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
（
第
２
図
）。

土
製
支
脚
の
胴
部
は
粘
土
で
か
た
め
、
下
半
は
裾
広
が
り

に
円
形
の
底
部
と
な
る
形
で
、
そ
の
径
10
・
８
㎝
、
高
さ

11
・
１
㎝
を
測
り
ま
す
。
こ
の
胴
頂
部
に
３
方
向
に
の
び

る
突
起
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
二
股
に
分
か
れ
て

組
と
な
る
、
１
方
の
突
起
（
腕
と
も
い
う
）
は
石
膏
復
元

し
て
い
ま
す
。
二
股
間
の
間
隔
は
約
10
㎝
。
残
存
し
て
い

る
そ
の
先
端
部
の
高
さ
12
・
５
㎝
で
す
。
後
ろ
の
突
起（
以

下
背
面
突
起
と
す
る
）
は
良
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
高

さ
は
12
・
８
㎝
で
腕
の
高
さ
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、

側
面
の
形
状
は
先
端
を
尖
ら
す
よ
う
に
上
向
き
と
な
っ
て

い
ま
す
。
あ
た
か
も
片
手
で
つ
か
ん
で
作
業
し
や
す
い
状

況
が
う
か
が
え
ま
す
。
復
元
で
の
石
膏
入
れ
は
全
体
の
約

３
分
の
１
ほ
ど
で
す
が
総
量
１
・
04
㎏
あ
り
、
そ
の
使
用

時
の
重
さ
に
は
耐
え
う
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
道
具
の

使
用
方
法
は
、
第
６
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
股
側
に

土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊
き
容
器
を
添
え
置
く
よ
う
、

２
な
い
し
３
個
の
支
脚
を
組
み
合
わ
せ
て
煮
炊
き
台
と
し
、

そ
の
底
の
隙
間
に
小
枝
を
焚
き
く
べ
て
使
用
し
た
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
た
昭
和
30
年
代
前
半
頃
ま
で
、

美
作
地
方
で
も
ご
く
普
通
の
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
た
火
鉢

に
鉄
瓶
や
ヤ
カ
ン
な
ど
を
掛
け
る
時
に
用
い
た
、
五
徳
の

よ
う
な
使
い
方
を
し
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後

の
調
査
で
同
じ
よ
う
な
形
態
を
し
た
土
製
支
脚
が
出
土
し

ま
し
た
。場
所
は
領
家
遺
跡
か
ら
西
へ
直
線
距
離
で
約
５
・

８
㎞
の
位
置
に
あ
る
山
根
遺
跡
（
注
７
）
で
す
。
津
山
か

ら
西
に
向
け
て
久
米
川
沿
い
に
走
る
国
道
１
８
１
号
が
坪

井
集
落
を
抜
け
て
Ｊ
Ｒ
姫
新
線
を
ま
た
い
で
美
作
追
分
駅

に
向
か
う
、
そ
の
北
斜
面
に
当
た
る
場
所
で
す
。
津
山
市

中
北
上
（
旧
久
米
郡
久
米
町
中
北
上
字
山
根
）
に
所
在
し

ま
す
。
遺
跡
は
縄
文
晩
期
か
ら
近
世
に
わ
た
る
遺
物
が
出

土
し
た
複
合
遺
跡
で
す
。
１
９
７
７
（
昭
和
52
）
年
、
広

域
営
農
団
地
農
道
建
設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
し
た
。

こ
こ
で
は
調
査
１
区
の
土
器
溜
り
Ｉ
か
ら
、古
墳
時
代
中
・

後
期
か
ら
奈
良
時
代
前
半
の
土
器
群
に
入
り
混
じ
っ
て
土

師
器
甕
や
甑
の
把
手
と
と
も
に
土
製
支
脚
２
個
が
出
土
し

て
い
ま
す
（
第
３
・
４
図
）。
第
３
図
の
支
脚
は
、
腕
や

背
面
突
起
は
欠
損
し
て
い
ま
す
。
現
存
高
約
12
㎝
ば
か
り

で
す
が
、
胴
下
半
は
空
胴
（
中
空
）
で
底
部
は
円
形
に
復

元
で
き
径
約
10
㎝
で
す
。
第
４
図
は
、
胴
部
の
現
存
高
10

㎝
強
で
す
。
２
本
の
腕
は
５
〜
６
㎝
の
長
さ
で
ハ
の
字
状

に
な
な
め
上
に
向
け
て
延
び
て
い
ま
す
。
そ
の
腕
先
ま
で

の
高
さ
は
約
13
㎝
で
す
。
土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊

き
用
器
を
支
え
る
２
本
の
腕
間
は
最
大
で
約
10
㎝
あ
り
ま

す
。
背
面
突
起
は
破
損
し
て
い
ま
す
。
胴
は
中
空
に
作
ら

れ
第
３
図
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

時
期
の
決
め
手
は
土
師
器
の
甑
や
甕
な
ど
と
共
伴
す
る
も

の
と
し
て
、
古
墳
時
代
後
期
に
あ
た
る
６
世
紀
後
半
か
ら

７
世
紀
前
半
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
遺
跡
は

久
米
川
上
流
の
狭
小
な
平
野
の
左
岸
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
の
住
居
跡
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
遺
物
は
５

世
紀
末
か
ら
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
岡

田
博
氏
は
こ
の
地
は
「
古
墳
時
代
の
継
続
的
な
生
活
の
場

で
あ
っ
た
」（
注
８
）
と
記
し
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は

そ
う
し
た
生
活
の
場
の
煮
炊
き
道
具
と
し
て
使
用
し
た
こ

と
が
当
然
想
定
さ
れ
ま
す
。
美
作
地
域
で
は
土
製
支
脚
が

知
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
２
遺
跡
の
み
で
し
た
が
、
最
近

に
な
っ
て
久
米
郡
美
咲
町
内
の
遺
跡
か
ら
１
例
出
土
し
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
（
注
９
）。

　

さ
て
、
県
内
で
い
ち
早
く
５
世
紀
前
半
の
古
墳
時
代
中

期
に
な
っ
て
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
取
り
入
れ

た
県
南
部
で
の
土
製
支
脚
の
出
土
状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
す
べ
て
の
遺
跡
の
報
告
書
に
目
を
通
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
岡
山
市
津
寺
遺
跡
の
報
告
書
か
ら
探
っ
て

み
ま
し
た
（
注
10
）。
津
寺
遺
跡
は
山
陽
自
動
車
道
と
岡

山
自
動
車
道
が
接
続
す
る
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
部
に
あ
た
る

所
で
、
い
わ
ば
原
始
・
古
代
の
吉
備
の
中
枢
の
一
角
を
占

め
た
地
と
い
え
る
所
で
す
。
遺
跡
は
も
と
も
と
水
田
地
帯

で
し
た
が
、
津
寺
遺
跡
だ
け
で
も
南
北
約
１
㎞
、
東
西
約

５
０
０
ｍ
と
い
う
道
路
敷
内
を
線
状
に
発
掘
し
ま
し
た
。

そ
の
調
査
面
積
は
約
８
・
７
万
㎡
と
い
う
途
方
も
な
い
広

い
面
積
の
発
掘
調
査
で
し
た
。
こ
こ
で
は
古
墳
時
代
の
前

期
に
あ
た
る
４
世
紀
代
の
竪
穴
住
居
２
５
２
軒
を
確
認
し

ま
し
た
が
、
中
期
の
遺
構
は
希
薄
で
竪
穴
住
居
も
少
な
く

27
軒
ほ
ど
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
後
期
に

な
る
６
世
紀
か
ら
７
世
紀
初
め
に
か
け
て
は
、
再
び
人
々

の
動
き
は
活
発
に
な
り
、
竪
穴
住
居
１
６
８
軒
を
調
査
に

よ
り
確
認
し
ま
し
た
。
出
土
遺
物
も
膨
大
な
量
の
土
器
を

は
じ
め
と
し
て
金
属
器
・
木
器
な
ど
で
あ
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
土
製
支
脚
は
、
破
片
を
含
め
て
図
面
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
も
の
は
24
点
で
あ
り
ま
す
。
土
器
に
比
べ
て
大

変
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
形
状
は
、
領
家

遺
跡
や
山
根
遺
跡
の
よ
う
に
１
種
類
で
は
な
く
、
第
５
図

の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
３
種
類
に
分
類
さ
れ
た
、
形
状
の

違
う
支
脚
が
み
ら
れ
ま
す
。
図
の
Ｂ
は
四
国
北
西
部
に
多

い
そ
う
で
す
（
注
11
）。
こ
の
よ
う
に
津
寺
遺
跡
で
は
、

数
は
少
な
い
で
す
が
吉
備
以
外
の
地
域
か
ら
形
状
の
違
う

多
種
類
の
土
製
支
脚
が
導
入
さ
れ
使
用
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
は
当
時
の
文
化
や
人
の
交
流
の
大
動
脈
と
い
え
る
瀬

戸
内
海
に
直
結
す
る
児
島
湾
岸
に
面
し
た
津
寺
遺
跡
の
立

地
条
件
が
そ
の
要
因
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
時
期
別
の
内
訳

は
前
期
の
も
の
19
点
、
後
期
の
も
の
５
点
で
あ
り
ま
す
。

出
土
場
所
は
住
居
内
埋
土
か
ら
３
点
あ
り
ま
す
が
、
大
多

数
は
遺
物
包
含
層
・
溝
・
古
墳
時
代
前
期
の
水
田
や
土
器

溜
ま
り
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
し
て
も
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
ま
だ
住
居
に
取
り
入
れ
て

い
な
い
４
世
紀
代
の
古
墳
時
代
前
期
、
津
寺
遺
跡
で
は
同

時
期
に
全
て
住
居
を
構
え
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
お
よ
そ
１
０
０
年
近
く
の
生
活
の
な
か
で
煮
炊
き
道

具
10
数
点
と
い
う
の
は
少
な
す
ぎ
ま
す
。
他
に
道
具
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
調
査
者
の
一
人
亀
山
行
雄
氏
は
弥

生
時
代
後
期
後
半
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
竪
穴
住

居
内
に
設
け
ら
れ
た
「
中
央
ピ
ッ
ト
は
灰
穴
炉
、
付
設
さ

れ
た
土
壙
は
炊
爨
の
場
」
と
想
定
し
て
い
ま
す
（
注
12
）。

つ
ま
り
土
製
支
脚
と
と
も
に
こ
う
し
た
土
壙
を
も
つ
住
居

で
煮
炊
き
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
集
落
内
の

煮
炊
き
遺
構
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

よ
う
で
す
し
、
今
後
の
課
題
と
し
別
の
機
会
に
検
討
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

島
根
県
松
江
市
内
の
遺
跡
（
注
13
）
で
は
、
６
世
紀
末

か
ら
７
世
紀
前
半
の
集
落
か
ら
山
根
遺
跡
や
領
家
遺
跡
と

同
じ
よ
う
な
型
（
タ
イ
プ
）
の
土
製
支
脚
が
移
動
式
の
カ

マ
ド
や
甑
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
て
い
ま
す
（
第
６
・
７

図
）。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
造
り
付
け
カ
マ
ド
は
伴
っ
て

い
ま
せ
ん
。
最
近
の
調
査
事
例
で
あ
り
ま
す
島
根
県
大
田

市
の
市
井
深
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
注

14
）
で
は
、
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け
て

の
煮
炊
き
用
具
の
違
い
を
色
分
け
し
て
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
島
根
県
の
山
間
部
で
は
、
主
に
造
り

付
け
カ
マ
ド
を
用
い
る
地
域
と
し
、
大
田
市
や
松
江
市
な

ど
の
海
岸
部
は
移
動
式
の
カ
マ
ド
や
土
製
支
脚
を
主
に
用

い
た
地
域
と
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
地
元
新
聞
で
あ
る

山
陰
中
央
新
報
の
文
化
財
関
係
記
事（
注
15
）に
よ
り
ま
す
と
、

山
陰
地
域
の
土
製
支
脚
は「
出
雲
タ
イ
プ
」と「
松
江
タ
イ
プ
」

の
２
タ
イ
プ
に
地
域
分
け
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
違
い
は
頂
部
に
背
面
突
起
が
有
る
か
、
無
い
か
、
の
よ

う
で
あ
り
ま
す
（
第
７
図
）。
つ
ま
り
領
家
遺
跡
や
山
根
遺

跡
の
タ
イ
プ
は
土
製
支
脚
の
頂
部
は
腕
２
本
と
背
面
突
起

を
有
し
て
い
ま
す
の
で「
松
江
タ
イ
プ
」に
類
似
し
て
い
ま
す
。

領
家
遺
跡
出
土
の
時
期
を
ふ
く
め
て
、
今
後
の
検
証
が
必

要
で
す
が
、
図
ら
ず
も
「
松
江
タ
イ
プ
」
を
も
つ
二
つ
の

遺
跡
は
、
後
の
旧
出
雲
街
道
沿
い
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

道
具
の
移
動
や
文
化
の
流
入
は
人
の
移
動
を
伴
う
場
合
と

そ
の
影
響
の
み
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
土
製
支
脚
か
ら
み

ら
れ
る
遺
物
の
移
動
は
出
雲
東
部
と
の
関
係
を
示
唆
す
る

も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
遺
物
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
久
米
領
家
遺
跡
で
は
、
生
活
の
基
本
で
あ

り
ま
す
食
に
と
も
な
う
直
接
的
と
い
え
る
考
古
資
料
は
住

居
内
に
築
か
れ
た
①
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
、 

②
持
ち

運
び
の
可
能
な
移
動
式
カ
マ
ド
、③
組
み
立
て
式
の
土
製

支
脚
、
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
古
墳

時
代
の
煮
炊
き
道
具
３
点
セ
ッ
ト
と
も
い
え
る
施
設
や
道

具
を
使
用
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
カ
マ
ド
施
設
や
道
具
の
導
入
と
使
用
は
、
古
墳
時
代

後
期
の
こ
の
地
域
の
イ
エ
（
住
居
）
の
様
式
や
そ
れ
ら
の

集
合
体
で
あ
る
ム
ラ
（
集
落
）
の
構
成
な
ら
び
に
形
態
に

ど
ん
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
課
題
は
、
今
後
の
調

査
と
研
究
を
ま
つ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

研究ノート

せ
い
ろ
う

も
ち
ご
め

ど 

せ
い 

し
き
ゃ
く
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『
津
山
市
史
だ
よ
り
』
第
９
号
で
津
山
市
領
家
（
旧
久

米
郡
久
米
町
領
家
）
の
領
家
遺
跡
（
注
１
）
の
発
掘
調
査

報
告
書
か
ら
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
居
の
壁
際
に
つ
く
ら
れ

た
造
り
付
け
カ
マ
ド
に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
。
領
家
遺

跡
は
１
９
７
２
（
昭
和
47
）
年
に
中
国
縦
貫
自
動
車
の
建

設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
す
か
ら
、
今
か
ら
46
年
も

前
の
こ
と
で
す
。
岡
山
県
教
育
委
員
会
で
も
発
掘
調
査
体

制
も
そ
の
整
理
体
制
も
不
十
分
な
条
件
の
な
か
で
の
調
査

で
あ
り
報
告
書
の
作
成
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
遺
跡

で
初
め
て
古
墳
時
代
の
カ
マ
ド
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
を
少

し
お
お
げ
さ
に
書
い
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
津
山
市
教
育
委
員
会
で
発
行
さ
れ
た
報
告
書
を
み

ま
す
と
、
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
を
も
っ

た
イ
エ
は
大
開
遺
跡
（
注
２
）
の
他
、
天
神
原
遺
跡
・
東

蔵
坊
遺
跡
・
大
畑
遺
跡
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
使
用

さ
れ
た
時
期
は
６
世
紀
後
半
か
ら
７
世
紀
初
め
頃
に
あ
た

り
ま
す
。
津
山
市
域
で
は
そ
の
出
土
例
は
少
な
い
よ
う
で

す
が
、
西
や
東
の
丘
陵
部
の
調
査
で
点
々
と
知
ら
れ
て
お

り
、
意
外
に
広
く
定
着
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
領
家
遺
跡
で
は
、
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ

ド
の
ほ
か
に
煮
炊
き
用
具
と
し
て
土
師
質
の
移
動
式
カ
マ

ド
が
２
区
の
字
中
畑
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
知
り
ま

し
た
。
こ
の
カ
マ
ド
は
住
居
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
住
居
の
な
か
を
も
ち
運
び
し
て
自
由
に
備
え
置
く
こ

と
の
で
き
る
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も
正
月
餅

を
搗
く
時
に
湯
釜
に
蒸
籠
を
の
せ
て
糯
米
を
蒸
し
ま
す
が
、

そ
の
時
、
戸
外
で
使
う
金
属
製
の
カ
マ
ド
の
祖
先
と
い
っ

た
も
の
で
す
。
こ
の
土
師
質
の
カ
マ
ド
片
は
そ
の
後
の
整

理
作
業
で
復
元
で
き
た
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
貴
重

な
遺
物
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
近
年
の
調
査
で
は
苫
田
ダ

ム
に
先
立
つ
事
前
の
調
査
で
苫
田
郡
奥
津
町
久
田
原
遺
跡

（
注
３
）
で
は
竪
穴
住
居
30
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
（
第

１
図
）。
住
居
の
平
面
は
１
辺
５
ｍ
前
後
の
方
形
で
、
そ

の
南
西
隅
か
ら
移
動
式
の
カ
マ
ド
が
土
師
器
甕
と
と
も
に

出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
小
嶋
善
邦
氏
は
「
カ
マ
ド
の

焚
き
口
方
向
が
南
を
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使
用
時
の

状
況
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」（
注
４
）
と
し
て
い
ま
す
が
、

住
居
の
床
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
径
50
㎝
ば
か
り
の
焼
け
た

跡
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
焼
け
跡
で
カ
マ
ド
は
使
っ
た
痕

跡
が
つ
か
め
れ
ば
最
良
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
証
拠

は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
因
み
に
住
居
30
で
は
造

り
付
け
カ
マ
ド
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
使
わ
れ
な
く
と

も
他
の
イ
エ
で
使
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
ろ
持
ち
運
び
の
で
き
る
こ
の
カ
マ
ド
は
大
切
に
取
り

扱
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
時
期
は
６
世
紀
後
半
の

古
墳
時
代
後
期
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
領
家
遺
跡
２
区
出

土
の
も
の
は
こ
う
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

領
家
遺
跡
で
は
こ
う
し
て
２
種
類
の
煮
炊
き
用
の
道
具
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
領
家
遺
跡
の
報
告
書
を
詳
細
に
見
れ
ば
第

３
の
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
土
製
支
脚
１
点
が
み
ら
れ

ま
す
。「
第
25
図　

建
物
７
柱
穴
出
土
」（
注
５
）
と
し
て

土
器
を
左
に
示
し
、
右
に
土
製
支
脚
の
図
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。
建
物
７
は
遺
跡
調
査
区
の
東
北
部
で
み
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
保
存
さ
れ
て
い
る
久
米
廃
寺
に
近
い
と
こ
ろ
に

３
個
の
柱
穴
が
ほ
ぼ
東
西
に
並
ん
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

第３図　山根遺跡出土・土製支脚

第４図　山根遺跡出土・土製支脚

そ
の
相
方
と
な
る
柱
穴
は
北
の
用
地
外
に
な
る
と
記
述
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
建
物
は
梁
行
２
間
、
桁
行
き
は
不
明

で
す
が
、
柱
間
は
数
間
の
掘
立
柱
建
物
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

土
製
支
脚
と
土
器
片
は
こ
れ
ら
の
１
柱
穴
内
よ
り
出
土
し

た
、
と
あ
り
ま
す
。
建
物
の
時
期
は
古
墳
時
代
初
頭
の
頃

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は
「
上
部
に
あ
る
３
本
の

突
出
部
の
１
本
が
欠
け
、
台
部
下
半
が
欠
失
し
て
い
る
。」

（
注
６
）
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
復
元
し
て
い
ま
す
の

で
そ
の
形
状
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
（
第
２
図
）。

土
製
支
脚
の
胴
部
は
粘
土
で
か
た
め
、
下
半
は
裾
広
が
り

に
円
形
の
底
部
と
な
る
形
で
、
そ
の
径
10
・
８
㎝
、
高
さ

11
・
１
㎝
を
測
り
ま
す
。
こ
の
胴
頂
部
に
３
方
向
に
の
び

る
突
起
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
二
股
に
分
か
れ
て

組
と
な
る
、
１
方
の
突
起
（
腕
と
も
い
う
）
は
石
膏
復
元

し
て
い
ま
す
。
二
股
間
の
間
隔
は
約
10
㎝
。
残
存
し
て
い

る
そ
の
先
端
部
の
高
さ
12
・
５
㎝
で
す
。
後
ろ
の
突
起（
以

下
背
面
突
起
と
す
る
）
は
良
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
高

さ
は
12
・
８
㎝
で
腕
の
高
さ
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、

側
面
の
形
状
は
先
端
を
尖
ら
す
よ
う
に
上
向
き
と
な
っ
て

い
ま
す
。
あ
た
か
も
片
手
で
つ
か
ん
で
作
業
し
や
す
い
状

況
が
う
か
が
え
ま
す
。
復
元
で
の
石
膏
入
れ
は
全
体
の
約

３
分
の
１
ほ
ど
で
す
が
総
量
１
・
04
㎏
あ
り
、
そ
の
使
用

時
の
重
さ
に
は
耐
え
う
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
道
具
の

使
用
方
法
は
、
第
６
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
股
側
に

土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊
き
容
器
を
添
え
置
く
よ
う
、

２
な
い
し
３
個
の
支
脚
を
組
み
合
わ
せ
て
煮
炊
き
台
と
し
、

そ
の
底
の
隙
間
に
小
枝
を
焚
き
く
べ
て
使
用
し
た
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
た
昭
和
30
年
代
前
半
頃
ま
で
、

美
作
地
方
で
も
ご
く
普
通
の
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
た
火
鉢

に
鉄
瓶
や
ヤ
カ
ン
な
ど
を
掛
け
る
時
に
用
い
た
、
五
徳
の

よ
う
な
使
い
方
を
し
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後

の
調
査
で
同
じ
よ
う
な
形
態
を
し
た
土
製
支
脚
が
出
土
し

ま
し
た
。場
所
は
領
家
遺
跡
か
ら
西
へ
直
線
距
離
で
約
５
・

８
㎞
の
位
置
に
あ
る
山
根
遺
跡
（
注
７
）
で
す
。
津
山
か

ら
西
に
向
け
て
久
米
川
沿
い
に
走
る
国
道
１
８
１
号
が
坪

井
集
落
を
抜
け
て
Ｊ
Ｒ
姫
新
線
を
ま
た
い
で
美
作
追
分
駅

に
向
か
う
、
そ
の
北
斜
面
に
当
た
る
場
所
で
す
。
津
山
市

中
北
上
（
旧
久
米
郡
久
米
町
中
北
上
字
山
根
）
に
所
在
し

ま
す
。
遺
跡
は
縄
文
晩
期
か
ら
近
世
に
わ
た
る
遺
物
が
出

土
し
た
複
合
遺
跡
で
す
。
１
９
７
７
（
昭
和
52
）
年
、
広

域
営
農
団
地
農
道
建
設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
し
た
。

こ
こ
で
は
調
査
１
区
の
土
器
溜
り
Ｉ
か
ら
、古
墳
時
代
中
・

後
期
か
ら
奈
良
時
代
前
半
の
土
器
群
に
入
り
混
じ
っ
て
土

師
器
甕
や
甑
の
把
手
と
と
も
に
土
製
支
脚
２
個
が
出
土
し

て
い
ま
す
（
第
３
・
４
図
）。
第
３
図
の
支
脚
は
、
腕
や

背
面
突
起
は
欠
損
し
て
い
ま
す
。
現
存
高
約
12
㎝
ば
か
り

で
す
が
、
胴
下
半
は
空
胴
（
中
空
）
で
底
部
は
円
形
に
復

元
で
き
径
約
10
㎝
で
す
。
第
４
図
は
、
胴
部
の
現
存
高
10

㎝
強
で
す
。
２
本
の
腕
は
５
〜
６
㎝
の
長
さ
で
ハ
の
字
状

に
な
な
め
上
に
向
け
て
延
び
て
い
ま
す
。
そ
の
腕
先
ま
で

の
高
さ
は
約
13
㎝
で
す
。
土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊

き
用
器
を
支
え
る
２
本
の
腕
間
は
最
大
で
約
10
㎝
あ
り
ま

す
。
背
面
突
起
は
破
損
し
て
い
ま
す
。
胴
は
中
空
に
作
ら

れ
第
３
図
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

時
期
の
決
め
手
は
土
師
器
の
甑
や
甕
な
ど
と
共
伴
す
る
も

の
と
し
て
、
古
墳
時
代
後
期
に
あ
た
る
６
世
紀
後
半
か
ら

７
世
紀
前
半
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
遺
跡
は

久
米
川
上
流
の
狭
小
な
平
野
の
左
岸
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
の
住
居
跡
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
遺
物
は
５

世
紀
末
か
ら
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
岡

田
博
氏
は
こ
の
地
は
「
古
墳
時
代
の
継
続
的
な
生
活
の
場

で
あ
っ
た
」（
注
８
）
と
記
し
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は

そ
う
し
た
生
活
の
場
の
煮
炊
き
道
具
と
し
て
使
用
し
た
こ

と
が
当
然
想
定
さ
れ
ま
す
。
美
作
地
域
で
は
土
製
支
脚
が

知
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
２
遺
跡
の
み
で
し
た
が
、
最
近

に
な
っ
て
久
米
郡
美
咲
町
内
の
遺
跡
か
ら
１
例
出
土
し
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
（
注
９
）。

　

さ
て
、
県
内
で
い
ち
早
く
５
世
紀
前
半
の
古
墳
時
代
中

期
に
な
っ
て
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
取
り
入
れ

た
県
南
部
で
の
土
製
支
脚
の
出
土
状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
す
べ
て
の
遺
跡
の
報
告
書
に
目
を
通
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
岡
山
市
津
寺
遺
跡
の
報
告
書
か
ら
探
っ
て

み
ま
し
た
（
注
10
）。
津
寺
遺
跡
は
山
陽
自
動
車
道
と
岡

山
自
動
車
道
が
接
続
す
る
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
部
に
あ
た
る

所
で
、
い
わ
ば
原
始
・
古
代
の
吉
備
の
中
枢
の
一
角
を
占

め
た
地
と
い
え
る
所
で
す
。
遺
跡
は
も
と
も
と
水
田
地
帯

で
し
た
が
、
津
寺
遺
跡
だ
け
で
も
南
北
約
１
㎞
、
東
西
約

５
０
０
ｍ
と
い
う
道
路
敷
内
を
線
状
に
発
掘
し
ま
し
た
。

そ
の
調
査
面
積
は
約
８
・
７
万
㎡
と
い
う
途
方
も
な
い
広

い
面
積
の
発
掘
調
査
で
し
た
。
こ
こ
で
は
古
墳
時
代
の
前

期
に
あ
た
る
４
世
紀
代
の
竪
穴
住
居
２
５
２
軒
を
確
認
し

ま
し
た
が
、
中
期
の
遺
構
は
希
薄
で
竪
穴
住
居
も
少
な
く

27
軒
ほ
ど
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
後
期
に

な
る
６
世
紀
か
ら
７
世
紀
初
め
に
か
け
て
は
、
再
び
人
々

の
動
き
は
活
発
に
な
り
、
竪
穴
住
居
１
６
８
軒
を
調
査
に

よ
り
確
認
し
ま
し
た
。
出
土
遺
物
も
膨
大
な
量
の
土
器
を

は
じ
め
と
し
て
金
属
器
・
木
器
な
ど
で
あ
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
土
製
支
脚
は
、
破
片
を
含
め
て
図
面
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
も
の
は
24
点
で
あ
り
ま
す
。
土
器
に
比
べ
て
大

変
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
形
状
は
、
領
家

遺
跡
や
山
根
遺
跡
の
よ
う
に
１
種
類
で
は
な
く
、
第
５
図

の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
３
種
類
に
分
類
さ
れ
た
、
形
状
の

違
う
支
脚
が
み
ら
れ
ま
す
。
図
の
Ｂ
は
四
国
北
西
部
に
多

い
そ
う
で
す
（
注
11
）。
こ
の
よ
う
に
津
寺
遺
跡
で
は
、

数
は
少
な
い
で
す
が
吉
備
以
外
の
地
域
か
ら
形
状
の
違
う

多
種
類
の
土
製
支
脚
が
導
入
さ
れ
使
用
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
は
当
時
の
文
化
や
人
の
交
流
の
大
動
脈
と
い
え
る
瀬

戸
内
海
に
直
結
す
る
児
島
湾
岸
に
面
し
た
津
寺
遺
跡
の
立

地
条
件
が
そ
の
要
因
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
時
期
別
の
内
訳

は
前
期
の
も
の
19
点
、
後
期
の
も
の
５
点
で
あ
り
ま
す
。

出
土
場
所
は
住
居
内
埋
土
か
ら
３
点
あ
り
ま
す
が
、
大
多

数
は
遺
物
包
含
層
・
溝
・
古
墳
時
代
前
期
の
水
田
や
土
器

溜
ま
り
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
し
て
も
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
ま
だ
住
居
に
取
り
入
れ
て

い
な
い
４
世
紀
代
の
古
墳
時
代
前
期
、
津
寺
遺
跡
で
は
同

時
期
に
全
て
住
居
を
構
え
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
お
よ
そ
１
０
０
年
近
く
の
生
活
の
な
か
で
煮
炊
き
道

具
10
数
点
と
い
う
の
は
少
な
す
ぎ
ま
す
。
他
に
道
具
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
調
査
者
の
一
人
亀
山
行
雄
氏
は
弥

生
時
代
後
期
後
半
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
竪
穴
住

居
内
に
設
け
ら
れ
た
「
中
央
ピ
ッ
ト
は
灰
穴
炉
、
付
設
さ

れ
た
土
壙
は
炊
爨
の
場
」
と
想
定
し
て
い
ま
す
（
注
12
）。

つ
ま
り
土
製
支
脚
と
と
も
に
こ
う
し
た
土
壙
を
も
つ
住
居

で
煮
炊
き
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
集
落
内
の

煮
炊
き
遺
構
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

よ
う
で
す
し
、
今
後
の
課
題
と
し
別
の
機
会
に
検
討
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

島
根
県
松
江
市
内
の
遺
跡
（
注
13
）
で
は
、
６
世
紀
末

か
ら
７
世
紀
前
半
の
集
落
か
ら
山
根
遺
跡
や
領
家
遺
跡
と

同
じ
よ
う
な
型
（
タ
イ
プ
）
の
土
製
支
脚
が
移
動
式
の
カ

マ
ド
や
甑
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
て
い
ま
す
（
第
６
・
７

図
）。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
造
り
付
け
カ
マ
ド
は
伴
っ
て

い
ま
せ
ん
。
最
近
の
調
査
事
例
で
あ
り
ま
す
島
根
県
大
田

市
の
市
井
深
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
注

14
）
で
は
、
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け
て

の
煮
炊
き
用
具
の
違
い
を
色
分
け
し
て
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
島
根
県
の
山
間
部
で
は
、
主
に
造
り

付
け
カ
マ
ド
を
用
い
る
地
域
と
し
、
大
田
市
や
松
江
市
な

ど
の
海
岸
部
は
移
動
式
の
カ
マ
ド
や
土
製
支
脚
を
主
に
用

い
た
地
域
と
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
地
元
新
聞
で
あ
る

山
陰
中
央
新
報
の
文
化
財
関
係
記
事（
注
15
）に
よ
り
ま
す
と
、

山
陰
地
域
の
土
製
支
脚
は「
出
雲
タ
イ
プ
」と「
松
江
タ
イ
プ
」

の
２
タ
イ
プ
に
地
域
分
け
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
違
い
は
頂
部
に
背
面
突
起
が
有
る
か
、
無
い
か
、
の
よ

う
で
あ
り
ま
す
（
第
７
図
）。
つ
ま
り
領
家
遺
跡
や
山
根
遺

跡
の
タ
イ
プ
は
土
製
支
脚
の
頂
部
は
腕
２
本
と
背
面
突
起

を
有
し
て
い
ま
す
の
で「
松
江
タ
イ
プ
」に
類
似
し
て
い
ま
す
。

領
家
遺
跡
出
土
の
時
期
を
ふ
く
め
て
、
今
後
の
検
証
が
必

要
で
す
が
、
図
ら
ず
も
「
松
江
タ
イ
プ
」
を
も
つ
二
つ
の

遺
跡
は
、
後
の
旧
出
雲
街
道
沿
い
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

道
具
の
移
動
や
文
化
の
流
入
は
人
の
移
動
を
伴
う
場
合
と

そ
の
影
響
の
み
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
土
製
支
脚
か
ら
み

ら
れ
る
遺
物
の
移
動
は
出
雲
東
部
と
の
関
係
を
示
唆
す
る

も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
遺
物
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
久
米
領
家
遺
跡
で
は
、
生
活
の
基
本
で
あ

り
ま
す
食
に
と
も
な
う
直
接
的
と
い
え
る
考
古
資
料
は
住

居
内
に
築
か
れ
た
①
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
、 

②
持
ち

運
び
の
可
能
な
移
動
式
カ
マ
ド
、③
組
み
立
て
式
の
土
製

支
脚
、
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
古
墳

時
代
の
煮
炊
き
道
具
３
点
セ
ッ
ト
と
も
い
え
る
施
設
や
道

具
を
使
用
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
カ
マ
ド
施
設
や
道
具
の
導
入
と
使
用
は
、
古
墳
時
代

後
期
の
こ
の
地
域
の
イ
エ
（
住
居
）
の
様
式
や
そ
れ
ら
の

集
合
体
で
あ
る
ム
ラ
（
集
落
）
の
構
成
な
ら
び
に
形
態
に

ど
ん
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
課
題
は
、
今
後
の
調

査
と
研
究
を
ま
つ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

研究ノート

や
ま 

ね

こ
し
き

と
っ
て
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『
津
山
市
史
だ
よ
り
』
第
９
号
で
津
山
市
領
家
（
旧
久

米
郡
久
米
町
領
家
）
の
領
家
遺
跡
（
注
１
）
の
発
掘
調
査

報
告
書
か
ら
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
居
の
壁
際
に
つ
く
ら
れ

た
造
り
付
け
カ
マ
ド
に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
。
領
家
遺

跡
は
１
９
７
２
（
昭
和
47
）
年
に
中
国
縦
貫
自
動
車
の
建

設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
す
か
ら
、
今
か
ら
46
年
も

前
の
こ
と
で
す
。
岡
山
県
教
育
委
員
会
で
も
発
掘
調
査
体

制
も
そ
の
整
理
体
制
も
不
十
分
な
条
件
の
な
か
で
の
調
査

で
あ
り
報
告
書
の
作
成
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
遺
跡

で
初
め
て
古
墳
時
代
の
カ
マ
ド
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
を
少

し
お
お
げ
さ
に
書
い
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
津
山
市
教
育
委
員
会
で
発
行
さ
れ
た
報
告
書
を
み

ま
す
と
、
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
を
も
っ

た
イ
エ
は
大
開
遺
跡
（
注
２
）
の
他
、
天
神
原
遺
跡
・
東

蔵
坊
遺
跡
・
大
畑
遺
跡
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
使
用

さ
れ
た
時
期
は
６
世
紀
後
半
か
ら
７
世
紀
初
め
頃
に
あ
た

り
ま
す
。
津
山
市
域
で
は
そ
の
出
土
例
は
少
な
い
よ
う
で

す
が
、
西
や
東
の
丘
陵
部
の
調
査
で
点
々
と
知
ら
れ
て
お

り
、
意
外
に
広
く
定
着
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
領
家
遺
跡
で
は
、
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ

ド
の
ほ
か
に
煮
炊
き
用
具
と
し
て
土
師
質
の
移
動
式
カ
マ

ド
が
２
区
の
字
中
畑
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
知
り
ま

し
た
。
こ
の
カ
マ
ド
は
住
居
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
住
居
の
な
か
を
も
ち
運
び
し
て
自
由
に
備
え
置
く
こ

と
の
で
き
る
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も
正
月
餅

を
搗
く
時
に
湯
釜
に
蒸
籠
を
の
せ
て
糯
米
を
蒸
し
ま
す
が
、

そ
の
時
、
戸
外
で
使
う
金
属
製
の
カ
マ
ド
の
祖
先
と
い
っ

た
も
の
で
す
。
こ
の
土
師
質
の
カ
マ
ド
片
は
そ
の
後
の
整

理
作
業
で
復
元
で
き
た
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
貴
重

な
遺
物
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
近
年
の
調
査
で
は
苫
田
ダ

ム
に
先
立
つ
事
前
の
調
査
で
苫
田
郡
奥
津
町
久
田
原
遺
跡

（
注
３
）
で
は
竪
穴
住
居
30
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
（
第

１
図
）。
住
居
の
平
面
は
１
辺
５
ｍ
前
後
の
方
形
で
、
そ

の
南
西
隅
か
ら
移
動
式
の
カ
マ
ド
が
土
師
器
甕
と
と
も
に

出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
小
嶋
善
邦
氏
は
「
カ
マ
ド
の

焚
き
口
方
向
が
南
を
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使
用
時
の

状
況
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」（
注
４
）
と
し
て
い
ま
す
が
、

住
居
の
床
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
径
50
㎝
ば
か
り
の
焼
け
た

跡
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
焼
け
跡
で
カ
マ
ド
は
使
っ
た
痕

跡
が
つ
か
め
れ
ば
最
良
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
証
拠

は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
因
み
に
住
居
30
で
は
造

り
付
け
カ
マ
ド
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
使
わ
れ
な
く
と

も
他
の
イ
エ
で
使
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
ろ
持
ち
運
び
の
で
き
る
こ
の
カ
マ
ド
は
大
切
に
取
り

扱
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
時
期
は
６
世
紀
後
半
の

古
墳
時
代
後
期
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
領
家
遺
跡
２
区
出

土
の
も
の
は
こ
う
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

領
家
遺
跡
で
は
こ
う
し
て
２
種
類
の
煮
炊
き
用
の
道
具
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
領
家
遺
跡
の
報
告
書
を
詳
細
に
見
れ
ば
第

３
の
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
土
製
支
脚
１
点
が
み
ら
れ

ま
す
。「
第
25
図　

建
物
７
柱
穴
出
土
」（
注
５
）
と
し
て

土
器
を
左
に
示
し
、
右
に
土
製
支
脚
の
図
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。
建
物
７
は
遺
跡
調
査
区
の
東
北
部
で
み
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
保
存
さ
れ
て
い
る
久
米
廃
寺
に
近
い
と
こ
ろ
に

３
個
の
柱
穴
が
ほ
ぼ
東
西
に
並
ん
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

第５図　津寺遺跡出土の土製支脚（左からＡ・Ｂ・Ｃ）
（文献 10 の③改変）

第７図
松江タイプの土製支脚
（文献 13の①改変）

第６図　出土した土製支脚・
土師器甕・土師器甑から復元
した煮炊きセット
６～７世紀（文献 13の①改変）

そ
の
相
方
と
な
る
柱
穴
は
北
の
用
地
外
に
な
る
と
記
述
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
建
物
は
梁
行
２
間
、
桁
行
き
は
不
明

で
す
が
、
柱
間
は
数
間
の
掘
立
柱
建
物
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

土
製
支
脚
と
土
器
片
は
こ
れ
ら
の
１
柱
穴
内
よ
り
出
土
し

た
、
と
あ
り
ま
す
。
建
物
の
時
期
は
古
墳
時
代
初
頭
の
頃

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は
「
上
部
に
あ
る
３
本
の

突
出
部
の
１
本
が
欠
け
、
台
部
下
半
が
欠
失
し
て
い
る
。」

（
注
６
）
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
復
元
し
て
い
ま
す
の

で
そ
の
形
状
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
（
第
２
図
）。

土
製
支
脚
の
胴
部
は
粘
土
で
か
た
め
、
下
半
は
裾
広
が
り

に
円
形
の
底
部
と
な
る
形
で
、
そ
の
径
10
・
８
㎝
、
高
さ

11
・
１
㎝
を
測
り
ま
す
。
こ
の
胴
頂
部
に
３
方
向
に
の
び

る
突
起
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
二
股
に
分
か
れ
て

組
と
な
る
、
１
方
の
突
起
（
腕
と
も
い
う
）
は
石
膏
復
元

し
て
い
ま
す
。
二
股
間
の
間
隔
は
約
10
㎝
。
残
存
し
て
い

る
そ
の
先
端
部
の
高
さ
12
・
５
㎝
で
す
。
後
ろ
の
突
起（
以

下
背
面
突
起
と
す
る
）
は
良
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
高

さ
は
12
・
８
㎝
で
腕
の
高
さ
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、

側
面
の
形
状
は
先
端
を
尖
ら
す
よ
う
に
上
向
き
と
な
っ
て

い
ま
す
。
あ
た
か
も
片
手
で
つ
か
ん
で
作
業
し
や
す
い
状

況
が
う
か
が
え
ま
す
。
復
元
で
の
石
膏
入
れ
は
全
体
の
約

３
分
の
１
ほ
ど
で
す
が
総
量
１
・
04
㎏
あ
り
、
そ
の
使
用

時
の
重
さ
に
は
耐
え
う
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
道
具
の

使
用
方
法
は
、
第
６
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
股
側
に

土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊
き
容
器
を
添
え
置
く
よ
う
、

２
な
い
し
３
個
の
支
脚
を
組
み
合
わ
せ
て
煮
炊
き
台
と
し
、

そ
の
底
の
隙
間
に
小
枝
を
焚
き
く
べ
て
使
用
し
た
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
た
昭
和
30
年
代
前
半
頃
ま
で
、

美
作
地
方
で
も
ご
く
普
通
の
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
た
火
鉢

に
鉄
瓶
や
ヤ
カ
ン
な
ど
を
掛
け
る
時
に
用
い
た
、
五
徳
の

よ
う
な
使
い
方
を
し
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後

の
調
査
で
同
じ
よ
う
な
形
態
を
し
た
土
製
支
脚
が
出
土
し

ま
し
た
。場
所
は
領
家
遺
跡
か
ら
西
へ
直
線
距
離
で
約
５
・

８
㎞
の
位
置
に
あ
る
山
根
遺
跡
（
注
７
）
で
す
。
津
山
か

ら
西
に
向
け
て
久
米
川
沿
い
に
走
る
国
道
１
８
１
号
が
坪

井
集
落
を
抜
け
て
Ｊ
Ｒ
姫
新
線
を
ま
た
い
で
美
作
追
分
駅

に
向
か
う
、
そ
の
北
斜
面
に
当
た
る
場
所
で
す
。
津
山
市

中
北
上
（
旧
久
米
郡
久
米
町
中
北
上
字
山
根
）
に
所
在
し

ま
す
。
遺
跡
は
縄
文
晩
期
か
ら
近
世
に
わ
た
る
遺
物
が
出

土
し
た
複
合
遺
跡
で
す
。
１
９
７
７
（
昭
和
52
）
年
、
広

域
営
農
団
地
農
道
建
設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
し
た
。

こ
こ
で
は
調
査
１
区
の
土
器
溜
り
Ｉ
か
ら
、古
墳
時
代
中
・

後
期
か
ら
奈
良
時
代
前
半
の
土
器
群
に
入
り
混
じ
っ
て
土

師
器
甕
や
甑
の
把
手
と
と
も
に
土
製
支
脚
２
個
が
出
土
し

て
い
ま
す
（
第
３
・
４
図
）。
第
３
図
の
支
脚
は
、
腕
や

背
面
突
起
は
欠
損
し
て
い
ま
す
。
現
存
高
約
12
㎝
ば
か
り

で
す
が
、
胴
下
半
は
空
胴
（
中
空
）
で
底
部
は
円
形
に
復

元
で
き
径
約
10
㎝
で
す
。
第
４
図
は
、
胴
部
の
現
存
高
10

㎝
強
で
す
。
２
本
の
腕
は
５
〜
６
㎝
の
長
さ
で
ハ
の
字
状

に
な
な
め
上
に
向
け
て
延
び
て
い
ま
す
。
そ
の
腕
先
ま
で

の
高
さ
は
約
13
㎝
で
す
。
土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊

き
用
器
を
支
え
る
２
本
の
腕
間
は
最
大
で
約
10
㎝
あ
り
ま

す
。
背
面
突
起
は
破
損
し
て
い
ま
す
。
胴
は
中
空
に
作
ら

れ
第
３
図
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

時
期
の
決
め
手
は
土
師
器
の
甑
や
甕
な
ど
と
共
伴
す
る
も

の
と
し
て
、
古
墳
時
代
後
期
に
あ
た
る
６
世
紀
後
半
か
ら

７
世
紀
前
半
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
遺
跡
は

久
米
川
上
流
の
狭
小
な
平
野
の
左
岸
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
の
住
居
跡
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
遺
物
は
５

世
紀
末
か
ら
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
岡

田
博
氏
は
こ
の
地
は
「
古
墳
時
代
の
継
続
的
な
生
活
の
場

で
あ
っ
た
」（
注
８
）
と
記
し
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は

そ
う
し
た
生
活
の
場
の
煮
炊
き
道
具
と
し
て
使
用
し
た
こ

と
が
当
然
想
定
さ
れ
ま
す
。
美
作
地
域
で
は
土
製
支
脚
が

知
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
２
遺
跡
の
み
で
し
た
が
、
最
近

に
な
っ
て
久
米
郡
美
咲
町
内
の
遺
跡
か
ら
１
例
出
土
し
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
（
注
９
）。

　

さ
て
、
県
内
で
い
ち
早
く
５
世
紀
前
半
の
古
墳
時
代
中

期
に
な
っ
て
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
取
り
入
れ

た
県
南
部
で
の
土
製
支
脚
の
出
土
状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
す
べ
て
の
遺
跡
の
報
告
書
に
目
を
通
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
岡
山
市
津
寺
遺
跡
の
報
告
書
か
ら
探
っ
て

み
ま
し
た
（
注
10
）。
津
寺
遺
跡
は
山
陽
自
動
車
道
と
岡

山
自
動
車
道
が
接
続
す
る
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
部
に
あ
た
る

所
で
、
い
わ
ば
原
始
・
古
代
の
吉
備
の
中
枢
の
一
角
を
占

め
た
地
と
い
え
る
所
で
す
。
遺
跡
は
も
と
も
と
水
田
地
帯

で
し
た
が
、
津
寺
遺
跡
だ
け
で
も
南
北
約
１
㎞
、
東
西
約

５
０
０
ｍ
と
い
う
道
路
敷
内
を
線
状
に
発
掘
し
ま
し
た
。

そ
の
調
査
面
積
は
約
８
・
７
万
㎡
と
い
う
途
方
も
な
い
広

い
面
積
の
発
掘
調
査
で
し
た
。
こ
こ
で
は
古
墳
時
代
の
前

期
に
あ
た
る
４
世
紀
代
の
竪
穴
住
居
２
５
２
軒
を
確
認
し

ま
し
た
が
、
中
期
の
遺
構
は
希
薄
で
竪
穴
住
居
も
少
な
く

27
軒
ほ
ど
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
後
期
に

な
る
６
世
紀
か
ら
７
世
紀
初
め
に
か
け
て
は
、
再
び
人
々

の
動
き
は
活
発
に
な
り
、
竪
穴
住
居
１
６
８
軒
を
調
査
に

よ
り
確
認
し
ま
し
た
。
出
土
遺
物
も
膨
大
な
量
の
土
器
を

は
じ
め
と
し
て
金
属
器
・
木
器
な
ど
で
あ
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
土
製
支
脚
は
、
破
片
を
含
め
て
図
面
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
も
の
は
24
点
で
あ
り
ま
す
。
土
器
に
比
べ
て
大

変
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
形
状
は
、
領
家

遺
跡
や
山
根
遺
跡
の
よ
う
に
１
種
類
で
は
な
く
、
第
５
図

の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
３
種
類
に
分
類
さ
れ
た
、
形
状
の

違
う
支
脚
が
み
ら
れ
ま
す
。
図
の
Ｂ
は
四
国
北
西
部
に
多

い
そ
う
で
す
（
注
11
）。
こ
の
よ
う
に
津
寺
遺
跡
で
は
、

数
は
少
な
い
で
す
が
吉
備
以
外
の
地
域
か
ら
形
状
の
違
う

多
種
類
の
土
製
支
脚
が
導
入
さ
れ
使
用
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
は
当
時
の
文
化
や
人
の
交
流
の
大
動
脈
と
い
え
る
瀬

戸
内
海
に
直
結
す
る
児
島
湾
岸
に
面
し
た
津
寺
遺
跡
の
立

地
条
件
が
そ
の
要
因
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
時
期
別
の
内
訳

は
前
期
の
も
の
19
点
、
後
期
の
も
の
５
点
で
あ
り
ま
す
。

出
土
場
所
は
住
居
内
埋
土
か
ら
３
点
あ
り
ま
す
が
、
大
多

数
は
遺
物
包
含
層
・
溝
・
古
墳
時
代
前
期
の
水
田
や
土
器

溜
ま
り
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
し
て
も
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
ま
だ
住
居
に
取
り
入
れ
て

い
な
い
４
世
紀
代
の
古
墳
時
代
前
期
、
津
寺
遺
跡
で
は
同

時
期
に
全
て
住
居
を
構
え
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
お
よ
そ
１
０
０
年
近
く
の
生
活
の
な
か
で
煮
炊
き
道

具
10
数
点
と
い
う
の
は
少
な
す
ぎ
ま
す
。
他
に
道
具
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
調
査
者
の
一
人
亀
山
行
雄
氏
は
弥

生
時
代
後
期
後
半
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
竪
穴
住

居
内
に
設
け
ら
れ
た
「
中
央
ピ
ッ
ト
は
灰
穴
炉
、
付
設
さ

れ
た
土
壙
は
炊
爨
の
場
」
と
想
定
し
て
い
ま
す
（
注
12
）。

つ
ま
り
土
製
支
脚
と
と
も
に
こ
う
し
た
土
壙
を
も
つ
住
居

で
煮
炊
き
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
集
落
内
の

煮
炊
き
遺
構
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

よ
う
で
す
し
、
今
後
の
課
題
と
し
別
の
機
会
に
検
討
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

島
根
県
松
江
市
内
の
遺
跡
（
注
13
）
で
は
、
６
世
紀
末

か
ら
７
世
紀
前
半
の
集
落
か
ら
山
根
遺
跡
や
領
家
遺
跡
と

同
じ
よ
う
な
型
（
タ
イ
プ
）
の
土
製
支
脚
が
移
動
式
の
カ

マ
ド
や
甑
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
て
い
ま
す
（
第
６
・
７

図
）。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
造
り
付
け
カ
マ
ド
は
伴
っ
て

い
ま
せ
ん
。
最
近
の
調
査
事
例
で
あ
り
ま
す
島
根
県
大
田

市
の
市
井
深
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
注

14
）
で
は
、
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け
て

の
煮
炊
き
用
具
の
違
い
を
色
分
け
し
て
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
島
根
県
の
山
間
部
で
は
、
主
に
造
り

付
け
カ
マ
ド
を
用
い
る
地
域
と
し
、
大
田
市
や
松
江
市
な

ど
の
海
岸
部
は
移
動
式
の
カ
マ
ド
や
土
製
支
脚
を
主
に
用

い
た
地
域
と
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
地
元
新
聞
で
あ
る

山
陰
中
央
新
報
の
文
化
財
関
係
記
事（
注
15
）に
よ
り
ま
す
と
、

山
陰
地
域
の
土
製
支
脚
は「
出
雲
タ
イ
プ
」と「
松
江
タ
イ
プ
」

の
２
タ
イ
プ
に
地
域
分
け
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
違
い
は
頂
部
に
背
面
突
起
が
有
る
か
、
無
い
か
、
の
よ

う
で
あ
り
ま
す
（
第
７
図
）。
つ
ま
り
領
家
遺
跡
や
山
根
遺

跡
の
タ
イ
プ
は
土
製
支
脚
の
頂
部
は
腕
２
本
と
背
面
突
起

を
有
し
て
い
ま
す
の
で「
松
江
タ
イ
プ
」に
類
似
し
て
い
ま
す
。

領
家
遺
跡
出
土
の
時
期
を
ふ
く
め
て
、
今
後
の
検
証
が
必

要
で
す
が
、
図
ら
ず
も
「
松
江
タ
イ
プ
」
を
も
つ
二
つ
の

遺
跡
は
、
後
の
旧
出
雲
街
道
沿
い
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

道
具
の
移
動
や
文
化
の
流
入
は
人
の
移
動
を
伴
う
場
合
と

そ
の
影
響
の
み
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
土
製
支
脚
か
ら
み

ら
れ
る
遺
物
の
移
動
は
出
雲
東
部
と
の
関
係
を
示
唆
す
る

も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
遺
物
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
久
米
領
家
遺
跡
で
は
、
生
活
の
基
本
で
あ

り
ま
す
食
に
と
も
な
う
直
接
的
と
い
え
る
考
古
資
料
は
住

居
内
に
築
か
れ
た
①
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
、 

②
持
ち

運
び
の
可
能
な
移
動
式
カ
マ
ド
、③
組
み
立
て
式
の
土
製

支
脚
、
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
古
墳

時
代
の
煮
炊
き
道
具
３
点
セ
ッ
ト
と
も
い
え
る
施
設
や
道

具
を
使
用
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
カ
マ
ド
施
設
や
道
具
の
導
入
と
使
用
は
、
古
墳
時
代

後
期
の
こ
の
地
域
の
イ
エ
（
住
居
）
の
様
式
や
そ
れ
ら
の

集
合
体
で
あ
る
ム
ラ
（
集
落
）
の
構
成
な
ら
び
に
形
態
に

ど
ん
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
課
題
は
、
今
後
の
調

査
と
研
究
を
ま
つ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

研究ノート

い
ち 

い  

ふ
け  

だ す
い
さ
ん
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『
津
山
市
史
だ
よ
り
』
第
９
号
で
津
山
市
領
家
（
旧
久

米
郡
久
米
町
領
家
）
の
領
家
遺
跡
（
注
１
）
の
発
掘
調
査

報
告
書
か
ら
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
居
の
壁
際
に
つ
く
ら
れ

た
造
り
付
け
カ
マ
ド
に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
。
領
家
遺

跡
は
１
９
７
２
（
昭
和
47
）
年
に
中
国
縦
貫
自
動
車
の
建

設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
す
か
ら
、
今
か
ら
46
年
も

前
の
こ
と
で
す
。
岡
山
県
教
育
委
員
会
で
も
発
掘
調
査
体

制
も
そ
の
整
理
体
制
も
不
十
分
な
条
件
の
な
か
で
の
調
査

で
あ
り
報
告
書
の
作
成
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
遺
跡

で
初
め
て
古
墳
時
代
の
カ
マ
ド
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
を
少

し
お
お
げ
さ
に
書
い
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
津
山
市
教
育
委
員
会
で
発
行
さ
れ
た
報
告
書
を
み

ま
す
と
、
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
を
も
っ

た
イ
エ
は
大
開
遺
跡
（
注
２
）
の
他
、
天
神
原
遺
跡
・
東

蔵
坊
遺
跡
・
大
畑
遺
跡
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
使
用

さ
れ
た
時
期
は
６
世
紀
後
半
か
ら
７
世
紀
初
め
頃
に
あ
た

り
ま
す
。
津
山
市
域
で
は
そ
の
出
土
例
は
少
な
い
よ
う
で

す
が
、
西
や
東
の
丘
陵
部
の
調
査
で
点
々
と
知
ら
れ
て
お

り
、
意
外
に
広
く
定
着
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
領
家
遺
跡
で
は
、
住
居
に
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ

ド
の
ほ
か
に
煮
炊
き
用
具
と
し
て
土
師
質
の
移
動
式
カ
マ

ド
が
２
区
の
字
中
畑
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
知
り
ま

し
た
。
こ
の
カ
マ
ド
は
住
居
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
住
居
の
な
か
を
も
ち
運
び
し
て
自
由
に
備
え
置
く
こ

と
の
で
き
る
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も
正
月
餅

を
搗
く
時
に
湯
釜
に
蒸
籠
を
の
せ
て
糯
米
を
蒸
し
ま
す
が
、

そ
の
時
、
戸
外
で
使
う
金
属
製
の
カ
マ
ド
の
祖
先
と
い
っ

た
も
の
で
す
。
こ
の
土
師
質
の
カ
マ
ド
片
は
そ
の
後
の
整

理
作
業
で
復
元
で
き
た
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
貴
重

な
遺
物
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
近
年
の
調
査
で
は
苫
田
ダ

ム
に
先
立
つ
事
前
の
調
査
で
苫
田
郡
奥
津
町
久
田
原
遺
跡

（
注
３
）
で
は
竪
穴
住
居
30
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
（
第

１
図
）。
住
居
の
平
面
は
１
辺
５
ｍ
前
後
の
方
形
で
、
そ

の
南
西
隅
か
ら
移
動
式
の
カ
マ
ド
が
土
師
器
甕
と
と
も
に

出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
小
嶋
善
邦
氏
は
「
カ
マ
ド
の

焚
き
口
方
向
が
南
を
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使
用
時
の

状
況
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」（
注
４
）
と
し
て
い
ま
す
が
、

住
居
の
床
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
径
50
㎝
ば
か
り
の
焼
け
た

跡
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
焼
け
跡
で
カ
マ
ド
は
使
っ
た
痕

跡
が
つ
か
め
れ
ば
最
良
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
証
拠

は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
因
み
に
住
居
30
で
は
造

り
付
け
カ
マ
ド
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
使
わ
れ
な
く
と

も
他
の
イ
エ
で
使
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
ろ
持
ち
運
び
の
で
き
る
こ
の
カ
マ
ド
は
大
切
に
取
り

扱
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
時
期
は
６
世
紀
後
半
の

古
墳
時
代
後
期
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
領
家
遺
跡
２
区
出

土
の
も
の
は
こ
う
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

領
家
遺
跡
で
は
こ
う
し
て
２
種
類
の
煮
炊
き
用
の
道
具
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
領
家
遺
跡
の
報
告
書
を
詳
細
に
見
れ
ば
第

３
の
煮
炊
き
道
具
で
あ
り
ま
す
土
製
支
脚
１
点
が
み
ら
れ

ま
す
。「
第
25
図　

建
物
７
柱
穴
出
土
」（
注
５
）
と
し
て

土
器
を
左
に
示
し
、
右
に
土
製
支
脚
の
図
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。
建
物
７
は
遺
跡
調
査
区
の
東
北
部
で
み
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
保
存
さ
れ
て
い
る
久
米
廃
寺
に
近
い
と
こ
ろ
に

３
個
の
柱
穴
が
ほ
ぼ
東
西
に
並
ん
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
相
方
と
な
る
柱
穴
は
北
の
用
地
外
に
な
る
と
記
述
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
建
物
は
梁
行
２
間
、
桁
行
き
は
不
明

で
す
が
、
柱
間
は
数
間
の
掘
立
柱
建
物
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

土
製
支
脚
と
土
器
片
は
こ
れ
ら
の
１
柱
穴
内
よ
り
出
土
し

た
、
と
あ
り
ま
す
。
建
物
の
時
期
は
古
墳
時
代
初
頭
の
頃

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は
「
上
部
に
あ
る
３
本
の

突
出
部
の
１
本
が
欠
け
、
台
部
下
半
が
欠
失
し
て
い
る
。」

（
注
６
）
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
復
元
し
て
い
ま
す
の

で
そ
の
形
状
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
（
第
２
図
）。

土
製
支
脚
の
胴
部
は
粘
土
で
か
た
め
、
下
半
は
裾
広
が
り

に
円
形
の
底
部
と
な
る
形
で
、
そ
の
径
10
・
８
㎝
、
高
さ

11
・
１
㎝
を
測
り
ま
す
。
こ
の
胴
頂
部
に
３
方
向
に
の
び

る
突
起
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
二
股
に
分
か
れ
て

組
と
な
る
、
１
方
の
突
起
（
腕
と
も
い
う
）
は
石
膏
復
元

し
て
い
ま
す
。
二
股
間
の
間
隔
は
約
10
㎝
。
残
存
し
て
い

る
そ
の
先
端
部
の
高
さ
12
・
５
㎝
で
す
。
後
ろ
の
突
起（
以

下
背
面
突
起
と
す
る
）
は
良
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
高

さ
は
12
・
８
㎝
で
腕
の
高
さ
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、

側
面
の
形
状
は
先
端
を
尖
ら
す
よ
う
に
上
向
き
と
な
っ
て

い
ま
す
。
あ
た
か
も
片
手
で
つ
か
ん
で
作
業
し
や
す
い
状

況
が
う
か
が
え
ま
す
。
復
元
で
の
石
膏
入
れ
は
全
体
の
約

３
分
の
１
ほ
ど
で
す
が
総
量
１
・
04
㎏
あ
り
、
そ
の
使
用

時
の
重
さ
に
は
耐
え
う
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
道
具
の

使
用
方
法
は
、
第
６
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
股
側
に

土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊
き
容
器
を
添
え
置
く
よ
う
、

２
な
い
し
３
個
の
支
脚
を
組
み
合
わ
せ
て
煮
炊
き
台
と
し
、

そ
の
底
の
隙
間
に
小
枝
を
焚
き
く
べ
て
使
用
し
た
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
た
昭
和
30
年
代
前
半
頃
ま
で
、

美
作
地
方
で
も
ご
く
普
通
の
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
た
火
鉢

に
鉄
瓶
や
ヤ
カ
ン
な
ど
を
掛
け
る
時
に
用
い
た
、
五
徳
の

よ
う
な
使
い
方
を
し
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後

の
調
査
で
同
じ
よ
う
な
形
態
を
し
た
土
製
支
脚
が
出
土
し

ま
し
た
。場
所
は
領
家
遺
跡
か
ら
西
へ
直
線
距
離
で
約
５
・

８
㎞
の
位
置
に
あ
る
山
根
遺
跡
（
注
７
）
で
す
。
津
山
か

ら
西
に
向
け
て
久
米
川
沿
い
に
走
る
国
道
１
８
１
号
が
坪

井
集
落
を
抜
け
て
Ｊ
Ｒ
姫
新
線
を
ま
た
い
で
美
作
追
分
駅

に
向
か
う
、
そ
の
北
斜
面
に
当
た
る
場
所
で
す
。
津
山
市

中
北
上
（
旧
久
米
郡
久
米
町
中
北
上
字
山
根
）
に
所
在
し

ま
す
。
遺
跡
は
縄
文
晩
期
か
ら
近
世
に
わ
た
る
遺
物
が
出

土
し
た
複
合
遺
跡
で
す
。
１
９
７
７
（
昭
和
52
）
年
、
広

域
営
農
団
地
農
道
建
設
に
先
立
っ
て
の
発
掘
調
査
で
し
た
。

こ
こ
で
は
調
査
１
区
の
土
器
溜
り
Ｉ
か
ら
、古
墳
時
代
中
・

後
期
か
ら
奈
良
時
代
前
半
の
土
器
群
に
入
り
混
じ
っ
て
土

師
器
甕
や
甑
の
把
手
と
と
も
に
土
製
支
脚
２
個
が
出
土
し

て
い
ま
す
（
第
３
・
４
図
）。
第
３
図
の
支
脚
は
、
腕
や

背
面
突
起
は
欠
損
し
て
い
ま
す
。
現
存
高
約
12
㎝
ば
か
り

で
す
が
、
胴
下
半
は
空
胴
（
中
空
）
で
底
部
は
円
形
に
復

元
で
き
径
約
10
㎝
で
す
。
第
４
図
は
、
胴
部
の
現
存
高
10

㎝
強
で
す
。
２
本
の
腕
は
５
〜
６
㎝
の
長
さ
で
ハ
の
字
状

に
な
な
め
上
に
向
け
て
延
び
て
い
ま
す
。
そ
の
腕
先
ま
で

の
高
さ
は
約
13
㎝
で
す
。
土
師
器
の
甕
や
鍋
な
ど
の
煮
炊

き
用
器
を
支
え
る
２
本
の
腕
間
は
最
大
で
約
10
㎝
あ
り
ま

す
。
背
面
突
起
は
破
損
し
て
い
ま
す
。
胴
は
中
空
に
作
ら

れ
第
３
図
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

時
期
の
決
め
手
は
土
師
器
の
甑
や
甕
な
ど
と
共
伴
す
る
も

の
と
し
て
、
古
墳
時
代
後
期
に
あ
た
る
６
世
紀
後
半
か
ら

７
世
紀
前
半
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
遺
跡
は

久
米
川
上
流
の
狭
小
な
平
野
の
左
岸
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
の
住
居
跡
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
遺
物
は
５

世
紀
末
か
ら
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
者
岡

田
博
氏
は
こ
の
地
は
「
古
墳
時
代
の
継
続
的
な
生
活
の
場

で
あ
っ
た
」（
注
８
）
と
記
し
て
い
ま
す
。
土
製
支
脚
は

そ
う
し
た
生
活
の
場
の
煮
炊
き
道
具
と
し
て
使
用
し
た
こ

と
が
当
然
想
定
さ
れ
ま
す
。
美
作
地
域
で
は
土
製
支
脚
が

知
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
２
遺
跡
の
み
で
し
た
が
、
最
近

に
な
っ
て
久
米
郡
美
咲
町
内
の
遺
跡
か
ら
１
例
出
土
し
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
（
注
９
）。

　

さ
て
、
県
内
で
い
ち
早
く
５
世
紀
前
半
の
古
墳
時
代
中

期
に
な
っ
て
竪
穴
住
居
に
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
取
り
入
れ

た
県
南
部
で
の
土
製
支
脚
の
出
土
状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
す
べ
て
の
遺
跡
の
報
告
書
に
目
を
通
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
岡
山
市
津
寺
遺
跡
の
報
告
書
か
ら
探
っ
て

み
ま
し
た
（
注
10
）。
津
寺
遺
跡
は
山
陽
自
動
車
道
と
岡

山
自
動
車
道
が
接
続
す
る
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
部
に
あ
た
る

所
で
、
い
わ
ば
原
始
・
古
代
の
吉
備
の
中
枢
の
一
角
を
占

め
た
地
と
い
え
る
所
で
す
。
遺
跡
は
も
と
も
と
水
田
地
帯

で
し
た
が
、
津
寺
遺
跡
だ
け
で
も
南
北
約
１
㎞
、
東
西
約

５
０
０
ｍ
と
い
う
道
路
敷
内
を
線
状
に
発
掘
し
ま
し
た
。

そ
の
調
査
面
積
は
約
８
・
７
万
㎡
と
い
う
途
方
も
な
い
広

い
面
積
の
発
掘
調
査
で
し
た
。
こ
こ
で
は
古
墳
時
代
の
前

期
に
あ
た
る
４
世
紀
代
の
竪
穴
住
居
２
５
２
軒
を
確
認
し

ま
し
た
が
、
中
期
の
遺
構
は
希
薄
で
竪
穴
住
居
も
少
な
く

27
軒
ほ
ど
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
後
期
に

な
る
６
世
紀
か
ら
７
世
紀
初
め
に
か
け
て
は
、
再
び
人
々

の
動
き
は
活
発
に
な
り
、
竪
穴
住
居
１
６
８
軒
を
調
査
に

よ
り
確
認
し
ま
し
た
。
出
土
遺
物
も
膨
大
な
量
の
土
器
を

は
じ
め
と
し
て
金
属
器
・
木
器
な
ど
で
あ
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
土
製
支
脚
は
、
破
片
を
含
め
て
図
面
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
も
の
は
24
点
で
あ
り
ま
す
。
土
器
に
比
べ
て
大

変
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
形
状
は
、
領
家

遺
跡
や
山
根
遺
跡
の
よ
う
に
１
種
類
で
は
な
く
、
第
５
図

の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
３
種
類
に
分
類
さ
れ
た
、
形
状
の

違
う
支
脚
が
み
ら
れ
ま
す
。
図
の
Ｂ
は
四
国
北
西
部
に
多

い
そ
う
で
す
（
注
11
）。
こ
の
よ
う
に
津
寺
遺
跡
で
は
、

数
は
少
な
い
で
す
が
吉
備
以
外
の
地
域
か
ら
形
状
の
違
う

多
種
類
の
土
製
支
脚
が
導
入
さ
れ
使
用
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
は
当
時
の
文
化
や
人
の
交
流
の
大
動
脈
と
い
え
る
瀬

戸
内
海
に
直
結
す
る
児
島
湾
岸
に
面
し
た
津
寺
遺
跡
の
立

地
条
件
が
そ
の
要
因
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
時
期
別
の
内
訳

は
前
期
の
も
の
19
点
、
後
期
の
も
の
５
点
で
あ
り
ま
す
。

出
土
場
所
は
住
居
内
埋
土
か
ら
３
点
あ
り
ま
す
が
、
大
多

数
は
遺
物
包
含
層
・
溝
・
古
墳
時
代
前
期
の
水
田
や
土
器

溜
ま
り
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
し
て
も
造
り
付
け
カ
マ
ド
を
ま
だ
住
居
に
取
り
入
れ
て

い
な
い
４
世
紀
代
の
古
墳
時
代
前
期
、
津
寺
遺
跡
で
は
同

時
期
に
全
て
住
居
を
構
え
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
お
よ
そ
１
０
０
年
近
く
の
生
活
の
な
か
で
煮
炊
き
道

具
10
数
点
と
い
う
の
は
少
な
す
ぎ
ま
す
。
他
に
道
具
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
調
査
者
の
一
人
亀
山
行
雄
氏
は
弥

生
時
代
後
期
後
半
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
竪
穴
住

居
内
に
設
け
ら
れ
た
「
中
央
ピ
ッ
ト
は
灰
穴
炉
、
付
設
さ

れ
た
土
壙
は
炊
爨
の
場
」
と
想
定
し
て
い
ま
す
（
注
12
）。

つ
ま
り
土
製
支
脚
と
と
も
に
こ
う
し
た
土
壙
を
も
つ
住
居

で
煮
炊
き
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
集
落
内
の

煮
炊
き
遺
構
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

よ
う
で
す
し
、
今
後
の
課
題
と
し
別
の
機
会
に
検
討
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

島
根
県
松
江
市
内
の
遺
跡
（
注
13
）
で
は
、
６
世
紀
末

か
ら
７
世
紀
前
半
の
集
落
か
ら
山
根
遺
跡
や
領
家
遺
跡
と

同
じ
よ
う
な
型
（
タ
イ
プ
）
の
土
製
支
脚
が
移
動
式
の
カ

マ
ド
や
甑
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
て
い
ま
す
（
第
６
・
７

図
）。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
造
り
付
け
カ
マ
ド
は
伴
っ
て

い
ま
せ
ん
。
最
近
の
調
査
事
例
で
あ
り
ま
す
島
根
県
大
田

市
の
市
井
深
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
注

14
）
で
は
、
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け
て

の
煮
炊
き
用
具
の
違
い
を
色
分
け
し
て
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
島
根
県
の
山
間
部
で
は
、
主
に
造
り

付
け
カ
マ
ド
を
用
い
る
地
域
と
し
、
大
田
市
や
松
江
市
な

ど
の
海
岸
部
は
移
動
式
の
カ
マ
ド
や
土
製
支
脚
を
主
に
用

い
た
地
域
と
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
地
元
新
聞
で
あ
る

山
陰
中
央
新
報
の
文
化
財
関
係
記
事（
注
15
）に
よ
り
ま
す
と
、

山
陰
地
域
の
土
製
支
脚
は「
出
雲
タ
イ
プ
」と「
松
江
タ
イ
プ
」

の
２
タ
イ
プ
に
地
域
分
け
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
違
い
は
頂
部
に
背
面
突
起
が
有
る
か
、
無
い
か
、
の
よ

う
で
あ
り
ま
す
（
第
７
図
）。
つ
ま
り
領
家
遺
跡
や
山
根
遺

跡
の
タ
イ
プ
は
土
製
支
脚
の
頂
部
は
腕
２
本
と
背
面
突
起

を
有
し
て
い
ま
す
の
で「
松
江
タ
イ
プ
」に
類
似
し
て
い
ま
す
。

領
家
遺
跡
出
土
の
時
期
を
ふ
く
め
て
、
今
後
の
検
証
が
必

要
で
す
が
、
図
ら
ず
も
「
松
江
タ
イ
プ
」
を
も
つ
二
つ
の

遺
跡
は
、
後
の
旧
出
雲
街
道
沿
い
に
所
在
し
て
い
ま
す
。

道
具
の
移
動
や
文
化
の
流
入
は
人
の
移
動
を
伴
う
場
合
と

そ
の
影
響
の
み
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
土
製
支
脚
か
ら
み

ら
れ
る
遺
物
の
移
動
は
出
雲
東
部
と
の
関
係
を
示
唆
す
る

も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
遺
物
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
久
米
領
家
遺
跡
で
は
、
生
活
の
基
本
で
あ

り
ま
す
食
に
と
も
な
う
直
接
的
と
い
え
る
考
古
資
料
は
住

居
内
に
築
か
れ
た
①
造
り
付
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
、 

②
持
ち

運
び
の
可
能
な
移
動
式
カ
マ
ド
、③
組
み
立
て
式
の
土
製

支
脚
、
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
古
墳

時
代
の
煮
炊
き
道
具
３
点
セ
ッ
ト
と
も
い
え
る
施
設
や
道

具
を
使
用
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
カ
マ
ド
施
設
や
道
具
の
導
入
と
使
用
は
、
古
墳
時
代

後
期
の
こ
の
地
域
の
イ
エ
（
住
居
）
の
様
式
や
そ
れ
ら
の

集
合
体
で
あ
る
ム
ラ
（
集
落
）
の
構
成
な
ら
び
に
形
態
に

ど
ん
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
課
題
は
、
今
後
の
調

査
と
研
究
を
ま
つ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

注
な
ら
び
に
引
用
・
参
考
文
献

１　

栗
野
克
己
・
山
磨
康
平
「
領
家
遺
跡
」『
岡
山
県
埋
蔵

文
化
財
発
掘
調
査
報
告
８
』
岡
山
県
教
育
委
員
会　

１
９

７
５

２　

平
岡
正
宏
「
大
開
古
墳
群
・
大
開
遺
跡
」『
津
山
市
埋

蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
第
51
集
』
津
山
市
教
育
委
員
会

１
９
９
４
『
津
山
市
史
だ
よ
り
』
第
９
号
で
は
「
注
２
行

田
裕
美
ほ
か
」
と
し
て
い
た
が
、
筆
者
河
本
の
誤
り
で
、

行
田
裕
美
氏
は
調
査
担
当
者
の
１
人
で
あ
る
が
「
例
言
」

に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
報
告
書
の
執
筆
・
編
集
は
平

岡
正
宏
氏
で
あ
る
、
こ
と
を
訂
正
し
お
詫
び
申
し
ま
す
。

３　

小
嶋
善
邦
ほ
か
「
久
田
原
遺
跡
・
久
田
原
古
墳
群
」『
岡

山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
１
８
４
』
国
土
交
通
省

苫
田
ダ
ム
工
事
事
務
所
・
岡
山
県
教
育
委
員
会　

２
０
０

４
４　

注
３　

頁
２
３
２

５　

注
１　

頁
３
１
３

６　

注
１　

頁
１
７
３

７　

岡
田
博
『
広
域
営
農
団
地
農
道
建
設
に
伴
う
山
根
遺
跡

発
掘
調
査
報
告
』
岡
山
県
久
米
町
教
育
委
員
会　

１
９
７

９
８　

注
７　

頁
37

９　

中
野
雅
美
氏
確
認
。
久
米
郡
美
咲
町
の
町
史
編
纂
に
伴

う
資
料
調
査
中
に
中
野
氏
が
確
認
さ
れ
た
も
の
を
津
山
市

教
育
委
員
会
の
会
議
後
、
宮
﨑
絢
子
氏
か
ら
教
示
さ
れ
た
。

後
日
、
中
野
氏
か
ら
詳
細
に
つ
い
て
教
示
を
受
け
た
が
、

出
土
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
合
併
前
の
地
元
（
久
米
郡

中
央
町
か
、
そ
れ
以
前
）
か
ら
出
土
し
、
現
在
の
資
料
室

に
保
管
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
、
と
の
こ
と
で

あ
る
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
。
ま
た
、
小
文
を
脱
稿

後
真
庭
市
北
房
町
所
在
（
旧
岡
山
県
上
房
郡
北
房
町
大
字

呰
部
字
桃
山
で
旧
備
中
国
に
属
す
）
の
桃
山
遺
跡
か
ら
２

点
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

10　

津
寺
遺
跡
に
関
す
る
報
告
書
は
下
記
の
５
分
冊
か
ら
な

る
。

①
三
手
遺
跡
・
津
寺
遺
跡
『
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調

査
報
告
90
』
日
本
道
路
公
団
広
島
建
設
局
岡
山
工
事
事

務
所
・
岡
山
県
教
育
委
員
会　

１
９
９
４

②
津
寺
遺
跡
２
『
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告

98
』
日
本
道
路
公
団
広
島
建
設
局
岡
山
工
事
事
務
所
・

岡
山
県
教
育
委
員
会　

１
９
９
５

③
津
寺
遺
跡
３
『
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
１

０
４
』
日
本
道
路
公
団
広
島
建
設
局
岡
山
工
事
事
務
所
・

岡
山
県
教
育
委
員
会　

１
９
９
６

④
津
寺
遺
跡
４
『
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
１

１
６
』
日
本
道
路
公
団
中
国
支
社
岡
山
工
事
事
務
所
・

岡
山
県
教
育
委
員
会　

１
９
９
７

⑤
津
寺
遺
跡
５
『
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
１

２
７
』
日
本
道
路
公
団
中
国
支
社
津
山
工
事
事
務
所
・

岡
山
県
教
育
委
員
会　

１
９
９
８

11　

注
10
の
③
文
献　

頁
２
３
３

12　

注
10
の
⑤
文
献　

頁
７
１
７
の
注
３

13　

丹
羽
野
裕
①「
渋
山
池
遺
跡
・
原
ノ
前
遺
跡
」・
丹
羽
野

裕
②「
四
ツ
廻
Ⅱ
古
墳
」『
松
江
市
史　

史
料
編
２　

考
古

資
料
』
松
江
市
市
史
編
纂
委
員
会　

松
江
市　

２
０
１
２

14　

し
ま
ね
の
遺
跡　

発
掘
調
査
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
５
「
市
井

深
田
遺
跡
」
島
根
県
教
育
庁
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

　

２
０
１
５

15　

岩
橋
孝
典
「
古
代
の
台
所
に
み
る
出
雲
と
他
地
域
の
交

流
」『
い
ま
ど
き
島
根
の
歴
史
26
』
山
陰
中
央
新
報　

２

０
１
７
年
10
月
17
日
付

　

小
文
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
岡
田
博
氏
か
ら
は
島
根
県
の

発
掘
調
査
関
係
資
料
や
新
聞
切
り
抜
き
コ
ピ
ー
な
ど
を
頂
き

ま
し
た
。
ま
た
、
遺
物
を
収
蔵
・
保
管
し
て
い
る
津
山
弥
生

の
里
文
化
財
セ
ン
タ
ー
並
び
に
同
職
員
仁
木
康
治
氏
に
は
土

製
支
脚
の
実
見
な
ら
び
に
写
真
撮
影
等
に
つ
い
て
便
宜
を
受

け
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
市
史
編
さ
ん
委
員
・
考
古
編
担
当
）

研究ノート



8

津山市史だより　第11号
発行：平成30 年 3月31日
編集：津山市史編さん室 〒708-0022　岡山県津山市山下92　津山郷土博物館内

　　　　　　　TEL：0868-22-5820　FAX：0868-23-9874
　　　　　　　Eメール：tsu-haku@tvt.ne.jp

　

今
年
度
の
最
終
回
は
、
編
さ
ん
室
長
の
尾
島
が
講
師
を
務
め
ま
し
た
。
維

新
期
を
経
て
大
名
華
族
と
し
て
近
代
を
生
き
た
旧
藩
主
家
の
財
政
基
盤
の
一

つ
に
、
旧
領
で
の
地
主
経
営
が
あ
り
ま
す
。
大
名
華
族
に
よ
る
大
土
地
所
有

は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
。
津
山
松
平
家
に
よ
る
、
版
籍
奉

還
後
の
旧
領
で
の
土
地
集
積
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
こ
の
問

題
に
迫
る
、
と
い
う
趣
旨
が
ま
ず
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
３
年
（
１
８
７
０
）
の
後
半
、
松
平
家
で
は
藩
と
の
公
私
の
別
を
意

識
し
、
私
有
財
産
の
確
認
作
業
を
進
め
、
家
政
財
政
の
健
全
化
へ
の
動
き
を

見
せ
始
め
ま
す
。
具
体
的
な
土
地
集
積
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
年
の
閏
10

月
で
、
下
屋
敷
の
払
い
下
げ
に
よ
る
資
金
で
開
拓
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

農
民
か
ら
の
土
地
購
入
は
、
地
域
の
有
力
農
民
を
引
受
人
と
し
て
、
近
隣

の
複
数
の
所
有
者
か
ら
ま
と
め
て
一
括
購
入
し
て
お
り
、
そ
の
時
期
が
12
月

や
３
月
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
貢
や
税
の
納
付
の
た
め
に
売
り
払

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
家
令
・
家
扶
な
ど
を
中
心
と
し
た
旧
家

臣
の
働
き
も
重
要
で
し
た
。
地
主
経
営
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
津
山
銀
行
な

ど
地
元
へ
の
投
資
が
多
く
、
士
族
の
共
済
事
業
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
共
済
社
に
も
多
額
の
出
資
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

お
わ
り
に
、
松
平
家
の
土
地
集
積
の
背
景
に
は
、
家
令
・
家
扶
な
ど
旧
家

臣
の
忠
誠
心
に
基
づ
く
働
き
や
、
農
村
の
村
役
人
層
を
世
話
役
と
し
て
、
小

作
料
の
収
納
役
と
し
て
も
活
用
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
て
講
演
を
締

め
く
く
り
ま
し
た
。

※
平
成
30
年
度
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
市
史
の
関
係
者
を
講
師
に
お
迎
え

　

し
て
４
回
開
催
し
ま
す
の
で
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

◆
別
巻
『
つ
や
ま
の
民
話
』
刊
行
の
ご
案
内

　

３
月
末
に
、
新
修
津
山
市
史
の
別
巻
『
つ
や
ま
の
民
話
』
を
刊
行
で

き
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

民
話
は
、
生
活
の
中
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
、
語
り
継
が
れ

な
く
な
る
と
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
本
書
の
執
筆
者
の
立
石
憲
利
先
生

は
、
長
年
に
わ
た
り
各
地
で
数
多
く
の
民
話
・
伝
説
な
ど
を
採
録
し
続

け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
平
成
26
年
か
ら
立
石
先
生
に
調
査
・
執
筆
を
依

頼
し
、
多
数
の
市
民
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
本
書
に
よ
り
、

か
な
り
の
数
の
お
話
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
内
で
は
、
民
話
の
語
り
を
行
う
方
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
々
を
は
じ
め
、
ひ
ろ
く
市
民
の
皆
さ
ん
に
目

を
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

頒
布
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
編
さ
ん
室
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

第 4回の会場の様子

津
山
市
教
委
（
生
涯
学
習
課
）・
美
作
大
学
共
催

美
作
学
講
座

―

津
山
市
史
関
連
研
究
か
ら―

「
津
山
藩
主
松
平
家
の
明
治
維
新

　
　

―

版
籍
奉
還
後
の
土
地
集
積
を
め
ぐ
っ
て―

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
島　

治
（
編
さ
ん
室
長
／
近
世
編
担
当
）

第
4
回

12
月
9
日


