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ཧɾӡӦۀΛࢢࢁݘΑΓҕୗΛड͚࣮ࢪɻʮ੨௩ݹΛݟकΔձʯͰɺݩΛத৺
ʹଟ͘ͷํʹ͖͍ͩͨ͝ྗڠɺݹͷמΓΛ͍ߦ·ͨ͠ɻୈ 10 ճͱͳΔ੨௩ݹ·
ͭΓ 1000 ໊Λӽ͑ΔདྷऀͰΘ͍·ͨ͠ɻ౦۠ͷจԽҨ࢈ΛςʔϚʹͨ͠اը
లΛ։͠࠵ɺؔ࿈ͨ͠·΄Β࠲ߨʹଟ͘ͷࢢຽͷํʹ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ

１. 青塚古墳まつり　２. 青塚子ども教室　３. 邇波史楽座「青塚の作り石第２の巻」　４. ニワ里カレッジ　　

５. 企画展「地域に眠る文化遺産 in 城東」　６. 青塚古墳を守る会・草刈り活動

青塚古墳史跡公園
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ᘡᘚϖϯμϯτখڸܕɺڸνϣίϨʔτ࡞ΓͳͲϫʔΫγϣοϓॆ࣮ɻງ෦ఛͷงғ
ଟ͘ͷํʹདྷ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻʹ࠲ࢠஊΛָ͠Ήழ೭ߨޠམ͔ͯ͠׆Λؾ

１. 琥珀ペンダント作り　２. 特別展「犬山百花繚乱」　３. 猪之子座「上方落語 九雀亭」　４. 月津塾「犬山

たび＊お祭り編」　５. 月津塾「自分で作る小型鏡ワークショップ」　６. 東之宮古墳鏡チョコレート作り

木之下城伝承館・堀部邸
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１. 夜の音楽会 in しだみ古墳群「天空のテノール」　２. 歴史講演会「鈴鏡から文化を視る」　３. しだみゅー寄席　

４. 現地案内風景　５. 歴史講座「お庭に埴輪プロジェクト」　６. シンポジウム「志段味大塚古墳の鈴が鳴る」

歴史の里・しだみ古墳群



4研究紀要「邇波」第７号

̍
̎

̏

̐

̑
̒

όεπΞʔඈௗɾޚਹொग़͖ɺಛผలΛ؍ཡͨ͠Γɺগ͠ϚχΞοΫͳݹ
ͨͼΛձһͷօ͞Μͱָ͠Έ·ͨ͠ɻذෞࢢҰࢢٶͷจԽҨ࢈Λ๚ͶΔࡦࢄձΛ࣮ࢪɺ
ձһاըͰจԽҨ࢈ΛࣗసंͰ८ΔχϫཬαΠΫϦϯά̎ճ͠࠵·ͨ͠ɻ܀ϓϩδΣ
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１. ウォーキング「象の歩いた美濃路を歩く」　２. 栗栖地区 試掘調査　３. ウォーキング「瑞龍寺山頂墳」　

４. バスツアー「御嵩町の古墳たび」　５. 栗栖小歴史学習　６. サイクリング「春の尾張平野の国分寺跡をめぐる」

その他 ニワ里ねっと自主事業
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１.【大垣市】大垣城下町巡検　２. 【養老町】養老町歴史講座　３.【犬山市】東之宮古墳散策ツアー　４. 【大

垣市】東町田墳丘墓講演会　５. 【富加・坂祝・美濃加茂市町】学校歴史講談　６.【尾張旭市】民具企画展

その他 文化遺産関連受託事業



6 日：堀部邸特別展・展示解説
①中野耕司（ニワ里）　②堀部邸

12日～令和２年9月30日：【尾張旭市】「あさひの暮らしを支えた農作物」
②スカイワードあさひ歴史民俗フロア　

14 日：邇波史楽座「青塚の作り石 第２の巻」
①古代演劇集団「夢舞台」②青塚古墳　③ 70 名

16 日：堀部邸歴史文化会「稲木神社補講」
①在野一生（ニワ里）　②堀部邸　③ 10 名

19 日：月津塾「犬山たび ＊お祭り編」
①広瀬まり（語り）ほか　②堀部邸　③ 25 名

19 日：古墳よ jazz を聴け！
②青塚古墳史跡公園　

20 日：【名古屋市】しだみゅー歴史講演会「岩場古墳」
①三田敦司（西尾市教委） ②しだみゅー　③ 60 名

26 日：ニワ里バスツアー「御嵩町の古墳たび」
①赤塚次郎 ②御嵩町周辺　③ 21 名

27 日：犬山総合防災パネル出展「入鹿切れ」
②犬山市立東小学校

11 月
2 日：ニワ里ウォーキング「象の歩いた美濃路を歩く」
①ニワ里スタッフ 　②刈安賀～尾西歴民資料館　③５名

4 日：ニワ里サイクリング　「長久手古戦場を駆ける」
①古川博昭 ②長久手郷土資料館　③８名

４日：月津塾「犬山たび ＊街道編」
①広瀬まり（語り）ほか　②堀部邸

９日：【春日井市】「古墳消しゴムを作ろう」
①ニワ里ねっとスタッフ ②春日井市中央公民館 ③ 30 名
10 日：【名古屋市】しだみゅー秋まつり
②しだみゅー

10 日：犬山市子連主催イベント・古墳消しゴムブース出展
②犬山市南部公民館　③ 120 名

16 日：【大垣市】大垣城下町巡検
①旭堂南海（講談師）②大垣城周辺　③ 26 名
16 日：【大垣市】歴史講談
①旭堂南海（講談師）②奥の細道むすびの地記念館　③ 60 名

17 日：猪之子座「旭堂南海の上方講談をたっぷり５」
①旭堂南海（講談師）　②堀部邸　③ 20 名

20 日：堀部邸歴史文化会「かみつけの国古墳めぐり②」
①伊藤宏樹　②堀部邸　③ 12 名

21・22 日：【富加町・坂祝町・美濃加茂市】学校講談
①旭堂南海（講談師）　②各市町村小学校

23 日：【富加町・坂祝町・美濃加茂市】歴史講談「猿ばみの春」
①旭堂南海（講談師）　②坂祝町中央公民館　③ 120 名

23・24 日：【大垣市】東町田墳丘墓講演会・写真展・散策
①赤塚次郎（ニワ里）ほか　②青墓地区センター　

24 日：【名古屋市】しだみゅー歴史講演会「宝塚古墳群」
①和氣清章（松阪市教委）　②しだみゅー　③ 74 名

30 日：猪之子座　「犬山音頭の作曲家を訪ねて」
①長江希代子（ソプラノ）ほか　②堀部邸　③ 54 名

12 月
１日：【名古屋市】しだみゅー寄席「旭堂南海・鱗林兄妹会」
①旭堂南海・旭堂鱗林（講談師）　②しだみゅー　③ 39 名
4 日～令和２年 3 月 22 日：【犬山市】企画展「地域に眠る文
化遺産 in 城東」
②青塚古墳

７日：ニワ里カレッジ「下原のはにわ」
①浅田博造（春日井市教委）②青塚古墳　③ 21 名

７・８日：あいちの考古学ポスター発表
①大塚友恵（ニワ里）②名古屋市博物館
８日：月津塾「鈴鏡を鋳込む 公開実験その２」
②堀部邸　③ 15 名
14 日：【名古屋市】しだみゅーバスツアー「西美濃の古墳たび」
①赤塚次郎（ニワ里）　②大垣市ほか　③ 30 名

15 日：【名古屋市】しだみゅー歴史講演会特別企画「纒向型
前方後円墳と東海地域」
①寺澤 薫（纒向学研究センター）ほか　②高蔵寺ふれあいセ

ンター　③ 139 名

21 日：ニワ里カレッジ「下原古窯の見学」
①浅田博造（春日井市教委）②下原古窯　③ 12 名

22 日：【犬山市】まほら講座「善師野のいか石」
①服部哲也（ニワ里）　②青塚古墳　③ 37 名

1 月
10 日： 出前授業「入鹿切れ」
①大塚友恵（ニワ里）②犬山市立栗栖小

18 日：【犬山市】まほら講座「城東の歴史あれこれ」
①高橋幸子（城東の歴史を知る会） ②青塚古墳 ③ 36 名

19 日：【名古屋市】しだみゅー歴史講演会「松ヶ洞古墳群」
①酒井将史（名古屋市教委）　②しだみゅー　③ 88 名

22 日：堀部邸歴史文化会「水の祭祀と天火明命」
①在野一生（ニワ里）　②堀部邸

25 日：【名古屋市】講座「発掘調査って何？」
①服部哲也（ニワ里）　②しだみゅー　③ 80 名

26 日：【名古屋市】歴里講座「お庭に埴輪プロジェクト」
①愛知県陶磁美術館職員　②愛知県陶磁美術館　③ 20 組

２月
１日：【犬山市】まほら講座「城東地区の自然と地質」
①足立守（名古屋大学名誉教授）　②青塚古墳　③ 40 名

４日～ 7 日：栗栖プロジェクト 瀬之上遺跡試掘調査
②犬山市栗栖　③現地説明会 17 名

15 日：【養老町】象鼻山きのこ栽培ワークショップ
①津田 格（森林文化アカデミー）　②ふれあいセンター養老
③ 10 組 24 名

16 日：【名古屋市】しだみゅー歴史講演会「半田山古墳群」
①鈴木一有（浜松市教委）　②しだみゅー　③ 51 名

19 日：堀部邸歴史文化会「尾張氏と河内王権」
①岡本利雄（ニワ里）　②堀部邸

19・20・22 日：青塚古墳を見守る会　古墳草刈活動
②青塚古墳　③のべ 60 名

23 日：【名古屋市】歴里講座「お庭に埴輪プロジェクト」
①愛知県陶磁美術館職員　②しだみゅー　③ 20 組
23 日：しみんていフォーラムパネル出展
②楽田ふれあいセンター

24 日：【犬山市】東之宮古墳散策ツアー
①赤塚次郎（ニワ里）　②犬山・各務原市周辺　③ 25 名

25 日～令和 3 年 1 月 31 日：【尾張旭市】「古代山田郡と渋川遺跡」
②スカイワードあさひ歴史民俗フロア　

28 日：古墳よ jazz を聴け！
②青塚古墳　

28 日：【名古屋市】講座「発掘調査って何？」
①愛知県埋蔵文化財センター職員　②愛知県埋蔵文化財セン
ター　③ 16 名

３月
１日：ニワ里ウォーキング「瑞龍寺山山頂墳」
①赤塚次郎（ニワ里）　②瑞龍寺山　③ 15 名

27 日：東之宮古墳 鏡チョコレートワークショップ
①浅見貴子（ニワ里）　②堀部邸　③ 11 名

● 木之下城伝承館・堀部邸管理（入館者数 5,348 名）
● 青塚古墳史跡公園管理【犬山市】 （入館者数 16,483 名）
● 「歴史の里」しだみ古墳群指定管理【名古屋市】（入館者数154,922名）
● 青塚古墳パンフレット作成【犬山市】
● 昼飯大塚古墳ペーパークラフト製作【大垣市】
● 文化遺産カード v. 弐発行【美浜町】【名古屋市】【海津市】
　【尾張旭市】【大垣市】【弥富町】など
● 岐阜大学郷土博物館整理支援業務【岐阜大】
● 東町田墳墓群パンフレット作成【大垣市】
● 白鳥塚古墳ペーパークラフト・古墳消しゴム作成【名古屋市】
● 東之宮古墳パンフレットデータ作成【犬山市】
● 犬山市立池野小学校展示資料作成支援
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４月
13ɿ݄क़ʮڸʯެ࡞։࣮ݧ
②堀部邸　③ 25 名

13ɿχϫཬαΠΫϦϯάʮय़ͷඌுฏͷࠃࣉΛΊ͙Δʯ
①古川博昭（ニワ里）　②清須市周辺　③ 6 名

14ɿ̡ ݹஈຯେ௩ࢤʳͩ͠ΈΎʔγϯϙδϜʮࢢݹ໊
ͷླ͕໐Δʯ
①森下章司（大手前大学）ほか　②しだみゅー ③ 171 名

1�ɿງ෦ఛྺ࢙จԽձ　
①在野一生（ニワ里）　②堀部邸　

20ɿݹΑKB[[Λௌ͚ʂ
②青塚古墳　

20ʙ�݄12ɿງ෦ఛय़ͷಛผలʮࢁݘඦՖ៶ཚʔୈ1
ճதࣸ࢘ߞਅలʔʯ
②堀部邸　

21ɿ໊̡ݹࢢʳ͠ ͩΈΎʔྺߨ࢙ԋձʮླ͔ڸΒจԽΛࢹΔʯ
①赤塚次郎（ニワ里）　②しだみゅー　③ 108 名

2�ɿງ෦ఛಛผలɾలࣔղઆ
①中野耕司（ニワ里）　②堀部邸

５月
4ɾ�ɿޥͷ΅ΓΠϕϯτ
②青塚古墳史跡公園　

̑ɿ̡ ʳͩ͠ΈΎʔय़·ͭΓࢢݹ໊
②しだみゅー　

�ɾ12ɿງ෦ఛಛผలɾలࣔղઆ
①中野耕司（ニワ里）　②堀部邸

11ɿ੨௩ݹ·ͭΓ
②青塚古墳　③ 1100 名

1�ɿງ෦ఛྺ࢙จԽձʮඌுࢯͱՏԦݖʯ
①岡本利雄（ニワ里）　②堀部邸　

1�ɿχϫཬͶͬͱ૯ձ　
19ɿ໊̡ݹࢢʳ͠ ͩΈΎʔྺߨ࢙ԋձʮྠ͔ΒҬΛࢹΔʯ
①浅田博造（春日井市教委）　②しだみゅー　③ 100 名

2�ɿ੨௩͜Ͳڭ ʮࣨࢠͰࣗવΥʔΩϯάJOળࢣɾી֗ಓʯ
①半谷美野子（森林インストラクター）  ②善師野周辺　
③ 5 組 13 名

2�ɿ݄क़　ʮࣗͰ࡞ΔzখڸܕzϫʔΫγϣοϓʯʢ̍ʣ
①赤塚次郎（ニワ里）　②堀部邸　③ 8 名

６月
1ɿழ೭࠲ࢠ��ʮ্ํམ�ޠʯ
①桂 九雀（落語家）ほか　②堀部邸　③ 26 名

2ɿ̡ �ʯޠEF্ํམݹ੮ʮدʳͩ͠ΈΎʔࢢݹ໊
①桂 九雀（落語家）　②しだみゅー　③ 81 名

2ɿ੨௩ݹΛݟकΔձ　ݹͷמΓۀ࡞
②青塚古墳　③ 48 名

̔ɿχϫཬΧϨοδʮʹΘੜޠʯ
①赤塚次郎（ニワ里）　②青塚古墳　③ 28 名

1�ɿ໊̡ݹࢢʳ͠ ͩΈΎʔྺߨ࢙ԋձʮ͔ثΒ࣌ΛࢹΔʯ
①早野浩二（愛知県埋蔵文化財センター）　②しだみゅー　
③ 81 名
19ɿງ෦ఛྺ࢙จԽձʮ౦೭ݹٶग़ͷ෩మଠʯ
①牧野克昭　②堀部邸　③ 12 名

22ɿݹΑKB[[Λௌ͚ʂ
②青塚古墳　③ 84 名

23ɿχϫཬόεπΞʔඈௗɾలֶࣔݟπΞʔ
①赤塚次郎（ニワ里）　②飛鳥資料館ほか　③ 24 名

2�ɿೖࣛΕҚྶࡇ
②入鹿池周辺　③３名

29ɿ݄क़ʮᘡᘚϖϯμϯτ࡞ΓʯϫʔΫγϣοϓ
②堀部邸　③５名

30ɿ݄क़ʮࣗͰ࡞ΔzখڸܕzϫʔΫγϣοϓʯ	2

①赤塚次郎（ニワ里）　②堀部邸　③ 9 名

７月
1ɿ̡ ཆொʳඓ͖ࢁͷ͜ഓϫʔΫγϣοϓ
①津田 格（森林文化アカデミー）　②日吉小学校　

11ɿ܀ϓϩδΣΫτʮՐ͓͜͠ͷྺ࢙ʯ
①纐纈 茂（名古屋市教委）ほか　②栗栖小　③ 18 名

14ɿ̡ ཆொʳՐଧੴϫʔΫγϣοϓ
①水野裕之（名古屋市教委）　②養老町　③８組 23 名

1�ɿງ෦ఛྺ࢙จԽձʮ͔Έ͚ͭͷᅳݹ८Γʯ
①伊藤宏樹（ニワ里）　②堀部邸　③ 14 名

21ɿ̡ ʯ܈ݹԋձʮߨ࢙ʳͩ͠ΈΎʔྺࢢݹ໊
①中井正幸（大垣市教委）　②しだみゅー　③ 79 名

2�ɿग़લत1ۀ��αΠζͷ੨௩ݹΛඳ͜͏
①ニワ里スタッフ　②楽田児童センター

2�ɿ໊̡ݹࢢ rͷԻָձJOͩ͠Έݹ܈ʮఱۭͷςϊʔϧʯ
①包金鐘（テノール歌手）ほか　②しだみゅー　③ 350 名

2�ɿ̡ େ֞ࢢʳன൧େ௩ݹͷϖʔύʔΫϥϑτΛͭ͘Ζ͏
①ニワスタッフ　②大垣市歴史民俗資料館　③ 14 名

31ɿ੨௩͜Ͳࣨڭʮ੨௩ݹֶݟձʯ
①ニワ里スタッフ　②青塚古墳　③ 8 組 28 名

８月
4ɿੴ͋͛ࡇΓʮཬ࿈ʯ
②尾張冨士大宮浅間神社　③ 11 名

10ɿχϫཬΧϨοδʮͩ͠Έݹ܈ͷྠʯ
①酒井将史（名古屋市教委）　②青塚古墳　③ 35 名

11ɿݹΑKB[[Λௌ͚ʂ
②青塚古墳

1�ɿ੨௩͜Ͳࣨڭ　ʮখɾٱखͷ߹ઓ͢͝Ζ͘ʯ
①ニワ里ねっとスタッフ　②青塚古墳　③ 1 組 5 名

1�ɿ̡ ʯ܈ݹԋձʮాԬߨ࢙ʳͩ͠ΈΎʔྺࢢݹ໊
①井村広巳（掛川市教委）　②しだみゅー　③ 65 名

21ɿງ෦ఛྺ࢙จԽձʮೱඌΛ͑ڭΔҴਆࣾʯ
①在野一生（ニワ里）　　②堀部邸　③ 12 名

24ɿ੨௩͜Ͳࣨڭ　ʮ੨௩ݹֶݟձʯ
①ニワ里ねっとスタッフ　②青塚古墳　③ 3 組 8 名

2�ɿ̡ ཆொʳཆொྺ࠲ߨ࢙ʮఱߖͷ౦ߦࠃʯ
①早川万年（元岐阜大学教授）　②養老町　③ 60 名

31ɿ݄क़ʮڸʹөΔཬɾ౦೭ݹٶ͔Βͯ͑͘ݟΔࢁݘͷݪ෩ܠʯ
①赤塚次郎（ニワ里）　②堀部邸　③ 37 名

９月
1ɿ੨௩ݹΛݟकΔձ　ݹͷמΓۀ࡞
②青塚古墳　③ 45 名

14ɿ̡ πΞʔֶݟݹٶʳ౦೭ࢢࢁݘ
①赤塚次郎　②東之宮古墳・しだみ古墳群　③ 25 名

1�ɿ̡ ʯ܈ݹࢁؠԋձʮେߨ࢙ʳͩ͠ΈΎʔྺࢢݹ໊
①進藤 武（野洲市教委） ②しだみゅー　③ 81 名

1�ɿງ෦ఛྺ࢙จԽձʮۙͭඈௗͷඌுڷʯ
①岡本利雄（ニワ里）　②堀部邸　③ 14 名

21ɿΈ͛ͷձʮ౻ϊݹ͔Βಙଠࢠͷඈௗͷಓʯ΄͔
①岡本利雄・大塚友恵（ニワ里）　②青塚古墳　③ 13 名

10 月
̏ɿ̡ ཆொʳඓ͖ࢁͷ͜ഓϫʔΫγϣοϓ
①津田 格（森林文化アカデミー）　②日吉小学校

̑ʙ11݄̐ɿງ෦ఛळͷಛผలʮࡇࢁݘˎྱࡇϑΥτά
ϥϑ�͍ ͵·ࡇΓਓ�　ୈ̎ճதࣸ࢘ߞਅలʯ
②堀部邸　
�ɿχϫཬΧϨοδʮͩ͠Έݹ܈ͷྠֶݟʯ
①酒井将史（名古屋市教委）②しだみゅー　③ 11 名

2019.4　2020.32019.4　2020.3

ʹͪɿ̡ ҕୗࢢொଜ໊ʳ໊ࣄߦɾʮλΠτϧͳͲʯ
ᶃ໊ࢣߨʢܟশུʣ　ᶄ։࠵ॴ　ᶅࢀՃऀ

౧৭ɿχϫཬͶͬͱࣗओۀࣄ
৭ɿจԽҨؔ࢈࿈डୗۀࣄ
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１　

は
じ
め
に

愛
知
県
犬
山
市
に
所
在
す
る
国
史

跡
「
東
之
宮
古
墳
」、
2
0
1
4
年
に

は
整
備
に
伴
う
調
査
を
経
て
報
告
書
が

刊
行
さ
れ
た
。
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た

が
、
ま
も
な
く
当
面
の
史
跡
整
備
が
終

了
し
、
多
く
の
皆
さ
ん
が
白
山
平
に
登

り
「
東
之
宮
古
墳
」
と
出
会
う
機
会
が

す
ぐ
そ
こ
ま
で
き
て
い
る
。
個
人
的
な

思
い
で
あ
る
が
、
１
９
９
８
年
の
最
初

の
東
之
宮
古
墳
整
備
に
い
た
る
打
合
せ

よ
り
す
で
に
20
年
余
の
歳
月
が
流
れ
、

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
の
最
初
の
調

査
か
ら
実
に
47
年
の
月
日
が
流
れ
た
。

そ
の
間
、
東
之
宮
古
墳
は
白
山
平
山
頂

か
ら
、
こ
の
犬
山
の
出
来
事
を
じ
っ
と

静
か
に
見
守
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
今
ま
で
の
調
査
経
緯
と
２
０
０
５

年
刊
行
の
報
告
書
を
踏
ま
え
て
、

２
０
１
８
年
刊
行
の
概
説
書
で
は
私
見
を

と
り
ま
と
め
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら

に
視
点
を
広
げ
て
東
之
宮
古
墳
を
巡
る

３
・４
世
紀
の
「
邇
波
」、
犬
山
扇
状
地
で

の
具
体
的
な
集
落
遺
跡
の
イ
メ
ー
ジ
と
、

さ
ら
に
は
東
海
地
域
の
各
地
域
社
会
と
の

関
係
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
間
、
い
つ
く
か
の
会
場
に
て
講
演
・

プ
レ
ゼ
ン
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、
そ
の

内
容
を
あ
た
ら
め
て
覚
書
と
し
て
と
り
ま

と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

２　

東
之
宮
古
墳
と
そ
の
仲
間
た
ち

２．１ 

竪
穴
式
石
槨
・
棺
か
ら
部
族
社
会
を
視
る

東
之
宮
古
墳
の
内
容
に
つ
い
て
は
各
報

告
書
に
委
ね
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
赤
塚

2
0
1
8
で
簡
単
に
触
れ
て
お
い
た
東

之
宮
古
墳
に
眠
る
「
冬
至
の
王
」
と
そ
の

仲
間
た
ち
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
再
確

認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
よ

う
。
そ
の
手
が
か
り
を
竪
穴
式
石
槨
と
そ

こ
に
据
え
置
か
れ
た
多
く
の
副
葬
品
配
置

か
ら
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
、
ま
ず

東
之
宮
古
墳
竪
穴
式
石
槨
の
構
造
と
副

葬
品
配
置
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
竪

穴
式
石
槨
は
東
之
宮
古
墳
後
方
部
中
央

に
存
在
す
る
東
西
11
、
南
北
７
メ
ー
ト

ル
、
深
さ
５
メ
ー
ト
ル
の
墓
壙
状
二
段

窪
み
内
側
に
、
長
さ
4
．
93
、
最
大
幅

1
．
0
、
高
さ
1
．
2
メ
ー
ト
ル
を
測

る
石
槨
が
造
ら
れ
た
。

因
み
に
竪
穴
式
石
槨
が
構
築
さ
れ
た
場

所
を
確
認
し
て
お
く
と
、
後
方
部
の
主
軸

線
上
、
墳
頂
部
か
ら
1
．
5
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
掘
り
下
げ
た
位
置
に
天
井
石
（
標
高

1
4
1
．
5
メ
ー
ト
ル
）
が
見
つ
か
っ
て

お
り
、
基
底
部
は
標
高
1
4
0
メ
ー
ト

ル
に
位
置
す
る
事
か
ら
、
後
方
部
の
高
さ

の
概
ね
半
分
の
位
置
に
相
当
す
る
。
ま
た

こ
の
基
底
部
の
高
さ
を
そ
の
ま
ま
前
方
部

に
持
っ
て
い
く
と
、
ま
さ
に
前
方
部
高
さ

と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
な
る
。
つ
ま
り
前
方

後
方
墳
の
構
築
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
中

間
地
点
で
あ
る
前
方
部
の
レ
ベ
ル
で
、
重

要
な
一
つ
の
工
事
工
程
が
存
在
し
た
と
判

断
で
き
る
。竪
穴
式
石
槨
の
構
築
方
法
は
、

墳
丘
が
整
え
ら
れ
た
後
に
あ
ら
た
め
て
掘

削
す
る
「
掘
込
墓
壙
」
で
は
な
く
、
基
盤

造
成
面
か
ら
前
方
後
方
形
を
整
え
つ
つ
、

高
さ
標
高
1
4
0
メ
ー
ト
ル
の
位
置
ま

で「
盛
り
土
」を
積
み
上
げ
る
。
そ
の
後
、

周
囲
に
土
を
積
み
上
げ
王
が
眠
る
石
槨

構
築
す
る
た
め
の
墓
壙
状
の
窪
み
が
用

意
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
内
部
に
竪
穴

式
石
槨
が
構
築
さ
れ
、
様
々
な
段
階
で

の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
つ
つ
、
王
が
眠

る
木
棺
と
副
葬
品
配
置
が
行
わ
れ
た
と

想
定
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
注
意
し
た
い

の
が
墓
壙
状
の
窪
み
を
埋
め
る
土
は
、

東
之
宮
古
墳
の
基
盤
造
成
面
と
同
じ
「
段

丘
堆
積
層
」
内
の
「
く
さ
り
礫
」
を
多

用
す
る
点
。
現
場
土
（
発
生
土
）
を
意

図
的
に
ま
と
め
使
用
す
る
、
埋
土
へ
の

強
い
拘
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
内
部
に
安
置
さ
れ
た
「
木

棺
」
で
あ
る
が
、
粘
土
床
に
写
し
取
ら
れ

た
棺
の
痕
跡
か
ら
、
棺
の
長
軸
の
大
き
さ

は
、
ほ
ぼ
石
槨
の
内
法
と
同
じ
で
、
隙
間

が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
粘
土
床
に
僅
か
な
窪

み
が
見
ら
れ
る
の
で
棺
底
部
は
、
い
わ
ゆ

る
割
竹
形
木
棺
で
は
な
く
、
大
き
く
緩
や

か
な
弧
を
描
い
て
い
た
棺
底
を
持
つ
。
木

棺
は
東
に
高
く
（
標
高
1
4
0
．
45
メ
ー

ト
ル
）、
西
に
低
く
（
標
高
1
4
0
．
4

メ
ー
ト
ル
）
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

勾
配
を
も
ち
、
長
軸
の
底
面
中
央
は
ほ
ぼ

東
之
宮
古
墳
に
観
る
二
集
団
と
東
海
六
部
族

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

古
代
邇
波
の
里
・
文
化
遺
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

赤
塚 

次
郎



坊の塚古墳

衣裳塚古墳
一輪塚山古墳

鵜沼西町古墳

石亀神社

狐塚古墳

村国真墨田神社

鵜沼古市場遺跡群

八龍遺跡

上野遺跡

東之宮古墳

妙感寺古墳

甲塚古墳

光塚古墳
県神社古墳

左近塚古墳

針綱神社

二宮神社古墳

金縄塚古墳

鵜沼城

鵜沼渡 内田渡

犬山城

ਤ̍　ӏপࢢݹҨ܈ͱ౦೭ݹٶʢਤిࠃࢠXFCਤʣ
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平
坦
で
、
端
部
は
や
や
持
ち
上
が
る
よ
う

な
傾
斜
を
も
つ
。
以
上
の
状
況
か
ら
木
棺

は
側
面
が
緩
や
か
に
傾
斜
し
、
端
面
も
や

は
り
傾
斜
を
持
つ
、
東
側
で
広
く
西
で
や

や
狭
い
の
は
棺
材
の
原
形
に
由
来
す
る
と

推
定
す
れ
ば
、
や
は
り
組
合
式
と
い
う
よ

り
、
長
大
な
巨
木
（
コ
ウ
ヤ
マ
キ
材
）
を

用
い
た
刳
抜
式
木
棺
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
ま
た
各
側
面
に
傾
斜
を
持
つ
点
か

ら
、
当
地
域
で
の
弥
生
時
代
か
ら
の
伝
統

的
な
船
状
の
「
槽
形
木
棺
」
を
意
識
し
た

作
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
伝
統
を

踏
ま
え
た
木
製
の
「
棺
」
が
用
意
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

２．２ 

副
葬
品
配
置
か
ら
読
み
取
れ
る
風
景

次
に
副
葬
品
配
置
で
あ
る
が
、
副
葬

品
（
鏡
11
面
と
無
類
の
石
製
工
芸
品
約

1
4
0
点
）
を
や
や
復
元
的
に
描
い
て

み
た
の
が
以
下
の
案
で
あ
る
。

ま
ず
鏡
で
あ
る
が
、
三
角
縁
神
獣
鏡
４

面
、
同
向
式
神
獣
鏡
１
面
、
方
格
規
矩
倭

鏡
１
面
、
四
獣
形
鏡
１
面
、
そ
し
て
人
物

禽
獣
文
鏡
が
４
面
で
あ
る
。
唯
一
の
棺
内

副
葬
鏡
が
中
国
製
鏡
で
は
な
く
人
物
禽
獣

文
鏡
A
で
あ
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
さ

ら
に
そ
の
鏡
は
意
図
的
に
破
砕
さ
れ
復
原

配
置
さ
れ
た
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
そ

の
他
の
鏡
群
は
す
べ
て
東
壁
の
大
型
の

「
立
ち
板
石
」、
棺
外
で
大
き
く
４
組
に
分

類
さ
れ
立
て
掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
配

置
さ
れ
て
い
た
。
個
々
に
布
に
包
ま
れ
、

５
・
６
号
鏡
だ
け
は
桧
の
木
箱
に
納
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ッ
ト
が
王
と

の
関
係
を
意
味
す
る
重
要
な
情
報
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。（
組
合
せ
に
つ
い
て

は
赤
塚
２
０
１
８
参
照
）

次
に
注
目
す
べ
き
は
竪
穴
式
石
槨
側
壁

に
配
置
さ
れ
た
多
量
の
鉄
剣
、
鉄
槍
、
鉄

刀
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら
多
く
の
武
器
類
は

鞘
入
り
、
鞘
装
着
の
ま
ま
埋
納
さ
れ
て
い

る
。
注
意
し
た
い
の
が
槍
・
鉄
鏃
な
ど
３

点
が
セ
ッ
ト
と
な
り
い
く
つ
か
の
組
み
合

わ
せ
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
て
い
た
事
で
あ

る
。
ま
た
因
み
に
東
小
口
の
北
側
に
ま
と

ま
る
針
・
鑿
・
刀
子
な
ど
の
小
型
鉄
器
類

は
、
被
葬
者
が
発
注
し
た
精
巧
な
文
様
を

割
り
付
け
る
た
め
の
鏡
鋳
型
な
ど
の
製
作

工
具
類
（
抱
え
込
ん
で
い
た
職
人
集
団
）

と
想
定
し
た
。

一
方
で
棺
内
の
装
身
具
は
、
残
存
し
て

い
な
い
衣
服
な
ど
の
多
く
の
有
機
物
（
推

定
）
を
除
け
ば
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
あ

る
。
首
飾
り
に
や
や
大
ぶ
り
な
管
玉
と
勾

玉
３
点
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
有
機
製
冠
あ

る
い
は
髪
飾
り
に
は
小
ぶ
り
の
管
玉
が
用
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11 研究紀要「邇波」第７号

い
ら
れ
て
い
た
。
管
玉
は
1
3
7
点（
第

５
次
調
査
で
１
点
追
加
・
計
1
3
8
点
）。

と
こ
ろ
で
棺
内
の
象
徴
的
な
存
在
が
、
王

が
眠
る
頭
部
上
に
据
え
置
か
れ
た
木
箱

「
宝
石
箱
」（
桧
製
）
で
あ
る
。
そ
の
中
に

は
石
製
品
の
鍬
形
石
１
点
、車
輪
石
１
点
、

石
釧
３
点
、
合
子
２
点
。
加
え
て
破
砕
さ

れ
た
人
物
禽
獣
文
鏡
A
が
収
め
ら
れ
た
。

A
鏡
の
配
置
と
存
在
そ
の
も
の
が
東
之

宮
古
墳
の
被
葬
者
像
を
強
く
印
象
付
け
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
副
葬
品
と
そ
の
配
置
状
況
か

ら
、
東
之
宮
古
墳
の
被
葬
者
の
性
格
が
少

し
づ
つ
で
は
あ
る
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
。
つ
ま
り
人
物
禽
獣
文
鏡
を
代
表
と
す

る
個
性
的
な
倭
鏡
群
と
、
東
濃
産
の
石
製

品
（
鍬
形
石
・
石
釧
・
合
子
な
ど
）
を
所

有
す
る
点
は
、
こ
れ
ら
は
濃
尾
平
野
の
弥

生
時
代
か
ら
の
伝
統
的
地
域
社
会
が
育
て

上
げ
た
文
化
そ
の
も
の
で
あ
り
、
高
水
準

の
工
芸
技
術
作
品
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
東
之
宮
古
墳
の
被
葬
者
は
、
地
域
の
伝

統
的
な
特
産
物
を
背
景
に
優
れ
た
工
芸
技

術
集
団
を
把
握
し
、
犬
山
扇
状
地
か
ら
可

児
盆
地
に
い
た
る
古
代
邇
波
の
領
域
全
体

に
多
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
、
伝
説
的

な
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
か

ろ
う
。

２．３   

二
つ
の
部
族
と
５
つ
の
集
団

東
之
宮
古
墳
の
副
葬
品
の
多
く
は
、
上

述
し
た
棺
の
中
に
置
か
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
棺
と
石
槨
と
の
あ
い
だ
に
整
然
と
配

置
さ
れ
た
一
群
の
資
料
で
あ
る
。
し
か
も

雑
然
と
置
か
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
確

な
意
図
を
も
っ
て
分
類
し
、
区
分
け
し
て

配
置
さ
れ
て
い
た
。
石
槨
内
で
棺
外
の
資

料
は
主
に
鉄
製
品
と
鏡
類
と
な
る
。
ま
ず

は
鉄
製
品
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
内
容

は
鉄
剣
４
点
・
鉄
刀
９
点
・
鉄
剣
鉄
槍
17

点
・
鉄
鏃
６
点
・
鉄
斧
６
点
、
そ
の
他
に

針
筒
１
点
・
Y
字
形
鉄
器
２
点
・
刀
子
・

鉇
・
鑿
な
ど
で
あ
る
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
槍
と
鏃
で
あ

る
。「
槍
」
で
あ
る
が
鉄
剣
鉄
槍
17
点
の

う
ち
形
状
だ
け
か
ら
は
槍
か
剣
な
の
か
は

判
別
で
き
な
い
が
、
配
置
状
況
か
ら
明
ら

か
に
槍
先
と
考
え
ら
れ
る
資
料
は
合
計
15

点
出
土
し
て
お
り
、
全
て
石
槨
と
棺
の
間

に
切
っ
先
を
東
に
向
け
整
然
と
並
び
置
か

れ
て
い
た
。
南
壁
の
板
石
付
近
に
３
つ
、

そ
の
西
側
に
は
や
は
り
３
つ
の
槍
が
ま
と

め
ら
れ
２
組
が
や
や
前
後
を
開
け
て
き
ち

ん
と
配
置
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
反
対
側

に
北
壁
面
に
も
３
つ
の
槍
が
２
組
。
槍
の

間
に
は
約
１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
空
間
が
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
美
し
く
飾
ら
れ
た
木
製

の
「
柄
」
が
装
着
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
槍
の
長
さ
は
平
均
で
１
メ
ー
ト
ル
20

か
ら
30
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
。
結
果

と
し
て
「
３
点
が
ま
と
め
ら
れ
５
組
の

セ
ッ
ト
」
が
石
槨
に
は
納
め
ら
れ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
ど
う
や
ら
葬
儀
に
参
列
し
た

５
つ
の
集
団
が
見
え
て
く
る
。

さ
ら
に
そ
の
西
、
棺
の
西
端
付
近
に
は

３
点
の
鉄
鏃
が
北
に
２
点
・
南
に
１
点
形

が
異
な
る
２
種
類
の
鉄
鏃
が
あ
り
、
や
は

り
矢
柄
が
装
着
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
空
間

が
あ
る
。
矢
の
大
き
さ
は
５
・
60
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
３
点
は

す
べ
て
東
海
地
域
の
伝
統
的
な
五
角
形
鏃

の
形
を
踏
襲
し
て
お
り
、
加
え
て
鏃
の
形

そ
の
も
の
は
出
身
部
族
を
表
す
も
の
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
両
脇
に
据
え
置
か

れ
た
二
つ
の
鉄
鏃
は
、
王
を
支
持
し
た
大

き
な
２
部
族
集
団
を
表
現
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

以
上
鉄
鏃
は
「
二
種
類
３
点
」、
槍
は

「
３
点
一
組
が
５
セ
ッ
ト
」、
こ
の
こ
と
か

ら
東
之
宮
古
墳
の
王
は
「
二
つ
の
大
き
な

部
族
集
団
を
抱
え
、
内
部
に
５
つ
の
小
集

団
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
類
推
で
き

よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
か
ら
王
へ
の
捧

げ
物
が
こ
の
組
み
合
わ
せ
に
反
映
さ
れ
て

い
る
と
推
定
し
た
い
。

２．４    「
邇
波
」
の
二
つ
の
集
団

で
は
具
体
的
に
そ
の
２
つ
の
部
族
集
団

と
は
な
に
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
を
、

遺
跡
分
布
な
ど
か
ら
読
み
解
い
て
み
た

い
。「

邇
波
」
郡
を
中
心
と
す
る
前
方
後
円

（
方
）
墳
の
基
本
的
な
動
向
を
見
て
い
く

と
大
き
く
二
つ
の
流
域
に
古
墳
分
布
が
存

在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
犬
山
市
白

山
平
周
辺
と
各
務
原
市
鵜
沼
に
大
型
前
方

後
円
（
方
）
墳
が
造
営
さ
れ
、
前
者
に
は

東
之
宮
古
墳
・
甲
塚
古
墳
・
妙
感
寺
古
墳

が
、
後
者
の
鵜
沼
古
墳
群
に
は
一
輪
塚
山

古
墳
・
衣
裳
塚
古
墳
、
坊
の
塚
古
墳
が
存

在
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
鵜
沼
古
市
場

遺
跡
群
と
呼
ぶ
広
大
な
遺
跡
群
が
存
在
す

る
。
調
査
の
詳
細
は
未
だ
見
え
て
き
て
い

な
い
が
、
お
お
む
ね
木
曽
川
本
流
右
岸
に

３
・
４
世
紀
の
遺
物
分
布
が
集
中
す
る
よ

う
で
あ
り
、
地
形
か
ら
も
木
曽
川
本
流
を

挟
ん
で
鵜
沼
と
犬
山
内
田
地
区
の
段
丘
崖

と
そ
れ
に
囲
ま
れ
た
微
高
地
上
を
立
地
と

す
る
集
落
遺
跡
が
推
定
で
き
る
。
因
み
の

こ
こ
に
は
式
内
社
「
村
国
眞
墨
田
神
社
」

と
「
針
綱
神
社
」
が
鎮
座
す
る
空
域
で
も

あ
る
。
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そ
し
て
今
ひ
と
つ
が
五
条
川
水
系
で
あ

り
、
２
世
紀
の
墳
丘
墓
が
調
査
さ
れ
て
い

る
大
口
町
の
仁
所
野
遺
跡
、
そ
し
て
現
状

で
は
当
地
域
で
最
古
の
前
方
後
方
墳
の
可

能
性
が
高
い
小
口
白
山
１
号
墳
が
存
在
す

る
。
ま
た
低
地
帯
を
挟
ん
で
犬
山
段
丘
崖

に
は
青
塚
古
墳
が
存
在
す
る
。
こ
の
空
域

に
は
犬
山
扇
状
地
最
大
規
模
の
集
落
遺
跡

「
余
野
遺
跡
群
」
が
所
在
し
、式
内
社
「
小

口
神
社
」
が
鎮
座
す
る
。
小
口
と
は
あ
る

い
は
御
口
の
意
味
と
も
と
れ
、邇
波
の
元
・

入
口
を
意
味
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

犬
山
扇
状
地
北
部
域
の
範
囲
を
こ
こ
で

は
、
御
口
（
小
口
・
余
野
遺
跡
群
）
か
ら

木
曽
川
本
流
と
そ
の
分
流
域
、
沼
（
鵜
沼

古
市
場
遺
跡
群
）
を
含
め
た
領
域
を
想
定

す
る
事
に
し
た
い
。
こ
の
空
域
に
は
、
そ

の
後
の
大
型
前
方
後
円
（
方
）
墳
の
動
き

と
し
て
、
東
之
宮
古
墳
・
青
塚
古
墳
・
坊

の
塚
古
墳
・
妙
感
寺
古
墳
（
邇
波
四
代
の

王
墓
）
が
存
在
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
東

之
宮
古
墳
を
支
え
た
二
つ
の
部
族
社
会
と

は
、「
鵜
沼
古
市
場
遺
跡
群
」
と
「
余
野

遺
跡
群
」
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
し
て

お
き
た
い
。
そ
し
て
そ
の
内
部
に
５
つ
の

小
集
団
を
か
か
え
て
い
た
事
に
な
る
。
東

之
宮
古
墳
人
物
禽
獣
文
鏡
D
に
は
５
つ

の
ヒ
ト
が
連
な
る
表
現
が
見
事
に
鋳
出
さ
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れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
「
５
つ
の
連

な
る
ヒ
ト
」
と
は
こ
の
二
つ
の
遺
跡
群
に

繋
が
る
５
つ
の
集
団
を
示
唆
し
て
い
る
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

犬
山
の
木
曾
川
分
流
域
と
五
条
川
水
系

の
地
縁
的
か
つ
伝
統
的
地
域
社
会
を
ま
と

め
あ
げ
た
最
初
の
人
物
こ
そ
が
、
東
之
宮

古
墳
の
被
葬
者
で
あ
っ
た
事
は
間
違
い
な

い
。
そ
の
後
は
部
族
社
会
的
な
地
縁
的
関

係
を
基
礎
と
し
て
首
長
墓
（
邇
波
四
代
の

王
墓
）
が
犬
山
市
域
を
中
心
に
次
々
と
造

営
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

２．５     

納
（
お
さ
）
め
の
剣

さ
て
話
を
再
び
東
之
宮
古
墳
副
葬
品
配

置
に
も
ど
そ
う
。
次
に
注
目
し
た
い
の
が

特
徴
的
な
存
在「
朱
塗
り
鞘
の
鉄
剣（
20
）」

の
存
在
で
あ
る
。
朱
塗
り
鞘
の
鉄
剣
と
は

お
そ
ら
く
木
棺
の
上
部
に
置
か
れ
た
特
別

な
剣
で
、
埋
葬
儀
礼
の
最
後
を
締
め
括
る

も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

ま
ず
は
「
鉄
剣
４
点
・
鉄
刀
９
点
、
そ

し
て
鉄
剣
鉄
槍
17
点
」
の
状
況
を
再
点
検

し
て
み
よ
う
。
片
刃
の
鉄
刀
９
点
の
内
８

点
が
す
べ
て
北
壁
の
東
部
に
ま
と
め
ら
れ

た
。
切
先
は
す
べ
て
東
向
き
。
刃
は
こ
と

ご
と
く
棺
側
に
む
け
ら
れ
、
刀
に
は
木
質

の
痕
跡
が
の
こ
り
「
鞘
入
り
」
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ど
の
よ
う
な
鞘
で
あ
っ

た
か
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、
８
点
の
直

刀
が
置
か
れ
て
い
た
。

次
に
配
置
状
況
な
ど
か
ら
「
鉄
剣
鉄
槍

17
点
」の
う
ち
の
２
点
を
鉄
剣
と
想
定
し
、

鉄
剣
は
合
計
6
点
で
あ
っ
た
と
推
定
。
そ

の
内
60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
い

剣
２
点
＋
１
点
（
破
片
）
は
、
鉄
刀
と
お

な
じ
北
壁
の
東
部
に
置
か
れ
た
。
配
置
の

重
な
り
状
況
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
剣

21
は
、
お
そ
ら
く
刀
剣
類
で
は
最
も
早
い

段
階
で
収
め
ら
れ
た
品
物
と
思
わ
れ
る
。

神
々
が
携
帯
す
る
長
い
「
十
拳
剣
」
に
相

当
す
る
こ
れ
ら
の
3
点
は
、
あ
る
い
は
こ

の
鉄
刀
類
を
ま
と
め
た
場
所
に
収
め
ら
れ

た
特
別
な
剣
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

他
の
1
点
が
朱
塗
り
鞘
の
鉄
剣
と
共
に
、

さ
ら
に
１
点
は
槍
が
配
置
さ
れ
た
南
壁
中

央
部
に
置
か
れ
て
い
た
。
ど
う
や
ら
王
が

眠
る
棺
の
両
脇
に
最
初
に
北
・
南
壁
に
重

要
な
剣
を
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
、
そ
の
後
に

槍
や
刀
剣
類
が
次
々
に
配
置
さ
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
儀
式
が
終
了

し
た
時
点
で
、
棺
の
東
端
部
で
「
朱
塗
り

鞘
の
鉄
剣
」
と
と
も
に
「
鉄
刀
１
点
と
鉄

剣
１
点
」
が
お
そ
ら
く
棺
に
上
に
収
め
ら

れ
、
副
葬
品
埋
納
儀
礼
が
終
了
し
た
。
ち

な
み
に
朱
塗
り
鞘
の
鉄
剣
と
同
時
に
お
か

れ
た
刀
剣
は
、
短
い
鉄
刀
１
点
と
鉄
剣
１

点
の
「
３
」
と
い
う
数
字
と
な
る
が
、
出

土
状
況
か
ら
見
る
と
、
朱
塗
り
の
鉄
剣
と

他
の
刀
・
剣
の
２
点
と
は
配
置
の
向
き
が

ず
れ
る
。
あ
る
い
は
「
刀
・
剣
」
の
２
点

が
二
つ
の
部
族
集
団
の
代
表
者
が
、
そ
し

て
儀
式
を
締
め
る
第
三
者
が
「
朱
塗
り
の

鉄
剣
」
配
置
を
最
後
の
所
作
と
し
て
実
施

し
た
。

東
之
宮
古
墳
で
の
特
徴
的
な
「
朱
塗
り

鞘
の
鉄
剣
」
は
、
儀
式
を
締
め
る
納
め
の

鉄
剣
で
軸
線
上
に
真
横
に
配
置
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
軸
線
に
直
行
、
あ
る
い

は
並
行
し
て
単
独
で
据
え
置
か
れ
る「
剣
」

が
古
墳
時
代
を
通
じ
て
散
見
で
き
る
。「
朱

塗
り
鞘
の
鉄
剣
」
を
最
後
に
置
い
た
人
物

と
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
っ
た
の
か
、
興
味

深
い
所
で
あ
る
。

２．６     

あ
る
使
命
を
担
っ
た
「
王
」

も
う
ひ
と
つ
東
之
宮
古
墳
副
葬
品
配
置

で
際
立
つ
遺
物
が
見
ら
れ
る
。そ
れ
は「
鉄

斧
」
で
あ
る
。
東
之
宮
古
墳
竪
穴
式
石
槨

の
西
壁
周
辺
に
は
ほ
と
ん
ど
遺
物
が
見
ら

れ
な
い
が
、そ
こ
に
置
か
れ
た
も
の
は「
鉄

斧
」
６
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
訳
は
板
状

の
短
冊
形
鉄
斧
が
３
点
、
木
製
の
柄
を
装

着
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
袋
状
鉄
斧
が

３
点
。
し
か
し
そ
の
う
ち
で
特
に
注
目
し

た
い
の
が
大
型
の
鉄
斧
１
点
で
あ
る
。
こ

の
鉄
斧
は
他
に
比
べ
倍
以
上
に
大
き
く
、

ま
た
置
か
れ
た
場
所
も
一
つ
だ
け
離
れ
て

主
軸
に
並
行
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
、
棺
の
脇

に
特
別
に
大
切
に
置
か
れ
て
い
た
。
他
の

５
点
は
棺
を
置
く
粘
土
床
と
西
壁
に
重
な

る
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る

の
と
は
対
照
的
な
状
況
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
東
壁
沿
い
で
行
わ
れ
た
最
後
の
儀
式
、

朱
塗
り
鞘
の
鉄
剣
配
置
と
同
じ
よ
う
に
、

足
元
で
は
鉄
斧
を
棺
の
上
に
最
終
段
階
の
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儀
式
と
し
て
据
え
置
い
た
と
想
定
し
て
お

き
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
や
は
り
大
型
の
板

状
鉄
斧
だ
け
は
特
別
扱
い
の
よ
う
な
状
況

が
み
ら
れ
る
。
大
き
さ
は
長
さ
19
．
5
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
幅
3
．
4
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
を
測
る
。
こ
の
鉄
斧
に
は
布
や
木
質

の
痕
跡
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
柄
が

装
着
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
後
述
す
る
弘
法
山
古
墳
で
は
柄
は
外

さ
れ
て
、
布
で
包
ま
れ
木
箱
に
納
め
ら
れ

て
い
た
。
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
こ
の
特
別
の
斧
は
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

古
代
一
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
行
す
る

に
あ
た
り
、
か
の
地
に
行
き
果
た
す
べ
き

役
割
、
そ
の
使
命
を
担
う
人
物
あ
る
い
は

グ
ル
ー
プ
に
渡
さ
れ
る
ア
イ
テ
ム
に
「
斧
」

が
あ
る
。
例
え
ば
統
帥
権
の
象
徴
と
し
て

の
斧
を
渡
す
事
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に

登
場
す
る
。
特
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
や

磐
井
の
乱
に
登
場
す
る
場
面
だ
。
い
わ
ゆ

る
「
斧
鉞
」
と
呼
ば
れ
る
君
主
が
出
征
す

る
将
軍
に
統
率
の
し
る
し
と
し
て
渡
し
た

も
の
。
ま
た
あ
る
目
的
を
遂
行
す
る
た
め

に
全
権
を
委
ね
ら
れ
た
モ
ノ
に
そ
の
証
と

し
て
渡
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
と
同
じ
意
味
を

も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
形
状
と

出
土
状
況
の
際
立
っ
た
違
い
を
総
合
す
る

と
、
こ
の
鉄
斧
が
意
味
す
る
も
の
と
は
、

あ
る
い
は
「
王
」
に
委
ね
ら
れ
た
「
あ
る

使
命
」
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
同
様
な
副
葬
品
配
置
で
「
斧
」

に
際
立
つ
特
徴
的
な
状
況
が
見
ら
れ
る
古

墳
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
３
世
紀
の

前
方
後
方
墳
で
あ
る
松
本
市
弘
法
山
古
墳

で
は
、
主
軸
線
上
の
ど
真
ん
中
に
ポ
ツ
ン

と
お
か
れ
た
「
斧
」
が
存
在
す
る
。
報
告

書
で
も
斧
鉞
を
意
味
す
る
可
能
性
を
早
く

か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
近
く
で
は

可
児
市
見
隠
山
白
山
古
墳
で
の
２
つ
の
鉄

斧
の
配
置
も
同
様
な
思
想
に
基
づ
く
も
の

と
推
定
で
き
る
。
で
は
誰
か
ら
何
の
た
め

に
渡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
倭

王
で
あ
る
か
、こ
の
地
の
部
族
社
会
の
神
々

で
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
意
味
づ
け

が
大
き
く
変
わ
っ
て
来
る
。
い
ず
れ
に
し

ろ
斧
鉞
の
影
が
こ
の
大
型
の
鉄
斧
に
投
影

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
東
之
宮
古

墳
か
ら
出
土
し
た
５
つ
と
一
つ
の
特
徴
的

な
鉄
斧
に
は
、
当
地
域
の
部
族
社
会
が
抱

え
て
い
た
何
ら
か
の
「
５
つ
の
目
的
と
絶

対
に
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
１
つ

の
使
命
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
が
あ
り
、
そ
れ

を
見
事
に
遂
行
し
た
英
雄
が
こ
こ
に
眠
る

の
で
あ
る
。
そ
の
果
た
す
べ
き
使
命
と
は
、

い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

２．７       

邇
波
の
上
流
域

以
上
、
東
之
宮
古
墳
の
副
葬
品
配
置
な

ど
か
ら
被
葬
者
像
を
考
え
て
み
た
。
こ
こ

で
は
さ
ら
に
流
域
を
少
し
広
げ
て
様
子
を

見
て
み
よ
う
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
木

曽
川
本
流
域
の
可
児
・
カ
モ
地
域
で
あ
る
。

現
在
は
犬
山
市
に
北
接
し
可
児
市
と
し
て

発
展
を
遂
げ
る
地
域
で
あ
り
、
こ
こ
に
注

目
す
べ
き
古
墳
群
が
存
在
す
る
。
近
年
の

調
査
成
果
に
基
づ
き
２
・
３
世
紀
の
墳
丘

墓
か
ら
前
方
後
円
（
方
）
墳
へ
と
展
開
す

る
ま
と
ま
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
中
核

と
な
る
場
面
は
可
児
郡
御
嵩
町
伏
見
地

区
。
中
山
道
「
伏
見
宿
」、
あ
る
い
は
古

代
の
「
可
兒
駅
家
」
推
定
地
を
含
む
可
児

川
流
域
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
２
世
紀
の

方
形
墳
丘
墓
群
が
調
査
さ
れ
た
金
ヶ
崎
遺

跡
（
御
嵩
町
伏
見
）
や
円
形
墓
の
可
能
性

を
残
す
上
野
山
神
古
墳
・
桐
野
１
号
墳（
可

児
市
中
恵
土
）。
さ
ら
に
可
児
川
の
左
岸

に
は
神
崎
山
墳
丘
墓
が
見
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
２
世
紀
か
ら
３
世
紀
に
か
け
て
の
円

形
・
方
形
墓
を
経
て
新
た
に
登
場
す
る
の

が
伏
見
高
倉
山
古
墳
で
あ
る
。
42
メ
ー
ト

ル
の
前
方
後
方
墳
で
あ
り
、
可
児
川
を
見

下
ろ
す
丘
陵
の
端
部
に
造
営
さ
れ
た
。
さ

ら
に
そ
の
後
の
展
開
と
し
て
伏
見
地
区
に

は
方
形
の
伏
見
大
塚
古
墳
、
前
方
後
方
墳

で
あ
る
東
寺
山
１
号
墳
・
２
号
墳
、
周
囲

に
は
方
形
を
基
調
と
し
た
古
墳
群
が
次
々

に
造
営
さ
れ
伏
見
古
墳
群
を
構
成
し
て
い

る
。
一
方
で
伏
見
地
区
の
西
側
に
近
接
す
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御嶽古墳
白山古墳
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る
中
恵
土
地
区
に
は
前
波
古
墳
群
が
造
営

さ
れ
て
い
く
。
前
方
後
方
墳
の
西
寺
山
古

墳
、
前
方
後
円
墳
の
野
中
古
墳
・
長
塚
古

墳
で
あ
る
。
伏
見
地
区
と
前
波
地
区
の
二

つ
の
集
団
を
二
系
列
の
動
き
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
大
き
く
見

れ
ば
、
ま
ず
2
世
紀
の
墳
丘
墓
が
可
児
川

を
の
ぞ
む
段
丘
上
に
登
場
し
、
や
が
て
遅

く
と
も
３
世
紀
中
頃
に
は
前
方
後
方
墳
伏

見
高
倉
山
古
墳
の
造
営
に
い
た
る
点
に
お

い
て
は
、
研
究
者
の
見
解
に
大
き
な
違
い

は
な
い
。
た
だ
可
児
川
水
系
に
基
盤
と
な

る
中
核
集
落
域
が
未
だ
見
え
て
こ
な
い
の

は
や
や
気
に
な
る
点
で
も
あ
る
。
60
メ
ー

ト
ル
ク
ラ
ス
の
西
寺
山
古
墳
は
壺
形
埴
輪

を
巡
ら
す
前
方
後
方
墳
で
あ
り
、
犬
山
の

青
塚
古
墳
と
の
関
係
が
読
み
取
れ
る
。
し

た
が
っ
て
東
之
宮
古
墳
造
営
段
階
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
地
区
で
は
40
メ
ー
ト
ル
ク

ラ
ス
の
前
方
後
方
墳
が
造
営
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
り
、
ほ
ぼ
東
海
地
域
の
一
般
的

な
動
向
と
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。

70
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
東
之
宮
古
墳
の
造

営
は
、
遅
く
と
も
廻
間
III
式
期
前
葉
段
階

で
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
か

ら
以
下
の
諸
点
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
が

で
き
る
。

１
．
濃
尾
平
野
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
70

メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
前
方
後
方
墳
は
東
之

宮
古
墳
の
造
営
を
嚆
矢
と
す
る
。

２
．
東
之
宮
古
墳
の
被
葬
者
が
活
躍
し
た

時
代
よ
り
邇
波
・
可
児
カ
モ
地
域
で
は
40

か
ら
60
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
前
方
後
方
墳

が
次
々
に
造
営
を
開
始
す
る
。
伏
見
・
中

恵
土
地
域
や
同
じ
く
前
方
後
方
墳
が
集
中

す
る
小
牧
市
小
木
古
墳
群
の
動
き
も
こ
う

し
た
動
き
の
中
で
理
解
で
き
よ
う
。
す
る

と
「
斧
鉞
」
を
頂
く
東
之
宮
古
墳
の
王
の

使
命
と
は
、
結
果
的
に
犬
山
扇
状
地
か
ら

木
曽
川
を
遡
っ
た
可
児
・
カ
モ
地
域
を
含

め
た
広
大
な
領
域
に
、
弥
生
時
代
と
は
異

な
る
新
た
な
一
つ
の
造
営
環
境
・
富
の
動

員
を
可
能
に
す
る
環
境
を
作
り
上
げ
た
事

に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
は
東
之
宮
古
墳
の

王
を
頂
点
と
す
る
邇
波
・
可
児
・
カ
モ
の

部
族
社
会
の
再
編
成
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
起
因
に
よ
り

行
な
わ
れ
た
か
は
別
の
視
点
が
必
要
と
な

ろ
う
。

東
之
宮
古
墳
が
位
置
す
る
鵜
沼
・
犬
山

内
田
地
区
に
は
上
流
域
で
確
認
し
た
よ
う

な
、
未
だ
先
行
す
る
墳
丘
墓
が
見
え
て
こ

な
い
。
東
之
宮
古
墳
の
造
営
は
、
い
わ
ば

唐
突
な
大
型
墳
の
出
現
で
あ
る
。
伏
見
地

区
の
２
・
３
世
紀
の
墳
丘
墓
の
動
き
を
踏

ま
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
東
之
宮
古
墳
の
造

営
に
至
る
過
程
で
、
30
・
40
メ
ー
ト
ル
ク

ラ
ス
の
方
形
墳
丘
墓
が
造
営
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
が
、
現
状
で
は
当
地
区
に

そ
の
痕
跡
さ
え
見
え
て
こ
な
い
。
鵜
沼
古

市
場
遺
跡
群
の
調
査
に
期
待
し
た
い
が
、

一
方
で
も
う
一
つ
の
集
団
、
余
野
遺
跡
群

に
は
伏
見
地
区
で
見
て
き
た
と
同
様
な
動

き
が
指
摘
で
き
る
。
余
野
地
区
仁
所
野
遺

跡
の
墳
丘
墓
群
と
そ
の
中
に
出
現
し
た
前

方
後
方
墳
小
口
白
山
１
号
墳
の
存
在
で
あ

る
。
は
た
し
て
東
之
宮
古
墳
と
は
、
こ
れ

ら
の
い
ず
れ
か
の
集
団
に
よ
る
ミ
ッ
シ
ョ

ン
の
結
果
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
踏
み

込
む
に
は
未
だ
資
料
不
足
で
も
あ
る
。
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東之宮古墳
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２．８      

渡 

河

そ
こ
で
別
の
視
点
と
し
て
、
木
曽
川
と

「
路
」
と
の
関
係
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

律
令
期
の
「
各
務
」
駅
家
を
ど
こ
に
想
定

す
る
か
に
よ
り
、
意
味
合
い
が
大
き
く
異

な
る
の
で
あ
る
が
、「
可
兒
」
駅
家
は
前

述
し
た
よ
う
に
伏
見
古
墳
群
が
展
開
し
た

現
在
の
御
嵩
町
伏
見
付
近
と
い
う
の
は
ほ

ぼ
一
致
を
見
て
い
る
。
そ
こ
で
木
曽
本
流

の
渡
河
地
点
の
経
路
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
ろ
う
。
や
や
時
代
が
降
る
が
、
承
久

の
乱
で
「
尾
張
川
」
九
瀬
の
渡
し
を
中
心

と
し
た
戦
の
場
面
と
し
て
鵜
沼
・
板
橋
・

池
瀬
・
摩
免
戸（
前
度
）な
ど
が
登
場
す
る
。

板
橋
・
池
瀬
を
伊
木
と
山
那
付
近
と
考
え

る
の
が
や
は
り
妥
当
で
あ
り
、式
内
社「
山

那
神
社
」
が
鎮
座
す
る
こ
の
周
辺
に
は
、

現
在
も
中
世
期
の
遺
物
が
広
く
分
布
し
、

「
山
那
切
れ
」
の
伝
承
と
と
も
に
洪
水
多

発
地
帯
で
も
あ
っ
た
。
古
代
の
「
東
山

道
」
が
ど
こ
で
木
曽
川
を
渡
河
し
て
い
た

の
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
古
墳
時
代
か
ら
古
代
を
通
じ
て
恒
常

的
な
渡
場
と
し
て
鵜
沼
・
内
田
の
渡
し
が

最
も
安
定
し
か
つ
遺
跡
の
動
向
・
分
布
に

符
合
し
て
い
る
。
例
え
ば
大
型
古
墳
造
営

を
見
て
も
、
鵜
沼
坊
の
塚
古
墳
や
衣
裳
塚



亀山古墳 北山古墳

南山古墳

笹山古墳

亀山古墳出土 四獣形鏡
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古
墳
、
犬
山
の
東
之
宮
古
墳
・
甲
塚
古
墳
・

妙
感
寺
古
墳
な
ど
の
分
布
か
ら
、
鵜
沼
か

ら
内
田
を
通
過
し
丸
山
の
南
山
麓
を
通
り

善
師
野
に
向
か
う
ル
ー
ト
が
古
く
か
ら
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
丸
山
か
ら
継
鹿
尾

を
抜
け
石
原
か
ら
土
田
へ
抜
け
る
路
を
想

定
す
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
土
田
付
近

の
可
児
川
は
渓
谷
、
崖
状
で
あ
り
恒
常
的

な
古
代
の
渡
河
地
点
と
し
て
は
問
題
が
多

い
。
や
は
り
善
師
野
か
ら
帷
子
を
通
過
し

中
恵
土
か
ら
伏
見
に
至
る
、
い
わ
ゆ
る
後

の
「
犬
山
街
道
」
が
一
つ
の
参
考
に
な
ろ

う
。
ち
な
み
に
後
の
「
矢
集
連
氏
」
が
登

場
す
る
可
児
郡
矢
集
郷
の
推
定
地
は
、
可

児
市
帷
子
か
ら
可
児
川
に
出
る
「
矢
戸
」

付
近
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
帷
子

周
辺
か
ら
か
つ
て
中
国
鏡
（
虺
龍
文
鏡
）

の
出
土
が
伝
わ
り
、「
犬
山
街
道
」
そ
の

も
の
が
東
之
宮
古
墳
か
ら
前
渡
・
伏
見
古

墳
群
と
い
う
古
墳
時
代
前
期
の
古
鏡
分
布

を
直
接
繋
ぐ
ル
ー
ト
で
も
あ
っ
た
。鵜
沼
・

犬
山
内
田
と
い
う
犬
山
扇
状
地
の
扇
の
要

か
ら
、
初
源
的
な
「
路
」
の
整
備
が
い
つ

か
ら
ど
の
よ
う
に
整
え
ら
よ
う
と
し
た
の

か
を
具
体
的
に
考
え
て
い
く
と
、
や
は
り

東
之
宮
古
墳
の
造
営
と
い
う
時
期
が
一
つ

の
重
要
な
起
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

く
る
。
河
川
等
の
治
水
対
策
を
含
め
、
そ

れ
も
ま
た
一
つ
の
部
族
集
団
に
よ
る
ミ
ッ

シ
ョ
ン
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

３
． 

東
海
の
六
部
族

３．１      
弥
生
時
代
の
部
族
的
規
範

東
之
宮
古
墳
の
造
営
が
、
東
海
地
域

に
お
い
て
一
つ
の
画
期
に
な
る
出
来
事

で
あ
っ
た
事
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
次
に
東
之
宮
古
墳
の
被
葬
者
が

活
躍
し
た
時
代
で
あ
る
、
3
世
紀
中
頃

か
ら
後
葉
に
か
け
て
の
伊
勢
湾
沿
岸
部

の
状
況
を
整
理
し
、
評
価
す
る
視
点
を

ま
と
め
て
お
き
た
い
。
実
は
そ
こ
に
は

「
東
之
宮
古
墳
と
同
じ
ク
ラ
ス
の
前
方
後

方
墳
」、
70
か
ら
80
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の

前
方
後
方
墳
が
い
く
つ
か
の
地
域
で
造

営
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
東
海
地
域
の
大
部
族
連
合
を
さ

さ
え
た
、
主
要
な
六
つ
の
部
族
集
団
で

あ
る
と
考
え
た
。

ま
ず
そ
の
前
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
視
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
弥
生

時
代
か
ら
の
地
域
社
会
の
指
導
者
を
葬

る
墳
丘
墓
の
規
模
に
つ
い
て
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
論
考
に
て
言
及
し
た
の
で

あ
る
が
、
完
結
に
ま
と
め
て
お
く
と
以

下
の
よ
う
に
な
る
。
弥
生
時
代
の
集
落

遺
跡
に
お
け
る
墳
丘
墓
の
中
で
最
も
大

き
な
規
模
を
有
す
る
墳
墓
を
見
て
い
く

と
、
例
え
ば
清
須
市
朝
日
遺
跡
や
豊
田

市
川
原
遺
跡
な
ど
か
ら
、
そ
の
規
模
は

お
お
む
ね
30
～
40
メ
ー
ト
ル
が
基
本
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
そ
の

時
点
で
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の

お
墓
の
規
模
は
40
メ
ー
ト
ル
が
最
大
値

と
い
う
数
値
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
点
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は
東
海
地
域
を
含
め
た
列
島
各
地
域
に

お
い
て
も
ほ
ぼ
ほ
ぼ
同
様
な
傾
向
が
見

ら
れ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
弥
生
時
代

を
通
じ
て
大
き
く
逸
脱
す
る
造
営
環
境

は
見
出
し
難
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
主

墳
丘
に
突
出
部
を
付
加
し
墳
丘
墓
を
造

る
と
、
主
墳
の
2
倍
の
大
き
さ
が
部
族

社
会
の
伝
統
的
な
指
導
者
層
の
大
き
さ

「
規
範
」
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
70
～
80
メ
ー
ト
ル
ク

ラ
ス
ま
で
の
大
き
さ
は
、
す
べ
て
地
域

社
会
が
内
包
す
る
部
族
社
会
の
規
範
枠

内
で
の
造
営
志
向
と
い
う
事
に
な
る
。

以
下
こ
れ
を
前
提
と
考
え
る
。
従
来
前

方
後
円
（
方
）
墳
全
て
に
お
い
て
一
律

に
形
と
大
き
さ
に
階
層
性
を
付
与
さ
せ
、

い
わ
ゆ
る
倭
王
権
か
ら
の
墳
墓
造
営
許

可
制
度
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
意
見
が

多
々
見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
見
解
に

は
与
し
な
い
。

３．２      

東
海
六
部
族

さ
て
、
六
部
族
を
全
て
詳
細
に
見
て
い

く
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
略

を
ま
と
め
て
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
留
め

た
い
。

東
海
地
域
に
お
い
て
70
・
80
メ
ー
ト
ル

ク
ラ
ス
の
前
方
後
方
墳
で
、
か
つ
東
之
宮

古
墳
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
造
営
も
し
く
は
造

営
主
体
が
存
在
す
る
と
推
定
で
き
る
古
墳

は
現
状
で
は
以
下
の
４
基
で
あ
る
。
滋
賀

県
長
浜
市
「
姫
塚
古
墳
」・
岐
阜
県
大
野

町
「
北
山
古
墳
」・
三
重
県
松
阪
市
「
向

山
古
墳
」・
愛
知
県
安
城
市
「
桜
井
二
子

古
墳
」。

一
つ
目
は
北
近
畿
へ
の
窓
口
で
も
あ

る
近
江
湖
北
地
域
。
濃
尾
平
野
と
は
鉄
の

路
と
も
い
え
る
「
八
草
峠
」
を
介
し
て
つ

な
が
る
地
域
で
あ
り
、
古
く
か
ら
の
北
近

畿
・
日
本
海
沿
岸
部
と
の
交
流
の
大
動
脈

と
い
え
る
ル
ー
ト
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
律
令
期
の
東
山
道
ル
ー
ト
は「
不
破
」

か
ら
「
大
野
」
で
あ
り
、
明
ら
か
に
近
江

か
ら
関
ヶ
原
を
経
て
、
と
い
う
流
れ
が
文

化
の
道
で
あ
る
か
の
ご
と
く
語
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に

か
け
て
は
こ
う
し
た
近
江
か
ら
の
流
れ
よ

り
、
さ
ら
に
遡
り
か
つ
重
要
な
文
化
の
道

が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
近
江
「
湖
北
」
か

ら
揖
斐
川
水
系
を
抜
け
濃
尾
平
野
北
部

に
至
る
「
路
」
で
あ
り
、
現
在
の
国
道

3
0
3
号
線
、「
方
縣
」（
岐
阜
市
）
か
ら

「
大
野
」
を
経
て
八
草
峠「
伊
香
郡
」
に
至

り
若
狭
地
域
に
向
か
う
路
で
あ
る
。
北
近

畿
地
域
と
濃
尾
平
野
と
は
弥
生
時
代
後
期

「
三
遠
式
銅
鐸
」
の
分
布
や
土
器
様
式
の

交
流
、
さ
ら
に
は
現
代
に
い
た
る
「
方
言

の
共
通
点
」
な
ど
、
文
化
の
流
れ
の
基
調

と
し
て
、
古
く
か
ら
存
在
す
る
重
要
な
物

流
網
で
も
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

東
山
道
の
美
濃
領
域
の「
路
」
は
、
ま
さ

に
こ
の
古
く
か
ら
存
在
す
る「
北
近
畿
路
」

を
ベ
ー
ス
に
整
備
さ
れ
た
と
想
定
し
た

い
。
こ
の
路
は
さ
ら
に
日
本
海
か
ら
北
近

畿
、
大
陸
系
の
文
物
流
入
ル
ー
ト
を
も
射

程
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
長

浜
市
、
旧
高
月
町
・
木
之
本
町
を
中
心
と

し
た「
伊
香
」と
い
う
領
域
、
そ
こ
に
古
保

利
古
墳
群
を
代
表
と
す
る
前
方
後
円（
方
）

墳
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
前
方

後
方
墳
と
し
て
は
３
世
紀
前
半
期
に
遡
る

で
あ
ろ
う
60
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
小
松
古

墳
や
大
森
古
墳
な
ど
注
目
す
べ
き
3
世
紀

代
の
大
型
古
墳
群
で
も
あ
る
。
そ
の
中
で

特
に
こ
こ
で
は
平
野
部
に
造
営
さ
れ
た
80

メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方
墳
「
姫
塚
古
墳
」

に
注
目
し
、
前
方
部
が
著
し
く
低
く
平
坦

で
あ
り
次
の
述
べ
る
上
磯
古
墳
群
北
山
古

墳
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
つ
目
の
地
域
は
美
濃
大
野
町
、
上
磯

古
墳
群
。
こ
こ
に
は
笹
山
古
墳
か
ら
は
じ

ま
る
で
あ
ろ
う
前
方
後
方
墳
集
中
造
営
地

と
し
て
注
目
す
べ
き
場
所
が
存
在
す
る
。

中
で
も
東
之
宮
古
墳
と
の
関
係
に
お
い
て

前
方
後
方
墳
北
山
古
墳
が
と
て
も
興
味
深

い
。
北
山
古
墳
は
主
軸
線
が
東
之
宮
古
墳

と
同
様
に
冬
至
の
日
の
出
軸
と
一
致
し
て

い
る
点
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
因
み
に

南
山
古
墳
93
．
3
メ
ー
ト
ル
と
北
山
古
墳

83
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方
墳
が
冬
至
・
夏

至
の
軸
線
を
共
有
す
る
。
ま
た
上
磯
古
墳

群
か
ら
は
多
く
の
倭
鏡
が
出
土
し
て
い
る

が
、
現
状
に
お
い
て
三
角
縁
神
獣
鏡
は
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
３
世
紀
第

三
四
半
期
に
お
い
て
東
海
地
域
最
大
規
模

を
誇
る
前
方
後
方
墳
造
営
地
で
あ
る
事
は

動
か
な
い
と
思
う
。

三
つ
目
は
倭
王
権
と
の
反
乱
伝
承
を
も

つ
地
域
。
現
在
の
三
重
県
松
阪
市
、
旧
嬉

野
町
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
り
、
雲
出

川
下
流
域
。
こ
こ
は
古
く
か
ら「
ア
ザ
カ
」

国
と
呼
ば
れ
、
猿
田
彦
を
崇
め
る
一
族
が

割
拠
し
た
場
面
で
も
あ
る
。
前
方
後
方
墳

が
中
村
川
流
域
に
密
集
し
、
庵
ノ
門
１
号

墳
・
西
山
１
号
墳
・
筒
野
１
号
墳
・
錆
山

古
墳
と
ほ
ぼ
40
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
前
方

後
方
墳
が
造
営
さ
れ
、
最
大
規
模
を
誇
る

前
方
後
方
墳
82
．
2
メ
ー
ト
ル
の
向
山
古

墳
の
造
営
に
至
る
。
東
之
宮
古
墳
と
同
時

期
の
古
墳
は
、
お
そ
ら
く
東
之
宮
古
墳
と

類
似
す
る
獣
形
文
鏡
が
見
ら
れ
る
筒
野
１

号
墳
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
れ
ら
の
古
墳
群
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の
造
営
主
体
は
中
村
川
水
系
の
下
之
庄
東

方
遺
跡
・
片
部
貝
蔵
遺
跡
で
あ
り
、
北
陸
・

近
江
・
近
畿
な
ど
多
方
面
か
ら
の
土
器
の

出
土
に
加
え
、
伊
勢
湾
沿
岸
部
の
部
族
社

会
の
重
要
な
ア
イ
テ
ム
「
S
字
甕
誕
生

地
」と
し
て
も
大
変
重
要
な
場
面
で
あ
る
。

四
つ
目
の
地
域
は
矢
作
川
中
流
域
で
あ

る
御
河
国
、
碧
海
「
桜
井
」
地
区
。
こ
こ

に
は
68
．
2
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方
墳
桜

井
二
子
古
墳
と
、
前
方
後
円
墳
で
あ
る
が

65
メ
ー
ト
ル
の
姫
小
川
古
墳
が
造
営
さ
れ

て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
造
営
と
い
う
評

価
で
あ
る
が
、そ
れ
ぞ
れ
「
古
井
遺
跡
群
」

「
姫
下
・
下
懸
遺
跡
群
」
を
背
景
と
す
る

小
地
域
社
会
に
ま
と
ま
る
よ
う
で
あ
り
、

上
記
し
た
ア
ザ
カ
国
と
同
様
に
近
畿
・
北

陸
等
の
多
方
面
の
土
器
等
の
出
土
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
「
ハ
ズ
の
海
」
を

介
し
た
伊
勢
の
海
路
と
の
湊
港
的
な
場
面

と
も
い
え
よ
う
。

３．３      

味
蜂
間
の
海

以
上
の
４
つ
の
地
域
社
会
と
犬
山
扇
状

地
の
「
邇
波
」。
つ
ま
り
前
方
後
方
墳
72

メ
ー
ト
ル
の
東
之
宮
古
墳
を
中
心
と
す
る

木
曽
川
水
系
中
流
域
の
地
域
社
会
を
含
め

て
、
５
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
部
族
社
会
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
最
後

の
六
番
目
の
地
域
は
中
島
・
海
部
の
「
味

蜂
間
の
海
」
を
介
す
る
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
領
域
を
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に

は
70
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
前
方
後
方
墳
は

現
状
で
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
一
宮
市

萩
原
遺
跡
群
は
廻
間
様
式
の
中
核
的
集
落

遺
跡
群
と
考
え
て
良
い
。
つ
ま
り
東
海
地

域
の
２
・
３
世
紀
の
土
器
様
式
を
概
観
し

て
い
く
と
、
そ
の
情
報
発
信
源
は
濃
尾
平
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野
低
地
部
と
と
ら
え
て
よ
く
、
そ
こ
に
は

伊
勢
湾
北
部
域
に
大
き
く
入
り
込
む
「
味

蜂
間
の
海
」
が
存
在
し
、
そ
の
周
辺
部
に

展
開
し
た
集
落
遺
跡
こ
そ
が
２
・
３
世
紀

に
お
け
る
伊
勢
湾
沿
岸
部
の
社
会
文
化
的

な
中
核
的
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
実
態
は
未
だ
不
明

確
で
も
あ
り
本
格
的
な
調
査
を
待
つ
必
要

が
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
「
味
蜂
間
の

海
」
周
辺
部
を
ま
と
ま
り
あ
る
一
つ
の
部

族
社
会
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の

と
思
う
。
因
み
に
こ
の
空
域
は
、
反
乱
伝

承
「
悪
神
」
と
「
島
田
県
主
」
が
関
与
し

た
領
域
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
大
型
の
前
方
後
方
墳
が
存
在
し

な
い
理
由
を
、一
つ
の
幻
想
で
は
あ
る
が
、

大
部
族
連
合
の
中
核
的
な
集
団
（
味
蜂
間

の
海
）
が
、
2
4
7
年
狗
奴
国
抗
争
を

契
機
に
、
ア
ザ
カ
国
を
介
し
て
、
お
お
や

ま
と
地
域
（
特
に
前
方
後
方
墳
が
集
中
す

る
大
和
古
墳
群
）
に
移
動
し
た
と
想
定
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
そ
の
目
的

は
、
初
期
倭
王
権
誕
生
へ
の
参
画
で
あ
る

点
は
見
据
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

３．４      

冬
至
軸
を
も
つ
古
墳

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
大
雑
把
で

は
あ
る
が
東
之
宮
古
墳
の
内
容
を
基
軸
と

し
て
、
そ
の
時
代
の
東
海
地
域
を
概
観
し

て
き
た
。
結
果
１
．
東
之
宮
古
墳
の
被
葬

者
が
活
躍
し
た
3
世
紀
中
頃
か
ら
後
葉
に

か
け
て
、
70
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
前
方
後

方
墳
が
東
海
地
域
に
造
営
さ
れ
は
じ
め

た
。
同
時
に
地
域
社
会
が
切
望
し
た
「
あ

る
使
命
」
に
基
づ
き
、
遂
行
し
た
指
導
者

に
対
し
て
、
富
の
動
員
が
実
行
さ
れ
、
過

大
な
栄
誉
（
伝
説
）
と
記
念
碑
的
な
墳
墓

の
構
築
を
実
現
し
た
。
２
．
特
に
木
曽
川

中
流
域
で
は
、
二
つ
の
集
団
（
鵜
沼
古
市

場
遺
跡
群
・
余
野
遺
跡
群
）
を
核
と
し
た

ま
と
ま
り
を
基
軸
に
東
之
宮
古
墳
が
造
営

さ
れ
、
犬
山
扇
状
地
北
部
域
に
誕
生
す
る

と
と
も
に
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
周

辺
の
地
域
社
会
に
お
い
て
も
60
メ
ー
ト
ル

ク
ラ
ス
の
前
方
後
方
墳
が
次
々
に
造
営
さ

れ
た
。
３
．
ま
た
こ
う
し
た
時
期
（
廻
間

III
式
期
前
半
）
に
70
・
80
メ
ー
ト
ル
ク
ラ

ス
の
前
方
後
方
墳
が
東
海
地
域
各
地
で
造

営
を
開
始
す
る
。
そ
の
地
域
社
会
と
し
て

の
ま
と
ま
り
を
６
つ
の
地
域
で
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
湖
北
地
域
・
西
濃
北
部

地
域
・
犬
山
扇
状
地
・
矢
作
川
中
流
域
・

雲
出
川
下
流
域
、
そ
し
て
廻
間
様
式
の
中

心
的
な
味
蜂
間
の
海
。
こ
れ
を
こ
こ
で
は

東
海
の
六
部
族
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
か

つ
て
伊
勢
湾
沿
岸
部
大
部
族
連
合
と
記
載

し
た
が
そ
の
具
体
的
な
内
容
で
も
あ
る
。

2
・
3
世
紀
の
伊
勢
湾
沿
岸
部
の
地
域

社
会
を
一
言
で
ま
と
め
る
と
、
濃
尾
平
野

低
地
部
で
誕
生
し
た
「
廻
間
様
式
」
を
共

有
し
つ
つ
、
小
部
族
間
の
地
縁
的
絆
を
基

軸
と
す
る
社
会
で
あ
っ
た
。
指
導
者
は
前

方
後
方
墳
に
奉
ら
れ
、
治
水
や
低
地
・
湿

地
開
発
に
果
敢
に
挑
ん
だ
技
術
力
と
、河
・

海
・
湿
原
の
物
流
に
精
通
し
あ
る
い
は
整

え
地
域
社
会
を
造
り
上
げ
て
き
た
。
北
近

畿
・
北
陸
や
中
部
高
地
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
持
つ
。
東
之
宮
古
墳
や
北
山
古
墳
、
大

森
古
墳
、
あ
る
い
は
姫
小
川
古
墳
に
代
表

さ
れ
る
冬
至
の
主
軸
線
に
あ
わ
せ
る
よ
う

に
造
営
さ
れ
た
思
想
か
ら
は
、
弥
生
文
化

以
来
の
地
域
的
伝
統
、
部
族
社
会
に
内
包

す
る
神
話
的
絆
が
強
く
残
存
し
、
そ
れ
を

好
し
と
す
る
伊
勢
湾
沿
岸
部
の
多
く
の
地

域
社
会
の
ま
と
ま
り
を
あ
ら
た
め
て
類
推

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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は
じ
め
に

N
P
O
法
人
ニ
ワ
里
ね
っ
と
で
は
、

「
文
化
遺
産
の
見
え
る
ま
ち
づ
く
り
」
活

動
と
し
て
地
域
に
残
る
文
化
遺
産
の
悉
皆

調
査
を
行
っ
て
い
る
。
悉
皆
調
査
を
す
る

に
あ
た
っ
て
、
ニ
ワ
里
ね
っ
と
会
員
や
地

元
住
民
の
方
か
ら
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ

く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
平
成
28
年

冬
、
地
元
住
民
の
方
よ
り
犬
山
市
字
宮
裏

の
宮
浦
池
周
辺
で
陶
器
片
を
採
集
し
た
と

の
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
埋
蔵
文
化
財
包

蔵
地
と
し
て
登
録
の
な
い
地
点
で
あ
り
、

新
規
の
遺
跡
が
存
在
す
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
30
年
11
月
に
周

辺
の
現
地
踏
査
を
行
っ
た
結
果
、
灰
釉
陶

器
・
窯
道
具
な
ど
を
ま
と
ま
っ
て
採
集
す

る
こ
と
が
で
き
、
新
た
な
窯
跡
の
存
在
が

想
定
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
宮
裏
池
周
辺

で
の
現
地
踏
査
と
採
集
遺
物
に
つ
い
て
報

告
し
、今
後
の
研
究
の
展
望
を
述
べ
た
い
。

現
地
踏
査
の
報
告

遺
物
採
集
地
点
の
立
地
と
周
辺
の
遺
跡

犬
山
市
の
東
部
エ
リ
ア
に
は
1
3
0

～
2
0
0
m
の
丘
陵
地
帯
（
愛
岐
丘
陵

と
も
呼
ぶ
）
が
広
が
っ
て
お
り
、
丘
陵
に

複
雑
に
入
り
組
ん
だ
谷
地
形
を
利
用
し

て
、
数
多
く
の
灌
漑
用
た
め
池
が
造
ら
れ

て
い
る
。今
回
遺
物
を
採
集
し
た
地
点
は
、

犬
山
市
字
宮
裏
に
所
在
し
、
東
部
の
丘
陵

内
の
北
東
方
向
へ
延
び
る
谷
の
最
奥
部
に

あ
る
宮
裏
池
に
位
置
し
て
い
る
。
池
の
築

造
時
期
は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
明
治
時

代
の
地
形
図
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
明
治
以
前
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
遺
物
は
、
宮
裏

池
の
北
東
斜
面
の
池
岸
を
中
心
に
散
布
し

て
い
た
。

こ
の
犬
山
東
部
の
丘
陵
地
帯
は
、
北
に

は
各
務
原
市
、
東
に
は
岐
阜
県
可
児
市
・

多
治
見
市
、
南
に
は
小
牧
市
・
春
日
井
市

へ
と
連
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
は
古
く
か
ら
窯
業
生
産
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
小
牧

市
か
ら
春
日
井
市
に
か
け
て
は
、
小
牧
市

篠
岡
地
区
を
中
心
に
、
古
墳
時
代
か
ら
中

世
ま
で
操
業
し
た
「
尾
北
窯
」
と
呼
称
す

る
窯
跡
群
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
東
に
隣

接
す
る
可
児
市
・
多
治
見
市
は
、
古
代
か

ら
近
世
に
至
る
ま
で
連
綿
と
窯
業
生
産
が

行
わ
れ
て
お
り
、
土
岐
市
・
瑞
浪
市
に
分

布
す
る
窯
跡
群
と
合
わ
せ
て
「
東
濃
窯
」

と
呼
称
さ
れ
て
る
。
ま
た
北
に
位
置
す
る

各
務
原
市
で
は
、
須
衛
地
区
を
中
心
に
関

市
・
岐
阜
市
ま
た
が
っ
て
古
墳
時
代
か
ら

中
世
ま
で
の
窯
跡
が
分
布
し
て
お
り
「
美

濃
須
衛
窯
」が
形
成
さ
れ
て
い
る（
図
１
）。

犬
山
市
域
の
丘
陵
一
帯
に
も
周
辺
地
域
と

同
様
に
、
複
数
の
窯
跡
が
塔
野
地
・
前
原
・

今
井
・
八
曽
の
山
中
に
か
け
て
分
布
し
て

い
る
こ
と
が
『
犬
山
市
史
』
や
『
愛
知
県

古
窯
跡
群
分
布
調
査
報
告
（
Ⅲ
））』
な
ど

に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
犬
山
市
域
の
窯
跡

を
図
２
に
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
窯
跡
の
多

く
が
未
調
査
で
詳
細
が
不
明
で
あ
る
が
、

宮
裏
池
の
西
に
位
置
す
る
堂
ヶ
洞
古
窯
群

（
赤
坂
古
窯
群
）
は
、
古
代
の
窯
跡
で
は

唯
一
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
10
基

近
く
の
窯
跡
が
存
在
し
た
と
さ
れ
、
そ
の

う
ち
３
基
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
９
世
紀
後

半
～
10
世
紀
前
半
の
灰
釉
陶
器
の
窯
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

採
集
地
点
の
現
況
（
写
真
1
・
２
）

遺
物
は
、
宮
裏
池
北
東
斜
面
の
池
岸
を

中
心
に
採
集
で
き
た
。遺
物
が
３
箇
所（
地

点
１
～
３
）に
分
か
れ
て
集
中
し
て
お
り
、

複
数
基
の
窯
跡
が
存
在
し
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
（
図
３
）。
地
点
１
で
は
、
約

１
．
５
m
の
幅
で
黒
い
灰
層
が
広
が
っ

て
お
り
灰
原
の
一
部
が
残
存
し
て
い
る
と

想
定
さ
れ
る
。
池
底
に
向
か
っ
て
傾
斜
面

犬
山
市
・
宮
裏
池
採
集
の
灰
釉
陶
器
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

古
代
邇
波
の
里
・
文
化
遺
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

大
塚 

友
恵
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が
残
っ
て
お
り
、
遺
構
の
一
部
が
残
存
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
岸
か
ら
約
３

m
上
に
は
道
路
が
通
り
斜
面
が
削
平
さ

れ
て
い
る
た
め
、
窯
本
体
は
す
で
に
滅
失

し
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

採
集
遺
物
の
紹
介
（
図
４
）

採
集
し
た
遺
物
は
全
59
点
（
地
元
住
民

の
採
集
品
も
含
む
）
で
、器
種
に
は
椀
類
・

皿
類
・
瓶
類
・
壺
蓋
・
焼
台
が
あ
る
。
採

集
遺
物
の
一
覧
を
表
１
に
示
し
た
。
陶
器

類
は
灰
釉
の
な
い
小
破
片
も
あ
る
が
、
ほ

ぼ
す
べ
て
灰
釉
陶
器
片
で
あ
る
。
破
片
資

料
が
多
い
た
め
、
口
縁
部
も
し
く
は
高
台

部
の
径
が
1
/
8
以
上
残
存
す
る
も
の

を
極
力
図
化
し
た
。
可
能
な
も
の
は
反
転

復
元
し
、
中
心
線
を
結
節
せ
ず
区
別
し
て

い
る
。

【
灰
釉
陶
器
】
椀
類
（
1
～
22
、
29
）

高
台
部
の
み
、
も
し
く
は
口
縁
部
の
み

の
部
分
的
な
資
料
が
大
半
だ
が
、
点
数
と

し
て
は
最
も
多
く
採
集
で
き
た
。
体
部
が

残
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
、
皿
類
と
区

別
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。

椀
類
は
高
台
径
5
㎝
以
下
の
小
椀

（
29
）
と
、
そ
れ
以
上
の
椀
に
分
け
ら
れ
、

椀
は
調
整
技
法
や
高
台
の
形
状
か
ら
、
A

類
（
１
～
18
）
と
B
類
（
19
～
21
）
に

細
分
で
き
る
。
A
類
は
底
部
・
体
部
に

回
転
ヘ
ラ
削
り
も
し
く
は
回
転
ナ
デ
が
施

さ
れ
、
B
類
は
回
転
ヘ
ラ
削
り
・
回
転

ナ
デ
調
整
が
施
さ
れ
ず
、
底
部
に
は
糸
切

り
痕
が
残
る
。
A
類
は
地
点
１
に
集
中

し
、
B
類
は
地
点
２
の
み
で
採
集
さ
れ

て
い
る
。

椀
A
類
は
、
内
外
面
に
施
さ
れ
た
灰

釉
が
黄
緑
色
を
呈
し
、
焼
き
締
ま
り
も
良

好
な
も
の
が
多
い
。
直
接
重
ね
焼
き
さ
れ

た
痕
跡
が
み
ら
れ
、
ハ
ケ
塗
り
と
想
定
さ

れ
る
資
料
も
存
在
す
る
。
高
台
は
内
湾
し

接
地
面
を
尖
ら
せ
て
外
側
を
屈
曲
さ
せ
た

三
日
月
状
を
し
て
い
る
が
、
高
台
が
細
く

外
側
の
屈
曲
が
強
い
も
の
と
、
低
く
内
湾
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が
緩
く
て
台
形
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
前

者
の
方
が
全
体
的
に
調
整
が
丁
寧
で
灰
釉

の
発
色
も
良
く
、
時
期
差
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
17
・
18
は
口
縁
部
の
み
で
あ

る
が
、
胎
土
や
灰
釉
の
発
色
具
合
な
ど
か

ら
A
類
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
椀
B
類

は
、
回
転
ヘ
ラ
削
り
・
ナ
デ
調
整
が
施
さ

れ
れ
て
い
な
い
た
め
器
壁
が
厚
く
、
底
部

に
は
糸
切
り
痕
が
残
る
。
ま
た
浸
け
が
け

に
よ
っ
て
内
外
面
に
灰
釉
を
施
し
て
あ
る

が
、
発
色
不
良
で
あ
る
。
高
台
は
低
く
三

角
形
状
で
粗
雑
な
つ
く
り
で
あ
る
。
19
は

口
縁
部
に
指
押
し
が
施
さ
れ
る
輪
花
椀
。

22
は
高
台
の
形
状
か
ら
深
椀
と
考
え
ら

れ
、
回
転
ヘ
ラ
削
り
・
ナ
デ
調
整
が
み
ら

れ
る
た
め
B
類
か
ら
は
外
し
た
が
、
外

面
に
施
さ
れ
た
灰
釉
が
発
色
を
し
て
い
な

い
。

【
灰
釉
陶
器
】
皿
類
（
23
・
24
）

皿
と
断
定
で
き
る
の
は
口
縁
部
の
資
料

の
み
で
あ
る
。
灰
釉
は
黄
緑
色
に
発
色
し

て
お
り
、
23
は
口
縁
部
周
辺
に
ハ
ケ
塗
り

で
灰
釉
が
施
さ
れ
て
い
る
。

【
灰
釉
陶
器
】
瓶
類
（
25
～
28
、
31
・
32
）

25
～
28
は
底
部
の
み
で
全
体
の
形
状
は

把
握
で
き
な
い
が
、
高
台
の
形
状
な
ど
か

ら
長
頸
瓶
の
底
部
と
判
断
し
た
。
低
く
外

に
張
り
出
す
高
台
で
、
底
部
は
回
転
ヘ
ラ

削
り
さ
れ
た
ま
ま
の
も
の
と
、
削
り
が
ナ

デ
消
さ
れ
て
い
る
も
の
と
あ
る
。
外
面
に

灰
釉
が
施
さ
れ
、
部
分
的
に
釉
が
瑠
璃
色

を
呈
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
31
・
32
は

小
瓶
で
、ど
ち
ら
も
外
面
に
灰
釉
を
施
し
、

釉
が
溜
ま
っ
た
厚
い
部
分
で
は
瑠
璃
色
か

ら
乳
白
色
を
呈
す
。
32
の
底
部
に
は
糸
切

り
痕
が
残
る
。

【
灰
釉
陶
器
】
壺
蓋
（
30
）

小
片
で
は
あ
る
が
、
口
縁
部
の
取
り
付

け
な
ど
か
ら
壺
蓋
と
判
断
し
た
。
地
点
１

で
１
点
の
み
採
集
さ
れ
て
い
る
。
外
面
全

体
に
灰
釉
が
薄
く
か
か
る
。

【
窯
道
具
】
焼
台
（
33
）

地
点
１
で
１
点
採
集
し
た
。
高
台
の
圧

痕
か
ら
椀
の
焼
成
用
と
み
ら
れ
る
。
上
面

に
は
植
物
繊
維
の
圧
痕
が
み
ら
れ
る
。

以
上
、
採
集
遺
物
の
所
見
を
述
べ
た
。

こ
れ
ら
の
採
集
遺
物
を
、『
愛
知
県
史
』（
別

編 
窯
業
）
に
よ
り
示
さ
れ
た
編
年
（
註

1
）
に
当
て
は
め
る
と
、
大
き
く
２
時
期

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
点
１
を
中

心
に
採
集
さ
れ
た
椀
A
類
、
皿
類
、
瓶

類
な
ど
は
、
9
世
紀
後
半
の
K

−

90
号

号
窯
式
期
後
半
（
註
２
）
に
お
お
よ
そ
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
椀
A
類
に
は

灰
釉
の
発
色
具
合
や
高
台
の
形
態
が
異
な

る
資
料
が
あ
り
、
時
期
が
下
る
も
の
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
尾
北

窯
で
は
K

−

90
号
窯
式
期
と
O

−

53
号

窯
式
期
の
遺
物
が
共
伴
す
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同
様

な
状
況
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
地
点
２
の
み
で
採
集
さ
れ
た
椀
B

類
は
、
灰
釉
が
発
色
し
て
い
な
い
こ
と
や

粗
雑
な
作
り
か
ら
、
百
代
寺
窯
式
期
に
相

当
し
11
世
紀
前
半
頃
と
想
定
さ
れ
る
。
地

点
ご
と
に
時
期
の
異
な
る
遺
物
が
集
中
す

る
こ
と
か
ら
、
複
数
基
の
時
期
の
異
な
る

窯
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

３
．
お
わ
り
に

東
海
地
域
の
灰
釉
陶
器
生
産
は
、
9
世

紀
前
半
か
ら
猿
投
窯
を
中
心
と
し
て
本
格

的
に
開
始
さ
れ
る
。
尾
北
窯
で
も
9
世
紀

前
半
に
は
生
産
が
始
ま
り
、
9
世
紀
後
半

に
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。
東
濃
窯
で
は
9

世
紀
後
半
か
ら
灰
釉
陶
器
生
産
が
開
始
さ

れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
今
回
報
告

し
た
採
集
遺
物
か
ら
、
犬
山
市
域
で
も
9

世
紀
後
半
段
階
に
は
す
で
に
灰
釉
陶
器
生

産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
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番号 器種 法量
採集
地点

図版
番号

1 椀 口径19.0cm、高台径
10.1cm 、器高6.2cm

1 1

2 椀 高台径9.8cm 1 2

3 椀 高台径8.6cm 1 3

4 椀 高台径8.9cm 1 5

5 椀 高台径8.4cm 1 22

6 椀 高台径7.8cm 1 8

7 椀 高台径7.4cm 1 9

8 椀 1

9 椀 高台径7.6cm 1 12

10 椀 高台径6.7cm 1 13

11 椀 高台径7.4cm 1 10

12 椀 高台径8.2cm 2 6

13 椀（輪花椀） 口径17.2cm、高台径
7.3cm、器高5.0cm

2 19

14 椀 2

15 椀 高台径8.0cm 2 21

16 椀 口径15.9cm、高台径
6.5cm、器高5.4cm

2 20

17 椀 高台径8.4cm 3 4

18 椀 3

19 椀 口径15.3cm 3 17

番号 器種 法量
採集
地点

図版
番号

20 椀 高台径7.9cm ー 7

21 椀 口径16.9cm ー 18

22 椀 高台径7.6cm ー 11

23 椀皿類 高台径5.9cm 1 16

24 椀皿類 高台径6.9cm 1 15

25 椀皿類 高台径6.7cm 1 14

26 椀皿類 1

27 椀皿類 1

28 椀皿類 1

29 椀皿類 1

30 椀皿類 1

31 椀皿類 1

32 椀皿類 3

33 椀皿類 3

34 椀皿類 3

35 椀皿類 3

36 椀皿類 3

37 椀皿類 ー

38 小椀 口径8.7cm、高台径
4.8cn、器高3.0cm

1 29

39 皿類 口径16.2cm 3 24

番号 器種 法量
採集
地点

図版
番号

40 皿類 3

41 皿類 口径15.7cm 3 23

42 台付長頸瓶 高台径7.4cm 1 25

43 台付長頸瓶 高台径9.3cm 1 27

44 台付長頸瓶 高台径8.3cm 1 26

45 壺瓶類 高台径12.4cm 1 28

46 小瓶 底径5.9cm 1 32

47 小瓶 口径4.3cm ー 31

48 小瓶 ー

49 瓶類 1

50 瓶類 1

51 瓶類 1

52 瓶類 1

53 瓶類 3

54 瓶類 3

55 瓶類 ー

56 壺蓋 1 30

57 焼台 1 33

58 不明 1

59 不明 1
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な
っ
た
。

尾
北
窯
と
東
濃
窯
、
２
つ
の
古
窯
跡
群

の
間
に
位
置
す
る
犬
山
市
域
の
窯
跡
群

は
、
尾
北
窯
の
一
端
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

場
合
も
あ
れ
ば
（
註
３
）、
東
濃
窯
の
一

端
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
（
註

４
）「
ど
っ
ち
つ
か
ず
」
の
状
態
で
あ
る
。

本
報
告
の
採
集
遺
物
は
尾
北
窯
の
も
の
と

大
差
な
い
よ
う
に
み
え
る
（
註
５
）
が
、

今
井
地
区
で
採
集
さ
れ
た
灰
釉
陶
器
に
関

し
て
器
壁
の
薄
さ
な
ど
か
ら
東
濃
窯
と
の

関
連
も
示
唆
さ
れ
て
お
り
（
註
６
）、
検

討
を
要
す
る
。
ま
た
東
部
丘
陵
山
中
で
採

集
で
き
る
山
茶
碗
片
も
い
わ
ゆ
る
「
東
濃

型
」
と
呼
ば
れ
る
薄
手
・
均
質
な
胎
土
の

も
の
が
多
い
と
感
じ
て
い
る
。
今
後
は
周

辺
古
窯
跡
群
の
資
料
と
比
較
検
討
を
す
る

こ
と
で
、
当
地
域
の
窯
業
生
産
地
と
し
て

の
位
置
づ
け
を
考
え
て
い
き
た
い
。

最
後
に
、
本
報
告
を
作
成
す
る
に
あ

た
っ
て
、
中
嶋 

隆
氏
に
は
現
地
踏
査
に

ご
同
行
い
た
だ
き
、
現
地
状
況
、
採
集
遺

物
の
所
見
に
関
し
て
ご
教
示
を
い
た
だ
来

ま
し
た
。
記
し
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。

【
註
】

註
１
：
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会 

2
0
1
5
『
愛
知

県
史
』
別
編 

窯
業 

1 

古
代 

猿
投
系 

愛
知
県

註
２
：
愛
知
県
下
に
お
け
る
須
恵
器
・
灰
釉
陶
器
の

編
年
は
、
そ
の
時
期
を
代
表
す
る
窯
跡
名
を
時
期

名
に
冠
し
て
表
す
窯
式
編
年
が
一
般
的
と
な
っ
て
い

る
。
K

−

90
号
窯
式
期
は
９
世
紀
後
半
、
O

−

53
号

窯
式
期
は
10
世
紀
前
半
、
H

−

72
号
窯
式
期
は
10
世

紀
後
半
、
百
代
寺
窯
式
期
は
11
世
紀
前
半
に
お
お
よ

そ
相
当
す
る
。

註
３
：
斎
藤
孝
正 

1
9
9
5
「
Ⅰ 

東
海
西
部 

（
愛

知
・
岐
阜
）」 『
須
恵
器
集
成
図
録
』
第
３
巻
東
日
本

Ⅰ　

雄
山
閣

註
４
：
山
内
伸
浩 

2
0
0
8 

「
東
濃
地
域
に
お
け

る
灰
釉
陶
器
・
山
茶
碗
生
産
の
一
様
相
ー
窯
の
分
布

と
そ
の
変
遷
か
ら
の
視
点
ー
」『
日
本
考
古
学
協
会 

2
0
0
8
年
度
愛
知
大
会
研
究
発
表
資
料
集
』
日
本

考
古
学
協
会
2
0
0
0
8
年
度
愛
知
大
会
実
行
委

員
会

註
５
：
中
嶋 

隆
氏
よ
り
、
採
集
遺
物
の
瓶
類
な
ど
で

見
ら
れ
る
瑠
璃
色
に
発
色
す
る
灰
釉
の
状
況
は
尾
北

窯
の
特
徴
の
一
つ
と
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

註
６
：
大
西 

遼 

2
0
1
9　
「
愛
知
県
下
の
窯
業
遺

跡
出
土
資
料
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
報
告
II 

―
猿

投
窯
東
山
地
区
及
び
尾
北
窯
出
土
須
恵
器
・
瓷
器
の

考
古
学
的
調
査
（
付
）
美
濃
・
伊
勢
の
窯
跡
出
土
須

恵
器
―
」　
『
愛
知
県
陶
磁
美
術
館　

研
究
紀
要
24
』　

愛
知
県
陶
磁
美
術
館

【
参
考
文
献
】

犬
山
市
教
育
委
員
会
・
犬
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

1
9
8
3　

 

『
犬
山
市
史
』
史
料
編
3 

考
古 

古
代
・

中
世　

犬
山
市

愛
知
県
教
育
委
員
会　

１
９
８
３　
『
愛
知
県
古
窯

跡
群
分
布
調
査
報
告（
Ⅲ
）（
尾
北
地
区
・
三
河
地
区
）』　

愛
知
県
教
育
委
員
会
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は
じ
め
に

ニ
ワ
里
ね
っ
と
で
は
、
地
域
に
お
け
る

災
害
史
の
調
査
研
究
お
よ
び
情
報
発
信
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
１
８
６
８
年
（
慶
応

４
年
・
明
治
元
年
）
に
発
生
し
た
入
鹿

池
の
決
壊
事
故
、
い
わ
ゆ
る
「
入
鹿
切

れ
」
か
ら
１
５
０
年
を
迎
え
た
２
０
１
８

年
（
平
成
30
年
）
に
は
、
科
学
的
調
査
を

含
む
様
々
な
事
業
を
行
っ
た
。
会
員
で
あ

る
筆
者
も
こ
の
災
害
に
関
心
を
持
ち
、
私

的
に
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
査
を

進
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
犠
牲
者
を
供

養
す
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
石
塔
や
石
仏

が
、
五
条
川
の
下
流
域
に
も
複
数
存
在
す

る
こ
と
を
知
っ
た
。
人
的
被
害
が
甚
大
で

あ
っ
た
現
在
の
犬
山
市
と
大
口
町
の
領
域

に
お
い
て
は
、
供
養
塔
や
供
養
地
蔵
の
存

在
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
、
す
で
に
い
く
つ

か
の
文
献
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
註

１
）。
し
か
し
下
流
地
域
に
存
在
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
広
く
知
ら
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
今
回
、

現
地
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
、
ま
と
め
て

紹
介
し
た
い
と
思
う
。

１
．
宮
重
の
供
養
塔
（
供
養
塚
）　

　
　
　
　
　
（
図
１
の
１
、
写
真
１
・
２
）

所
在
地
：
清
須
市
春
日
宮
重
町

現
況
：
青
木
川
と
の
合
流
点
か
ら
２
５
０

ｍ
ほ
ど
下
っ
た
五
条
川
の
左
岸
、
緑
地
の

一
角
に
１
基
の
石
塔
が
立
っ
て
お
り
、
そ

の
傍
ら
に
は
「
入
鹿
の
大
水
供
養
塚
」
と

題
し
た
説
明
板
が
あ
る
。
石
塔
は
方
柱
形

で
、
高
さ
は
83
㎝
。
銘
文
は
、

正
面
「
南
無
釋
迦
牟
尼
如
来
」

背
面
「
戊
寅
年
建
之 

一
宮
市 

小
野
島
新
二
」

と
な
っ
て
い
る
。
建
立
年
の
「
戊
寅
年
」

に
つ
い
て
は
、
一
宮
市
は
１
９
２
１
年
に

成
立
し
て
い
る
こ
と
、
１
９
８
８
年
に
刊

行
さ
れ
た
文
献
（
註
２
）
に
本
石
塔
に
つ

い
て
記
載
が
あ
る
こ
と
、
以
上
の
２
点
か

ら
、入
鹿
切
れ
70
年
後
の
１
９
３
８
年（
昭

和
13
年
）
に
あ
た
る
と
考
え
る
。
ま
た
隣

に
立
て
ら
れ
た
板
塔
婆
に
は
、　

表
「
大

圓
鏡
智
為
宮
重
町
水
害
災
難
死
者
諸
精
霊

位
有
縁
無
縁
三
界
萬
霊
塔
」
裏
「（
梵
字
）

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日　

功
徳
主　

宮

重
町
総
代
一
同　

合
掌　

建
之
」
と
記
し

て
あ
る
。
こ
こ
宮
重
地
区
に
お
け
る
入
鹿

切
れ
当
時
の
状
況
お
よ
び
そ
の
後
の
経
緯

に
つ
い
て
、
文
献
（
註
２
）
で
は
以
下
の

よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
明
治
元
年
、
入
鹿
の
大
水
が
あ
っ
た

と
き
、
当
地
区
の
北
端
か
ら
二
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
上
流
に
あ
る
五
条
川
と
青
木

川
と
の
合
流
地
点
で
は
、
満
水
の
た
め

地
区
側
の
堤
防
が
決
壊
し
、
そ
の
濁
流

は
、
落
合
・
蓮
花
寺
地
区
を
下
り
下
之
郷

へ
、
さ
ら
に
は
阿
原
（
新
川
町
）
へ
と
至

り
、
東
南
に
当
た
る
水
田
地
帯
全
域
を
、

一
面
の
白
海
に
化
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。当
時
は
入
鹿
方
面
の
被
害
も
甚
大
で
、

下
流
地
域
に
お
け
る
「
入
鹿
切
れ
」

　
　
　
　
　
　
供
養
塔
・
供
養
地
蔵
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

古
代
邇
波
の
里
・
文
化
遺
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

近
藤　

健
一
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多
数
の
水
死
体
が
流
れ
着
い
た
た
め
、
ム

ラ
で
は
大
き
な
穴
を
掘
っ
て
、
懇
ろ
に
埋

葬
し
た
。」

そ
の
後
、
供
養
塚
と
呼
ば
れ
た
埋
葬
地

に
「
戊
寅
年
（
昭
和
十
三
年
）
に
寄
進
さ

れ
た
石
塔
」
す
な
わ
ち
本
石
塔
を
建
て
た

と
い
う
。
た
だ
し
埋
葬
地
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
石
塔
の
位
置
と
す
る
記
述
と
、
本

来
は
１
０
０
ｍ
ほ
ど
北
に
あ
り
、
県
道
の

拡
張
や
土
地
改
良
に
伴
い
塚
を
現
在
地
へ

移
し
た
と
す
る
記
述
の
二
通
り
が
あ
っ
て

判
然
と
し
な
い
。宮
重
地
区
で
は
現
在
も
、

毎
年
11
月
に
こ
こ
で
水
死
者
供
養
を
執
り

行
い
、
犠
牲
者
の
霊
を
慰
め
て
い
る
。

２
．
下
之
郷
の
供
養
塔　

　
　
　
　
　
　
　
（
図
２
の
２
、
写
真
３
）

所
在
地：清
須
市
春
日
社
子
地（
下
之
郷
地
区
）

現
況
：
春
日
小
学
校
の
南
東
に
あ
る
下
之

郷
地
区
共
同
墓
地
内
の
、
無
縁
墓
が
寄
せ

て
あ
る
一
角
に
ひ
と
き
わ
背
の
高
い
石
塔

が
あ
る
。
高
さ
約
１
７
０
㎝
の
方
柱
形
の

石
塔
で
、
上
部
は
五
輪
塔
の
形
状
を
し
て

い
る
。
銘
文
は
、

正
面
「
三
界
萬
霊
」

背
面
「
入
鹿
大
供
水
□
□
十
三
霊
之
墓　

名
古
屋
市　
吉
川
卯
助
」　
（
□
□
は
未
判
読
）

と
な
っ
て
い
る
。建
立
年
代
は
不
明
だ
が
、

名
古
屋
市
が
成
立
し
た
１
８
８
９
年
（
明

治
22
年
）
以
降
の
建
立
と
み
ら
れ
る
。
こ

の
石
塔
に
つ
い
て
は
文
献
に
「
入
鹿
大
水

無
縁
仏
供
養
塔
」
と
題
し
て
写
真
が
載
っ

て
お
り
（
註
３
・
図
３
）、
同
じ
頁
で
入

鹿
切
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

「
こ
の
大
水
で
下
之
郷
に
は
浸
水
家
屋

が
多
数
出
た
し
、
水
田
は
見
わ
た
す
限
り

の
白
海
と
な
り
、
下
之
郷
の
五
条
川
堰
埭

に
流
れ
つ
い
た
死
人
が
八
体
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
死
体
は
下
之
郷
の
墓
地
に
埋
葬

さ
れ
、
今
で
も
そ
の
時
の
墓
標
が
た
て
ら

れ
て
い
る
。」

文
中
の
「
墓
標
」
は
本
石
塔
を
、「
五

条
川
堰
埭
」
は
こ
こ
か
ら
７
０
０
ｍ
ほ
ど

南
に
現
存
す
る
「
下
之
郷
堰
」（
写
真

４
）
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
下
之
郷

堰
の
付
近
に
多
く
の
死
体
が
漂
着
し
た
と

す
る
記
述
は
、複
数
の
戦
前
期
の
文
献（
註

４
）
に
も
見
え
、
入
鹿
切
れ
に
ま
つ
わ
る

出
来
事
と
し
て
人
々
に
強
く
記
憶
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

３
．
下
之
郷
の
供
養
地
蔵　

　
　
　
　
　
　
（
図
２
の
３
、写
真
５
・
６
）

所
在
地：清
須
市
春
日
冨
士
塚（
下
之
郷
地
区
）

現
況
：
五
条
川
左
岸
堤
防
上
に
辻
堂
が
あ

り
、そ
の
中
に
石
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
所
に
は
か
つ
て
定
井
橋
と
い
う
橋

が
架
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在

は
数
十
ｍ
下
流
に
付
け
替
え
ら
れ
、
名
称

も
春
日
橋
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
60
ｍ
下

流
に
は
先
述
の
下
之
郷
堰
が
あ
る
が
、
洪

水
対
策
の
た
め
撤
去
が
計
画
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
石
仏
は
２
段
に
積
ん
だ
台
石
の

上
に
立
つ
地
蔵
菩
薩
立
像
で
、
本
体
の
高

さ
60
㎝
、台
石
を
含
め
た
総
高
が
約
90
㎝
。

銘
文
は
、

台
石
上
段
正
面
「
右　

こ
ん
ひ
ら　

　
　
　
　
　
　
　

西　

か
う
の
宮
」

と
な
っ
て
お
り
、
道
標
を
兼
ね
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
香
台
に
「
わ
た
や
仙
七
」
と
の

銘
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
註
３
）
が
確
認
で

き
な
か
っ
た
。
建
立
年
代
は
不
明
。
こ
の

地
蔵
は
、
入
鹿
切
れ
に
よ
っ
て
流
れ
着
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い
た
死
者
の
供
養
の
た
め
に
建
て
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
１
月
に
は
有

志
に
よ
っ
て
水
死
者
供
養
が
営
ま
れ
て
い

る
と
い
う
（
註
２
・
図
４
）。
こ
の
行
事

が
現
在
も
継
続
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
の
ぼ
り
旗
や
供
花
を
見
る
に
、
信

仰
は
続
い
て
い
る
よ
う
だ
。

４
．
上
萱
津
の
供
養
塔

　
　
　
　
　
　
　
（
図
５
の
４
、
写
真
７
）

所
在
地
：
あ
ま
市
上
萱
津
正
法
寺
東

現
況
：
五
条
川
右
岸
堤
防
上
に
あ
る
墓
地

内
の
、
無
縁
墓
が
寄
せ
て
あ
る
ひ
な
壇
の

隣
に
、
１
基
の
石
塔
が
立
っ
て
い
る
。
墓

地
は
関
係
者
以
外
の
立
ち
入
り
が
禁
止
と

な
っ
て
い
る
が
、
今
回
管
理
者
に
許
可
を

い
た
だ
き
、
特
別
に
調
査
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
石
塔
は
方
柱
形
で
、
上
部
は
五
輪

塔
の
形
状
を
し
て
い
る
。
現
状
で
１
２
０

㎝
の
高
さ
が
あ
る
が
、
下
部
が
埋
ま
っ
て

お
り
、
過
去
の
写
真
（
註
５
・
図
６
）
と

の
比
較
か
ら
本
来
の
高
さ
は
１
７
０
㎝
ほ

ど
と
み
ら
れ
る
。
銘
文
は
、

正
面
「
三
界
萬
（
霊
）」

背
面
「
入
鹿
大
供
水
□
□
二
霊
之
墓
」

と
な
っ
て
い
る
。
□
□
の
部
分
は
未
判
読

だ
が
、
下
之
郷
の
供
養
塔
（
本
稿
２
）
の

未
判
読
部
分
と
同
一
内
容
と
み
ら
れ
る
。

建
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
石
塔
の
大

き
さ
・
形
状
、
銘
文
の
文
面
・
書
体
の
い

ず
れ
も
が
下
之
郷
の
供
養
塔
と
よ
く
似
て

い
る
こ
と
か
ら
、
同
供
養
塔
と
近
接
し
た

時
期
に
建
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
本
石
塔
の
来
歴
に
つ
い
て
複
数
の

文
献
（
註
６
）
の
記
載
を
総
合
し
て
述
べ

る
と
、
入
鹿
切
れ
当
時
、
五
条
川
の
上
流

か
ら
流
れ
着
い
た
死
体
が
、
上
萱
津
地
区

南
部
の
河
川
敷
に
あ
っ
た
真
宗
門
徒
の
墓

地
に
埋
葬
さ
れ
、
無
縁
仏
を
供
養
す
る
石

碑
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
後
１
９
９
６

年
（
平
成
８
年
）、
名
古
屋
市
の
焼
却
場

建
設
に
伴
う
河
川
改
修
の
た
め
、
墓
地
は

３
０
０
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
堤
防
上
に
移
転
し

た
、
と
い
う
。
ま
た
『
甚
目
寺
町
の
石
造

美
術
』（
註
７
）
に
は
、「
三
界
万
霊
入
鹿

大
洪
水
没
二
霊
墓　

上
萱
津
若
衆
組
中
」

と
い
う
銘
文
を
持
つ
供
養
碑
が
存
在
す
る
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旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
所
在
地
が
上
流

に
数
百
ｍ
離
れ
た
萱
津
定
井
（
旧
・
法
界

門
堰
の
異
称
）
と
な
っ
て
い
る
た
め
検
討

を
要
す
る
も
の
の
、
本
石
塔
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

５
．五
明
の
地
蔵　
（
図
７
の
５
、写
真
８
）

所
在
地
：
江
南
市
五
明
町
青
木

現
況
：
本
件
に
つ
い
て
は
五
条
川
で
は
な

く
支
流
青
木
川
の
流
域
で
あ
る
。
名
鉄
布

袋
駅
の
西
７
０
０
ｍ
ほ
ど
の
住
宅
街
に
、

曹
洞
宗
の
寺
院
・
道
音
寺
が
あ
る
。
山
門

を
入
る
と
左
手
に
石
仏
が
６
体
並
ん
で
い

る
が
、
そ
の
う
ち
左
端
（
南
端
）
に
あ
る

の
が
今
回
取
り
上
げ
る
地
蔵
で
あ
る
。
２

段
に
積
ん
だ
台
石
の
上
に
立
つ
地
蔵
菩
薩

座
像
と
み
ら
れ
る
が
、
顔
面
が
剥
離
す
る

な
ど
風
化
が
著
し
い
。
本
体
（
蓮
台
を
含

む
）の
高
さ
57
㎝
、総
高
約
１
０
５
㎝
。
説

明
の
札
に
は
「
文
久
二
年
」
と
あ
る
も
の

の
、実
際
の
銘
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

台
石
上
段
正
面
「
以
十
方
ノ
志
像
立

　
　
　
　
　

    

爲
水
死
群
霊
佛
杲
菩
提
」

同　

右
面
「
慶
應
四
年
辰
五
月
十
四
日

　
　
　

       

世
話
人
中
」

こ
の
地
蔵
は
少
な
く
と
も
30
年
以
上
前

の
時
点
で
境
内
に
あ
っ
た
（
註
８
）
が
、

詳
し
い
来
歴
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
銘

文
に
、水
死
者
の
霊
を
弔
う
文
面
お
よ
び
、

入
鹿
切
れ
の
発
生
日
す
な
わ
ち
犠
牲
者
の

命
日
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
入
鹿
切

れ
犠
牲
者
の
供
養
地
蔵
と
し
て
建
て
ら
れ

た
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち

な
み
に
入
鹿
切
れ
当
時
、
こ
こ
五
明
地

区
ま
で
水
が
押
し
寄
せ
た
と
す
る
記
録
や

聞
書
き
な
ど
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

お
わ
り
に

入
鹿
切
れ
当
時
、
下
流
地
域
に
多
く
の

水
死
体
が
流
れ
着
い
た
こ
と
は
、
数
日
後

に
清
須
代
官
の
名
で
出
さ
れ
た
触
書
（
註

９
）
な
ど
の
同
時
代
史
料
に
よ
っ
て
知
ら

れ
、
ま
た
そ
れ
を
伝
え
る
聞
書
き
も
数
多

く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
死
者
が
ど

こ
で
ど
の
よ
う
に
埋
葬
さ
れ
、
そ
の
後
地

域
の
人
々
が
こ
の
出
来
事
と
ど
の
よ
う
に

向
き
合
っ
て
来
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
今
回

の
調
査
で
判
明
し
た
供
養
に
関
わ
る
石
造

物
や
行
事
の
存
在
は
、
そ
の
一
端
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

今
回
は
、
文
献
に
よ
っ
て
手
掛
か
り
が
得

ら
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ
た
が
、
他
に
も

同
様
の
事
例
が
存
在
す
る
可
能
性
は
高
く
、

継
続
し
た
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
こ

の
よ
う
な
石
造
物
や
行
事
な
ど
に
つ
い
て

ご
存
じ
の
方
が
い
れ
ば
、
情
報
を
お
寄
せ

い
た
だ
け
る
と
有
難
い
。

最
後
に
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
次
の

皆
様
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て

深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。（
敬
称
略
・

五
十
音
順
）

あ
ま
市
美
和
歴
史
民
俗
資
料
館

大
塚
友
恵

無
量
壽
苑
墓
地
管
理
組
合

【
註
】

註
１
：
入
鹿
池
史
編
纂
委
員
会
、
１
９
９
４
、『
入

鹿
池
史
』

舟
橋
昭
治
、
２
０
１
３
、『
入
鹿
池
の
築
造
と
「
入

鹿
切
れ
供
養
地
蔵
」
に
つ
い
て
』

註
２
：
春
日
村
史
編
集
委
員
会
、
１
９
８
８
、『
春

日
村
史
』
現
代
編

註
３
：
春
日
村
史
編
さ
ん
委
員
会
、
１
９
６
１
、『
春

日
村
史
』

註
４
：
川
口
庄
一
、１
９
１
５
、「
井
之
口
雑
記　

巻

一
」『
新
修
稲
沢
市
史
』
資
料
編
四　

地
誌
上

市
橋
鐸
麿
、
１
９
３
１
、『
入
鹿
切
聞
書
』

註
５
：
甚
目
寺
町
教
育
委
員
会
、
１
９
８
６
、『
地

蔵
と
信
仰　

甚
目
寺
町
文
化
財
報
告
書
Ⅲ
』

註
６
：
武
藤
尚
武
、
２
０
１
５
、『
尾
張
鎌
倉
街
道　

萱
津
昔
語
り
』、
註
５
の
文
献

註
７
：
甚
目
寺
町
教
育
委
員
会
、
１
９
８
０
、『
甚

目
寺
町
の
石
造
美
術
』

註
８
：
五
明
区
史
編
纂
会
、
１
９
８
７
、『
五
明
区
史
』

註
9
：
一
宮
市
、
１
９
６
９
、『
新
編
一
宮
市
史
』

資
料
編
九

清
須
市
新
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
、
２
０
０
８
、『
新

川
町
史
』
通
史
編

【
参
考
文
献
】

１
：
新
修
稲
沢
市
史
編
纂
会
事
務
局
、１
９
８
２
、『
新

修
稲
沢
市
史
』
資
料
編
四　

地
誌
上

２
：
春
日
村
史
編
集
委
員
会
、
１
９
８
８
、『
春
日

村
史
』
資
料
編
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は
じ
め
に　

犬
山
市
栗
栖
に
所
在
す
る
栗
栖
神
社
の

鳥
居
横
に
「
忠
魂
碑
」
と
「
英
霊
塔
」
が

建
つ
。
平
成
29
年
2
月
4
日
、
戦
跡
遺
跡

を
調
査
す
る
伊
藤
厚
史
氏
に
同
行
し
、
何

気
な
く
忠
魂
碑
裏
面
を
見
て
驚
い
た
。
そ

こ
に
は
「
明
治
拾
年
於
西
南
戦
争
戦
死　

故
陸
軍
歩
兵
一
等
卒　

仙
石
庄
之
助
」
と

刻
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
西
南
戦
争

で
戦
死
!?
」。
征
韓
論
に
始
ま
る
士
族
の

不
平
の
高
ま
り
が
、
西
南
戦
争
で
終
結
す

る
明
治
政
府
初
期
の
混
乱
の
歴
史
は
、
多

少
知
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
遠
く
九
州
で

行
わ
れ
た
西
郷
ど
ん
（
西
郷
隆
盛
）
の
戦

い
に
、
こ
の
栗
栖
か
ら
出
征
し
た
兵
士
が

い
た
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
（
註
1
）。

仙
石
庄
之
助
の
出
兵

仙
石
庄
之
助
の
名
前
は
『
靖
國
神
社
忠

魂
史
・
西
南
の
役
』
に
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。「
西
南
の
役　

第
三
章　

正

面
軍
の
進
撃　

第
三
節　

山
鹿
方
面
の
戦

闘
」
の
戦
死
者
名
の
中
に
「
第
三
旅　

名

鎮
歩
六
聯
一
大
三
中　

明
治
一
〇
．
三
．

一
二　

山
鹿
郡
鍋
田　

兵
卒　

仙
石
庄
之

助　

愛
知
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
名
古

屋
鎮
台
歩
兵
第
六
連
隊
第
一
大
隊
第
三
中

隊
に
所
属
し
、
明
治
10
年
3
月
12
日
に
現

在
の
熊
本
県
山
鹿
市
鍋
田
で
戦
死
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

仙
石
庄
之
助
が
所
属
し
た
名
古
屋
鎮

台
第
六
連
隊
第
一
大
隊
（
総
兵
6
8
6

人
）
は
、
2
月
21
日
に
出
動
の
命
が
下

り
、
三
浦
梧
楼
少
将
率
い
る
第
三
旅
団
に

編
せ
ら
れ
た
。
第
六
連
隊
の
中
で
は
最
も

早
い
征
討
軍
へ
の
参
入
で
あ
っ
た
。
神
戸

を
経
由
し
船
に
て
2
月
25
日
に
は
筑
前
博

多
へ
上
陸
。
仙
石
庄
之
助
に
と
っ
て
は
初

め
て
九
州
の
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
陸
軍
の
総
司
令
官
で
あ
る
山
形
有
朋

参
軍
の
上
陸
と
も
同
日
で
あ
っ
た
。
す
ぐ

さ
ま
、
熊
本
に
向
か
っ
て
豊
前
街
道
を
南

下
。
筑
後
久
留
米
・
肥
後
南
関
を
経
て
、

3
月
10
日
に
は
豊
前
街
道
沿
い
肥
後
山
鹿

の
岩
村
に
入
る
。
旅
団
本
部
は
村
内
の
光

行
寺
に
置
か
れ
た
。
同
時
に
、
そ
れ
ま
で

当
地
で
戦
っ
て
い
た
連
隊
を
合
わ
せ
て
、

第
3
旅
団
を
再
編
成
。
対
峙
し
た
薩
摩
軍

兵
力
約
２
千
名
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
約

三
千
五
百
名
の
大
部
隊
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
3
月
12
日
、
仙
石
庄
之
助
は

大
部
隊
の
一
兵
士
と
し
て
戦
い
に
臨
む
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
西
南
戦
争

明
治
10
年
2
月
15
日
、
薩
摩
軍
は
西
郷

隆
盛
を
総
司
令
官
と
し
て
挙
兵
、
鹿
児
島

よ
り
進
軍
を
開
始
す
る
。
19
日
に
は
「
鹿

児
島
賊
徒
征
伐
」
の
勅
令
が
政
府
に
下

西
南
戦
争
で
戦
死
し
た 

仙
石
庄
之
助
の
足
跡
を
訪
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
栗
栖
村
出
身
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

古
代
邇
波
の
里
・
文
化
遺
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

服
部 

哲
也
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り
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
を
征
伐
総
監
と

し
て
、
反
乱
軍
鎮
圧
に
行
動
開
始
。
乃
木

希
典
（
後
の
陸
軍
大
将
）
率
い
る
小
倉
歩

兵
第
十
四
連
隊
を
熊
本
鎮
台
（
熊
本
城
）

に
援
軍
に
向
か
わ
せ
る
と
と
も
に
、
急
い

で
旅
団
を
編
成
し
続
々
と
九
州
に
派
兵
す

る
。
22
日
、薩
摩
軍
は
熊
本
城
を
総
攻
撃
。

熊
本
鎮
台
の
谷
干
城
総
司
令
官
は
籠
城
に

て
応
戦
し
踏
み
こ
た
え
る
。
博
多
に
上
陸

し
た
政
府
軍
は
鎮
圧
目
指
し
て
次
々
に
南

進
。
25
日
に
は
小
倉
か
ら
の
乃
木
隊
と
政

府
軍
本
隊
と
が
合
流
。
薩
摩
軍
は
熊
本
鎮

台
（
熊
本
城
）
を
短
期
で
陥
落
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ず
総
攻
撃
を
と
り
や
め
る
。
西

郷
隆
盛
は
「
加
藤
清
正
と
戦
っ
て
負
け
た

よ
う
な
も
の
だ
」
と
語
っ
た
と
伝
わ
る
。

薩
摩
軍
は
南
下
す
る
政
府
軍
阻
止
の
た
め

主
力
を
熊
本
城
か
ら
北
上
さ
せ
る
作
戦
に

転
換
す
る
。
こ
こ
に
西
南
戦
争
で
最
も
熾

烈
な
政
府
軍
と
薩
摩
軍
と
の
激
戦
が
、
熊

本
城
の
北
側
、
肥
後
の
北
部
エ
リ
ア
で
始

ま
る
こ
と
と
な
る
（
図
１
）。

こ
の
戦
い
の
う
ち
有
名
な
の
は
「
田
原

坂
の
戦
い
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
戦
い
の
様

子
は
、
日
露
戦
争
頃
に
は
民
謡
「
田
原

坂
」
と
し
て
流
行
し
、
そ
の
後
も
熊
本
民

謡
と
し
て
唄
わ
れ
続
け
て
い
る
。
今
で
も

「
雨
は
降
る
降
る
神
馬
は
濡
れ
る　

越
す

に
越
さ
れ
ぬ
田
原
坂
」
の
フ
レ
ー
ズ
に
は

覚
え
が
あ
る
方
も
多
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、

小
説
や
ド
ラ
マ
や
映
画
な
ど
で
「
田
原

坂
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
あ

り
、
西
南
戦
争
＝
田
原
坂
の
イ
メ
ー
ジ
は

随
分
と
定
着
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
現

在
の
「
田
原
坂
」
は
国
史
跡
に
指
定
さ
れ

「
熊
本
市
田
原
坂
西
南
戦
争
資
料
館
」
も

建
つ
（
註
2
）。
遺
跡
現
地
と
ガ
イ
ダ
ン

ス
施
設
に
よ
り
、
そ
の
戦
い
に
生
死
を
か

け
た
人
々
の
熱
い
息
吹
を
感
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。
是
非
訪
れ
て
い
た
だ
き
た
い

史
跡
で
あ
る
。

仙
石
庄
之
助
着
陣
前
の
「
山
鹿
口
の
戦
い
」

さ
て
、「
田
原
坂
の
戦
い
」
と
、
肩
を

並
べ
る
激
戦
が
「
山
鹿
口
の
戦
い
」
で
あ

る
。
山
鹿
は
肥
後
熊
本
と
豊
前
小
倉
を
結

ぶ
幹
道
「
豊
前
街
道
」
の
宿
場
町
で
、
政

府
軍
・
薩
摩
軍
と
も
に
重
要
拠
点
と
と
ら

え
た
た
め
攻
防
の
主
戦
場
と
な
っ
た
。
薩

摩
軍
は
大
隊
長
桐
野
利
秋
を
山
鹿
へ
配
し

た
こ
と
で
も
そ
の
重
要
度
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
桐
野
利
秋
は
幕
末
に
は
「
人
斬
り

半
次
郎
」と
新
選
組
も
が
恐
れ
た
猛
将
で
、

新
政
府
で
は
熊
本
鎮
台
の
司
令
長
官
も
務

め
た
。
西
南
戦
争
に
あ
っ
て
も
9
月
24
日

の
最
後
の
最
後
ま
で
西
郷
と
行
動
を
共
に
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し
、
西
郷
の
自
刃
後
に
戦
死
し
て
い
る
。

そ
の
桐
野
利
秋
が
山
鹿
入
り
し
た
の
は
2

月
25
日
。
そ
し
て
翌
26
日
に
は
政
府
軍
と

の
戦
い
が
始
ま
り
、
そ
の
戦
い
は
3
月
21

日
ま
で
の
24
日
間
続
く
こ
と
と
な
る
。
驚

く
べ
き
こ
と
に
こ
の
ひ
と
月
足
ら
ず
の
間

に
、
山
鹿
で
は
民
権
政
治
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
は
熊
本
民
権
運
動
を
リ
ー
ド
し
た
熊

本
協
同
隊
が
薩
摩
軍
に
同
行
し
て
い
た
こ

と
で
実
現
し
て
い
る
が
、
駐
在
し
た
薩
摩

軍
が
優
勢
で
、
山
鹿
の
宿
場
町
が
主
戦
場

と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
。
普

通
選
挙
を
行
い
、
合
議
制
で
政
を
執
り
行

な
っ
た
た
め
「
日
本
最
初
の
民
主
政
治
の

地
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

山
鹿
で
は
仙
石
庄
之
助
が
着
任
す
る
以

前
に
2
度
の
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ど

ち
ら
も
薩
摩
軍
が
優
勢
で
、
特
に
3
月
3

日
か
ら
の
二
次
戦
で
は
、
国
境
の
南
関
近

く
に
ま
で
政
府
軍
を
跳
ね
返
す
勢
い
で

あ
っ
た
。
そ
の
時
は
、
な
ぜ
か
「
田
原
坂

大
敗
」
の
誤
報
で
山
鹿
ま
で
退
却
す
る
こ

と
と
な
る
が
、
仙
石
庄
之
助
が
着
陣
す
る

ま
で
の
山
鹿
で
の
戦
い
は
薩
摩
軍
が
優
位

に
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

仙
石
庄
之
助
の
戦
闘
と
そ
の
死

「
山
鹿
口
の
戦
い
」
第
三
次
（
註
3
）

の
主
戦
場
は
山
鹿
市
街
地
北
西
部
の
東

鍋
田
台
地
周
辺
で
展
開
さ
れ
た
。
3
月
12

日
午
前
4
時
30
分
、
北
の
平
山
か
ら
と
西

の
西
鍋
田
台
地
か
ら
政
府
軍
は
一
斉
に

攻
撃
を
開
始
す
る
。
そ
の
戦
法
は
丘
の
上

に
据
え
た
洋
式
野
戦
砲
（
四
斤
山
砲
）
か

ら
砲
撃
を
行
い
、
そ
の
後
銃
撃
に
よ
る
薩

摩
軍
陣
地
へ
の
攻
撃
で
あ
っ
た
。
指
揮
を

執
る
第
三
旅
団
三
浦
梧
楼
少
将
に
と
っ

て
は
初
戦
で
は
あ
っ
た
が
、
圧
倒
的
な
兵

力
の
差
も
あ
り
、
一
気
に
薩
摩
軍
を
殲
滅

し
、
山
鹿
に
迫
る
意
気
込
み
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
新
政
府
に
と
っ
て
西

南
戦
争
は
、
徴
兵
制
を
実
施
し
て
編
成
し

た
軍
隊
の
最
初
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
一
般

兵
士
の
武
器
は
ラ
イ
フ
ル
銃
（
ス
ナ
イ
ド

ル
銃
）
と
銃
剣
の
み
。
日
本
刀
を
持
た
な

い
こ
と
で
、
サ
ム
ラ
イ
時
代
の
戦
い
と
は

違
う
銃
火
器
主
体
の
戦
術
が
求
め
ら
れ

た
。
農
民
・
商
人
な
ど
平
民
中
心
の
政
府

軍
隊
が
近
代
的
な
戦
術
を
と
る
こ
と
で
、

元
武
士
で
あ
る
反
乱
士
族
集
団
を
倒
す
こ

と
に
新
た
な
時
代
の
意
義
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、西
南
戦
争
の
現
実
は
、

砲
撃
や
銃
撃
の
遠
戦
の
み
で
決
す
る
こ
と

は
無
理
で
あ
り
、
最
後
は
陣
地
に
突
入
す

る
白
兵
戦
が
求
め
ら
れ
た
。
薩
摩
軍
が
奇

襲
を
多
用
し
、
積
極
的
に
白
兵
戦
に
持
ち

込
ん
だ
結
果
で
も
あ
る
。
接
近
戦
と
な
れ

ば
、
ラ
イ
フ
ル
銃
の
先
に
装
着
し
た
剣
に

よ
る
「
突
く
」
攻
撃
し
か
で
き
な
い
鎮
台

兵
（
平
民
）
を
、
鍛
え
ぬ
か
れ
た
薩
摩
士

族
（
プ
ロ
の
兵
士
）
が
「
チ
ェ
ス
ト
！
」

の
気
合
と
と
も
に
斬
り
倒
す
こ
と
は
容
易

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
刀
に
よ
る
む

ご
い
殺
戮
を
目
の
当
た
り
に
し
た
平
民
出

身
の
鎮
台
兵
は
瞬
時
に
お
び
え
お
の
の

き
、
一
目
散
に
逃
げ
出
す
者
も
多
か
っ
た

と
い
う
（
註
4
）。
そ
ん
な
戦
い
が
西
南

戦
争
前
半
の
随
所
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の

で
あ
え
る
。

政
府
も
結
局
、
薩
摩
の
斬
り
込
み
攻
撃

に
対
抗
す
べ
く
士
族
で
あ
る
警
視
隊
の
中

か
ら
「
抜
刀
隊
」
を
編
成
し
、
急
遽
田
原

坂
の
戦
い
に
投
入
す
る
。
3
月
14
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
士
族
（
元
武
士
）

が
日
本
刀
と
日
本
刀
と
で
戦
う
旧
来
の
戦
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が
、
近
代
的
な
銃
撃
戦
と
あ

い
ま
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
西
南
戦
争
が
「
日

本
刀
最
後
の
戦
い
」
と
言
わ

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

3
月
12
日
「
山
鹿
口
の
戦

い
」
第
三
次
戦
は
、
ま
さ

に
銃
火
器
戦
と
白
兵
戦
が

入
り
乱
れ
た
激
戦
と
な
っ

た
。
政
府
軍
は
薩
摩
軍
陣
地

に
何
度
も
迫
っ
た
も
の
の
、

陣
地
か
ら
抜
刀
し
て
斬
り

か
る
薩
摩
兵
に
跳
ね
返
さ

れ
、
結
局
は
ひ
と
つ
の
陣
地

も
落
と
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
第
三
旅
団
の
戦
死

者
は
1
3
3
名
（
う
ち
名

古
屋
鎮
台
第
六
連
隊
で
は

第
一
大
隊
長
新
藤
俊
行
少

佐
（
負
傷
そ
の
後
戦
死
）
は

じ
め
41
名
）
に
の
ぼ
り
、
山

鹿
口
の
戦
い
最
大
の
戦
死

者
を
数
え
た
。
圧
倒
的
な
兵

力
差
が
あ
り
な
が
ら
薩
摩

軍
を
崩
せ
な
か
っ
た
三
浦

第
三
旅
団
の
大
敗
で
あ
る

（
註
5
）。

仙
石
庄
之
助
は
早
朝
に
始

ま
っ
た
四
斤
山
砲
に
よ
る
砲
撃
が
お
さ
ま

る
と
と
も
に
、
東
鍋
田
の
薩
摩
軍
陣
地
へ

向
か
っ
て
突
撃
し
た
と
思
わ
れ
る
。
当
日

の
戦
死
地
を
み
れ
ば
、
鍋
田
68
名
、
平
山

24
名
、
城
村
4
名
の
順
で
あ
り
、
仙
石
庄

之
助
が
所
属
し
た
第
六
連
隊
第
三
中
隊
32

名
の
戦
死
者
も
す
べ
て
が
鍋
田
で
あ
る
。

仙
石
庄
之
助
が
突
撃
し
た
そ
こ
は
当
日
の

最
激
戦
地
で
あ
っ
た
。

明
治
10
年
3
月
12
日
午
後
11
時
、
政
府

軍
は
重
い
足
取
り
で
野
営
地
に
引
き
上
げ

る
。
そ
こ
に
仙
石
庄
之
助
の
姿
は
な
い
。

初
め
て
参
加
し
た
戦
闘
で
の
戦
死
で
あ
っ

た
。
名
古
屋
を
出
発
し
て
た
っ
た
3
週
間

ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。

英
霊 

仙
石
庄
之
助

明
治
10
年
9
月
24
日
、
西
郷
隆
盛
の
死

を
以
て
西
南
戦
争
は
終
結
す
る
。
名
古
屋

鎮
台
兵
も
10
月
に
は
名
古
屋
に
凱
旋
帰
営

し
た
。
西
南
戦
争
で
の
戦
死
者
は
、
両
軍

合
わ
せ
て
一
万
四
千
人
に
の
ぼ
る
。
愛
知

県
か
ら
従
軍
し
た
戦
死
者
は
百
七
十
四
人

で
あ
っ
た
（
註
6
）。
戦
死
者
の
多
く
は

若
者
で
、
我
が
国
最
後
の
内
戦
は
尋
常
で

な
い
国
の
損
害
で
も
あ
っ
た
。

翌
、
明
治
11
年
8
月
か
ら
11
月
に
か
け

て
、
明
治
天
皇
は
北
陸
道
か
ら
東
海
道
へ

の
長
い
巡
幸
に
出
る
。
10
月
に
は
愛
知
県

を
訪
れ
西
南
戦
争
の
戦
死
者
・
負
傷
者
へ

褒
賞
が
下
賜
さ
れ
た
。
仙
石
庄
之
助
の
ご

遺
族
も
例
外
な
く
拝
領
し
た
と
思
う
が
、

天
皇
自
ら
が
近
く
に
来
ら
れ
て
褒
賞
を
く

だ
さ
る
こ
と
は
、
平
民
に
と
っ
て
こ
れ
以

上
な
い
厚
遇
で
あ
り
、
さ
ぞ
か
し
畏
れ
多

い
こ
と
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
春
日
井
郡

で
は
こ
の
行
幸
に
あ
わ
せ
て
盛
大
な
西
南

戦
争
戦
死
者
の
招
魂
祭
が
三
日
間
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
記
録
に
残
っ
て

い
る
。
明
治
政
府
と
し
て
、
新
た
な
徴
兵

制
に
よ
る
戦
い
の
、
最
良
の
事
後
処
理
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
同
年
11
月
、
名
古
屋
城

三
の
丸
内
に
は
、
西
南
戦
争
で
亡
く
な
っ

た
名
古
屋
鎮
台
兵
を
祀
る
招
魂
社
を
作

り
、顕
彰
碑「
戦
死
者
之
碑
」を
建
立
す
る
。

仙
石
庄
之
助
の
名
も
刻
ま
れ
、
人
神
（
そ

の
後
の
英
霊
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
戦
没

者
の
英
霊
化
は
、
軍
国
主
義
国
家
に
突
き

進
む
萌
芽
と
も
い
え
よ
う
（
註
7
）。

仙
石
庄
之
助
の
墓
を
訪
ね
て

平
成
28
年
4
月
。
熊
本
県
熊
本
地
方
を

震
源
と
す
る
震
度
７
の
地
震
が
襲
う
。
多

く
の
家
屋
が
倒
壊
し
、
死
者
2
6
7
名

の
大
惨
事
と
な
っ
た
。
国
の
特
別
史
跡
熊

本
城
の
被
害
も
甚
大
で
、
大
小
天
守
の
屋
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根
瓦
が
崩
落
し
た
う
え
多
く
の
櫓
が
石
垣

と
と
も
に
倒
壊
・
崩
落
し
た
。
平
成
29
年

3
月
よ
う
や
く
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
つ

つ
あ
る
熊
本
を
、
当
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ニ
ワ
里

ね
っ
と
で
訪
れ
る
こ
と
に
し
た
。
訪
問
す

る
こ
と
も
支
援
！
と
の
思
い
で
あ
る
。
そ

の
日
程
は
3
月
13
・
14
日
で
、
見
学
地
は

熊
本
城
、
田
原
坂
、
江
田
船
山
古
墳
、
オ

ブ
サ
ン
・
チ
ブ
サ
ン
古
墳
、
鍋
田
横
穴
、

岩
原
古
墳
群
、
方
保
田
東
原
遺
跡
、
鞠
智

城
な
ど
で
、
宿
泊
は
山
鹿
を
予
定
し
た
。

そ
し
て
奇
し
く
も
、
そ
の
旅
行
計
画
の

最
中
に
「
栗
栖
の
仙
石
庄
之
助
、
明
治
10

年
3
月
12
日
山
鹿
鍋
田
に
て
戦
死
」
を
知

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
百
四
十

年
前
の
ほ
ぼ
命
日
に
、
出
生
地
で
あ
る

犬
山
か
ら
亡
く
な
っ
た
「
山
鹿
市
鍋
田
」

を
訪
問
す
る
!?
こ
れ
は
仙
石
庄
之
助
さ

ん
の
お
招
き
か
!?
な
ら
ば
是
非
お
墓
参

り
を
！
仙
石
さ
ん
の
墓
は
ど
こ
だ
!?
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
奇
遇
は
重
な
る
。
西

南
戦
争
の
研
究
者
で
田
原
坂
の
発
掘
調

査
や
西
南
戦
争
資
料
館
設
立
に
も
か
か

わ
っ
た
中
原
幹
彦
氏
は
旧
知
の
間
柄
。
ま

た
山
鹿
市
に
は
大
学
の
後
輩
で
あ
る
宮

崎
歩
氏
が
い
た
の
で
あ
る
。
至
急
に
墓
地

の
調
査
を
依
頼
し
、
あ
っ
さ
り
と
そ
の
お

墓
も
知
れ
た
。
山
鹿
市
鍋
田
を
訪
問
す
る

3
日
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
宥
明
堂
陸
軍
墓
地
」
そ
れ
が
仙
石
庄

之
助
の
埋
葬
さ
れ
た
墓
地
で
あ
る
。「
宥

明
堂
陸
軍
墓
地
」
は
山
鹿
市
街
地
の
西
北

は
ず
れ
に
位
置
し
（
図
2
）、
お
も
に
3

月
30
日
か
ら
4
月
10
日
に
か
け
て
の
隈

府
・
古
閑
方
面
の
官
軍
戦
死
者
百
五
十
三

柱
を
埋
葬
す
る
。
墓
石
の
調
査
は
昭
和
32

年
よ
り
山
鹿
高
校
考
古
学
部
原
口
長
之
を

代
表
と
す
る
城
北
史
談
会
で
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
の
成
果
は
「
山
鹿
郡
山
鹿
町
字
宥

明
堂
陸
軍
墓
碑
銘
寫
」
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
、
さ
ら
に
雑
誌
「
石
人
」
に
も
報
告
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
仙
石
庄
之
助

の
墓
は
、
奥
よ
り
手
前
四
列
目
向
て
右
列

二
十
四
基
の
う
ち
十
六
番
目
に
位
置
し

た
。
墓
石
は
正
面
に
「
陸
軍
兵
卒　

仙
石

庄
之
助
之
墓
」
右
面
に
「
名
古
屋
鎮
台
歩

兵
第
六
聯
隊
第
一
大
隊
第
三
中
隊
」
左
面

に
「
明
治
十
年
三
月
十
二
日
於
熊
本
縣
肥

後
国
山
鹿
郡
鍋
田
戦
死
」
裏
面
に
「
愛
知

縣
尾
張
国
丹
羽
郡
栗
栖
村　

平
民
」
と
刻

ま
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
調
査
が
行
わ
れ

た
時
点
で
す
で
に
多
く
の
墓
石
に
破
損
が

認
め
ら
れ
、さ
ら
に
調
査
後
も
墓
石
を「
漬

物
の
重
し
、
鎌
と
ぎ
等
の
砥
石
に
使
用
さ

れ
て
持
ち
去
ら
れ
て
い
る
」
と
の
う
わ
さ

を
聞
く
に
お
よ
び
、「
せ
め
て
城
北
史
談

会
、
会
員
の
手
に
よ
っ
て
保
存
し
よ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
訴
え
ら
れ
て
い
た

（
註
8
）。
残
念
な
が
ら
そ
の
危
惧
は
さ
ら

に
大
き
な
現
実
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
宥

明
堂
陸
軍
墓
地
」
は
昭
和
44
年
の
山
鹿
市

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
時
に
全
面
的
に

改
修
さ
れ
、
多
く
の
墓
石
が
埋
没
・
撤
去

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
宮
崎
さ
ん
か
ら
の
連

絡
も
「
現
在
、
仙
石
庄
之
助
さ
ん
の
墓
石

を
地
上
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
註
9
）。

平
成
29
年
3
月
13
日
夕
方
、
仙
石
庄
之

助
戦
死
の
地
で
あ
る
山
鹿
市
鍋
田
に
到

着
。
無
念
の
死
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
一
兵

士
に
想
い
を
馳
せ
合
掌
。
そ
し
て
翌
3
月

14
日
の
朝
、宥
明
堂
陸
軍
墓
地
を
訪
れ
た
。

や
は
り
仙
石
庄
之
助
個
人
の
墓
石
は
な

か
っ
た
が
、
墓
地
碑
に
刻
ま
れ
た
戦
死
者

名
一
覧
に
「
仙
石
庄
之
助
」
を
認
め
、
確

か
に
こ
の
地
に
眠
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。尾
張
弁
訛
り
の
我
々
の
会
話
に
、
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き
っ
と
生
ま
れ
故
郷
栗
栖
を
想
い
だ
し
て

い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
（
註
10
）。

お
わ
り
に

現
在
の
栗
栖
地
区
に
は
15
軒
ほ
ど
の
仙

石
姓
が
あ
る
。
栗
栖
区
長
仙
石
友
男
氏
に

ご
協
力
い
た
だ
き
、「
仙
石
庄
之
助
」
に

つ
な
が
る
仙
石
家
が
有
る
や
無
し
や
の
聞

き
取
り
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
栗

栖
地
区
の
多
く
の
仙
石
家
が
菩
提
寺
と
し

て
い
た
瑞
泉
寺
塔
頭
臨
渓
院
の
宮
川
明
道

師
に
も
過
去
帳
を
紐
解
い
て
い
た
だ
い

た
。
残
念
な
が
ら
、
ど
ち
ら
か
ら
も
「
仙

石
庄
之
助
」
に
つ
な
が
る
情
報
は
得
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
現
在
の
ご
子
孫
を

た
ど
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
少
し
残
念
で
も

あ
っ
た
。

今
回
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
遠
く
離
れ

た
地
で
亡
く
な
っ
た
「
仙
石
庄
之
助
」
と

い
う
若
者
の
人
生
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
あ
ら
た
め
て
ひ
と
り
一
人
の
活
動

や
行
動
の
積
み
重
ね
（
＝
人
生
）
が
、
歴

史
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し

た
。
地
域
に
眠
る
歴
史
の
掘
り
下
げ
を
、

こ
れ
か
ら
も
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
う
。　

【
註
】

（
１
）
同
時
に
伊
藤
厚
史
氏
よ
り
、
多
く
の
兵
士
が

こ
の
愛
知
県
か
ら
も
出
兵
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
て

い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
自
身
の
論
考
「
愛
知
県
人
の

西
南
戦
争
」
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
、
小
稿
で
も
大
い

に
参
考
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
２
）「
熊
本
市
田
原
坂
西
南
戦
争
資
料
館
」
は

２
０
１
５
年
オ
ー
プ
ン
の
新
し
い
施
設
で
、
発
掘
成

果
や
ジ
オ
ラ
マ
も
と
て
も
充
実
し
て
い
る
。
見
学
時

に
は
、日
本
刀
を
「
美
術
品
的
展
示
」
し
た
次
の
コ
ー

ナ
ー
で
、
日
本
刀
に
よ
る
切
り
傷
を
生
々
し
く
描
い

た
当
時
の
写
生
図
を
展
示
。
さ
ら
に
次
の
コ
ー
ナ
ー

で
は
日
本
赤
十
字
前
身
「
博
愛
社
」
の
誕
生
に
つ
な

げ
る
構
成
と
な
っ
て
お
り
と
て
も
感
心
し
た
。

（
３
）
戦
い
の
「
何
次
」
表
記
に
つ
い
て
は
、

２
０
０
２
年
発
行
の
『
西
南
の
役　

山
鹿
口
の
戦
い
』

に
従
っ
た
。

（
４
）
民
家
に
逃
げ
込
ん
だ
鎮
台
兵
が
「
な
ん
で
俺

は
次
男
に
生
ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
つ
ぶ
や
い
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
る
。
戸
長
や
嫡
子
は
徴
兵
免
除
で

あ
っ
た
当
時
の
不
条
理
を
如
実
に
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
政
府
軍
の
兵
卒
に
は
木
綿
小
倉
織
の

洋
式
軍
服
（
写
真
２
）
が
配
給
さ
れ
た
が
、
軍
帽
の

鉢
巻
の
色
で
鎮
台
兵
（
黄
色
）
と
、
士
族
出
身
の
近

衛
兵（
緋
色
）と
区
別
し
た
。
薩
摩
兵
は
近
衛
兵
を「
赤

帽
」
と
呼
ん
で
よ
り
注
意
を
払
っ
た
。

（
５
）
作
家
司
馬
遼
太
郎
の
第
三
旅
団
司
令
官
の
三

浦
評
は
手
厳
し
い
。「
少
将
三
浦
梧
楼
は
大
軍
を
擁

し
な
が
ら
音
を
あ
げ
、
そ
の
理
由
は
鎮
台
兵
の
弱
さ

に
あ
る
と
し
、
士
族
兵
で
あ
る
近
衛
兵
を
し
き
り
に

ほ
し
が
っ
た
。」「
三
浦
と
い
う
長
州
騎
兵
隊
上
が
り

の
少
将
自
身
が
薩
人
を
よ
ほ
ど
恐
れ
て
い
た
の
か
、

出
来
る
だ
け
敵
と
直
接
衝
突
す
る
機
会
を
す
く
な
く

し
、
第
二
線
ば
か
り
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
、
東
京
に

ま
で
悪
い
評
判
が
聞
こ
え
た
り
し
た
」　

司
馬
遼
太

郎
『
翔
ぶ
が
如
く
』
よ
り

（
６
）「
一
八
七
八
年
の
褒
章
報
告
書
に
よ
れ
ば
」
と

の
『
愛
知
県
史　

通
史
編
６
』
で
の
数
字
。　

（
７
）
県
内
で
「
仙
石
庄
之
助
」
の
名
前
が
刻
ま
れ

た
碑
と
し
て
は
以
下
が
あ
る
。

・
愛
知
県
護
国
神
社
の
戦
死
者
之
碑
（
元
招
魂
社
か

ら
移
設
）
明
治
11
年
建
立
「
愛
知
歩
兵
卒　

仙
石
庄

之
助
」

・
布
袋
神
社
隣
の
戦
死
者
記
念
碑
（
元
犬
山
城
西
麓

か
ら
移
築
）
明
治
19
年
建
立
「
栗
栖
村　

千
（
マ
マ
）

石
庄
之
助
」

・
栗
栖
神
社
の
忠
魂
碑　

大
正
四
年
建
立
「
明
治
拾

年
於
西
南
戦
争
戦
死　

故
陸
軍
歩
兵
一
等
卒　

仙
石

庄
之
助
」

（
８
）
堀
若
男
「
明
治
十
年
之
役
の
両
軍
の
墓
石
」

よ
り

（
９
）
仙
石
庄
之
助
と
同
日
に
鍋
田
に
て
戦
死
し
た

多
く
は
南
関
の
「
肥
猪
官
軍
墓
地
」
に
埋
葬
さ
れ
て

い
る
。「
肥
猪
官
軍
墓
地
」
は
現
在
県
史
跡
に
指
定

さ
れ
、
墓
石
も
状
態
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
（
写
真

６
）。
仙
石
庄
之
助
も
「
肥
猪
官
軍
墓
地
」
に
埋
葬

さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
墓
石
も
今
に
残
っ
た
と
思
う

と
残
念
で
な
ら
な
い
。
ま
た
、
同
日
に
鍋
田
で
の
戦

死
が
確
認
で
き
る
68
名
の
う
ち
、
宥
明
堂
陸
軍
墓
地

に
葬
ら
れ
た
の
は
4
名
の
み
で
あ
る
。
そ
の
4
名
と

も
に
仙
石
庄
之
助
と
同
じ
、
名
古
屋
鎮
台
の
第
3
中

隊
で
あ
る
こ
と
を
思
う
に
、
本
隊
と
は
別
の
作
戦
行

動
に
よ
り
、
や
や
離
れ
た
場
所
で
の
戦
死
で
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

（
10
）
同
日
戦
死
4
名
の
ひ
と
り
成
瀬
松
太
郎
は
、
尾

張
国
苅
安
賀
新
田
（
現
一
宮
市
三
条
）
出
身
で
あ
る
。

仙
石
庄
之
助
と
と
も
に
お
国
訛
り
を
懐
か
し
ん
で
く
れ

た
こ
と
と
思
う
。

【
参
考
・
引
用
文
献
】

2
0
1
7
『
愛
知
県
史　

通
史
編
6　

近
代
1
』
愛

知
県　

堀 

若
男　

1
9
6
1　

 

「
明
治
十
年
之
役
の
両
軍
の

墓
石
」『
石
人
』
第
二
巻
第
七
号

　
堀 

若
男
1
9
6
1
～
1
9
6
2
「
西
南
の
役
の
墓

石
遍
歴
」『
石
人
』
第
二
巻
第
八
号
～
第
三
巻
第
二

号2
0
0
2
『
西
南
の
役　

山
鹿
口
の
戦
い
』（
財
）

山
鹿
市
地
域
振
興
公
社

司
馬
遼
太
郎
2
0
0
2
『
翔
ぶ
が
如
く
（
九
）』
新

装
版　

文
春
文
庫

伊
藤
厚
史
２
０
１
２
「
愛
知
県
人
の
西
南
戦
争
」『
戦

史
考
古
学
研
究　

№
７
』

1
9
9
0
『
靖
國
神
社
忠
魂
史　

西
南
の
役
』
復
刻

版　

青
潮
社

2
0
1
1
『
西
南
戦
争
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク　

植
木
・
玉

東
』
熊
本
市
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̍ɽձһূͷൃߦʢཪ໘ελϯϓΧʔυʹͳ͍ͬͯ·͢ʣ
　���Πϕϯτʹ͝ࢀՃ͍͍ͨͩͯελϯϓΛूΊΔͱه೦Λଃఄ
̎ɽձใʮ͞ͱͷͩق࢛ΑΓʯΛ̒ճʢִ݄ʣ͓ಧ͚
̏ɽχϫཬͶͬͱاըʹձһྉۚͰ͝ࢀՃ
̐ɽ೭Լঝؗɾງ෦ఛͷ༏ઌར༻ݖ
　　ʢ࠲ෑແྉར༻̎ݖճɾିར༻̍ݖճʣ
̑ɽلڀݚཁʮʯΛرऀʹଃఄ

ձһಛయ

ձһؒظɿ݄̑ͷ૯ձ͔Βཌ�݄૯ձ·Ͱͷ̍ؒ
̍ʣ੨௩ݹΨΠμϯεࢪઃɺ͋Δ͍೭Լঝؗɾງ෦ఛͷ૭ޱͰड
　　ਃࠐॻʹඞཁ߲ࣄΛ͝هೖ͍͖ͨͩɺձඅΛఴ͓͑ͯਃ͠ࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ
̎ʣ͓ৼࠐʢ༣ศৼସ࠲ޱʣʹΑΔड
　　৽نձһ༷௨৴ཝʹʮ৽ࢍنॿձһඅʯຢʮ৽نձһඅʯɺॅॴɾ໊ࢯΛ
ɺ͝ॅॴʹձһূͳͲΛૹ͍ͨ͠·͢ɻޙೝ֬ࠐɻৼ͍ͩ͘͞ه໌͝　　

ʲ༣ศৼସ࠲ޱʳ
൪߸　　　00��0�9�19���2࠲ޱ
ωοτϫʔΫ࢈ͷཬɾจԽҨݹ　ಈ๏ਓ׆ʣ　ಛఆඇӦརࣈশʢ໊࠲ޱ
শʢΧφʣ　τΫώʣίμΠχϫϊατ　ϒϯΧΠαϯωοτϫʔΫ໊࠲ޱ

ೖձਃࠐͷྲྀΕ

ۚड͚͓ͯΓ·͢ɻدɺͯʹ࠲ޱه্
χϫཬͶͬͱͷ׆ಈͷ͝ࢧԉΛ͓͍ئਃ্͛͠·͢ɻ

χϫཬͶͬͱͷ׆ಈʹࢀՃ͍͚ͨͩΔํɺ

ɻ͢·͍ͯ͠ूื͘ԉ͍͚ͯͨͩ͠ΔํΛࢧ͝

͔ͨ͠׆Λ࢈ͱҰॹʹจԽҨͪͨࢲ

·ͪͮ͘Γ׆ಈʹࢀՃͯ͠Έ·ͤΜ͔ʁ

Πϥετʢࢁຊ࠼೫ʣ
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