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も
ろ
い
そ
諸
磯
式
土
器
第
二
章
丸
山
Ⅱ
遺
跡
一
○
五
頁

じ
ゆ
う
さ
ん
ぼ
だ
い

十
三
菩
提
式
土
器
〃
〃

よ
り
い
と

撚
糸
文
土
器
第
二
章
富
沢
内
野
山
Ｉ
遺
跡
一
二
七
頁

の
じ
ま
野
島
式
土
器
第
二
章
細
野
沢
遺
跡
一
二
二
頁

お
つ
こ
し
打
越
式
土
器
第
二
章
上
川
遺
跡
二
六
六
頁

か
み
の
き
だ
い

神
之
木
台
式
土
器
〃
〃

お
し
が
た
も
ん

押
型
文
土
器
第
二
章
峰
下
遺
跡
三
一
三
頁

た
い
ど胎
土
第
二
章
御
宿
新
田
遺
跡
三
二
四
頁

か
つ
さ
か
勝
坂
式
土
器
第
二
章
尾
畑
遺
跡
三
四
八
頁

ご
り
ょ
う
が
だ
い

五
領
ヶ
台
式
土
器
〃
〃

じ
よ
う
も
ん

縄
文
第
二
章
柳
島
遺
跡
三
九
八
頁

り
ゆ
う
き
せ
ん
も
ん

隆
起
線
文
〃
〃

ら
く
じ
よ
う
た
い
あ
つ
こ
ん
も
ん

絡
条
体
圧
痕
文
〃
〃

か
い
が
ら
じ
よ
う
こ
ん
も
ん

貝
殻
条
痕
文
〃
〃

し
も
よ
し
い

下
吉
井
式
土
器
第
二
章
須
山
大
坂
遺
跡
四
○
七
頁

き
じ
ま木

島
式
土
器
〃
〃

せ
き
や
ま関

山
式
土
器
〃
〃

は
ん
さ
い
ち
く
か
ん
も
ん

半
裁
竹
管
文
笹
、
細
竹
の
よ
う
な
管
状
の
も
の
を
半
分
に
割
っ
た
り
、
先
端

を
斜
め
に
削
っ
た
施
文
具
で
、
土
器
面
を
引
い
た
り
押
引
き
し
て
で
き
た
文
様
を
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い
う
。
外
側
の
丸
い
凸
面
を
使
え
ば
、
大
小
の
沈
線
文
が
で
き
る
。
外
側
の
先
で

押
し
引
け
ば
、
大
小
の
連
続
し
た
爪
形
文
が
で
き
る
。
隆
起
線
、
隆
起
帯
に
も
好

ん
で
施
さ
れ
る
。
文
様
区
画
の
充
填
文
に
も
使
わ
れ
る
。
爪
形
文
が
特
に
施
さ
れ

て
い
る
土
器
を
爪
形
文
土
器
と
も
い
う
。
内
側
の
凹
面
を
使
う
と
、
丸
く
な
っ
た

凸
線
文
と
べ
そ
の
両
側
に
沈
線
が
で
き
る
。
こ
れ
を
連
続
し
て
施
し
た
も
の
を
集

合
沈
線
文
と
い
う
人
も
あ
る
。
縄
文
時
代
早
期
後
半
か
ら
施
文
さ
れ
、
中
期
の
土

器
に
多
く
施
文
さ
れ
る
。

か
く
お
し
び
き
も
ん

角
押
引
文
半
裁
竹
管
ま
た
は
先
端
が
角
、
三
角
を
し
た
施
文
具
で
、
土
器
面

を
押
し
引
き
し
て
で
き
た
文
様
を
い
う
。
文
様
区
画
内
の
充
填
文
に
よ
く
み
ら
れ

る
。

そ
の
ほ
か
細
く
尖
っ
た
先
で
描
い
た
細
線
文
、
櫛
歯
状
の
施
文
具
で
描
い
た
平

行
・
波
状
文
、
ヘ
ラ
を
使
っ
た
彫
刻
的
な
刻
文
や
刻
み
目
文
な
ど
が
あ
る
。
単
独

で
施
文
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
各
種
の
施
文
具
を
使
っ
て
、
多
様
な
文

様
を
構
成
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
縄
文
時
代
後
期
に
な
る
と
、
縄
文
の

一
部
を
磨
り
消
す
磨
消
縄
文
と
い
う
手
法
が
あ
る
が
、
裾
野
市
内
で
は
資
料
が
極

め
て
少
な
い
。

ま
せ
い
せ
き
ふ

磨
製
石
斧
長
さ
一
五
ｍ
前
後
の
棒
状
の
河
原
石
を
研
磨
し
て
、
そ
の
一
端
に

両
刃
の
刃
を
つ
け
た
も
の
で
重
量
が
あ
る
。
刃
部
が
太
く
頭
が
細
い
。
柄
を
付
け
、

伐
採
、
割
裁
に
使
っ
た
と
す
る
。
縄
文
時
代
前
期
か
ら
出
土
量
が
多
く
な
る
。
石

材
に
硬
質
砂
岩
、
硬
質
頁
岩
、
礫
岩
、
変
成
岩
、
安
山
岩
を
使
っ
て
い
る
。

だ
せ
い
せ
き
ふ

打
製
石
斧
長
さ
一
○
’
一
五
ｍ
の
偏
平
な
河
原
石
を
打
ち
欠
い
て
、
短
冊
形
、

ば
ち溌
形
、
分
銅
形
に
整
形
し
、
一
端
を
刃
部
に
し
た
も
の
で
、
分
厚
い
も
の
か
ら
薄

い
も
の
ま
で
あ
る
。
縦
に
柄
を
付
け
、
土
掘
り
具
に
使
っ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
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い
る
。
石
材
は
安
山
岩
、
玄
武
岩
、
硬
質
砂
岩
、
硬
質
頁
岩
な
ど
を
使
い
、
縄
文

時
代
中
期
に
圧
倒
的
に
多
い
・

せ
き
ぞ
く

石
鍼
長
さ
一
面
前
後
の
も
の
が
多
く
、
鎌
に
使
っ
た
も
の
で
、
形
は
三
角
形

を
基
本
と
し
、
扶
り
の
あ
る
も
の
、
扶
り
の
深
い
も
の
、
茎
の
あ
る
も
の
な
ど
が

あ
る
。
石
材
は
黒
曜
石
が
最
も
多
く
、
そ
の
ほ
か
石
英
、
チ
ャ
ー
ト
、
水
晶
な
ど

を
使
っ
て
い
る
。
金
沢
上
川
遺
跡
で
は
、
破
片
ま
で
含
め
る
と
一
○
○
○
点
近
く

出
土
し
て
い
る
。

す
り
い
し

磨
石
五
’
一
五
ｍ
前
後
の
河
原
石
を
、
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
例
が
多
い
・

前
後
に
た
た
き
痕
、
面
に
磨
痕
が
あ
る
。
石
皿
の
あ
て
石
で
、
殻
の
あ
る
木
の
実

を
つ
ぶ
す
の
に
使
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
石
材
は
安
山
岩
が
多
い
。
各
遺
跡

か
ら
比
較
的
多
く
出
士
す
る
。

い
し
ざ
ら

石
皿
長
径
二
○
’
五
○
ｍ
前
後
の
偏
平
な
河
原
石
の
、
中
央
が
丸
く
く
ぼ
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
縄
文
時
代
早
期
・
前
期
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
く
ぼ
み
が
浅
く
、

中
期
の
も
の
は
深
く
、
な
か
に
は
底
が
抜
け
て
穴
の
あ
い
た
も
の
が
あ
っ
て
、
使

用
の
度
合
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
両
面
の
く
ぼ
ん
だ
も
の
も
あ
る
。
石
材
は
安
材

岩
が
多
い
。

せ
き
ひ

石
匙
長
さ
三
’
五
ｍ
前
後
の
つ
ま
み
の
つ
い
た
刃
物
。
サ
ジ
の
形
か
ら
石
さ

じ
と
も
い
う
が
、
底
辺
に
刃
が
あ
っ
て
刃
物
で
あ
る
と
す
る
。
石
材
に
は
硬
質
頁

岩
、
硬
質
砂
岩
、
黒
曜
石
、
チ
ャ
ー
ト
な
ど
を
用
い
て
い
る
。

せ
き
す
い

石
錘
五
’
六
叩
前
後
の
楕
円
の
偏
平
な
河
原
石
の
、
長
軸
の
両
端
の
中
央
を

お
も

ひ
と
欠
き
し
て
扶
り
を
入
れ
た
も
の
で
、
錘
り
石
に
使
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

石
材
は
硬
質
砂
岩
、
頁
岩
、
安
山
岩
な
ど
を
用
い
て
い
る
。

せ
き
す
い

石
錐
二
’
三
ｍ
前
後
の
不
整
形
な
石
器
で
、
一
端
に
軸
が
あ
り
、
先
端
は
尖

っ
て
い
る
。
Ｙ
字
形
、
Ｔ
字
形
を
し
た
も
の
も
あ
る
。
細
工
用
の
工
具
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
石
材
は
黒
曜
石
が
多
い
。
こ
れ
と
似
た
も
の
に
不
定
形
な
刃
の
つ

い
た
も
の
が
あ
っ
て
、
多
目
的
な
工
具
、
利
器
に
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ

る
・せ

き
ぼ
う

石
棒
長
さ
二
○
’
五
○
皿
径
五
’
一
五
ｍ
の
棒
状
の
石
器
で
、
一
方
の
先

端
に
扶
り
部
と
頭
部
の
つ
い
た
も
の
も
あ
る
。
石
材
は
安
山
岩
で
あ
る
。
信
仰
上

の
も
の
で
、
立
て
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
御
宿
新
田
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

け
つ
じ
ょ
う

た
い
し
ゆ
け
つ

映
状
石
器
・
大
珠
映
と
い
う
の
は
、
中
国
で
環
の
形
を
し
て
中
央
の
下
端

が
切
れ
て
い
る
玉
器
を
い
う
が
、
ゞ
）
の
形
に
似
て
い
る
の
で
決
状
石
器
と
い
う
。

長
さ
二
’
五
ｍ
前
後
で
、
石
材
は
ヒ
ス
イ
、
滑
石
、
蛇
紋
岩
な
ど
を
使
っ
て
い
る
。

金
沢
上
川
遺
跡
か
ら
一
六
個
も
出
土
し
注
目
さ
れ
て
い
る
。
珠
と
は
、
中
国
で
水

中
か
ら
産
す
る
玉
の
よ
う
に
丸
い
美
し
い
石
を
い
う
が
、
こ
れ
に
似
て
、
中
央
に

孔
を
あ
け
紐
を
通
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
石
材
は
ヒ
ス
イ
で
あ
る
。
桃
園
尾
畑

遺
跡
出
土
の
も
の
は
、
大
形
で
出
土
例
が
少
な
く
貴
重
品
で
あ
る
。
決
状
石
器
は

縄
文
時
代
前
期
遺
跡
に
多
く
出
土
し
、
大
珠
は
中
期
・
後
期
の
遺
跡
か
ら
ま
れ
に

出
土
す
る
。
決
状
石
器
は
身
に
つ
け
て
護
符
や
飾
り
に
、
大
珠
は
呪
術
に
使
わ
れ

た
と
も
い
、
フ
。

ど
こ
う

土
坑
縄
文
時
代
を
始
め
と
し
て
、
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
、
歴
史
時
代
の
遺

跡
を
発
掘
調
査
を
す
る
と
、
当
時
の
遺
構
面
（
生
活
し
た
地
面
）
か
ら
、
円
形
、

楕
円
形
、
方
形
等
の
大
小
の
穴
が
検
出
さ
れ
る
。
穴
の
断
面
は
、
浅
皿
形
、
深
皿

形
、
鉢
形
、
深
鉢
形
、
半
円
形
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
遺
構
を
一
般

に
土
坑
と
呼
ん
で
い
る
。
土
坑
の
中
に
礫
が
つ
ま
っ
て
い
れ
ば
、
集
石
土
坑
と
も

い
う
。
大
畑
遺
跡
中
屋
敷
地
区
の
土
坑
の
よ
う
に
、
中
に
時
代
小
柄
の
よ
う
な
も
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の
や
、
か
わ
ら
け
、
六
文
銭
、
人
骨
片
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
て
明
ら
か
に
墓
と

判
っ
た
と
き
は
、
土
拡
と
い
う
用
語
を
使
う
場
合
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
土
坑
は
、

む
し
焼
き
調
理
の
穴
、
落
し
穴
な
ど
と
し
て
使
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
例
も
あ
る
が
、

大
半
は
遺
物
も
な
く
、
掘
っ
た
理
由
や
性
格
は
不
明
な
点
が
多
い
・

じ
よ
う
こ
ん
も
ん
け
い

条
痕
文
系
土
器
第
三
章
丸
山
Ｉ
遺
跡
四
一
四
頁

く
し
め
も
ん

櫛
目
文
の
土
器
二
単
位
以
上
の
櫛
歯
状
の
施
文
具
で
、
壷
や
甕
、
深
鉢
形
の

土
器
面
に
、
平
行
沈
線
文
、
波
状
沈
線
文
、
流
水
文
な
ど
を
描
い
た
弥
生
時
代
の

土
器
を
い
う
。
同
じ
櫛
歯
状
施
文
具
で
押
し
引
き
し
た
簾
状
文
、
連
続
し
て
押
圧

施
文
し
た
矢
羽
根
の
よ
う
な
羽
状
文
、
細
縄
文
に
似
た
擬
縄
文
な
ど
が
あ
る
。
弥

生
土
器
の
典
型
的
な
文
様
で
、
畿
内
か
ら
全
国
的
に
広
ま
っ
て
い
く
が
、
裾
野
市

御
宿
宮
原
で
出
土
し
た
櫛
描
波
状
文
の
土
器
は
、
長
野
県
や
山
梨
県
地
方
か
ら
出

土
し
た
弥
生
時
代
後
期
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
。

す
え
き
須
恵
器
第
四
章
水
窪
高
田
遺
跡
四
四
○
頁

は
じ
き
土
師
器
第
四
章
下
条
遺
跡
四
六
九
頁

は
け
め
刷
毛
目
第
四
章
一
色
原
遺
跡
四
七
四
頁

こ
ふ
ん

古
墳
三
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
の
初
め
頃
ま
で
の
間
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
、

土
を
盛
り
上
げ
、
内
部
に
埋
葬
施
設
を
も
っ
た
墓
を
い
う
。
三
世
紀
末
か
ら
六
世

紀
代
の
、
長
径
が
四
○
’
五
○
ｍ
以
上
の
大
規
模
な
大
型
古
墳
と
、
六
世
紀
代
後

半
か
ら
八
世
紀
代
の
群
を
な
し
て
造
営
さ
れ
た
、
径
一
○
’
一
五
ｍ
前
後
の
小
型

の
後
期
群
集
墳
と
に
分
け
ら
れ
る
。
大
型
古
墳
は
、
一
つ
の
地
域
を
支
配
し
た
首

長
の
墓
（
首
長
墓
・
王
墓
）
で
あ
り
、
小
型
の
群
集
墳
は
、
六
世
紀
代
か
ら
生
産

力
を
高
め
て
き
た
大
家
族
の
家
族
墓
で
、
数
世
代
が
葬
ら
れ
て
い
る
。
裾
野
市
茶

畑
の
中
丸
古
墳
は
、
こ
の
付
近
に
十
数
基
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
七
世
紀
代
の
群
集

墳
の
一
つ
で
あ
る
。

わ
ら
ぴ
て
と
う
つ
か
が
し
ら

蕨
手
刀
柄
頭
が
「
わ
ら
び
」
の
芽
の
よ
う
に
渦
巻
き
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

蕨
手
刀
と
い
わ
れ
て
い
る
。
柄
は
そ
の
ま
ま
か
、
葛
・
藤
を
巻
き
つ
け
て
用
い
た
。

刀
身
は
短
か
く
身
幅
が
広
い
の
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
七
世
紀
代
か
ら
九
世
紀

に
か
け
て
、
中
部
地
方
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
分
布
し
、
小
規
模
な
円
墳
や
当
時

の
住
居
趾
か
ら
出
土
す
る
。
裾
野
市
内
か
ら
二
本
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
時
代
に
東
日
本
の
影
響
が
何
か
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
遺
物
で
あ

ブ
（
）
Ｏ

と
こ
な
め
こ
よ
う

常
滑
古
窯
産
の
焼
物
類
常
滑
焼
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に
梨
肌
を
し
た
光
沢
の
あ

し
ゆ
で
い
き
ゅ
う
す

る
赤
黒
褐
色
の
甕
や
壷
、
土
管
あ
る
い
は
朱
泥
の
急
須
な
ど
を
思
い
浮
ゞ
へ
る
特

色
の
あ
る
焼
物
で
、
愛
知
県
知
多
半
島
の
伊
勢
湾
に
面
し
た
常
滑
市
が
生
産
地
で

あ
る
。
し
か
し
こ
ゞ
）
で
い
う
常
滑
古
窯
産
の
焼
物
と
い
う
の
は
、
一
二
世
紀
か
ら

ニ
ハ
世
紀
に
か
け
て
営
ま
れ
た
、
知
多
半
島
の
全
域
に
分
布
す
る
古
窯
趾
群
で
生

産
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
知
多
半
島
北
部
に
分
布
す
る
古
窯
趾
で
は
、
六
○
％
以

上
が
山
茶
碗
、
小
皿
を
生
産
し
て
い
る
。
山
茶
碗
と
い
う
の
は
多
量
に
生
産
さ
れ
、

古
窯
吐
の
あ
る
山
に
不
良
品
が
捨
て
ら
れ
て
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
転
が
っ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
小
皿
、
小
鉢
、
碗
な
ど
を
指
し
て
い
う
と
す
る
。

半
島
中
部
に
分
布
す
る
古
窯
吐
で
は
、
大
形
の
壷
・
甕
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
粘
土
が
大
形
の
器
形
を
作
る
の
に
適
し
、
ま
た
比
較
的
低
い
温
度
で
よ
く
焼

き
締
ま
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
半
島
南
部
に
分
布
す
る
古
窯
吐
で
は
、
中
部

の
窯
業
が
南
へ
下
っ
て
い
っ
た
も
の
で
、
山
茶
碗
の
よ
う
な
小
物
が
多
く
生
産
さ

れ
た
と
す
る
。
常
滑
古
窯
産
の
製
品
に
は
、
碗
・
小
皿
・
小
鉢
・
片
口
鉢
・
土

鍋
・
羽
釜
な
ど
の
食
器
類
と
、
壷
・
甕
な
ど
の
貯
蔵
用
に
使
わ
れ
た
も
の
に
大
別
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か
い
ゆ
う

さ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
灰
釉
の
掛
け
ら
れ
た
瓶
類
・
長
頸
壺
・
水
性
・
経
文
を

収
納
し
て
埋
納
す
る
経
筒
容
器
の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
や
、
蔵
骨
器
に
使
わ
れ
た

三
筋
壺
な
ど
が
あ
る
。
小
物
類
の
形
態
変
化
は
あ
ま
り
な
い
が
、
壺
や
甕
は
時
代

に
よ
っ
て
形
の
移
り
変
わ
り
が
あ
り
、
時
期
区
分
の
目
安
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。

一
三
世
紀
前
半
ま
で
の
口
縁
部
は
小
さ
く
外
反
し
て
、
そ
の
外
縁
端
は
尖
っ
て
い

る
が
、
後
半
に
な
る
と
壷
・
甕
の
肩
部
が
角
を
も
っ
て
張
り
出
し
、
ま
た
口
縁
部

が
折
り
返
さ
れ
て
縁
帯
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
一
四
世
紀
以
後
は
、
口
縁
帯
が
分

厚
く
貼
り
付
い
た
よ
う
に
な
り
、
肩
の
角
張
り
も
な
く
な
っ
て
丸
み
を
帯
び
て
く

る
。
大
形
の
甕
の
製
作
は
粘
土
紐
を
巻
き
上
げ
て
つ
く
り
、
整
形
の
叩
き
目
が
あ

っ
て
、
こ
れ
も
時
期
判
断
の
目
安
と
も
な
る
。
大
畑
遺
跡
や
大
畑
経
塚
出
土
の
大

甕
破
片
は
、
こ
れ
ら
の
特
色
か
ら
一
二
世
紀
後
半
の
常
滑
古
窯
産
の
も
の
と
判
断

さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
、
小
破
片
で
年
代
的

半
断
は
つ
け
に
く
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。

あ
つ
み
こ
よ
う

渥
美
古
窯
産
の
焼
物
類
な
じ
み
の
薄
い
焼
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
愛
知
県
の
渥

美
半
島
全
域
に
分
布
す
る
古
窯
趾
群
で
、
一
二
世
紀
前
半
か
ら
一
四
世
紀
前
半
ま

で
の
、
比
較
的
短
か
い
期
間
に
生
産
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
主
な
製
品
は
壺
・

甕
・
鉢
・
山
茶
碗
・
皿
な
ど
の
ほ
か
、
仏
具
祭
祀
用
の
香
炉
、
長
頸
壺
や
埋
葬
用

の
蔵
骨
器
（
壷
）
、
経
塚
用
の
経
筒
外
容
器
な
ど
が
あ
っ
て
、
器
種
は
多
様
で
あ

る
。
常
滑
古
窯
産
の
も
の
は
、
胎
土
が
厚
手
で
白
色
石
粒
を
含
み
、
色
調
は
赤
褐

色
の
も
の
が
多
い
が
、
渥
美
古
窯
産
の
も
の
は
、
胎
土
に
砂
目
が
入
り
、
色
調
は

淡
褐
色
か
ら
青
灰
色
、
暗
青
灰
色
を
し
た
も
の
が
多
く
、
薄
手
作
り
で
あ
る
。

た
ま
ぶ
ち

壷
・
甕
の
口
縁
は
ラ
ッ
パ
状
に
開
き
、
口
縁
端
が
玉
縁
状
に
丸
く
張
り
出
す
。
壺

け
さ
だ
す
き
も
ん

の
肩
部
に
独
特
の
袈
裟
檸
文
、
蓮
弁
文
が
あ
る
。
大
畑
経
塚
出
士
の
経
筒
外
容
器

は
、
渥
美
古
窯
産
の
も
の
で
あ
る
。

み
の
こ
よ
う

美
濃
古
窯
産
の
陶
器
類
美
濃
の
焼
物
と
い
え
ば
、
織
部
と
か
志
野
が
有
名
で

あ
る
。
美
濃
焼
の
歴
史
は
、
古
く
七
世
紀
の
須
恵
器
の
生
産
か
ら
始
ま
る
と
い
う
。

し
る
し

一
○
世
紀
に
は
灰
を
釉
薬
に
し
た
白
甕
や
緑
釉
の
青
査
な
ど
が
作
ら
れ
、
や
が
て

三
一
世
紀
に
山
茶
碗
、
一
三
世
紀
に
は
古
瀬
戸
系
の
施
釉
陶
器
が
生
産
さ
れ
、
一

五
世
紀
に
は
、
こ
の
最
盛
期
を
む
か
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
一
般
に
は
こ

の
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
代
に
、
岐
阜
県
の
東
濃
地
方
で
生
産
さ
れ
た
施
釉
陶

器
類
を
、
美
濃
古
窯
産
の
も
の
と
い
う
が
、
一
六
世
紀
の
初
め
、
丘
陵
や
台
地
の

谷
頭
の
急
斜
面
直
上
に
吹
き
上
っ
て
く
る
風
を
利
用
し
て
築
か
れ
た
古
窯
祉
で
生

産
さ
れ
た
陶
器
を
、
別
に
美
濃
大
窯
産
の
も
の
と
い
う
。
古
瀬
戸
系
の
施
釉
陶
器

と
い
う
の
は
、
隣
接
す
る
愛
知
県
瀬
戸
古
窯
の
製
陶
技
法
が
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、

古
瀬
戸
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
製
品
に
は
、
天
目
茶
碗
・
平
茶
碗
・
縁
釉
皿
・
お

ろ
し
皿
・
播
鉢
・
大
平
鉢
・
壺
・
瓶
子
・
花
瓶
・
香
炉
な
ど
器
種
は
多
様
で
あ
る
。

美
濃
大
窯
産
の
製
品
も
同
じ
器
種
の
も
の
が
生
産
さ
れ
る
が
、
一
六
世
紀
後
半
に

な
る
と
、
瀬
戸
黒
茶
碗
・
折
縁
皿
・
燈
明
皿
・
向
付
鉢
や
志
野
茶
碗
・
絵
皿
な
ど

文
様
の
入
っ
た
特
色
あ
る
焼
物
が
作
ら
れ
、
器
種
も
一
層
多
様
化
す
る
。
裾
野
市

内
の
中
世
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
遺
物
の
な
か
で
、
最
も
多
い
の
が
美
濃
古
窯
、

美
濃
大
窯
産
の
陶
器
類
で
、
な
か
で
も
播
鉢
と
天
目
茶
碗
が
よ
く
目
に
つ
く
。
播

鉢
は
ね
ず
み
色
に
発
色
し
た
釉
薬
が
か
か
り
、
胎
土
は
明
黄
褐
色
を
し
て
い
る
。

内
面
底
部
か
ら
上
に
向
っ
て
放
射
状
に
八
’
一
六
単
位
の
櫛
目
（
播
り
目
）
が
入

っ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
初
め
ま
で
の
も
の

は
、
口
縁
が
平
縁
で
、
以
後
の
も
の
は
口
縁
が
立
ち
上
り
縁
帯
を
も
つ
よ
う
に
な

る
。
千
福
馬
場
添
遺
跡
か
ら
は
、
こ
の
ほ
か
に
縁
釉
皿
、
お
ろ
し
皿
、
鉄
釉
小
皿
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用語解説

な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

ど
る
い土

塁
等
五
章
深
良
上
丹
屋
敷
五
一
○
頁

く
る
わ

等
五
章
千
福
城
跡
五
七
一
頁

Ｉ古子く
る
わ

曲
輪
〃
〃

か
ら
ほ
り

空
堀
ふ
だ
ん
水
を
湛
え
て
い
な
い
防
御
の
た
め
の
堀
を
い
う
。
水
を
湛
え
て

い
れ
ば
濠
と
い
う
用
語
を
使
う
。
断
面
の
両
壁
が
直
か
ま
た
は
逆
台
形
で
、
底
の

や
げ
ん
ぼ
り

平
ら
な
堀
を
箱
堀
、
逆
三
角
形
の
も
の
を
薬
研
堀
な
ど
と
い
う
。

た
て
ぽ
り

竪
堀
山
城
跡
で
、
城
郭
を
構
成
す
る
山
の
斜
面
に
、
上
か
ら
下
へ
直
線
状
に

掘
ら
れ
た
空
堀
を
い
う
。

堀
切
山
城
跡
で
、
城
郭
を
構
成
す
る
山
稜
の
一
部
ま
た
は
鞍
部
を
、
直
角
に

掘
り
切
っ
た
空
堀
を
い
い
、
空
堀
切
と
も
い
う
。

ひ
ら
ぱ
平
場
山
城
跡
で
、
城
郭
を
構
成
す
る
山
稜
、
斜
面
の
一
部
を
防
御
の
た
め
削

平
場
山
城
跡
で
、
城
郭
を
構
成
す
る
山
稜
、
斜
面
の
尋

と
な
る
と
一
）
ろ
に
二
カ
所
出
入
口
の
あ
る
も
の
を
、
枡
形
囲
と
い
う
。

ご
り
ん
と
う

五
輪
塔
石
造
の
卒
塔
婆
の
一
種
で
、
供
養
塔
、
墓
塔
、
舎
利
塔
と
し
て
建
て

ら
れ
た
。
五
輪
塔
の
起
り
は
仏
教
の
密
教
の
教
え
の
な
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が

士
・
水
・
火
・
風
・
空
の
五
大
を
元
素
と
し
て
構
成
さ
れ
、
円
輪
を
な
す
こ
と
に

模
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
塔
形
は
下
部
か
ら
基
礎
の
地
輪
、
塔

う
け
ぱ
な

身
の
水
輪
、
笠
形
の
火
輪
、
請
花
の
風
輪
、
頂
部
宝
珠
の
空
輪
と
組
立
て
ら
れ
て

い
る
。
正
面
か
ら
見
た
形
状
は
、
四
角
、
円
形
、
三
角
形
（
頂
部
の
狭
い
台
形
）
、

か
え
り
ぱ
な
ざ

半
円
形
、
宝
珠
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
礎
石
に
基
壇
、
反
花
座
を
設
け
る
塔
も

あ
る
。
石
塔
は
空
・
風
輪
を
一
石
で
刻
み
、
火
・
水
・
地
輪
の
四
石
で
建
て
て
あ

）

○

く
る
わ

平
し
て
、
平
坦
部
分
に
し
た
と
こ
ろ
を
い
う
。
郭
と
も
い
う
。

こ
ぐ
ち

虎
口
城
の
出
入
口
を
い
う
。
↑
）
の
虎
口
に
方
形
の
防
御
施
設
を
設
け
て
、
対

ま
す
が
た
か
こ
い

る
も
の
が
多
い
。
五
輪
塔
は
二
世
紀
頃
か
ら
建
て
ら
れ
始
め
て
、
一
三
世
紀
に

は
形
態
が
整
い
、
巨
大
な
五
輪
塔
も
つ
く
ら
れ
る
。
つ
い
で
一
四
世
紀
の
南
北
朝

時
代
頃
に
な
る
と
数
多
く
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
形
は
中
型
の
も
の
と
な
っ

て
い
く
が
、
一
五
世
紀
に
は
小
型
化
し
て
、
高
さ
も
平
均
化
す
る
。

ほ
う
き
よ
う
い
ん
と
う

宝
筐
印
塔
石
塔
の
卒
塔
婆
の
一
種
で
、
宝
筐
印
陀
羅
尼
を
納
め
る
塔
が
後

宝叫
＝一

ト
レ
」イ圭

月

二
二
口

荏輪
〆／

脚
ノ
ノ
副
川

隅飾突起
笠
、

肺 ÷一風輪

4重
V

←

火輪

Ｆ
一 ﾉk輪

雅
礎

一地輪

li_輪塔i寺筐印蠕
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○
高
木
照
正
「
石
器
・
石
材
の
研
究
①
ｌ
沼
津
市
及
び
周
辺
出
士
石
器
ｌ
」
沼
津

市
博
物
館
紀
要
妬
沼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
・
明
治
史
料
館
平
成
三
年

○
山
本
恵
一
「
静
岡
県
東
部
の
古
墳
時
代
後
期
の
土
師
器
に
つ
い
て
」
沼
津
市
立

○
増
島
淳
「
県
東
部
地
区
の
縄
文
土
器
作
製
地
に
つ
い
て
」
沼
津
市
博
物
館
紀

○
江
坂
輝
彌
・
芹
沢
長
介
監
修
「
考
古
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
考
古
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ

引
用
・
参
考
文
献
（
順
不
同
）

○
小
林
達
雄
「
縄
文
土
器
Ｉ
」
日
本
の
原
始
美
術
１
講
談
社
昭
和
五
四
年

○
佐
原
眞
「
縄
文
土
器
Ⅱ
」
日
本
の
原
始
美
術
２
講
談
社
昭
和
五
四
年

○
工
楽
善
通
「
弥
生
土
器
」
日
本
の
原
始
美
術
３
講
談
社
昭
和
五
四
年

○
原
口
正
三
「
須
恵
器
」
日
本
の
原
始
美
術
４
講
談
社
昭
和
五
四
年

○
江
坂
輝
彌
・
芹
沢
長
介
・
坂
詰
秀
一
編
「
日
本
考
古
学
小
辞
典
」
ニ
ュ
ー
サ

に
供
養
塔
、
墓
碑
塔
と
し
て
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
五
輪
塔
と
共

に
石
塔
数
の
多
い
も
の
と
す
る
。
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
栄
え
た
地
域
に
多

く
建
て
ら
れ
、
地
方
的
な
様
式
変
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
形
態
は
下
部
か
ら
反

花
座
・
塔
身
・
笠
・
相
輪
の
部
分
か
ら
な
り
、
基
礎
と
塔
身
に
方
形
の
枠
が
刻
ま

れ
、
笠
は
方
段
状
と
な
り
、
そ
の
四
隅
に
隅
飾
突
起
が
つ
け
ら
れ
る
。
相
輪
に
は

う
け
ぱ
な

請
花
と
頂
部
に
宝
珠
が
つ
く
。
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
は
大
型
の
も
の
が
多

い
が
、
一
五
世
紀
代
に
入
る
と
小
型
化
し
、
部
分
的
に
簡
略
化
さ
れ
る
傾
向
が
み

ら
れ
る
と
い
、
フ
。

要
皿
沼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
・
明
治
史
料
館
平
成
二
年

イ
ェ
ン
ス
社
昭
和
六
○
年

－
羽
一
貢
－
サ
イ
エ
ン
ス
社
昭
和
六
○
年

博
物
館
紀
要
昭
沼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
・
明
治
史
料
館
平
成
元
年

○
紅
村
弘
「
西
日
本
・
中
部
日
本
に
鯵
け
る
弥
生
時
代
成
立
論
」
紅
村
弘

一
九
八
七

○
「
日
本
城
郭
大
系
別
巻
Ⅱ
」
新
人
物
往
来
社
昭
和
五
六
年

○
赤
羽
一
郎
「
常
滑
ｌ
陶
芸
の
歴
史
と
技
法
ｌ
」
技
報
堂
出
版
一
九
八
三

○
「
考
古
資
料
編
・
館
蔵
品
資
料
集
・
国
指
定
文
化
財
考
古
資
料
集
」
展
示
品
図

録
第
２
集
常
滑
市
民
俗
資
料
館

○
出
川
直
樹
監
修
「
や
き
も
の
鑑
定
入
門
」
芸
術
新
潮
編
集
部
編
新
潮
社
一

九
八
三

○
野
村
泰
三
「
陶
磁
用
語
辞
典
」
カ
ラ
ー
ブ
ッ
ク
ス
４
３
２
保
育
社
昭
和
五

六
年

○
田
口
昭
二
「
美
濃
焼
」
考
古
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
Ⅳ
’
一
ユ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社

昭
和
五
八
年

○
埴
原
和
郎
編
「
縄
文
人
の
知
恵
」
小
学
館
創
造
選
書
小
学
館
一
九
八
五
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第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で

○
「
駿
河
記
」
麦
塚
・
茶
畑
村
「
座
頭
塚
」
「
十
三
塚
」

○
芝
田
清
吾
「
駿
東
郡
の
遺
跡
」
人
類
学
雑
誌
日
本
人
類
学
会
大
正
四
年

○
足
立
鍬
太
郎
「
最
近
調
査
し
た
る
駿
東
富
士
の
古
墳
に
つ
き
て
」
静
岡
県
史

蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
静
岡
県
昭
和
二
年

○
柴
田
常
恵
「
富
士
の
遺
跡
」
泉
村
茶
畑
遺
跡
・
深
良
村
深
良
遺
跡
官
幣
大

社
浅
間
神
社
社
務
所
古
今
書
院
昭
和
四
年

○
「
静
岡
県
史
第
一
巻
」
静
岡
県
庁
昭
和
五
年

○
静
岡
県
立
沼
津
中
学
校
歴
史
科
「
沼
津
市
駿
東
郡
石
器
時
代
及
金
石
併
用
時
代

遺
跡
遺
物
一
覧
表
」
静
岡
県
郷
土
研
究
第
一
輯
静
岡
県
郷
士
研
究
会
昭
和

八
年

○
江
藤
千
萬
樹
「
沼
津
駿
東
郡
地
方
に
齢
け
る
弥
生
式
文
化
様
相
」
静
岡
県
郷

土
研
究
第
九
輯
静
岡
県
郷
土
研
究
協
会
昭
和
一
二
年

○
小
野
真
一
「
駿
豆
地
方
の
土
偶
と
顔
面
把
手
」
上
代
文
化
二
九
上
代
文
化

研
究
会
昭
和
三
四
年

○
小
野
真
一
「
組
合
式
箱
形
石
棺
の
考
擦
ｌ
駿
河
湾
地
方
を
中
心
と
し
て
ｌ
」

考
古
学
雑
誌
四
六
昭
和
三
五
年

○
小
野
真
一
「
裾
野
町
寺
山
遺
跡
出
土
土
器
の
一
考
察
」
駿
豆
考
古
第
５
号

駿
豆
考
古
学
会
昭
和
三
六
年

裾
野
市
関
係
考
古
文
献

○
笹
津
備
洋
「
静
岡
県
東
部
に
お
け
る
縄
文
晩
期
と
弥
生
初
頭
の
遺
跡
」
駿
豆

考
古
学
会
研
究
発
表
要
旨
駿
豆
考
古
学
会
昭
和
三
七
年

○
静
岡
県
立
沼
津
商
業
高
等
学
校
郷
土
研
究
部
「
沼
津
市
を
中
心
と
す
る
旧
石
器

文
化
の
遺
物
の
考
査
」
昭
和
三
八
年

○
小
野
真
一
「
静
岡
県
駿
東
郡
寺
山
遺
跡
」
日
本
考
古
学
年
報
皿
日
本
考
古

学
協
会
昭
和
三
九
年

○
静
岡
県
立
裾
野
高
等
学
校
郷
士
研
究
部
「
裾
野
市
富
沢
字
内
野
山
遺
跡
に
つ
い

て
」
郷
士
研
究
Ⅳ
号

○
郷
士
誌
「
裾
野
」
郷
士
誌
「
裾
野
」
編
集
委
員
会
昭
和
四
○
年

○
芹
沢
充
寛
「
御
宿
新
田
遺
跡
」
裾
野
郷
土
研
究
創
刊
号
裾
野
郷
土
研
究
会

昭
和
四
一
年

○
笹
津
海
祥
（
備
洋
）
・
小
野
真
一
・
佐
藤
民
雄
「
駿
東
郡
裾
野
町
上
川
遺
跡
発
掘

調
査
概
報
」
日
本
道
路
公
団
・
静
岡
県
教
育
委
員
会
昭
和
四
三
年

○
芹
沢
充
寛
「
深
良
新
田
中
之
島
遺
跡
」
裾
野
郷
士
研
究
第
３
号
裾
野
郷
士

研
究
会
昭
和
四
三
年

○
笹
津
海
祥
「
静
岡
県
裾
野
町
屯
屋
敷
遺
跡
」
日
本
考
古
学
年
報
日
本
考
古

学
協
会
昭
和
四
五
年

○
佐
藤
隆
・
芹
沢
充
寛
「
駿
東
郡
裾
野
町
桃
園
尾
畑
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」

裾
野
郷
土
研
究
第
４
号
裾
野
郷
土
研
究
会
昭
和
四
五
年

○
芹
沢
充
寛
「
今
里
出
土
の
古
銭
」
裾
野
郷
土
研
究
第
４
号
裾
野
郷
土
研
究

会
昭
和
四
五
年

○
笹
津
海
祥
・
芹
沢
充
寛
「
裾
野
市
屯
屋
敷
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
裾
野
市

教
育
委
員
会
昭
和
四
八
年
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○
笹
津
海
祥
・
芹
沢
充
寛
「
裾
野
市
公
文
名
日
向
・
丸
山
Ｉ
・
丸
山
Ⅱ
遺
跡
発
掘

調
査
報
告
書
」
裾
野
市
教
育
委
員
会
昭
和
五
○
年

○
小
野
真
一
「
ゆ
ず
り
葉
」
加
藤
学
園
考
古
学
研
究
所
昭
和
五
○
年

○
芹
沢
充
寛
・
井
上
輝
夫
「
裾
野
市
千
福
市
場
平
遺
跡
予
備
調
査
報
告
」
裾
野

市
教
育
委
員
会
昭
和
五
○
年

○
小
野
真
一
「
裾
野
市
上
川
出
土
縄
文
前
期
の
土
器
」
駿
豆
考
古
第
肥
号
駿

豆
考
古
学
会
昭
和
五
一
年

○
笹
津
海
祥
・
芹
沢
充
寛
「
裾
野
市
茶
畑
道
場
山
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
」
裾
野

市
教
育
委
員
会
昭
和
五
一
年

○
渡
辺
徳
逸
「
滝
沢
古
墳
」
須
山
地
方
の
古
代
昭
和
五
一
年

○
芹
沢
充
寛
「
裾
野
市
富
沢
内
野
山
遺
跡
緊
急
発
掘
調
査
に
つ
い
て
」
駿
豆
考

古
第
四
号
駿
豆
考
古
学
会
昭
和
五
二
年

○
渡
辺
徳
逸
「
蕨
手
刀
の
出
土
状
況
」
裾
野
郷
土
研
究
第
８
号
裾
野
郷
士
研

究
会
昭
和
五
二
年

○
笹
津
海
祥
ほ
か
「
裾
野
市
深
良
城
ヶ
尾
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
裾
野
市
教

育
委
員
会
昭
和
五
二
年

○
芹
沢
充
寛
「
御
宿
新
田
遺
跡
」
裾
野
郷
土
研
究
９
号
裾
野
郷
土
研
究
会

昭
和
五
三
年

○
芹
沢
充
寛
「
裾
野
地
方
の
古
代
遺
跡
と
古
代
文
化
」
裾
野
市
「
郷
土
史
研
究
教

室
」
資
料
昭
和
五
三
年

○
芹
沢
充
寛
「
裾
野
地
方
の
弥
生
時
代
」
裾
野
市
「
郷
士
史
研
究
教
室
」
資
料

昭
和
五
三
年

○
「
裾
野
の
文
化
財
」
裾
野
市
教
育
委
員
会
昭
和
五
四
・
六
一
年

第
五
章
か
ら
第
六
章
ま
で

○
駿
国
雑
誌
○
駿
河
志
料
○
駿
河
記
○
新
修
駿
河
国
新
風
土
記

○
井
上
輝
夫
・
宮
井
英
一
ほ
か
「
裾
野
市
千
福
市
場
平
第
一
・
第
二
・
小
杉
平
第

一
・
第
二
・
細
野
沢
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
裾
野
市
教
育
委
員
会
昭
和
五

七
年

○
小
野
真
一
編
「
駿
河
・
伊
豆
地
方
の
考
古
資
料
（
特
別
展
図
録
）
」
加
藤
学
園

考
古
学
研
究
所
昭
和
五
七
年

○
小
野
真
一
編
「
駿
豆
地
方
の
縄
文
土
器
集
成
（
実
測
図
）
」
加
藤
学
園
考
古
学

研
究
所
昭
和
五
八
年

○
芹
沢
充
寛
・
井
上
輝
夫
「
裾
野
市
大
畑
中
畑
・
裾
野
市
富
沢
内
野
山
遺
跡
発
掘

調
査
報
告
書
」
裾
野
市
教
育
委
員
会
昭
和
六
一
年

○
中
野
国
雄
・
袴
田
稔
「
上
川
遺
跡
」
日
本
道
路
公
団
・
静
岡
県
教
育
委
員

会
・
裾
野
市
教
育
委
員
会
昭
和
六
二
年

○
渡
瀬
治
・
中
野
国
雄
「
桃
園
入
ノ
洞
遺
跡
」
建
設
省
中
部
建
設
局
・
静
岡

県
教
育
委
員
会
・
裾
野
市
教
育
委
員
会
平
成
元
年
（
合
本
）

○
袴
田
稔
・
渡
瀬
治
・
中
野
国
雄
「
大
畑
遺
跡
」
建
設
省
中
部
建
設
局
・
静

岡
県
教
育
委
員
会
・
裾
野
市
教
育
委
員
会
平
成
元
年
（
合
本
）

○
井
上
輝
夫
・
袴
田
稔
・
中
野
国
雄
「
富
沢
原
遺
跡
」
建
設
省
中
部
建
設

局
・
静
岡
県
教
育
委
員
会
・
裾
野
市
教
育
委
員
会
平
成
元
年
（
合
本
）

○
渡
瀬
治
「
裾
野
市
内
の
遺
跡
概
要
」
裾
野
市
史
研
究
第
二
号
裾
野
市
史

編
さ
ん
委
員
会
平
成
二
年

○
「
静
岡
県
史
資
料
編
１
．
２
」
考
古
一
・
二
静
岡
県
平
成
二
年
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○
沼
館
愛
三
「
駿
東
地

静
岡
県
郷
土
研
究
会

○
市
川
隆
雄
・
佐
藤

創
刊
号
昭
和
四
一
年

○
「
静
岡
県
駿
東
郡
誌
」
静
岡
県
駿
東
郡
役
所
大
正
五
年

○
沼
館
愛
三
「
駿
東
地
方
に
雄
け
る
城
郭
の
研
究
」
静
岡
眉

静
岡
県

静
郷
土
研
究
連
盟
編
昭
和
四

○
伊
禮
正
雄
「
御
殿
場
地
方
の

史
編
纂
委
員
会
昭
和
五
○
年

「
御
殿
場
地
方
の

昭
和
四

○
中
野
国
雄
一
駿
東
地

古
学
会
昭
和
五
五
年

○
静
岡
県
立
沼
津
東
高
等
学
校
郷
土
研
究
部
「
沼
津
周
辺
の
城
砦
の
研
究
」
東

○
関
口
宏
行
「
葛
山
氏
を
語
る
」
昔

○
中
野
国
雄
「
裾
野
市
内
に
舩
け
る

第
一
号
裾
野
市
史
編
さ
ん
委
員
会

○
「
静
岡
県
の
中
世
城
館
跡
」
静
岡
県
教
育
委
員
会
昭
和
五
六
年

○
関
口
宏
行
「
葛
山
氏
を
語
る
」
葛
山
城
趾
保
存
会
昭
和
五
七
年

○
中
野
国
雄
「
裾
野
市
内
に
舩
け
る
中
世
城
館
跡
に
つ
い
て
」
裾
醒

昭
和
五
七
年

い
て
」
裾
野

○
「
日
本
城
郭
大
系
９
静
岡
県
・
愛
知
県
」
新
人
物
往
来
社
昭
和
五
四
年

○
中
野
国
雄
「
駿
東
地
方
の
城
館
跡
に
つ
い
て
」
駿
豆
考
古
第
魂
号
駿
豆
考

中
世
城
吐
」

昭
和
一
二
年

隆
「
研
究二

年

大
畑
城
吐
と
大
畑
部
落
」
裾
野
郷
土
研
究

平
成
元
年 御

殿
場
市
史
研
究
１
御
殿
場
市

（
植
松
章
八
・
瀬
川
裕
市
郎
）

郷
土
研
究
第
九
輯

市
史
研
究
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裾野市史編さん関係者

委
員
長

副
委
員
長

委
員

同同同同 同 同同同同同同旧
委
員
長

代

市
史
編
さ
ん
委
員
会

市
史
編
さ
ん
専
門
委
員

表
有
光
友
學
横
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
教
授

裾
野
市
史
編
さ
ん
関
係
者

高
村
公
助
役

勝
又
壽
学
識
経
験
者

伊
藤
政
秋
同

鈴
木
強
同

芹
沢
充
寛
同

羽
田
勲
同

渡
辺
藤
男
教
育
委
員
長

有
光
友
學
専
門
委
員
代
表

芹
澤
仁
教
育
長

渡
辺
恵
企
画
調
整
部
長

西
川
久
雄
総
務
部
長

渡
辺
武
彦
財
政
課
長

真
田
利
彦
企
画
調
整
課
長

羽
田
久
学
校
教
育
課
長

（
故
）
久
保
文
和
（
平
成
三
年
二
月
逝
去
）

市
史
編
さ
ん
調
査
委
員

高
橋
敏

中
野
國
雄

福
田
ア
ジ
オ

安
田
常
難

四
方
一
彌

井
口
俊
靖

石
田
義
明

岩
崎
信
夫

岩
田
重
則

菊
池
邦
彦

斎
藤
弘
美

坂
本
紀
子

柴
雅
房

新
谷
尚
紀

杉
村
斉

関
根
省
治

仁
藤
敦
史

東
島
誠

前
田
耕
司

松
崎
真
吾

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

日
本
考
古
学
協
会
会
員

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

電
気
通
信
大
学
教
授

国
士
舘
大
学
教
授

加
藤
学
園
暁
秀
中
学
校
教
諭

静
岡
県
立
韮
山
高
等
学
校
教
諭

都
立
目
黒
高
等
学
校
教
諭

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程

都
立
航
空
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授

日
本
民
俗
学
会
会
員

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
修
生

静
岡
県
立
長
泉
高
等
学
校
教
諭

山
村
女
子
短
期
大
学
国
際
文
化
科
助
教
授

三
島
市
教
育
委
員
会
三
島
市
郷
土
館
学
芸
員

静
岡
県
立
沼
津
東
高
等
学
校
教
諭

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
助
手

東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
国
史
学
専
攻
修

士
課
程

国
士
舘
大
学
文
学
部
講
師

神
奈
川
県
立
平
塚
江
南
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
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同同同 同 東
地
区

同 園 同同同 同同同 同 西
地
区

松
田
香
代
子

湯
川
郁
子

渡
瀬
治

旧
調
査
委
員
脇
野
博

地
区
協
力
員

植
松
甲
子
男
石
脇
村

杉
山
光
正
佐
野
村

加
藤
信
雄
大
畑
村

水
口
清
文
二
シ
屋

歌
崎
久
作
定
輪
寺

田
口
勝
夫
富
沢
村

水
口
忠
栄
伊
豆
烏

関
野
政
雄
水
窪
村

中
西
保
男
二
本
松

杉
山
寛
美
茶
畑
村

杉
山
繁
雄
久
根
村

藤
原
善
次
稲
荷
村

渡
辺
香
公
文
名

清
水
四
郎
茶
畑
村

飯
塚
政
高
麦
塚
村

日
本
民
俗
学
会
会
員

一
橋
大
学
社
会
学
部
助
手

裾
野
市
立
西
小
学
校
教
諭

秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師（

平
成
三
年
六
月
退
任
）

（
旧
村
名
）

石
脇
村

佐
野
村

大
畑
村

二
シ
屋
新
田

定
輪
寺
村

富
沢
村

伊
豆
島
田
村

水
窪
村

二
本
松
新
田

茶
畑
村

久
根
村

稲
荷
村

公
文
名
村

同須同同同同同
山
地

区

同 同同同富同同同同同同同同深同
岡 良
地 地
区 区

星
野
直
司
平
松
新
田

井
上
丹
令
岩
波
村

大
庭
三
郎
深
良
村

倉
沢
秀
雄
同

小
林
秀
年
同

高
橋
利
治
同

一
之
瀬
和
雄
同

長
田
稔
同

藤
森
茂
良
同

増
田
一
男
同

杉
本
隆
彦
今
里
村

西
島
秀
雄
千
福
村

士
屋
誠
吾
御
宿
村

勝
又
茂
美
同

勝
又
秋
男
同

勝
又
常
一
葛
山
村

芹
沢
正
巳
同

柏
木
仁
上
ヶ
田
村

小
野
春
隆
金
沢
村

真
田
林
蔵
下
和
田
村

士
屋
貞
彦
須
山
村

杉
山
末
雄
同
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裾野市史編さん関係者

教
育
長

教
育
次
長

市
史
編
さ
ん
室
長

主
査

主
事

事
務
員

事
務
員

事
務
員

事
務
員

事
務
局

芹
澤
仁

川
口
陽
市

長
谷
川
博

中
野
鈴
子

今
関
浩
子

漬
田
明

野
村
美
穂
子

栗
原
以
有
子

永
野
武
信

○
監
修
・
執
筆

中
野
國
雄

○
執
筆渡

瀬
治
・
石
田
義
明

執
筆
協
力
者

瀬
川
裕
市
郎
沼
津
歴
史
民
俗
資
料
館
主
任
学
芸
員

．
井
上
輝
夫
裾
野
市
立
富
士
山
資
料
館
学
芸
員

袴
田
稔
裾
野
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
主
事

笹
原
芳
郎
（
財
）
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所
研
究
員

小
野
千
賀
子
（
財
）
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所
研
究
員

佐
野
五
十
三
（
財
）
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所
研
究
員

○
編
集
協
力
者

芹
沢
充
寛

○
校
正
協
力
者

山
下
智
子
・
土
屋
香
奈
子

○
口
絵
写
真
撮
影

堤
勝
雄

○
資
料
撮
影

永
島
愛
治

○
資
料
提
供
者

小
野
真
一
（
常
葉
短
期
大
学
教
授
）

本
巻
関
係
者
氏
名
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荒
井
哲
哉
・
大
庭
三
郎
・
荻
田
幸
一
郎
・
勝
又
明
・
勝
又
常
一

勝
又
一
・
勝
又
実
・
片
山
ま
さ
子
・
清
水
一
雄
・
浄
土
院

杉
本
高
明
・
芹
沢
正
巳
・
芹
沢
充
寛
・
仙
年
寺
・
土
屋
栄

富
田
昌
雄
・
中
村
孝
一
・
西
川
久
男
・
持
田
信
幸
・
渡
辺
俊
一

渡
辺
徳
逸
・
大
畑
区
・
興
禅
寺
・
光
明
寺
・
定
輪
寺

裾
野
市
立
富
士
山
資
料
館

静
岡
県
立
裾
野
高
等
学
校

沼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館

加
藤
学
園
考
古
学
研
究
所

愛
知
県
立
陶
磁
資
料
館

裾
野
郷
士
研
究
会
（
代
表
佐
藤
隆
）

裾
野
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

富
士
市
立
博
物
館

渡
井
一
信
（
〃

平
川
昭
夫
（
長
泉
町
教
育
委
員
会
）

足
立
義
昭
（
全
日
本
刀
匠
会
常
務
理
事
）

植
松
章
八
（
静
岡
県
史
編
さ
ん
室
）

志
村
博
（
富
士
市
教
育
委
員
会
）

平
林
将
信
（
〃
）

渡
井
義
彦
（
〃
）

馬
飼
野
行
雄
（
富
士
宮
市
教
育
委
員
会
）

井
上
喜
久
男
（
愛
知
県
立
陶
磁
資
料
館
）

朝
岡
康
二
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

仙
年
寺
・
蓮
光
寺

○
資
料
整
理
協
力
者

阿
部
功
・
青
木
勝
士
・
田
村
直
美
・
加
藤
直
美
・
山
入
ア
ャ
子

境
野
仁
子
・
山
本
ケ
イ
子
・
鈴
木
康
代
・
勝
又
治
枝
・
山
之
内
マ
ス

子
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あとがき

昨
年
度
第
一
回
配
本
の
「
資
料
編
深
良
用
水
」
に
つ
づ
き
、
裾
野
市
史
第
一

巻
「
資
料
編
考
古
」
を
発
刊
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

裾
野
市
史
の
編
さ
ん
刊
行
は
全
一
○
巻
を
計
画
し
て
お
り
、
資
料
編
七
巻
（
う

ち
一
巻
は
民
俗
編
）
、
通
史
編
二
巻
、
図
説
編
一
巻
で
平
成
二
年
度
完
成
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
本
格
的
に
事
業
を
開
始
し
た
昭
和
六
三
年
度
か
ら
「
市
史
」
へ
の

導
入
害
と
し
て
の
「
裾
野
市
史
研
究
』
、
『
叢
書
』
及
び
『
民
俗
調
査
報
告
書
」
等

を
刊
行
す
る
な
ど
調
査
・
研
究
の
過
程
で
そ
の
成
果
や
内
容
も
随
時
紹
介
を
し
て

お
り
事
業
も
順
調
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。

本
巻
は
「
資
料
編
考
古
」
と
し
て
、
中
野
國
雄
専
門
委
員
を
中
心
に
原
始
・

古
代
・
中
世
期
ま
で
の
考
古
資
料
を
収
録
し
、
内
容
も
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
裾
野
市
で
は
、
昭
和
四
二
年
頃
か
ら
、
市
内
各
所
で
発
掘
調

査
が
は
じ
ま
り
貴
重
な
遺
跡
・
遺
物
が
出
土
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
本
巻
へ
収
録
し

て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
郷
土
の
歴
史
愛
好
家
や
、
山
仕
事
、
農

作
業
中
に
地
元
の
方
々
が
畑
地
等
か
ら
発
見
さ
れ
た
遺
物
等
そ
の
一
部
も
併
せ
て

ご
紹
介
を
す
る
な
ど
親
し
み
や
す
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

市
史
編
さ
ん
過
程
で
は
資
料
の
収
集
・
整
理
が
重
要
な
仕
事
の
ひ
と
つ
と
な
り

ま
す
が
、
専
門
委
員
・
調
査
委
員
の
先
生
方
の
ご
指
導
の
も
と
地
区
協
力
員
の
お

力
添
え
を
得
て
資
料
所
在
調
査
・
収
集
・
整
理
作
業
・
資
料
デ
ー
タ
作
成
・
筆
写

な
ど
精
力
的
に
進
め
、
古
文
書
の
整
理
に
つ
い
て
は
市
民
の
方
々
、
古
文
書
を
読

む
会
、
学
生
諸
氏
な
ど
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在

あ
と
が
き

文
書
資
料
は
約
三
万
三
千
点
を
整
理
し
そ
の
他
既
刊
新
聞
の
収
集
、
石
造
物
の
確

認
調
査
、
古
写
真
の
整
理
な
ど
多
量
の
資
料
を
整
理
し
、
な
お
収
集
、
調
査
研
究

を
、
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

市
史
編
さ
ん
室
で
刊
行
の
歴
史
図
書
の
な
か
で
ゞ
）
れ
ら
資
料
を
全
部
掲
載
し
て

い
く
君
｝
と
は
困
難
で
限
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
講
演
会
、
歴
史
講
座
等
を
は
じ

め
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
出
来
る
だ
け
市
民
の
皆
様
へ
ご
紹
介
し
て
い
き
本

市
の
歴
史
を
学
ん
で
い
た
だ
く
資
料
と
し
て
活
用
を
い
た
だ
く
よ
う
考
え
て
お
り

ま
す
。ゞ

）
の
た
び
、
刊
行
の
「
資
料
編
考
古
」
の
編
集
、
編
纂
に
あ
た
り
資
料
所
蔵

者
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
格
段
の
ご
配
盧
と
ご
協
力
、
ご
指
導
を
賜
り
心
か
ら

お
礼
と
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
次
第
で
す
。

な
お
、
印
刷
製
本
に
つ
い
て
㈱
精
興
社
に
は
大
変
な
ご
努
力
を
い
た
だ
き
厚
く

お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
今
、
裾
野
市
史
第
二
冊
目
の
発
行
を
ま
た
ず
ご
逝
去
さ
れ

た
前
市
史
編
さ
ん
委
員
長
の
久
保
文
和
氏
に
は
本
事
業
の
開
始
準
備
か
ら
事
業
体

制
の
充
実
ま
で
、
長
く
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
》
）
と
に
深
く
感
謝
し
、
謹
ん
で
哀

悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

市
史
編
さ
ん
事
業
関
係
者
一
同
、
今
後
一
層
広
い
視
野
に
た
っ
て
先
人
達
が
創

り
あ
げ
た
貴
重
な
郷
土
の
歴
史
の
保
存
事
業
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
ご
指

導
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
四
年
三
月

裾
野
市
教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
長

長
谷

ll l

博

647



裾
野
市
史
第
一
巻
資
料
編
考
古

平
成
四
年
三
月
二
十
五
日
発
行
◎

編
集
裾
野
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会

発
行
裾
野
市

静
岡
県
裾
野
市
佐
野
一
○
五
九

電
話
○
五
五
九
（
九
二
三
一
一
一

印

刷

株
式
会
社
精
興
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
九
番
地




