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そ
う
し
た
新
し
い
純
文
観
を
か
た
ち
づ
く
る
大
き
な
契
機
に

な
ろ
う

t

し
て
い
る
の
で
あ
る

。

で
は
三
内
丸
山
と
は
、

弓
ノ
カ

。

ど
の
よ
う
な
集
落
だ
っ
た
の
だ
ろ

五
O
O
O
年
の
歴
史
を
飛
び
越
え
る
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
恕
像
力
が
必
要
だ
ろ
う

。

わ
れ
わ
れ
も
忽
像
力
の
翼

を
大
き
く
広
げ
、
時
内
ー
を
円
凶
に
飛
び
川
る

一
羽
の
ι
と
な

っ
て
、
三
内
九
山
を
訪
れ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う

。

。
三
内
九
山
へ
の
飛
捌

時
は
、
縄
文
時
代
中
期
、Aー
か
ら

お
よ
そ
五
五
O
O
年
1

問

0
0
0
年
前
。

場
所
は
本
州
の
北
、
海
t

森
に
恵
ま
れ
た
地

・

4け
木
林
。

季
節
は
秋
で
あ
る

。

標
高

一
丘
0
0
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
j

叩
田
の
山
々
、
そ

の
上
空
を
旋
州
し
な
が
ら
北
の
方
角
を
眺
め
て
み
る

。

ハ
イ

マ
ツ
や
ミ
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
の
低
木
の
繁
る
高
い
峰
か
ら
、
稜

線
は
な
だ
ら

か
に
、

一0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
の
海
（
陸
奥
湾
）

へ
と
ま
っ
す
？
に
下
っ
て
い
く

。

風
に
乗
っ

て
滑
空
し
て
み
よ
う

。

山
は

す
べ
て
が
秋
の

色
に
染
ま
っ
て
い
る

。

ダ
ケ
カ
ン
パ
は
葉
を
落
t

し
は
じ
め

混
原
の
は
帆
物
は
黄
金
色
仁
川
村
れ
よ
う
と
し
て
い
る

。

岩
場
か

ら
立
ち
上
る
’
n

い
蒸
気

、

あ
れ
は
温
泉
だ
ろ
う
か
。

稜
線
に

沿
っ
て
、

一
気
に
高
度
を
下
げ
る

。

す
る
と
山
麓
は
い

っ
そ

う
鮮
や
か
だ
。

貫
や
茶
に
色
づ
い
た
プ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
の
森

が
、
ど
こ

ま
で
も
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
る

。

ひ
と
き
わ

赤
い
の
は
ウ
ル
シ
や
ハ
ゼ
だ

。

森
の
中
か
ら
、
ホ
ウ
ホ
ウ
と
い
う
声
が
響
い
て
く
る

。

見

下
ろ
す
と

一
頭
の
牡
鹿
が
、
プ
ナ
の
白
い
木
肌
を
こ

す
る
よ

う
に
逃
げ
て
ゆ
く

。

す
る
と
あ
の
声
は
、
獲
物
を
追
っ
て
森

深
く
分
け
入
っ
た
縄
文
人
た
ち
だ
ろ
う。

こ

の
あ
た
り
の
森

で
は
、
彼
ら
の
祖
先
た
ち
の
頃
と
比
べ
る
と
、
シ
カ
や
イ
ノ

シ
シ
と
い
っ
た
大
型
の
動
物
が
め
つ
き
り
少
な
く
な
っ
た

。

丘
陵
は
や
が
て
幾
筋
も
の
谷
を
刻
む
低
い
台
地
と
な
り
、

岬
の
よ
う
に
細
く
分
か
れ
な
が
ら
、
海
へ
と
延
び
る。

台
地

の
L
L
も
、
落
葉
広
葉
樹
の
森
が
覆
っ
て
い
る

。

そ
の
先
端
あ

た
り
、
海
を
間
近
に
し
た
台
地
に
、
縄
文
人
た
ち
の
集
落
が

見
え
て
き
た

。

そ
こ
だ
け
森
が
切
り
開
か
れ
て
い
る
の
で
、

上
空
か
ら
は
す
「
に
分
か
る

。

は
海
を
前
に
し
、
森
を
背
負

っ
た
集
落
が
、
こ
の
あ
た
り
に

O
ぐ
ら
い
あ
る
だ
ろ
う
か
。

縄
文
の
「
ム
ラ
」
t

い
え

ば
、
数
軒
が
寄
り
集
ま
っ
た
小
さ
な
も
の
を
述
怨
す
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
こ
は
違
う

。

何
十
軒
も
の
竪
穴
住
居
が
並

ぶ
、
大
き
な
集
落
だ。
そ
れ
ら
が
さ
ら
に
集
ま

っ
て
、
「
ク
ニ
」

を
つ
く
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
規
模
だ
。
三
内
丸
山
は
、
そ

の
小
心
に
あ
る

。

搭
の
よ
う
に
高
い
建

物
が

一
つ
笠
え
て
い
る
の
が
見
え
る
だ
ろ
う
か。

あ
そ
こ
が

三
内
丸
山
だ
。
三
内
丸
山
を
訪
れ
る
も
の
は
、
誰
も
が
そ
の

ポ
ッ
カ
リ
と
開
け
た
台
地
の
上
に
、

同
い
建
物
を

ヨ
て
に
し
て
や
っ
て
来
る

。

あ
れ
は
去
年
の
、
冬
の
早
朝
の
こ
t

だ
。

集
落
か
ら
少
し

離
れ
た
山
の
斜
面
に
、
石
斧
を
も

っ
た
三
内
丸
山
の
人
々
が

分
け
入
り
、
と
り
わ
け
大
き
な
ク
リ
の
木
を
切
り
倒
し
たこ

t

が
あ
っ
た
。

伎
を
払
う
と
、

雪
の
斜
面
を
利
用
し
て
、
ド
ォ

ツ
と
一
気
に
滑
り
落
と
し
た

。

そ
こ
か
ら
集
落
ま
で
、
大
勢

の
男
た
ち
が
ク
リ
の
大
木
に
ツ
ル
を
懸
け
、
下
に
は
木
、
ゾ
リ

を
か
ま
し
、
踏
み
固
め
て
氷
の
よ
う
に
な
っ
た
道
の
上
を
引

い
て
行
っ
た
。

引
き
手
は
近
在
の
ム
ラ
か
ら
集
ま
っ
た
者
た

ち
も
入
れ
て
、
一
本
の
木
ご
t

に

一
O
O
人
は
い
た
が
、
音

頭
を
と
る
者
に
全
員
が
息
を
合
わ
せ
、
競
う
よ
う
に
集
落
ま

で
運
ん
だ

。

そ
う
し
て
運
ば
れ
た
六
本
の
大
木
が
、

三
内
丸
山
に
準
え

る
貯
の
よ
う
な
建
物
？
と
な
っ
た
の
だ
。

木
を
伐
採
し
、
運
び
、

加
工
し

、

柱
を
立
て
、
組
み
上
げ
る

、

そ
の
プ
ロ

セ
ス
は
熱

気
に
あ
ふ
れ
、
す
べ
て
が
祭
の
よ
う
だ
つ
た。

リ
ー
ダ
ー
や

技
術
者
の
下
、
秩
序
立
っ
た
見
事
な
作
業
が
行
わ
れ
た

。

塔
の
よ
う
に
高
い
建
物
の
屋
根
に
、
し
ば
し
羽
根
を
休
め

ク
。l
ζ
l
ν
L
B品P「
ノ
。

眼
下
に
、
集
落
の
す
べ
て
が
手
に
取
る
よ
う
だ。

す
寸
下

前頁西 町 板垣真誠

縄
文
時
代
、
そ
れ
は
今
か
ら
約

一
万
二
0
0
0
年
前
か
ら

二
三
O
O
年
前
ま
で
、
お
よ
そ

一
万
年
の
長
き
に
わ
た
り
統

、

冶

－
O

L

や
’
れ

多
彩
な
紋
様
を
も
っ
土
器
が
、
北
海
道
か

そ
の
問
、

ら
沖
縄
ま
で
、
現
在
の
日
本
の
国
土
に
匹
敵
す
る
広
範
な
地

域
に
あ
ま
ね
く
行
き
渡
っ
た
。

時
間
t

空
間
の
両
面
に
お
い

て
、
縄
文
は
世
界
で
も
有
数
の

一
大
文
明
で
あ
っ
た

。

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、

縄
文
時
代
の
始
ま
り
か
ら
わ
れ

わ
れ
が
生
き
る
現
代
ま
で
の
時
聞
を
か
り
に

一
O
O
と
す
る

と
、
そ
の
う
ち
の
実
に
八

O
%
以
上
を
縄
文
時
代
が
占
め
る

。

日
本
の
歴
史
は
、

縄
文
を
抜
き
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
は

ど
で
あ
る
。

歴
史
に
大
き
な
時
聞
を
占
め
な
が
ら
、
縄
文
は

謎
の
多
い
文
明

、

で
も
あ

っ
た
。

人
々
が
ど
ん
な
服
を
着
、
何

圃

ど
の
よ
う
な
建
物
を
つ
く
り
、
い
か
な
る
信
仰
を

し
か
し
、

を
食
べ
、

生
活
の
基
本

的
な
イ
メ
ー
ジ
す
ら
断
片
的
に
し
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る

。

そ
の
た
め
縄
文
は
、
文
明
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
未

開
で
、
原
始
的
な
時
代
で
あ
っ
た
と
き
れ
て
き
た
。

数
家
族

に
よ
る
小
集
同
を
組
み
、
粗
末
な
毛
皮
を
ま
と
っ

て
野
に
獣

を
追
い

、

森
に
木
の
実
を
拾
い
な
が
ら
、
食
料
を
求
め
て
移

動
を
繰
り
返
す

・
・
・
・・
・
そ
れ
が
縄
文
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、

も
っ
て
い
た
の
か

。

上
器
や
石
器
を
除
く
と
、

長
い
間
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る

。

と
こ
ろ
が
近
年
の
発
掘
で
は
、
従
来
の
縄
文
観
を
見
直
す

発
見
が
相
次
い
で
い
る
。

巨
木
を
使
っ
た
大
刑
上
の
建
造
物
、

右
什
刊
を
思
わ
せ
る
大
規
模
な
集
落
、
農
耕
の
可
能
性
を
裏
付

け
る
造
物
な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て

三
内
丸
山
の
発
掘
調
査
は
、

長
さ
が
何
十
メ
ー

ト
ル
も
あ
る
大
き
な
茅
葺
き
屋
根

の
建
物
が
見
え
る

。

収
穫
の
時
期
や
雪
の
降
る
冬
に
な
る
と
、

多
く
の
人
々
が
こ
の
建
物
に
集
ま
り
、
み
ん
な
で
に
ぎ
や
か

－
－
キ
品
、

に
喋
り
な
が
ら
作
業
を
し
て
い
る

。

そ
の
建
物
の
横
に
は
小
高
い
舞
台
の
よ
う
な
盛
土
が
あ
り
、

数
人
の
女
た
ち
が
草
を
む
し
り
、
掃
除
を
し
て
い
る

。

何
の

た
め
の
盛
土
か
は
知
ら
な
い
が、

三
内
丸
山
の
人
々
は
そ
こ

を
神
聖
視
し
、
い
つ
も
き
れ
い
に
し
て
い
る。

そ
の
上
で
火

が
焚
か
れ
、
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
も
あ
る

。

盛
士
は
、
彼
ら
の
何
世
代
も
前
の
頃
か
ら
あ
っ
た

。

い
つ

頃
か
ら
か
少
し
ず
つ
土
が
盛
ら
れ
、
小
高
い
山

の
よ
う
な
形

に
な

っ
た
の
だ
。

そ
こ
に
は
祭
把
の
あ
と
の
道
具
類
が
土
と

一
緒
に
埋
め
ら
れ
た
よ
う
だ。

土
器
や
石
器
と
と
も
に
、
美

し
い
ヒ
ス
イ
の
大
珠
や
土
偶
ま
で
が
み
ら
れ
る
。

縄
文
人
は
、
食
料
を
求
め
て
移
動
し
た
と
い
う
話
が
あ
る

が
、
も
し
そ
う
な
ら
こ
う
し
た
盛
土
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う

。

こ

の
盛
土
は
、
三
内
丸
山
の
人
々
が
祖
先
か
ら
受
け
継
ぎ
、

子
孫
へ
と
伝
え
、
な
ん
と

一
0
0
0

年
に
も
わ
た
っ
て
築
き

上
げ
た
。

縄
文
人
の
平
均
寿
命
は
わ
ず
か
三
O
年
「
ら
い
だ

か
ら
、
こ

の
営
み
が
ど
れ
ほ
ど
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
も
の

17 

か
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う

。

膨
大
な
時
間
の
積
層
と
、
信
仰
と

も
い
え
る
強
烈
な
七
着
性
が
、
盛
土
か
ら
感
じ
ら
れ
る。

そ

れ
は
単
に
、
縄
文
人
が
定
住
生
活
を
し
て
い
た
と

い
う
だ
り

の
意
味
に
留
ま
ら
ず
、
大
地
や
生
命
の
永
遠
性
を
希
求
す
る

イグサ科の植物で編まれた ホ縄文ポシェッ ト 九中にはク
ルミが入っていた。 高さ l 3cm、底面 9 cm 四方 （写真／青森
県三内丸山遺跡対策室）



表
現
だ
と
い
っ

て
い
い
か
も
し
れ
な
い

。

盛
土
と
盛
土
の
聞
に
は
、
高
床
の
倉
庫
が
い
く
つ
も
立
ち

並
び
、
幅
の
広
い
道
路
が
東
へ
と
延
び
て
い
る
。
一
二
内
丸
山

の
人
々
は
、

こ
の
道
路
の
両
側
に
延
々
と
大
人
た
ち
の
墓
を

並
べ
た

。

祖
先
た
ち
の
霊
に
見
守
ら
れ
た
こ
の
道
路
に
は
、

何
か
特
別
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

。

道
路
の
南
側
は
、
住
宅
地
域
だ
。
三
内
丸
山
で
は
、
住
居

も
、
墓
も
、
大
き
な
建
物
が
つ
く
ら
れ
る
地
域
も
、
整
然
と

し
た
区
域
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る

。

竪
穴
住
居
が
、
こ
こ
だ
け
で
数
十
棟
は
あ
る
だ
ろ
う。
集

落
の
す
べ
て
の
住
居
を
合
わ
せ
る
と
、
ざ
っ
と

一
O
O
棟
以

上
に
も
な
る
。

大
小
は
あ
る
が
、

一
つ
の
家
に
五
人
「
ら

い

の
家
族
が
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
集
落
全
体
の
人
口
は

E
O

O
人
に
も
な
る
。

青
森
の
地
仁
住
む
縄
文
人
の
総
人
口
は
、

多
い
t

き
で
七
0
0
0
人
と
い
わ
れ
る
（
小
山
修三
氏
説
）
の

で
、
一
二内
丸
山
が
い
か
に
巨
大
な
集
落
か
が
分
か
る
だ
ろ
う

。

集
落
の

一
角
で
は
、
大
き
な
煙
が
上
が

っ
て
い
る

。

上
器

を
焼
い
て
い
る
の
だ
。

土
取
り
場
か
ら
粘
上
を
運
ぶ
者
、
そ

三内丸山遺跡全体配置図

沖館川

れ
を
こ
ね
る
者
、
紐
状
に
土
を
重
ね
形
を
つ
く
る
者
、
縄
目

の
紋
様
に
工
夫
を
こ
ら
す
者
、
そ
し
て
焼
成
に
汗
を
流
す
者

た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
役
割
に
精
を
出
し
て
い
る

。

こ

こ
で
造
ら
れ
る
土
器
は
、
円
筒
式
t

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
丸

い
筒
形
を
し
て
い
る
。

そ
の
形
も
技
術
も
祖
先
か
ら
受
り
継

い
だ
も
の
だ
が
、
今
で
は
士
山
荷
造
り
の
専
門
家
た
ち
を
中
心

仁
仕
事
が
行
わ
れ
て
い
る

。

こ
こ
で
は
漆
や
ヒ
ス

イ
の
加
工
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
も
ま
た
専
門
の
知
識
t

技
術
を
も
っ
者
た
ち
の
仕
事
だ

。

そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
製
造
さ
れ
る
土
器
の
、
な
ん
と
多

い
こ
と
だ
ろ
う
。

自
分
た
ち
が
使
う
だ
け
で
な
く
、
出
来
の

い
い

三
内
丸
山
ブ
ラ
ン
ド
の
土
器
を
求
め
て
、
近
在
の
ム
ラ

か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
や
っ
て
来
る
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は

土
器
は
祭
の
と
き
に
生
産
の
祈
り
や
権
力
を
示
す
た

め
に
、
大
量
に
破
壊
さ
れ
る

。

そ
の
た
め
高
床
の
倉
庫
に
は
、

土
器
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
納
め
ら
れ
て
い
る

。

土
偶
も
と
て
も
多
い
。

土
偶
は
女
性
、
つ
ま
り
産
む
性
を

司
り
、
生
命
の
誕
生
や
死
t

深
く
か
か
わ
り
の
あ
る
も
の
だ

と
い
う

。
三
内
丸
山
の
土
偶
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
こ
と
で

有
名
な
の
だ
。

遠
く
何
卜
キ
ロ

も
離
れ
た
地
か
ら
も
、
求
め

て
や

っ

て
来
る
人
た
ち
が
い
る

。

子
供
た
ち
の
無
事
な
成
長

が
と
て
も
む
ず
か
し
い
の
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ

t

、
、

e
J乞
’
L
W

な
い

。
三
内
丸
山
に
は
、
幼
く
し
て
亡
く
な

っ
た
子
供
た
ち

か
め
か
ん

を
斐
棺
に
納
め
、
手
厚
く
葬
っ
た
墓
が
あ
る
。

大
人
た
ち
・
と

は
別
仁
、
子
供
た
ち
だ
け
の
墓
を
つ
く
っ
た
の
は
、
再
生
へ

の
祈
り
の
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

。

集
落
の
は
ず
れ
か
ら
、
に
ぎ
や
か
な

声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

大
勢
の
女
た
ち
が
、
ア
ケ
ビ
や
ブ
ド
ウ
の
ツ
ペ
て
編
ん
だ
背

負
い
篭
を
か
つ
ぎ

長
い
棒
を
持
ち

お
喋
り
を
し
な
が
ら

列
を
な
し
て
歩
レ
て
ゆ
く

。

女
た
ち
は
自
分
た
ち
で
栽
培
し

た
ア
サ
で
つ
く
っ
た
平
織
り
の
生
地
に

思
い
思
い
の
草
木

染
め
の
色
や
紋
様
を
施
し
た
服
を
身
に
着
け
て
い
る
。

縄
文

の
女
た
ち
は
編
む
技
術
に
長
け
て
い
る
が

こ
の
地
の
女
た

ち
が
つ
く
る
服
は

と
く
に

高
度
な
も
の
だ

。

腕
に
は
ツ
ル

や
日
ハ
殻
の
腕
輪
が
揺
れ
中
に
は
ヒ
ス
イ
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
を

首
か
ら
下
げ
て
い
る
者
も
い
て

誰
も
が
お
し
ゃ
れ
を
楽
し

ん
で
い
る

。

彼
女
た
ち
の
行
き
先
は
、

ク
リ
の
林
だ

。

三
内
丸
山
の
縄
文
人
た
ち
は
、
森
を
聞
い
た
跡
に
ク
リ
の

木
を
植
え
た

。

も
ち
ろ
ん
食
料
と
す
る
た
め
だ

。

ク
リ
は
ト
チ

や
ド
ン
グ
リ
な
ど
と
比
べ
る
t

、
ア
ク
が
な
く
て
食
べ
や
す

い
。

野
生
の
ク
リ
の
中
か
ら
大
き
く
て
お
い
し
い
も
の
を
選

び
、
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
い
っ
た
の
だ

。

今
で
は
集
落
の
ま

わ
り
は
す
べ
て
ク
リ
林
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
、
広
大
な
栽

培
園
が
で
き
て
い
る
。

収
穫
に
は
、
女
た
ち
が
総
出
で
あ
た

る
。

な
に
し
ろ
五
O
O
人
を
養
う
貴
重
な
食
料
な
の
だ
か
ら
。

集
落
の
中
に
は
、

ヒ
ョ
ウ
タ

ン
や
マ
メ

、
ゴ
ボ
ワ
な
ど
を
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栽
培
し
て
い
る
畑
も
あ
る

。

ヒ
エ
は
、
ク
リ
を

し

の
「
有
力

な
食
料
で
あ
り
、
畑
は
E

ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
る

。

海

の
幸
に
も
恵
ま
れ
、
縄
文
人
の
食
卓
は
け
つ
こ
う
に
ぎ
や
か

だ
。

近
く
の
森
や
草
原
に
は
、
ノ
ウ
サ
ギ
や
鳥
を
始
め
と
し

た
小
動
物
が
ま
だ
た
く
さ
ん
い
て
、
狩
り
の
季
節
に
は
し
ば

し
ば
食
車
を
飾
る

。

狩
り
は
、
男
た
ち
の
結
束
を
高
め

、

勇
気
と
組
織
だ
っ
た

行
動
を
確
認
す
る
場
で
も
あ
る

。

集
落
が
大
き
く
な
る
に
つ

れ
、
近
頃
は
土
器
づ
く
り
や
漆
の
仕
事
な
E

に
専
念
す
る
男

た
ち
が
多
く
な

っ

た
が
、
ぞ
れ
で
も
男
の
子
た
ち
に
と
っ
て

狩
り
は
一
人
前
の
男
の
象
徴
な
の
だ

。

い
ま
も
畑
の
横
で
は
、

男
の
子
た
ち
が
熱
心
に
弓
の
練
習
を
し
て
い
る

。

狩
り
と
い
え
ば
、
海
の
漁
の
こ
と
も
忘
れ
る
わ
け
に

い
か

A

L
h

、

。

＋
ノ
一
’l
u三

内
丸
山
に
ム
ラ
が
開
け
た
頃
、

男
た
ち
は
盛
ん
に
海
に

乗
り
出
し
、
集
団
で
漁
に
は
げ
ん
だ

。

舟
は

、

一
本
の
木
を

く
り
向
い
た
丸
木
舟
だ
。

湾
に
ク
ジ
ラ
や
マ
グ
ロ
の
群
れ
が

入
り
込
ん
だ
と
き
な
ど
は
、
総
出
で
漁
に
あ
た
り
、
そ
の
あ

－
と
盛
大
な
宴
が
開
か
れ
た
も
の
だっ
た
。

少
し
様
子
が

違
っ
て
き
た
。

近
在
の
ム
ラ
か
ら
魚
を
も
ち
込
む
者
が
多
く

け
れ
E

も
集
落
が
大
き
く
な
り
始
め
る
と
、

そ
れ
は
次
第
に
増
え
つ
つ
あ
る
。

と
き
に
は
海
を
隔

て
た
北
の
地
（
北
海
道
）
か
ら
、
オ
ッ
ト
セ
イ
の
よ
う
な
海

獣
の
肉
や
脂
が
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
す
ら
あ
る

。

縄
文
の
集
落
は
自
給
自
足
社
会
だ
と
い
う
の
は
間
違

っ
て

い
る

。
三
内
丸
山
の
男
た
ち
が
、
少
し
ず
つ
漁
や
狩
り
の
仕

事
か
ら

離
れ
る
に
つ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
料
が
よ
そ
か
ら
こ

な
り

の
地
に
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
、
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

。

よ
そ
か
ら
も
ち
込
ま
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
食
料
だ
け
に
限

ら

な
い

。

は
る
か
遠
い
地
か
ら
、
（
新
潟
）
、
コ
ハ
ク

手
）
、
黒
曜
石
（
北
海
道
）
な
ど
が
運
ば
れ
て
き
た。
そ
こ
に

は
小
さ
な
丸
木
舟
を
操
っ
て
、
荒
海
を
渡
る
勇
気
あ
る
男
た

ち
が
い
た

。

彼
ら
は
、
沿
岸
の
地
形
を
確
か
め
、
？
と
き
に
早

を
読
み
、
何
百
キ
ロ
も
の
航
海
を
す
る

。

そ
し
て

二
つ
の
大

き
な
半
島
の
聞
を
抜
け
て
湾
に
入
る
と
、
ま
っ
す
「
南
下
し
、

こ
の
搭
の
よ
う
な
高
い
建
物
を
め
ざ
し
て

三
内
丸
山
へ
t

や

ヒ
ス
イ

山

正:I
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っ

て
来
る
の
だ

。

彼
ら
は
な
ぜ
、

の
か

。

生
命
を
か
け
て
ま
で
こ
こ
に
や
っ
て
来
る

三内丸山遺跡全体配置図

こ
こ

に
来
れ
ば
、
大
き
な
取
り
引
き
が
で
き
る
。

新
し
い

技
術
を
学
ん
だ
り
、
見
た
こ
と
も
な
い
物
と
も
出
会
う
こ
と

も
で
き
る

。

縄
文
の

一
大
拠
点
集
落
に
ふ
さ
わ
し
い
、
あ
ら

ゆ
る
情
報
の
宝
庫
・
・
・
・
・
・
そ
れ
が

三
内
丸
山
だ
か
ら
で
あ
る

。

き
て
、

三
内
丸
山
に
つ
い
て
は
、
語
る
べ
き
こ
と
が
尽
き

な
い
。

し
か
し
、

そ
ろ
そ
ろ
飛
び
立
っ
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う

さ
っ
き
畑
の
横
で
弓
の
練
習
を
し
て
い
た
子
供

た
ち
が
、
私
が
未
来
か
ら
や

っ

て
来
た
鳥
だ
と
も
知
ら
ず
、

矢
を
つ
が
え
て
狙
っ
て
い
る

。

だ
。

は
ら
、



．』ーーーー＿＿...

、

三
内
丸
山
（
縄
文
中
期
）の
想
定
復
元

新潟県糸魚川産のヒスイの大珠（直径 5 cm) 

（写真／青森県三内丸山遺跡対策室）
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そ
れ
は
建
設
面
か
ら
み
る
と

ど
の
よ
う
な

集
落
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

」
こ
で
は
縄
文
人
に
よ
る
「
集

落
の
構
成
じ
と
「
土
木
・

建
築
の
痕
跡
」

に
注
目
し

発
掘

調
査
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ

現
代
の
建
設
技
術
面
か
ら
の
検

討
を
加
え

そ
の
復
元
に
挑
戦
し
た

。

集
落
の
計
画
性

ニ
内
丸
山
遺
跡
を
建
設
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と

集
落

の
計
向
性
に
い
く
つ
か
の
大
き
な
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て

/\

4AVO 

般
に
縄
文
時
代
の
計
阿
的
な
集
務
と
い
え
ば

央

広
場
を
も
ち

大
型
建
物
や
住
肘
が
そ
の
周
州
を
環
状
、
あ

る
レ
は
馬
蹄
形
に
凶
む
形
式
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

。

央

の
広
場
は
墓
域
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。

し
か
し

三
内
九
山
で
は
縄

時
代
前
期

集
落
の
北
に
あ

る
純
文
谷

央
符

を
基
軸
t

し
た
か
の
よ
う
な
榊
成
が

日
ん受
け
ら
れ
る
。

三
内
丸
山
逃
跡
対
策
主
の
同
旧
康
問
氏
に

よ
れ
ぱ

芥
の
丙
側
に
作
間
併
、
ト
米
側
に
成
人
の
基
域
と

川
雄
な
区
分
け
が
行
わ
れ
て
お
り

い
い
時
点
か
ら
計
問
的

土
木
面
か
ら
み
た
二

7

4
3
L
l

監
事

JF
－
ま

け
Y
E
井
’
A
H
W
山
崎
日
止
イー、
1
・

縄
文
時
代
t

し
て
は
か
な
り
大
規

伎
と
忠
わ
れ
る
上
木
工
事
の
泌
跡
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て

、

》

O

t
u
o
ι’
、

縄
文
前
期
、
て
は
縄
文
谷
の
上
閉
め
の
杭
や
上
誌
を

m
h

め
た
斜
耐
を
も
っ
道
路

iqi ~ 期
館空 て、

Jll Ii 
に集
凶i 落
しを
た東
北岡
商に
斜横
曲i 切

る

一恥
A

五
メ
ー
ト
ル
の
道
路

の
成
川
上
そ
し
て

a品
さ
一
一i
一
二メ
ー
ト
ル
も
の
北
・
市
の

つ
の
挫
し
し
で
あ
る。

a

つ
の
盛
L
し
に
注
目
し

こ

の
う
ち
今
川
は
、
斜

f間
盛
上
と

縄
文
時
代
の
仁
木

・

l

事
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か

を
、
現
代
上
本
の
観
点
か
ら
機
討
し
た

。

「
斜
面
盛t
」

に
つ
い
て

斜
面
政
上
は
集
法
の
北
阿
部
、
沖
館
川
の
河
原
（
呪
在
は

遊
水
池
）
に

描

出
し
た
河
岸
段
任
の
斜
刷

、

で
発
見
さ
れ
た
上
木

造
構
で
、
出
さ
は
約
何
メ
ー
ト
ル
あ
る

。

日
的
は
不
明
だ
が
、

大
量
の
七
砂
に
よ
り
斜
面
の
造
成
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
、

そ

の
上
か
ら

は
住
出
跡
も
い
く
つ
か
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

「
斜
．
向
盛
七
の
調
査
概
要
（
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報

台
合
・
二
一内
九
山
遺
跡
）
」

に
ぷ
さ
れ
た
地
層
凶
（
ド
凶
参
照
）

を
検
討
し
た
結
果
、
堆
積
し
た
上
壌
の
状
態
か
ら
次
の
よ
う

に
推
定
し
た

。

＠
ド

部
層

斜
面
盛
土
の
F

部
層
（
V
層
付
近
）
に
は
、
上
器
片
を
大

抵
に
合
む
盛
士
が
あ
る
。

上
層
坪
は
一
O
i

問
0
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
と
幅
が
あ
り
、
地
山
地
形
に
沿

っ
た
形
、
て
堆
積
し
て

お
り
、
河
川
に
近
い
側
で
は
ほ
ぼ
ぷ
平
状
態
と
な
っ
て
い
る

。

ま
た
上
層
は
全
体
に

締
ま
っ
て
い
る
。

発
見
さ
れ
た
土
器
片
は
ほ
と
ん
ど
が
復
元
で
き
る
も
の
で
、

新
品
も
し
く
は

背
子
破
損
し
た
程
度
の
も
の
を
捨
て
た
の
で

あ
ろ
う

。
当
初
は
上
器
の
処
分
場

、

で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
り
、

な
集
落
づ
く
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

前
期
中
葉
の
発
掘
調

査
結
果
を
み
る
と

谷
の
東
側
の
墓

域
を
中
心
に

共
同
作
業
場
や
集
会
場
と

み
ら
れ
る
公
共
的

な
大
型
建
物
を
ふ
く
む
住
屑
群
が
取
り
囲
み
、
住
居
近
く
に

子
供
の
墓
域
を
配
し
た
集
落
構
成
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

縄
文
谷
は

泥
炭
層
の
中
か
ら
貴
重
な
造
物
が
数
多
く
発

掘
さ
れ

「
縄
文
の
宝
庫
」
と
レ
わ
れ
る
場
所
だ
が

、

前
期
の

段
階
で
す
で
に
士
留
め
の
杭
を
並
べ

斜
面
に
土
器
を
埋
め

た
道
路
が
造
ら
れ
て
い
る
。

当
時

す
「
間
近
ま
で
海
が
迫

っ
て
い
た
と
す
る
と

縄
文
谷
の
道
路
は
あ
る
い
は
海
岸
と

集
落
を
む
す
ぶ
中
心
的
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

p
l
h

、
。

+
JClL

‘ と

こ

ろ
が
盛
土
が
造
成
さ
れ
た
中
期
に
な
る
と

こ

の
集

落
構
成
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
北
・
南
の
二
つ
の
盛

に
閉
ま
れ
た
医
域

を
中

心
と
し
て

放
射
状
に

西
側

道
路

高
床
建
物
群
、
住
屑
群
が
配
置
さ
れ
、
前
期

墓
域

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。

二
つ
の

盛
上
は

上
木
復
元
の
章
で
詳
細
に
述
べ
る
が

連
続
性
を
も
っ
た
擁
土
t

も
考
え
ら
れ

そ
の
内

（
西
側
）

と
外
で
は
異
な
っ
た
法
則
性
が
み
ら
れ
る

。

そ
の
一
つ
は

盛
土
の
内
側
に
あ
る
主
要
建
物

（
掘
す
柱

の
古
川
層
建
物
・

掘
立
柱
高
床
建
物

・

大
型
眠
八
住
居

而
ス
ケ
ー

ル
に

三
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
を
最
小
単
位
t

す

る
「
縄
文
尺
」
と
い
わ
れ
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
適
川
さ
れ
て
レ

る
こ
と
で
あ
る
。

盛
上
の
外
の
一
般
作
居
と
み
ら
れ
る
建
物

に
は
縄
文
尺
は
適
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
空
間
の
扱
い
に
明
ら

か
な
茅

一が
あ
る
。

盛
上
に
よ
っ
て
結
界
さ
れ
た
区
域
は
特
別

な
場
所
と
さ
れ

集
稽
の
中
心
と
し
て
の
求
心
性
を
も
つ
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る

。

そ
の
典
型
が

北
と
南
の
盛
上
の
聞
に
み
ら
れ
る
。

一
内
丸
山

そ
の
k

に
住
居
を
建
て
た
と
き
な
ど
に
出
る
残
上
を
捨
て
た

と
考
え
ら
れ
る
。

盛
土
は
や
が
て
降
雨
な
E

の
自
然
条
件
に
よ
り
水
平
に
広

が
り
、
そ
の
上
を
人
が
歩
く
こ
と
で
締
め
掴
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
部
分
の
盛
十
し
は
意
図
的・
計
両
的
と

い
う
よ
り
、
自
然
堆
積
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
く
、
そ
れ
が
地
山

地
形
に
沿
っ
た
形
の
堆
積
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る

。

の
一千

に
は
高
休
の
建
物
群
が
建
ち
並
び

幅

一
五
メ

ー
ト

ル
の
立

派
な
道
路
が
東
西
に
止
り

道
路
の
両
側
に
は
大
人
た
ち
の

墓

（士
坑
墓

が
一
二
0
メ
ー
ト

ル
に
わ
た
り
延
々
と

並
ん

て
い
る

。

」
れ
に
は
ど
う

い
う
意
味
が
あ
る
の

だ
ろ
う

か
。

海
か
ら
三
内

九
山
を
表
敬
訪
問
し
た
と

き
の
、
｝
と

を
想
像

し

て
み
よ
う
。

岬
の
船
着
き
場
で
丸
木
舟
を
下
り
た
訪
問
者
は
、
ゆ
る
や

か
な
坂
を
上
っ
て
ゆ
く
と
、

整
然
t

均
さ
れ
た
広
々
と

し
た

道
路
t

出
会
う
。
こ

の
地
の
祖
先
た
ち
の
霊
に
両
側
か
ら
見

詰
め
ら
れ
つ
つ

粛
々
と

道
路
を
進
む
と

正
面
に
高
さ

メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
巨
大
な
盛
土
が
壁
の
よ
う
に
立
ち
・
器
、
が

る
。

盛
土
の
上
に
は

、

が
、

居
並
ん
で
い
た
か
も
し

れ
な
い
。

儀
礼
用
の
衣
装
に
身
を
固
め
た
人
々

そ
の
向
こ
う
に
は

、

海
の
上
か
ら
も
見
え
て
い

た
六
本
、
柱
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の
高
層
の
建
物
が

近
づ
く
に
つ
れ
巨
大
さ
を
E

ん
ど

ん
増

し
、
常
く
べ
き
高
き
で
笠
え
立
っ
て
い
る

。
盛
土
の
聞
を
通
る

と
き
に
は

こ

の
地
の
豊
か
さ
を
誇
示
す
る
よ
う
に
高
床
の

倉
庫
群
が
ズ
ラ
リ
と
並
び

そ
れ
ら
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
訪

問
者
は
中
心
へ
と
誘
わ
れ
る
よ
う
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る

。

三
内
丸
山
の
巨
大
き
を

語
ら
ず
し
て
知
ら
し

む
る
に

イ

分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
空
間
の
演
出
が

こ
こ

に
は
あ
る
。

神
厳

な
参
道
を
も
っ
宗
教
建
築
と
す
ら
思
え
る
空
間
構
成
で
あ
る
。

盛
土
に
よ
る
結
界
で
中

心
を
創
り
さ

ら

に
道
路
・
七
坑
墓

盛
上
・

E

建
築
と
い
っ
た
ア
イ
テ
ム
を
巧
み
に
使
っ
て

空
間
の
意
味
t

役
割
を
深
層
化
す
る
縄
文
人
の
集
落
づ
く
り

は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
ー

か
ら
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
も

の
が
あ
る
。

三
内
九
山
の
集
落
が

鍛
密
な
計
画
に
基
づ
い
て
建
設
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

こ
う
し
た
構
成
か
ら
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

。

2m 

⑤
上
部
府

ド
部
帽
の
上
に
、
同
市
川
色
t

を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
褐
色
ロ

ー
ム
を
、
巨
体
と
し
た
仁
層
（
凹
層
付
近
）
が
あ
る
。

上
層
坪

は
三
0
1

問
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
は
ぽ
均
等
で
、
勾
配
（一

対
二
1

一
対
一二
）
を
も
っ
て
堆
積
し
て
お
り
、
盛
十
は
全
体

沖舘川に面した河岸段丘北斜面の基本暦序図（図／青森県三内丸山遺跡対策室）

に
締
ま
っ
て
い
る

。

盛
上
の
推
積
状
態
の
傾
斜
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
上
層
は

ド
部
層
と
は
異
な
り
人
為
的
な
作
業
が
行
わ
れ
た
傾
向
が
み

ら
れ
る

。

現
代
で
は

一
般
に
ブ
ル
ド
l

ザ
の
よ
う
な
機
械
施

工
で
上
砂
を
斜
面
に
押
し
出
す
と
、
こ
の
よ
う
な
傾
斜
を
も

っ
盛
上
形
状
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
十
分
な
転
圧
が
不
可

能
な
た
め
締
め
悶
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

縄
文
時
代
は
当
然
、
人
力
施
工
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
砂

を

一
度
に
あ
る
程
度
大
景
（

一
層
分
）
に
盛
り
上
げ
、
法
面

が
傾
斜
し
た
状
態
で
転
圧
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
施
工
は
、
盛
土
に
よ
り
積
極
的
に
土
地
を
造
成
す
る
目

的
が
な
け
れ
ば
行
わ
な
い

。

実
際
の
作
業

、

て
は
、
上
部
に
あ
る
程
度
の
平
地
が
、
で
き
る

十
ら
い
の
大
量
の
盛
土
を

一
度
に
し
た
と
忠
わ
れ
る
。

従
っ

て
、
た
ま
た
ま
住
居
の
建
設
で
出
た
残
土
を
処
理
し
た
と
い

う
よ
り
も
、
近
く
に
切
士
し
た
場
所
（
土
取
り
場
）
が
あ
り
、

計
画
的
か
つ
積
極
的
に
造
成
工
事
を
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

。

①
河
川
側
盛
土

沖
館
川
に
近
い
部
分
に
は
土
層
厚
五
1

二
0
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
、
内
部
と
比
較
し
て
薄
層
の
感
土
の
堆
積
が
み
ら
れ

る
。

一
対
二
程
度
の
傾
斜
を
も
ち
、
層
状
に
き
れ
い
に
堆
積

し
、
令
体
に
締
ま
っ
て
い
る

。

土
質
は
シ
ル
ト
層
と
砂
質
上

の
層
が
あ
り
均
一
で
は
な
い

。

堆
積
状
態
が
傾
斜
し
、
締
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

部
分
も
人
為
的
な
盛
土
と
考
え
ら
れ
る

。

土
砂
を
薄
く
撒
き
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こ
れ
ら
の
機
械
で

チ
メ
ー
ト
ル
の
仰
さ
に
と
を
撒
き
出
し
、

伝
川
締
め
同
め
を
行
う

。

そ
の
結
県
、

一
川
ご
と
の
転
圧
締

め
川
め
後
の
盛
k

厚
は
二
0
1

三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
な

る
峰
仁
－
作
を二
0
1

三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
汗
対
は
、

締
め
川
め
川
機
械
の
術
市
一
が
、
上
に
卜
分
に
伝
わ
る
深
さ
か

ら
決
ま

っ
て
く
る

。

飾
的
な
荷
車
の
場
合
、
仁
小
で
の
街
宣

の
大
き
さ
は
深
度
が
増
す
は
E

低
ド
し
、
街
宣
の
一
川
（
例
え

ば
ブ
ル
ド
1

、

ザ
の
キ
ャ
タ
ピ
ラ
似
）
の
下
分
の
深
さ
で
は
お

よ
そ
八

O
%
、
術
市
一
の
一
川
t

同
じ
深
き
で
は
約
五
O
%
に
ま

で
低
ド
し
て
し
ま
う

。

大
型
プ
ル
ド
1

ザ
の
キ
ャ
タ
ピ
ラ
幅

は
通
常
」
ハ0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
叩
何
度
で
あ
る
の
で
、一
度
に

締
め
川
め
る
t

一
時
は三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
が
適
当
t

な
る
の
で
あ
る

。

Jて
は
縄
文
h

ノ
の
よ
う
に
、

ろ
予
フ
か。

人
力
で
行
っ
た
場
介
は
ど
う
だ

人
間
の
片
足
の
大
き
さ
を

二
五
×
一
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

体
重
を
七
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
と
、
街
重
の
大
き
さ
は
約

0
・
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
／
手
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
な
る

。

こ

れ
を
ブ
ル
ド
l

ザ
の
接
地
圧
で
み
る
と
、
湿
地
プ
ル
ドl
ず

も
し
く
は
重
量

三
ト
ン
程
度
の
小
型
標
準
履
帯
プ
ル
ド
l

ず

に
相
当
す
る

。

ま
た
片
足
の
幅
が

一
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程

度
な
の
で
、
盛
上
を
足
／
し
締
め
同
め
る
に
は
、一
B
の
厚
さ

（
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
に
し
な

け
れ
ば
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
な
い
、
」
と
に
な
る

。

を
足
幅
の
二
分
の

盛
土
材
（
土
）
を
運
搬
す
る
場
合
、
人
力
、
て
は
そ
ツ
コ
仁

入
れ
て
天
秤
棒
で
吊
る
し
、
二
人

一
組
で
運
ぶ
方
法
が
も
っ

と
も
効
率
が
良
い

。

ま
た
運
ん
で
き
た
士
を
締
め
固
め
る
に

は
、
モ
ッ
コ
か
ら
落
と
し
た
上
の
塊
を
平
ら
に
均
す
必
要
が

あ
る

。

上
質
が
砂
の
よ
う
な
サ
ラ
サ
ラ
し
た
も
の
で
あ
れ
ば

薄
く
均
一
に
均
し
や
す
い
が
、
ロ
ー
ム
や
粘
性
土
の
よ
う
な

粘
性
の
高
い
土
を
う
ま
く
均
す
に
は
最
低
で
も
三
1

五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
が
必
要
と
な
る

。

以
上
の
、
」t
か
ら
、
三
内
丸
山
の
北
・

南
盛
土
が
均

一
な

一－－－－－－－－－－－ー
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法
い

一昨
さ
の
上
用
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
日

的
を
も
っ
て
計
問
的
に
盛
仁
が
行
わ
れ
た
結
巣
で
あ
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る

。

も
し
単
な
る
上
捨
て
場
で
あ
っ
た
と
し

た
ら
、
モ
ッ
コ
で
運
ん
だ
ヒ
を
落
と
し
、
そ
の
場
で
簡
単
に

均
し
て
締
め
問
め
る
で
あ
ろ
う

。

こ
の
場
令
は
、
広
範
同
に

わ
た
る
地
い
連
続
し
た
上
肘
t

は
な
ら
な
い

。

ま
た
上
府
間
に
、
平
な
ど
が
戊
っ
て
い
た
明
瞭
な
痕
跡
が

な
い
点
も
注
目
さ
れ
る

。

年
以
上
荒
れ
地

一
般
的
に
は
、

と
し
て
放
中
目
す
れ
ば
草
が
生
え
て
し
ま
う。

こ
れ
を
防
？
に

は
除
vゆ
な
ど
の
管
理
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
人
が

い
つ
も
歩
く
道
路
の
よ
う
な
使
い
店
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る

。
次
に
盛
ヒ
の
施
工
時
期
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
た

。

盛
土
の
全
層
厚
を

二
・

一
メ
ー
ト
ル
、
一
層
ご
と
の
厚
き

が
二
j

一
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

こ
t

か
ら
平
均
厚
五

全
部
で
四
二
層
と
な
る

。

こ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
と
、

れ
を
一
0
0
0
年
間
の
結
果
と
す
る
と
、
平
均
で
お
よ
そ
二

問
年
に
一
度
の
施
工
と
い
う
こ
t

に
な
る
。

た
だ
し
、
実
際
の
施
工
で
は
、

一
層
の
平
均
厚
を
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
盛
土
し
た
は
ず
で
あ
る

。

な
ぜ
な
ら
盛

上
か
ら
次
の
盛
土
ま
で
の
聞
に
、
凍
結
融
解
、
風
、
降
雨
に

よ
る
上
砂
の
流
出
が
あ
り
、
最
終
的
に
二
l

一
0
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
厚
き
に
な
っ
た
も
の

t

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

。

（
ク
レ
イ
コ
l

卜
）
を
例
に
と
る

一
面
七
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
に
対
し
、
維
持
管

現
代
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

i
y
」理

の
た
め
毎
年
三
1

五
立
方
メ
ー
ト
ル
の
土
砂
を
流
同
対
策

と
し
て
補
給
し
て
い
る

。

厚
さ
に
換
算
す
る
と
、

一
年
に
四

・

一
一
一
i

七

・

て
、
、
リ
メ
ー
ト
ル
の
土
砂
が
風
雨
で
失
わ
れ
て
い

る

こ

と
に
な
る

。

こ

れ
ら
の
、
」

と
を
総
合
す
る
と

三
内
丸
山
の
盛
土
は

十
数
年
か
ら
二
十
数
年
に

一
度
、
数
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の

厚
さ
の
盛
土
を
施
工
し
、
そ
の
後
も
草
が
生
え
な
い
よ
う
に

維
持
管
理
し
て
い
た
t

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
時
期
に
大
量
の
土
砂
を
使
っ
て
施

出
し
転
圧
し
た
結
果
が
、
薄
い
層
状
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ

れ
は
二
次
造
成
工
事
か

、

あ
る
い
は
何
ら
か
の
作
業
で
発

生
し
た
残
土
を

、

当
時
の
法
面
に
張
り
付
け
る
よ
う
に
盛
土

し

て
転
圧
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
土
質
が
均

一
で
な

い
こ

と
か
ら
、
各
層
の
施
工
は
同
時
期
で
は
な
い
可
能
性
が

大
き
い
。

「
北
・
南
盛
土
」

に
つ
い
て

三
内
丸
山
に
お
い
て

、

き
わ
め
て
特
異
な
土
木
遺
構
と
し

て
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が

、

北
・

南
の
二
つ
の
巨
大
盛
土

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
盛
土
は
薄
い
層
状
の
堆
積
が
高
さ
二

l

コ
一
メー
ト
ル
に
及
び

、

そ
こ
か
ら
大
量
の
土
器
・

石
器
や

食
物
の
残
淳
に
加
え
、
土
偶
、
ヒ

ス
イ
の
大
珠
な
ど
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。
土
器
編
年
か
ら
み
て
、

一
0
0
0

年
も
の
長

期
に
わ
た
る
蜂
土
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

祭
把
道
具
が
数
多
く
出
土
し
た
こ

と
か
ら
、
盛
土
は
何
ら

か
の
祭
班
の
場
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
畑
や
広
場
で
あ

っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
り

、
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そ
の
建
設
目
的
は
は
っ
き
り
し

て
い
な
い
。
で
は
現
代
土
木
の
視
点
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な

こ

と
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

①
北
・

南
盛
上
の
施
工
方
法
に
つ
い
て

北
・

南
盛
よ
は
、
発
掘
調
査
に
よ
る
盛
土
の
断
面
観
察
や

土
の
種
類
、
色
の
変
化
な
ど
か
ら
、
薄
層
の
盛
土
の
で
あ
るこ

t

が
確
認
さ
れ
て
い
る

。

一
層
の
厚
き
は
二
1

一
0
セ

ン
チ

メ
ー
ト
ル
’程
度
で
、
椛
一上
範
囲
全
体
に
わ
た
り
は
ぽ
水
平
に

連
続
し
た
層
を
な
し
て
い
る
。

全
層
厚
を
お
よ
そ
二

・

一
メ

ー
ト
ル
、
盛
土
期
間
を
一
O
O
O
年
と
し
て
単
純
計
算
す
る

と
、

一
年
で
お
よ
そ
二
・

一
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
と
い
う
微
量
の

厚
さ
に
し
か
な
ら
な
い
。

実
際
に
盛
土
を
行
う
場
合
、

類
や
上
を
締
め
固
め
る
方
法
、

一
百
ご
と
の
厚
き
は
土
の
種

さ
ら
に
蜂
上
の
使
用
目
的
に

よ
っ
て
異
な
る

。

現
代
の
造
成
工
事
な
ど
で
は
、
締
め
同
め

問
機
械
と
し
て
タ
イ
ヤ
ロ
l

ラ
、
振
動
ロ
！

ラ
及
び
、
ブ
ル
ド

！
、
ザ
なE
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
通
常
は
三
0
1

四
O
セ
ン

と 工
し
た
吋
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

最
終
的
に
五
0
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
古
川
さ
を
め
ざ
し
、
人
力
で
踏

み
固
め
る
こ
と
の
で
き
る
薄
層
に
分
け
て
短
期
間
で
一
気
に

盛
上
を
行
っ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
場
令
、
次
の

よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る

。

盛
上
の
各
隔
に
は
土
器
片
が
肯
い
順
に
下
か
ら
分
布
し
て

い
る
が
、
短
期
間
に
大
量
の
峰
土
を
行
っ
た
場
令
、
こ
う
し

た
分
布
は
む
ず
か
し
い
こ
と

。

盛
上
を
締
め
固
め
る
に
は
薄

層
で
の
施
工
と
な
る
が
、
高
き
を
得
る
に
は
広
範
囲
を
均
一

に
均
し
な
が
ら
仕
上
げ
る
必
要
は
な
く
、
こ
れ
を
す
る
に
は

多
大
な
手
間
と
管
理
を
要
す
る
こ
と

。

盛
土
時
期
が
同
じ
な

ら
ば
上
の
種
類
も
同
じ
可
能
性
が
布
く
、
薄
層
で
施
て
し
て

は
土
層
境
界
が
見
え
な
く
な
る
こ

も
ロ

l

ム
な
ど
の
粘
性

従
っ
て
盛
土
と
し
て
の
高
き
を
得
る
た
め
の
施
工
で
は
な

く
、
新
し
い
土
を
少
量
ず
つ
－
入
れ
て
整
地
す
る
と
い
っ
た
方

長
期
に
わ
た
る
そ
の
繰
り
返
し
の
結
果
が
巨
大

法
で
行
い
、

23 

な
盛
上
と
な
っ
た
の
で
あ
る

。

施
工
方
法
と
施
工
時
期
を
も
と
に
想
像
を
た
く
ま

し

く
す

れ
ば
、
三
内
丸
山
の
盛
土
の
目
的
は
、
平
均
し
て
一
一
十
数
年

に
一
度
の
祭
紀
、
た
t

え
ば
集
落
の
リ
ー
ダ
ー

の
交
代
の
よ

う
な
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
当
た
り
、
盛
上
範
囲
を
聖
地
と
し
て

整
備
す
る
た
め
、
新
た
に
土
を
運
ん
で
薄
層
に
敷
き
均
し
、

化
粧
用
の
土
と
し
て
締
め
固
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と

推
察
し
た
。

盛
土
の
土
量
及
び
施
工
歩
掛
か
り
に
つ
い
て

盛
土
の
施
工
規
模
は

ろ
p
フ
か
。

ど
の
く
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
の
だ

北
・

南
盛
土
の
上
量
か
ら
、
施
工
に
要
し
た
人
数
を
試
算

し
た
。

＠
盛
土
の
土
量

（次
の
条
件
で
試
算
）

北
盛
土

盛
土
の
幅

五
0
メ
ー
ト
ル

延
長

九
0
メ
ー
ト
ル



M
Wさ

一
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

市
県
上

日
焼
ヒ
の
一
川

五
0
メ
ー
ト
ル
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延
長

じ

0
メ
ー

ト
ル

咋
さ

一
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

盛
上
の
層
上
量

八
O
O
立
万
メ
ー

ト
ル

⑤
施
仁
歩
掛
か
り

＊
上
砂
採
取

ス
キ
や
ク
ワ
を
則
い
た
人
力
施
工
で

標
準
的
に
は

人

一
日

一

立
万
メ
ー
ト

ル
程
度
で
あ
る
。

h’l
A
T
サ
ノ
n
託
王
、

l

H
什
ド
f
U
H
J
4H
r
f
ノ

の
効
率
を
半
分
と
す
る

t

一
人

一
日

一
立
方
メ
l

ト

ル
と
な
り

八
O
O
立
点
メ
ー
ト
ル
で
は
八

O
O
人
工
が
必
要
・
：①

＊
一
主
般

1I’’’
AEa モ

ッ

コ
に

よ

る

二
人

一
組
の
辺
搬
と
す
る
と

一
度
に

ハ
O
キ
一
グ
ラ
ム
程
度
の
量
と
な
る

。

地
JJ I 
任；
J:¥t 

（
一
・
問
卜
ン

／
立
点
メ
ー
ト
ル

上
八
且変

イヒ
3事

C

H
0
・

九
）
を
加
味
す
る
と

L 
|| 

ハ
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
相
当
の
上
は
地
山
換
算
で
0
・

O
問

三
ぃ
比
五
メ
ー
ト
ル
、
成
肌
上
換
算
で0
・

0
三
ん
立
万
メ

ー
ト

ル
t

な
る
。

こ
れ
か
ら

八
O
O

立
方
メ
ー
ト
ル
の
運
搬
川
数
は

。

さ
ら

に
峰
仁
t

ヒ
取
り
場
の
距
離
を
二
0
0
メ
ー
ト
ル

一
川
の
辺
搬
に
要
す
る
時
間
（
作
復
＋

術
ド
ろ

一
ニ・二
一分
と
す
る
と
、

－
Y」
1
1）、

し
）
を

サ
イ
ク

ル

一
組
（
二

A
ノ
」
中
l

た
り

の
辺
搬
川
数
は

一
O
時
山
労
働
と
し
て

|| 

I'll 

1111 

と
な

j
O
O
L
1五
メ
ー
ト
ル

で
は
九

二
人
仁
が
必
要
・
：
②

＊
放
さ

均
し
・

締
め
川
め

歩
掛
か
り
を

h

ノ
一
日

h
ハ
L比
五
メ
ー
ト

ル
と

す
る
と
、

／
0
0
ι
五
メ
ー
ト

ル
前て
は

一
三
三
人
工
が
必
要
：
・

③

従
っ

て
①
②
③
の
合
計
数
（

一
八
間
五
人

か
ら

こ
れ

ら
の
作
業
を

二
週
間
程
度
で
行
な
っ
た
も
の
｝
と
す
る
と

北
・
市
雌
ト
し

の
M刷
工
に
は
約

一
三
二
人
の
要
員
が
必
要
と
凡

積
も
っ
た
。

盛
土
の
配
置
形
状
を
め
？
っ
て

人l
川
、

し
、
現
地
の
地
形
凶
で

一千
百
上
の
位
置
関
係
を
み
る
と

三
内
九
山
の
時
上
遺
構
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
際イミ

思
議
な
、
了
と
に
気
が
付
い
た。

北
・
出
の
蜂
七
は

兄
す

る
と
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
っ
た
く
独
立
し
た
も
の
に
み
え
る

が

実
は
連
続
性
を
も
っ
て
お
り

旧
地
形
で
は

北
・
南
盛
十

の
丙
イHIJ

南
北
方
向
の
尾
線
状
の
地
形
が
残
っ
て
お
り

地
形
的
に
み
て
も

「
環
状
盛
土」
に
み
え
る
。

環
状
雌
上
と
は

あ
る

一円
同
さ
と
帽
を
も
っ
雌
上
を

而

的
に
み
る
と
、
ド
ー
ナ
ツ
ツ
状
に
連
続
す
る
形
で
造
成
し
た
も

て
ら
の
ひ
が
し

の
で
あ
る

。

栃
木
県
の
寺
野
東
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
後
期

か
ら
晩
期
に
か
け

一
山一
五
1

三
0
メ
ー
ト

ル

外
径

一
六

4
メ
ー
ト
ル
も
の

巨
大
な
環
状
盛
上

24 

半
円

が
発
見
さ
れ

て
い
る

。

三
内
九
山
の
場
合

さ
ら
に
出
蛾
土
の
卜
レ
ン
チ
土
層
断

而
の
う
ち
の

ハ
卜
レ
ン
チ

市
側
東
州
方
向
断
面
）
を
観

療
す
る
と

ヒ
層
の
傾
斜
が
西
に
向
か
っ
て
古
川
く
な
っ
て
い

る

こ

と
が
分
か
る

。

か
つ
て
は
西
側
の
尾
根
状
地
形
の
方
向

南盛土の ト レンチ土層断面のうち 16 トレンチ（南側東西方向断面）

へ
、
南
盛
土
が
さ
ら
に
続
い
て
レ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る

。

こ
の
部
分
は

南
雌
土
の
南
側
に
あ
る
谷
地
の
上
流

却
に
あ
た
る
た
め

長
い
山
の
降
雨
な
ど
に
よ
る
浸
食
品
て
消

失
し
た
吋
能
性
が
あ
る

上
凶
参
照
）。

環
状
峰
卜
し

と
推
察
し
た
内
側

西
側

は
、
縄
文
時
代
巾

川
中

葉
に
は
大
刑
ヒ
建
物
が
集
小

的
に
建
て
ら

れ
て
お
り

h
t
 

打
戸
』

上
仁
川
問
ま
れ
た
区
域
内
は
特
別
の
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て

レ
た
と
忠
わ
れ
る
。

か
り
に

二
つ
の
盛

を
環
状
盛
土
と
す

そ

の
規
模
は
内
径
で
一
三
0
メ

ー

ト
ル

外
経
Jて

る
と

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー圃圃圃．』一－－－一
司闇璽璽里里里堕里哩..... 園田園園園圃園圃圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・園田哩里里里哩圃・・・・・~竺

二
0
メ
ー
ト
ル
も
の

大
な
も
の
と
な
る

。

建
築
面
か
ら
み
た
三
内
丸
山

昌弘ト』 ご＼

直径 l mのクリ材の柱痕

一
般
に
竪
穴
住
店
が
有
名
だ
が
、

実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

。

縄
文
時
代
の
建
築
で
は
、

東
京
凶
ι

文
化
財
研
究
所
の
宮
本
長

二
郎
氏
の
分
類
に
よ
れ

ば
、
平
地
住
出

・
竪
穴
住
股
・

掘
立
柱
建
物
（
平
屋
建
物
、

高
床
建
物
）
の
三
種
類
が
恭
本
的
な
建
築
様
式
と
さ
れ
る。

平
地
住
川
は
、
数
本
の
ポ
ー
ル
を
頂
点
で
組
み
合
わ
せ
た

骨
組
み
を
地
面
に
立
て
、
そ
の
上
仁
屋
桜
を
か
け
る
テ
ン
ト

形
式
の
も
の
（
伏
尾
式
）
と
、
唱
を
つ
く
る
も
の
（
時
点
立
式
）
と

が
あ
る

。
笠
穴
住
民
は
、
地
面
を
数
十
セ
、
J

チ
掘
り
下
げ
、

住
を
す
．
て
る
な
ど
し
て
尾
棋
を
か
け
る
形
式
で
、
墜
を
も
つ

も
の
（
砕
し
立
式
）
と
も
た
な
い
も
の
（
伏
屋
式
）
と
に
分
か
れ
る
。

掘
立
柱
建
物
は
、
大
地
に
埋
め
立
て
た
柱
を
骨
組
み
と
す

る
も
の
で
、
平
地
面
を
床
と
す
る
平
尾
建
物
、
床
を
高
く
上

げ
る
一日
間
床
建
物
と
が
あ
る
。
か
つ
て
は
弥
生
時
代
に
普
及
し

た
機
式
と
い
わ
れ
た
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
で
は
縄
文
時
代

前
期
か
ら
す
で
に
倉
庫
や
住
居
と
し
て
建
設
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

三
内
丸
山
遺
跡
で
は
、
こ
れ
ら
の
形
式
の
う
ち
、
平
地
住

肘
は
痕
跡
が
残
り
に
く
い
の
で
不
明
だ
が
、
竪
穴
住
屑
及
び

掘
立
柱
建
物
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
発
掘
例
が
み
ら
れ
る

。

現
荘
ま
で
に
竪
穴
住
居
跡
約
瓦
八
O
棟
に
加
え
、
長
さ

一
0

メ
ー
ト
ル
を
超
す
大
刑
ヒ
竪
穴
住
居
跡
が
十
数
棟
、
掘
立
住
建

物
は
一
O
O

棟
以
上
、
そ
し
て
き
わ
め
て
特
徴
的
な
建
築
で

あ
っ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
六
本
の
巨
木
柱
を
持
つ
巨
大

建
造
物
の
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る

。

そ

こ

で
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
今
川
、
三
内



丸
山
が
も
っ
と
も
繁
栄
し
た

t

い
わ
れ
る
縄
文
時
代
中
期
、

集
落
を
構
成
し
た
代
表
的
な
建
物
と
、
六
本
柱
を
も
っ
巨
大

建
造
物
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し

、
そ
の

想
定
復
元
に
挑
戦
し
た

。

建
築
復
元
の
基
本
方
針

＠
主
要
構
造
体
の
材
質

三
内
丸
山
の
縄
文
人
た
ち
は
、
ク
ソ
材
を
多
用
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

。
大
型
建
物
の
柱
に
は
直
径

一
メ
ー

ト
ル
も
の

巨
木
が
使
わ
れ
て
い
た
は
か
、
櫛
な
ど
の
装
飾
品

に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ナ
科
の
落
葉
高
木
で
あ
る
ク
リ

は
、
集
落
周
辺
の
自
然
林
に
数
多
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

食
用
と
し
て
ク
リ
の
栽
培
林
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
な

お
さ
ら
身
近
な
木
材
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
巨
大
遺
構
に
ク
リ
材
が
用
い
ら
れ
て
い
た
例

ま
わ
き

は
、
ほ
か
に
も
石
川
県
の
真
脇
遺
跡
、
チ
カ
モ
リ
遺
跡
、
富

さ
〈
ら
ま
ち
て
ら

U

山
県
の
桜
町
遺
跡
、
新
潟
県
の
寺
地
遺
跡
な
ど
で
発
見
さ
れ

て
い
る

。
積
雪
地
帯
に
多
い
こ
と
か
ら

、

雪
の
文
化
と
の
関

連
性
を
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る
。

今
同
の
復
元
に
お
い
て
は
、
建
物

の
木
軸
部
分
に
は
ク
リ

を

山
’
心
に
コ
ナ
ラ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
を
使
用
し
て
い
た
も

の
と
し
た
。
ま
た
仕
上
げ
材
に
つ
い
て
も
、

日
本
の
伝
統
的

民
家
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
身
近
で
再
生
産
し
や
す
い
材
料

の
利
用
を
前
提
’
と
し
た
。

ク
リ
材
は
近
代
に
な
る
と
鉄
道
の
枕
木
と
し
て
使
わ
れ
た

よ
う
に
、
腐
食
に
強
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
。

ま
た
呪
地
調

慌
て
山
山
上
し
た
柱
似
か
ら
は
、h
A面
を
焼
い
て
炭
化
さ
せ
、

腐
食
対
策
を
施
し
た
い
恨
跡
が
け
凡
つ
かっ
て
い
る

。

純
文
人
は
、

建
築
川
材
の
選
択
や
加
工
の
際
に
腐
食
へ
の
か
な
り
の
配
感

を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
柱
材
に
は
す
べ
て
皮
を

剥
い
だ
木
材
を
利
則
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

⑤
木
材
の
加
工
技
術

州
制
文
時
代
は
、
そ
の
名
称
か
ら
も
七
削
俗
文
化
が
小
心
と
さ

れ
て
き
た
が
、
近
年
の
各
地
の
発
制
調
査
か
ら
、
本
や
石
の

文
化
で
も
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
て
き
た
。
な
か
で
も
木
の

加
工
技
術
は

、

現
代
人
の
目
か
ら
も
卓
抜
し
た
も
の
が
あ
り
、

縄
文
の
イ
メ
ー

ジ
が
こ

の
点
で
も
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

た
と
え
ば
板
材
は
、
縄
文
中
期
の
栃
木
県
寺
野
東
遺
跡
や

桜
町
遺
跡
、
縄
文
晩
期
の
チ
カ
モ
リ
遺
跡
な
ど
、
各
地
か
ら

数
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
、
カ
ナ
、
ダ
の
北
西
海

岸
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
簡
単
な
ク
サ
ピ
を
使
っ
て
板
材
を
加
工

し
て
お
り
、
縄
文
時
代
に
も
よ
く
似
た
方
法
が
か
な
り
広
範

囲
に
わ
た
り
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

め

E

ま
た
木
材
の
運
搬
用
に
あ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
目
途
デ

や
切
り
込
み
、
条
溝
を
も
っ
木
柱
根
が
チ
カ
モ
リ
遺
跡
や
真

脇
遺
跡
か
ら
、
さ
ら
に
柱
に
穴
を
う
が
ち
梁
な
ど
を
接
続
す

ぬ
き

る
「
貫
L

構
造
も
桜
町
遺
跡
出
土
の
柱
に
み
ら
れ
、
高
床
建

物
に
応
用
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
い
る

。

三
内
丸
山
の
縄
文
人
も
、
発
掘
さ
れ
た
建
物
の
規
模
な
ど

か
ら
判
断
し
て
、
相
当
高
度
な
木
の
加
工
技
術
を
も
っ
て
い

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
今
回
の
復
元
で
は
、
ほ
か

の
遺
跡
で
み
ら
れ
た
前
記
の
技
術
も
適
宜
採
用
す
る
こt
と

し
た

。

①
建
築
方
法

す
べ
て
の
建
物
が
入
力
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
由

然
だ
が

、

両
床
建
物
や

一
部
の
大
型
竪
穴
住
居
に
は
、
そ
の

平
面
構
成
に
縄
文
尺
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
計
画
的

な
建
築
工
事
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る

。

縄
文
尺
と
は
、
三
五
セ
ン
チ
も
し
く
は
四
0
セ
ン
チ
を
一

つ
の
単
位
と
し
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
内

丸

山
の
、
直
任

一
メ
ー
ト
ル
の
六
本
柱
の
巨
大
建
造
物
や
高
床

建
物
の
多
く
で
は
、
住
t

柱
の
間
隔
（
心
々
寸
法
）
が
四
・

一
一メ
ー
ト
ル
で
統

一
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

三
五
セ
ン
チ
の

ふ
ピ
う

r
う

一
二
倍
に
相
当
す
る

。

チ
カ
モ
リ
遺
跡
や
富
山
県
の
不
動
堂

泣
跡
な
ど
多
く
の
縄
文
集
落
で
も
、
同
織
の
基
準
が
み
ら
れ

。
。。

た
な
ぽ
た

そ
れ
に
対
し
て
、
棚
畑
追
跡
を
初
め
と
し
た
長
野
県
の
追

跡
な
ど
で
は
問
0
セ
ン
チ

の
倍
数
を
適
用
し
た
い
や
例
が
多
く

数
比
で
表
わ
せ
る
勾
配
と
し
た
。

①
建
物
の
耐
久
年
数

三
内
九
山
で
は
、
建
物
が
幾
度
に
も
わ
た
り
建
て
特
え
、

あ
る
い
は
拡
張
さ
れ
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

縄
文
時

代
の
佳
物
の
耐
久
年
数
は
ど
れ
「
ら
い
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

娃
て
伴
え
な
ど
の
崎

山
に
は
、
部
材
が

腐
る
と
い
っ
た
物
町

的
な
崎
山
の
は
か
に
、
社
会
的
な
要
求
に
法
づ
く
場
介
と
が

あ
り
一
正
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
部

材
の
物
理
的
側
面
か
ら
考
察
す
る
t

、
次
の
よ
う
な
こ
と
が

い
え
る

。

〈
作
品
4
一h
M，き
〉

引
在
の
民
家
例
か
ら
考
え
る
と
、
二
O
年
か
ら
三
O
年
程

度
と
忠
わ
れ
る
。
茅
は
一
般
に
束
、
冷
地
の
も
の
が
丈
夫
と
さ

1
、

二
内
丸
山
の
あ
る
青
森
な
ど
東
北
地
ト
刀

、

で
は
長
持
ち
し
、

沖
縄
あ
た
り
で
は
傷
み
や
す
レ
と
い
う
研
究
結
果
も
あ
る
。

ま
た
屋
担
の
形
状
、
部
位
、
使
わ
れ
る
材
料
の
質

、

利
用
頻

度
な
E

に
も
庄
十
相
さ
れ
る
。
恒
常
的
な
維
持
管
理
も必
要
で

あ
り
、
毎
年
集
落
の
あ
ち
こ
ち
で
葺
き
替
え
や
修
繕
の
風
景

が
み
ら
れ
た

Jで
あ
ろ
う
。

〈
掘
立
柱
ほ
か
〉

掘
立
柱
は
、
材
質
・

大
き
さ
・

土
壌
の
状
態
な
ど
に
よ
り

耐
久
年
数
に
か
な
り
差
が
同
る
が
、
も
っ

と
も
傷
み
の
激
し

い
部
分
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
傷
ん
だ
場
A
nで
も
部
分
的

な
補
修
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
腐
っ
た
柱
、
で
も
添
え
柱
を
す

る
な

E

の
方
法
で
形
を
保
つ
、
｝
と
は
可
能
で
あ
る。

そ
の
他
の
部
材
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
風
雨
に
さ
ら
さ
れ

る
部
分
、
地
面
に
接
す
る
部
分
は
耐
久
年
数
が
低
い
が
、
そ
れ

以
外
の
部
分
は
相
当
の
年
数
を
経
て
も
建
築
部
材
と
し
て
の

性
能
が
保
た
れ
る

。

建
物
内
部
で
炉
の
煙
に
よ
り
蟻
蒸
さ
れ

た
部
材
に
は
、
む
し
ろ
性
能
が
向
上
す
る
場
合
も
あ
り
、
建
て

直
し
時
に
転
用
可
能
な
材
料
も
か
な
り
あ
っ
た
t

思
わ
れ
る

。

竪
穴
住
居
の
復
元

三
内
丸
山
遺
跡
で
は
、
す
で
に
発
掘
さ
れ
た
範
開
か
ら
だ

け
で
怪
穴
作
印
刷
跡
が
延
べ
i
八
O
株
分
も
み
つ
か
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち

こ
こ
で
は
縄
文
時
代
中
期
中
頃

の
も
の
で
、
南
盛

土
の
東
側
に
展
開
す
る

住
屈
群
の
巾
か
ら
、
比
較
的
大
き
め

の
一
般
的
作
店
を
復
一
見
し
た
。

縄
文
人
は
、
五
人
程
度
の
家

族
を
川
市
位
と
し
て
特
ら
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ

の
住
民

は
少
し
大
き
め
な
の
で
、
大
家
族
川
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

。

②
規
模
と
形
状
に
つ
い
て

こ
の
竪
穴
住
居
は
情
円
形
の
平
面
形
状
を
持
ち
、

竪
穴
の

規
模
は
長
軸
で
約
八
・

五
メ
ー
ト
ル
短
軸
で
約
五

・

五
メ

ー
ト
ル
あ
る

。

内
部
に
は
、
中
央
に
t

山
市
埋
設
か
、
隅
に
は

兵
ん
中
に
穴
を
持
つ
土
盛
り
が
あ
る
が
使
用
目
的
は
分
か
っ

て
い
な
い

。

柱
穴
は
六
本
存
在
す
る
が
、
側
壁
部
に
は
柱
穴

（
側
、
住
痕
）
が
な
い
こ
と
か
ら
、
柱
梁
構
造
の
壁
を
も
た
な

い
建
物
t

し
て
復
一
冗
し
た。

屋
恨
の
勾
配
は
前
記
の
通
り
三
対
二
と

し
、

屋
根
葺
き
材

は
不
と
し
た
。

茅
は
材
料
の
子
配
が
零
易
で
あ
り
、
断
熱
性
・

保
温
性
・

吸
青
性
・
雨
仕
舞
い
・
通
気
性
と
い
っ
た
建
築
性

能
が
優
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
性
店
の
用
途
に
適
し
て
い
る

。

当
時
の
三
内
九
山
は
、
海
が
入
り
込
ん
だ
地
形
を
も
ち
、

海

岸
部
に
は
湿

地
を
好
む
ヨ
シ

思
わ
れ
、

（
海
茅
）
が
自
生
し
て
い
た
と

ご
く

普
通
に
利
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

。

屋
根
形
状
は
、
竪
穴
の
形
状
か
ら
い
っ
て
、
寄
棟
ま
た
は

人
母
屋
が
考
え
ら
れ
る
。
寄
棟
の
場
合
、
棟
の
両
端
部
に
各

種
部
材
が
集
中
し
、
茅
葺
き
で
は
収
ま
り
が
む
ず
か
し
く
な

る
。

収
ま
り
及
、
び
性
能
面
か
ら
も
、
入
母
屋
の
ほ
う
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
入
母
屋
は
、
換
気
・

採
光
も
し
や
す
く
、
機
能

而
か
ら
も
有
効
で
あ
っ
た
と
関
心
わ
れ
る
。

⑤
内
部
構
成

今
回
、
竪
穴
住
居
を
復
元
す
る
に
当
た
り
、

的
な
疑
問
と
出
会
っ
た

。

な
ぜ
竪
穴
な
の
か
、
非
常
に
基
本

つ
ま
り
地
面

を
掘
り
ド
げ
る
、」
t

に
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の

か
、
’
と
いP
フ
古
川
、
て
中の
る
。

建
築
的
な
バ
ラ
ン
ス
か
ら
み
る
と
、
竪
穴
住
居
は
床
面
に

対
し
て
天
井
高
が
非
常
に
大
き
な
構
造
と
な
っ
て
レ
る

。

こ

み
ら
れ
る
。
そ

こ

で
縄
文
時
代
に

は
三
五
セ
ン
チ
と
四

0
セ

ン
チ
の
二
種
類
の
モ
ジ

ュ
ー

ル

補
さ
れ
て
い
る

。

縄
文
尺
）
が
あ
っ
た
と
指

三
内
丸
山
で
は
、
公
共
性
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
大

型
建
物
に
縄
文
尺
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
技
術
指
導
の
で
き

る
リ

ー

ダ
ー

の
下
、
組
織
だ
っ
た
建
設
工
事
が
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う

。

そ
の
際
、
建
物
の
規
模
か
ら
い
っ
て

、

足
場

な
ど

の
仮
設
的
な
も
の
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

。

現
・

代
の
よ
う
な
総
足
場
で
は
な
い
に
せ
よ
、
大
型
建
物
は
何
ら

か
の
足
場
的
な
も
の
が
な
い
と
建
設
は
無
理
だ
と
思
わ
れ
る

。

一
方
、
一
般
の
竪
穴
住
居
で
は
大
が
か
り
な
足
場
は
用
い

ず
、

人
が
直
接
資
材
を
持
ち
上
げ
て
建
設
し

た
も
の
と

し
、

そ
の
範
岡
で
加
工
可
能
な
階
高
及
び
部
材
寸
法
なE
を
採
用

し

た
。

＠
屋
根
に
つ
い
て

縄
文
時
代
の
建
物
で
も
っ
と
も
不
明
な
部
分
は
、
屋
根
を

含
め
た
上
屋
の
形
態
や
構
造
で
あ
る
。
柱
穴
や
竪
穴
と
い
っ

た
基
部
の
痕
跡
は
発
見
さ
れ
る
が
、
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上
部
の
建
築
材
を
判
断

す
る
痕
跡
は
き
わ
め
て
少
な
い

。

屋
根
葺
き
材
は
、
各
地
の
縄
文
遺
跡
の
復
元
住
居
で
は
茅

葺
き
と
す
る
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
今
回
の
復
元
に
お
い
て

も
茅
葺
き
を
中
心
と
し
た
が
、
縄
文
人
の
板
材
加
工
技
術
か

ら
み
て
板
葺
き
の
可
能
性
も
考
慮
し
、
建
物
の
規
模
や
用
途

に
よ
り
両
方
を
使
い
分
け
る
こ
と
と
し
た

。

茅
葺
き
の
場
合
、
性
能
面
（
と
く
に
雨
仕
舞
い
）
か
ら、

一
般
の
民
家
な
ど
で
は
屋
根
勾
配
を
四
五
度
以
上
と
す
る
例

が
多
い
。

四
五
度
程
度
の
勾
配
で
は
、
茅
の
内
部
勾
配
の
関

係
か
ら
葺
き
厚
が
四
五
セ
ン
チ
以
上
と
な
る
。
そ

れ
に
対
し

て
合
掌
造
り
の
よ
う
に
屋
根
勾
配
を
六
O
度
程
度
の
急
勾
配

と
す
る
と
、
茸
き

厚
は

三
0
セ
ン
チ
「
ら
い
で
雨
仕
舞
い
よ

く

葺
く
こ
と
が
で
き
る
・
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
発
掘
さ
れ

た
竪
穴
の
平
而
形
状
、
内
部
を
二
層
構
造
（
後
述
）
と
し
た

場
合
仁
子
怨
さ
れ
る
梁
の
高
さ
な
ど
の
関
係
か
ら
考
え
て
、

屋
恨
勾
配
を
五
五
度
程
度
、
す
な
わ
ち

三
対
二
の
簡
単
な
整

う
し
た
構
造
の
場
合
、
民
家
の
屋
組
長
の
よ
う
に
複
層
構
造

に
し
、

t

屑
を
倉
庫
な
ど
に
利
用
す
る
ケ
l

ス
が
よ
く
み
ら

れ
る
。

向
然
材
料
で
つ
く
ら
れ
る
住
居
で
は
、
建
物
の
寿
命

を
延
ば
す
た
め
の
補
修
や
部
材
交
換
を
高
い
頻
度
で
行
う
必

要
が
あ
る
。
屋
組
兵
倉
庫
に
置
か
れ
た
建
築
材
料
は
、
常
時

一炉
の
煙
に
よ
る
煉
蒸
を
受
け
て
部
材
性
能
が
上
が
る
可
能
性

ま
で
あ
り
、
ス
ト
ッ
ク
場
所
と
し
て
有
効
で
あ
る

。

縄
文
人

も
あ
る
い
は
、

こ
う
し
た
利
刷
法
を
知

っ
て
い
た
か
も
し
れ

戸
lh

、
。

ゆ
／d
p
u

も
う

一
点
重
要
な
こ
と
は
、
竪
穴
住
居
の
快
適
性
で
あ
る
。

竪
穴
の
利
点
と
し
て
従
来
か
ら
、
掘
っ
た
土
を
ま
わ
り
に

椛
り
同
点
の
ほ
人
や
隙
川
凪
を
防
十
、
下
地
下
式
な
の
で
恒

祖
性
が
高
い
と
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し

各
地
の
遺
跡
で
復
元
さ
れ
た
住
居
を
み
る
と
、
実
際
に
は
床

面
か
ら
の
湿
気
が
か
な
り
あ
り
、
炉
に
火
を
入
れ
た
と
し
て

も
・
寒
冷
地
。
て
は
下
か
ら
の
冷
気
も
相
ψ」
強
い
こ
t

が
容
易
に

想
像
さ
れ
た
。
一
般
的
な
竪
穴
住
居
に
み
ら
れ
る
程
度
の
深

さ
の
穴
で
は
、
掘
り
下
げ
た
床
面
は
湿
気
や
温
度
に
有
効
と

は
思
え
な
い
。

各
地
の
復
元
さ
れ
た
住
居
の
中
に
は
、
壁
沿

い
に
ベ
ン
チ
状
の
板
床
を
も
つ
も
の
も
あ
り
、

こ

れ
は
湿
気
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や
温
度
対
策
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
床
面
t

比
較
し
て
、
複
層
構
造
に
し
た
場
合
の

上
層
は
、
か
な
り
環
境
が
追
う

。

梁
の
部
分
に
床
（
板
材
）

を
張
っ
て

二
階
と
す
る
と
、
通
気
性
に
優
れ
、
炉
の
暖
気
を

効
率
よ
く
利
用
で
き
る
な
ど
、
建
築
的
に
非
常
に
合
理
的
な

空
間
と
な
る

。

柱
梁
構
造
に
よ
っ
て
二
階
部
分
が
つ
く
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
倉
庫
と
し
て
の
利
用
だ
け
で
な
く
、
住
空

間
と
し
て
、
例
え
ば
寝
床
な
げ
と
に
積
極
的
に
使
わ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

竪
穴
に
し
て
床
而
を
下
げ
る
と
、
建
物
を
大
き

く
せ
ず
に
、
二
階
床
下
も
広
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
際
、

ま
た

二
階
部
分
も
相
対
的
に
低
く
な
っ
て
利
用
し
や
す
く
な

り
、
積
雪
時
に
は
二
階
か
ら
の
出
入
り
な
ど
も
可
能
と
な
る

。

竪
穴
を
掘
る
に
は
大
き
な
労
力
が
必
要
で
あ
る
が
、

度



掘
っ
て
し
ま
え
ば
上
部
構
造
物
よ
り
も
丈
夫
で
、
長
い
使
用

に
耐
え
る
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
、
と
し
て
の
側
面
も
う
か
が
え

る
。
高
床
建
物
と
比
較
し
て
も
、
竪
穴
は
長
期
的
に
繰
り
返

し
利
用
で
き
る
点
で
、
合
理
的
な
基
礎
構
造
だ
と
も
い
え
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
内
部
を
複
層
構
造
と
し
、
二
階
部
分
を
寝

床
な
ど
の
住
空
間
と
し
て
利
用
し
た
も
の
と
し
て
復
元
し
た
。

複
層
構
造
の
竪
穴
住
居
の
断
面
構
成
を
な
が
め
て
み
る
と

高
床
建
物
と
の
類
似
性
も
み
ら
れ
る

。

な
お
復
元
作
業
の
途
中
、
福
島
県
会
津
若
松
市
の
県
立
博

物
館
に
中
二
階
形
式
の
二
層
構
造
の
竪
穴
住
居
が
復
元
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
り
見
学
し
た
。

復
一応
指
導
に
当
た
ら
れ
た

宵
城
教
育
大
学
講
師
の
楠
本
政
助
氏
は
、
実
験
考
古
学
の
立

場
か
ら
、
実
際
に
竪
穴
住
居
内
の
保
福
岡
性
を
調
査
さ
れ
て
い

た
。

宮
城
県
内
の
竪
穴
住
居
の
実
験
で
は
、
厳
冬
期
（

二
月
）

の
ヰ
朝
、
外
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
八
度
の
と
き
、
小
さ
な
お
き

火
が
残
っ
た
だ
け
の
炉
の
周
辺
（
床
面
）
が
マ
イ
ナ
ス
一
度

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
中

二
階
は
八
度
あ
っ
た
と
い
う

。

参

与
ま
で
に

一
例
だ
が
紹
介
し
て
お
き
た
い
（
『
縄
文
住
居
の
復

原
』

よ
り
）。

①
主
要
構
造
部

竪
ん
八
性
居
の
、
玉
要
構
造
（
架
構
）
は
、
柱
・
梁
で
プ
レ
ー

さ
す
む
な
ぎ

ム
を
組
み
、
叉
首
を
か
け
て
棟
木
で
結
ぶ
も
の
だ
が
、
叉
首

を
地
面
か
ら
棟
木
ま
で

一
本
で
通
す
（
直
材
）
に
は
六
メ
ー

ト
ル
科
度
の
長
さ
の
木
材
が
必
要
t

な
る

。

火
砕
円
は
本
数
が

多
く

、

卜
分
な
長
さ
の
木
材
を
揃
え
る
こ
と
が
凶
賊
と
思
わ

れ
、
ま
た
ト
爪
材。

て
は
施
．

一性
か
ら
み
て
村
の
重
み
が
大
き
く
、

棟
木
の
安
定
に
も
難
し
い
日
聞
が
あ
る。

そ
こ
で
上
米
首
・
ド

・
父
片
の
二
材
と
し
、
桁
部
分
で

二
分
割
す
る
構
造
と
し
た

。

こ
の
は
う
が
住
・
染
・
桁
・
ド
米
首
に
よ
り
、
建
物
の
軸
部

を
頑
丈
に
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る

。

人
の
子
で
持
ち
k

げ
て
作
業
す
る
こ
と
を

メ
ー
ト
ル
程
度
と
し
た

。

染
仁
川
似
太
を
波
し
、

F

叉
汁
で
問
阿
を
問
め
、
床
板
を
敷
い
て

二
階
部
分
を
つ
く

染
の
山
さ
は
、

t
p
J
臆
し
て

一

上
叉
首
を
組
む
が
、
作

業
床
が
あ
る
と
建
物
上
部
の
建
築
工
事
の
作
業
性
が
飛
躍
的

に
高
ま
る
こ
と
に
な
る

。

る
。
こ
の
二
階
床
を
作
業
床
と
し
、

梁
と
棟
木
の
中
間
部
分
に
は
、
梁
行
き
方
向
の
つ
な
ぎ
梁

を
渡
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ト
ラ
ス
が
構
成
さ
れ
、
安
定
し
た

構
造
と
な
る
。
こ
の
つ
な
ぎ
梁
を
利
用
し
て
、
三
層
構
造
と

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

大
型
竪
穴
住
居
の
復
元

竪
穴
住
居
の
巾
で
も
、
長
さ
一
0
メ
ー
ト
ル
’を
超
え
る
長

楕
円
形
の
平
面
を
も
っ
大
型
の
建
物
跡
が
い
く
つ
も
発
見
さ

れ
て
い
る
。
通
称
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
こ
の
建
物
は
、

ふ
ど
う
ど
う

富
山
県
の
不
動
堂
遺
跡
に
お
い
て
長
径
一
七
メ
ー
ト
ル
、
短

径
八
メ
ー
ト
ル
規
模
の
も
の
（
縄
文
時
代
中
期
）
が
発
見
さ

れ
て
以
来
、
注
目
を
集
め
た
。

そ
の
後
、
積
雪
地
帯
の
縄
文

集
落
を
中
心
に
発
見
が
相
次
ぎ
、
そ
の
用
途
を
含
め
、
縄
文

人
の
生
活
を
知
る
上
で
貴
重
な
建
物
と
な
っ
て
い
る
。

三
内
丸
山
で
は
、
北
盛
上
の
南
側
で
長
さ
三
0
メ
ー
ト
ル

級
の
巨
大
な
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
今
回
は

そ
の
建
物
に
つ
い
て
検
討
し
、
復
元
を
行
っ
た。

①
建
物
の
用
途
に
つ
い
て

現
在
さ
ま
ぎ
ま
に
見
解
が
分

か
れ
て
い
る

。
雪
国
に
多
い
こ
と
か
ら
冬
期
の
共
同
作
業
場

と
す
る
説
、
祭
把
用
’
と
し
て
の
建
物
説
、
規
模
か
ら
み
て
集
婚

の
リ
ー
ダ
ー
（
首
長
）
ク
ラ
ス
の
住
居
、
あ
る
い
は
数
家
族
の

建
物
の
用
途
に
つ
い
て
は
、

共
同
住
居
と
す
る
説
な
E

が
あ
る
。

こ
、
」
で
は
共
同
作
業
場
・

集
会
場
と
い
っ

た
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
施
設
と
想
定
し
た

。

⑤
規
模
と
形
状
に
つ
い
て

こ
の
大
型
竪
穴
住
肘
は
、
竪
穴
の
長
徒
約

三
0
メ
ー
ト
ル
、

一
担
任
約
九
メ
ー
ト
ル
、
ぃ
泉
州
方
向
を
長
袖
と
す
る
長
大
な
も

の
で
あ
る
。

引
在
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス

の
小
で
も
、
最
大
級
の
脱
模
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

。

主
柱
穴

一
八
本
の
ほ
か
に
、
側
壁
部
分
に
多
数
の
柱
穴
が

あ
る
こ
と
か
ら
、

壁
立
ち
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
壁
を
も

誠真垣板

屋
根
は
、
基
本
的
に
一
般
の
竪
穴
住
居
を
連
続
し
て
長
く
関

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
入
母
屋
・
茅
葺
き
と
し
た
。
次

共
同
作
業
場
と
し
て
の
性
格
を
考
え
る
と
、
採
光
の
た
め

の
窓
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
複

つ
建
物
と
し
て
復
元
し
た
。
壁
は
板
張
り
と
し
、
板
を
重
層

に
配
置
す
る
こ
と
で
雨
風
を
防
十
構
造
と
し
た
。

層
構
造
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
長
手
方
向
の
長
さ
が
大
き
い

た
め
に
妻
か
ら
の
光
が
建
物
中
心
部
に
ま
で
届
か
な
け
れ
ば
、

焚
き
火
程
度
の
明
か
り
し
か
期
待
で
き
な
い
w
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
屋
担
に
採
光
窓
が
あ
っ
た
可
能
性
す
ら

考
え
ら
れ
る
。

平
面
形
状
は
左
右
不
対
称
で
あ
り
、
と
く
に
東
端
の
一
部

分
の
ス
パ
ン
（
柱
間
隔
）
が
変
則
的
で
長
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
屋
根
が
入
母
屋
・
寄
棟
の
場
合
、
棟
木
を
大
き
く

も
ち
出
さ
な
い
と
収
ま
り
に
く
い

。

こ
う
し
た
変
則
的
な
ス
パ
ン
t

な
っ
た
理
由
と
し
て
は

こ
の
部
分
に
出
入
口
が
あ
っ
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。
そ

で
復
元
し
た
建
物
で
は
、
中
央
部
の
出
入
口
の
ほ
か
に
東
端

に
も
出
入
口
が
あ
っ
た
も
の
と
し
、
棟
木
を
も
ち
出
し
じ
し

て
入
母
屋
屋
根
と
し
た

。
一千
面
形
状
が
東
西
で
異
な
る
の
は
、

内
部
の
利
用
形
態
や
機
能
面
に
も
東
と
西
の
部
分
で
違
い
が

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
ス
パ
ン
の
変
則
性
か
ら
、

屋
根
構
造
に
も
東
側
と
西
側
で
は
違
い
が
あ
っ
た
可
能
性
す

ら
あ
る
。

28 

①
内
部
構
成

一
般
の
竪
穴
住
居
と
同
様
、
複
層
構
造
を
持
つ
建
物
と
し

て
復
元
し
た
。

二
階
の
階
高
を
床
面
か
ら

二
・

1

メ
ー
ト
ル
程
度
に
設
定

す
る
と
、

二
階
床
面
か
ら
の
天
井
高
は
五
メ
ー
ト
ル
程
度
と

な
る
。

ま
た
桁
か
ら
棟
ま
で
は
五
メ
ー
ト
ル
、
叉
首
の
長
さ

が
七
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
階
か
ら
上
の
部
分
だ
け
で
も
一

般
住
屑
の
規
模
を
上
阿
る
。

よ
っ
て
構
造
上
か
ら
も
中
間
部

分
に
つ
な
ぎ
梁
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
梁
を
利
用
し
た
三
階

部
分
の
存
在
も
存
易
に
考
え
ら
れ
る

。
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今
回
の
復
元
で
は
、
一
二
階
部
分
の
つ
な
ぎ
梁
の
位
置
を
、
入

た
る
き

母
屋
の
垂
木
が
け
（
叉
首
が
架
か
る
桁
）
の
レ
ベ
ル
’
と
し
た

。

③
主
要
構
造
部

一
般
の
竪
穴
住
屑
と
同
様
、
柱
・

梁
で
フ
レ
ー
ム
を
組
み
、

叉
首
を
か
け
て
棟
木
で
結
ぶ
構
造
と
し
、
叉
首
は
桁
部
分
で

二
分
割
し
た
。

こ
の
建
物
は
公
共
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
建
設
に
は
多
く

の
人
員
が
組
織
的
に
関
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
一
般
住

居
よ
り
は
高
度
の
技
術
を
用
い
た
と
思
わ
れ
、
ス
パ
ン
が
大

き
く
強
度
も
必
要
な

こ
と
か

ら
、
柱
や
壁
柱
（
側
柱
）
を
結

ぶ
梁
の
接
合
部
分
は
貫
構
造
と
し
た

。

ま
た
梁
住
置
及
び
梁
の
上
に
乗
る
二
階
床
の
レ
ベ
ル
を
下

げ
、
空
間
を
有
効
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
構
造
と
し
た
。

掘
立
柱
高
床
建
物
の
復
元

三
内
丸
山
の
建
物
配
置
の
中
で
も
、
北
・
南
盛
土
の
聞
に

並
ぶ
高
床
の
建
物
併
は
印
象
的
で
あ
る
。
東
西
方
向
に
長
軸

を
揃
え
、
道
路
仁
沿
っ
て
一
列
に
並
ぶ
配
置
は
、
何
を
意
昧

し
て
い
た
の

、

で
あ
ろ
う
か
。

今
川
は
、
こ
の
高
床
建
物
併
の
う
ち
、
東
西
両
端
の
二
棟

を
対
象
に
復
一
見
を
行
っ
た
。

④
川
途
に
つ
い
て

と
ろ

掘
立
柱
高
床
建
物
は
、
静
岡
県
の
笠
呂
遺
跡
の
復
元
建
物

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
稲
作
の
始
ま
っ
た
弥
生
時
代
に
倉
庫

と
し
て
普
及
し
た
こ
t

が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
野

あ
き
ゅ
う
に
し
だ

県
の
阿
久
追
跡
（
前
期
）
、
行
手
県
の
阿
山
追
跡
（
小
期
）
な

ど
の
縄
文
時
代
の
集
落
跡
か
ら
、
日
H
川
床
倉
庫
と
忠
わ
れ
る
泣

構
が
発
見
さ
れ
、
円
十
い
時
期
か
ら
品
川
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
今
阿
の
復
元
で
も
、
倉
庫
・

町
議
車
と
し
た

o

il

-; 

⑤
脱
模
と
形
状
に
つ
い
て

一
列
に
位
ぷ
建
物
群
の
小
で
も
っ

と
も
両
側
に
位
置
す
る

A
械
は
、
染
問
問
・
桁
行

二
問
、
ス

パ
ン
は
す
べ
て
川
・

・
力
学
特
性
（

紬
圧
縮
強
さ
、
粘
者
力
、
正
密
先
行
応

h
 

＠
地
層
構
成
に
つ
い
て

調
査
地
点
の
地
層
は
、

上
部
が
凝
灰
一
質
粘
上
、
そ
の
下
は

粘
土
質
細
小
砂
層
と
な
っ
て
い
る

。

木
柱
は
凝
灰
質
粘
土
用

こ
の
地
層
は
軟
弱
で
は
な
く
、

小

に
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、

良
好
な
地
盤
だ
と
い
え
る
。

①
標
準
貫
入
試
験
に
つ
い
て

標
準
貫
入
試
験
と
は
、
ヒ
の
硬
軟
や
締
ま
り
貝
合
を
調
ペ

る
も
の
で
、
指
標
は
値
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
N
値
は
、

一
自
社
六
三・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
錘
を
七
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
か
ら
向
由
治
下
さ
せ
、
サ
ン
プ
ラ
ー
を
地
盤
内
に

三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
貫
入
さ
せ
る
の
に
要
す
る
打
撃
回
数

少
』
い
p
フ
。

そ
の
結
果
（
凶
下
参
照
）
、
木
柱
底
部
の
直
下

ト
ル
程
度
ま
で
の
N

値
は
、
影
響
を
受
け
て
い
な
い
外
周
地

盤
で
の
N
値
を
、
平
均
で
二
同
、
最
大
で
四
向
上
阿
っ
て
い

る

。
上
回
っ
て
い
る
範
囲
の
深
さ
は
、
推
定
さ
れ
て
い
る
木

柱
の
直
径
の

一
l

一
・

五
倍
に
相
当
す
る

。
一
般
に
、
上
載

荷
重
が
地
盤
内
に
影
響
を
及
ぼ
す
限
度
は
、
直
径
の
一
・
五

1

三
倍
程
度
ま
で
t

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
範
囲
内
仁

一

致
し
て
い
る
。
従
っ
て
工
学
的
に
み
て
、
明
ら
か
に
木
柱
底

部
直
下
と
外
周
部
の
地
盤
で
は
、
過
去
に
受
け
た
街
重
に
差

が
あ
っ
た
、
』？
と
が
認
め
ら
れ
る
。

・

三
メ
｜

そ
の
ま
ま
地
盤
が
過
去
に
受
け
た
荷
重

の
差
異
と
す
る
こ
と
に
は
少
し
問
題
が
あ
る
が
、
N
値
の
平

値
の
差
異
を
、

一
一
メー

ト
ル
規
模
の
矩
形
プ
ラ
ン
を
も
っ
六
本
柱
の
建
物
で

一
方
、
東
側
の
B

棟
は
、
梁
間

一
間
（
四
・

二
メ
l

あ
る
。

ト
ル
）
・

桁
行
三
間

（二
・

一／
メ
ー
ト
ル
、
二
・

一
メ
ー
ト

ル
、
二
・

八
メ
ー
ト
ル
）
の
変
則
プ
ラ
ン
で
、
八
木
柱
と
な

っ
て
い
る

。

屋
根
は
、
両
棟
と
も
倉
庫
・

貯
蔵
庫
と
し
て
の
機
能
か
ら
、

雨
仕
舞
い
を
考
慮
し
て
茅
葺
き
と
し
た
。

A
棟
は
平
面
形
状
か
ら
み
て
、
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
切
妻

案
と
し
、
妻
部
分
は
壁
と
同
仕
様
の
板
張
り
と
し
た
。

B

棟
は
、
四
本
柱
の
独
立
し
た
建
物
が
二
棟
並
ん
で
い
た

t

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
実
際
に
は
互
い
の
屋
根
が
ぶ

つ
か
り
、
無
理
が
あ
る
。

そ
こ
で
ス
パ
ン
の
小
さ
な
中
間
部

分
を
吹
き
放
ち
と
し
、
方
一
間
の
建
物

二
棟
の
プ
ラ
ン
に
一

つ
の
屋
根
を
か
け
た
形
と
し
た

。

こ
れ
は
並
び
堂
形
式
と
い

い
、
後
の
建
築
に
は
よ
く
み
ら
れ
る
手
法
で
あ
り
、
雨

雪
時

に
は
中
間
部
分
Jて
の
荷
物
の
上
げ
下
し
が
容
易
と
な
る
。
屋

根
は
A
棟
と
同
じ
切
妻
、
壁
は
板
張
り
と
し
た

。

①
主
要
構
造
部

む
な
も
ち
ぽ
し
ら

A
B

両
棟
t

も
、
住
梁
構
造
？
と
し
、
梁
か
ら
棟
持
柱
で
棟

木
を
支
持
し
、
叉
首
（
垂
木
）
を
か
け
る
構
造
と
し
た。

ど

ち
ら
も
公
共
性
の
高
い
建
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
貫
を
利
用

し
た
梁
で
恨
太
、
床
板
を
支
え
る
構
造
と
し
て
い
る

。

な
お

床
高
は
、
桜
町
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
掘
立
柱
建
物
の
部
材
と

思
わ
れ
る
柱
を
参
考
に
決
定
し
た

。

大
型
掘
立
柱
高
床
建
物
の
復
元

三
内
丸
山
で
発
見
さ
れ
た
数
多
い
泣
構
の
巾
で
、
ひ
と
き

わ
注
日
度
の
高
い
の
が
直
径

一
メ
ー
ト
ル
’も
の
ク
リ
の
性
根

が
埋
ま
っ
て
い
た
、
六
つ
の
柱
穴
の
存
在
で
あ
る
。
遺
構
は

集
落
の
北
西
、
盛
上
に
同
ま
れ
た
角
地
の
端
に
あ
り
、
か
つ

て
は
海
で
あ
っ

た
沖
館
川
の
河
原
を
す
「
近
く
に
望
む

。

そ

の
位
早
川
と
規
模
か
ら
、
き
ま
、
ざ
ま
な
用
途
と
姿
が
想
像
さ
れ

て
い
る
。

均
値
（
木
柱
底
部
日

九
、
外
聞
部
H

七
）
の
差
と
、
木
柱
底

部
の
最
大
値
H

一
O
と
外
周
部
の
最
小
値H
六
の
差
を
比
較

検
討
す
る
色
、
次
の
よ
う
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

N
値
換
算
で
は
、
木
柱
底
部
と
外
周
部
と
で
は
、
上
載
荷

重
に
六
1

一
0
ト
ン
／
平
五
メ
ー
ト

ル
の
遠
い
が
あ
る
。
つ

ま
り
木
柱
底
部
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
荷
重
が
か
か

っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

＠
力
学
的
性
質
に
つ
い
て

上
の
粘
着
力
（
柱
と
の
摩
擦
程
度
）
、
及
び
圧
密
先
行
応
力

（
土
が
過
去
に
経
験
し
た
上
載
荷
に
よ
る
応
力
を
レ
い
、

粘
上
層
の
庄
密
性
状
を
示
す
）
の
調
査
で
は
、
木
柱
底
部
と

外
周
部
と
に
顕
著
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

。

①
含
水
状
況
に
つ
い
て

土
に
荷
重
が
か
か
る
と
土
中
の
水
分
が
脱
け
、
合
水
比
が

低
下
す
る
。

そ
の
脱
水
量
か
ら
、
か
か
っ
た
荷
重
を
推
定
す

る
こ
と
が
で
き
る

。

木
柱
が
設
置
さ
れ
て
い
た
凝
灰
質
粘
土
層
の
向
然
合
水
比

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
最
小
値
で
四
O
%
程
度
で
あ
っ
た。

こ

ｫ 
15 

。

-2 

勺r
』

3 

-3 

木柱底部説明図

れに対して、柱穴に残った木柱根を保存のために撤去したとき、その底部から採取した土の合水比は三六i三八・五%となっており、この数値は現地の別の資料（土）で行った合水比試験の結果にはみられない。

1 月 S＼へf

2月 SW 

3月 SW 

4月 SW 

5rJ S羽「

6月 E 

7 JJ SW 

8月 SW 

9rJ SW 

10 月 SSW 

11月 SW 

12 月 SW 

盟国！！！！！！！！！！！！！！！ーーー一一一一一園田園－・E・－－－－・E・＿＿＿＿...........・E・－・E・－一一－・E・－一一一一一一~..... 

青森平野における各月最
多風向（ 1995年｜月～ 12月 ）
（青森地方気象台データ）

海
を
望
む
物
見
櫓
説
、
国
見
の
た
め
の
望
楼
説
、
神
殿
の

よ
う
な
宗
教
建
物
説
、
さ
ら
に
建
物
で
は
な
く
チ
カ
モ
リ
遺

木
信
仰
の
跡
と
す
る
説

跡
の
ウ
ッ
ド
サ
ー

ク
ル
の
よ
う
な

建
造
物
の
高
さ
に
つ
レ
て
も
さ
ま
、
ざ
ま
な
議

論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
縄
文
へ
の
ロ
マ
ン
を
か
き
た
て
る

・。

ま
た
、

象
徴
的
建
造
物
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

。

わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
テ

1

ム
は
今
回
、

に
つ
い
て

a

で
き
る
限
り
工
学
的
見
地
か
ら
ア
プ
ロ
ー

チ
を
試

み
る
こ
と
に
し
た

。

そ
の
上
で
、
縄
文
人
の
技
術
力
や
感
性

を
想
像
し
つ
つ
、
も
っ
と
も
縄
文
ら
し
い
姿

、

形
を
こ
こ
に

復
元
し
て
み
よ
う
と
考
え
た

。

こ
の
建
造
物

36 

川
巨
木
木
柱
穴
の
土
質
工
学
か
ら
み
た
考
察

復
一正
に
際
し
、

ま
ず
初
め
に
行

っ
た
作
業
は
、
発
掘
さ
れ

た
柱
穴
の
土
質
調
査
で
あ
る。

上
部
構
造
が
建
物
に
せ
よ
柱
だ
け
に
せ
よ
、
自
重
を
合
め

て
柱
が
受
け
持
つ
荷
重
は
土
に
伝
わ
り
、
士
は
さ
ま
ざ
ま
な

物
理
的
・

力
学
的
影
響
を
受
け
る

。

そ
こ
で
現
地
に
お
い
て
、

柱
穴
の
木
柱
底
部
の
士
と
、
同

一
深
度
で
柱
の
影
響
を
受
け

て
い
な
い
外
周
部
の
士
の
両
方
を
採
取
し
、
そ
の
差
異
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た

。

本
柱
底
部
の
地
盤
が
、
過
去
に
E

の

程
度
の
荷
重
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
を
定
量
的
に
推
定
し
、

お
よ
そ
五
0
0
0

年
前
、
建
設
当
時
の
柱
の
規
模
が
E

れ
「

ら
い
や
で
あ
っ
た
か
を
把
握
す
る
試
み
で
あ
る
。

①
調
査
内
容

・
地
層
の
確
認

・

標
準
貫
入
試
験
（
N
侃
）

・

物
理
特
性
（
比
重
、
合
水
状
況
、
粒
度
分
析
）

数
値
的
に
は
微
小
な
差
異
で
、
試
験
誤
差
の
範
囲
と
い
え
な

く
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
微
差
を
積
極
的
に
評
価
し
、

木
柱
の
荷
重
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
検
討
を
行
っ
た

。

圧
密
試
験
に
お
け
る
荷
重

と
合
水
比
低
下
率
と
の
関
係

を
み
る
と
、
合
水
比

三
六
1

三
八
・

五
%
は
、
初
期
含
水
比

四
O
%
の
そ
れ
ぞ
れ
九

0
1

九
五
%
に
な
る

。

こ
れ
を
荷
重

増
に
換
算
す
る
と
、

三
二
i

九
ト
ン
／
平
方
メ
ー
ト
ル
に
相

こ
こ
で
は
か
り
に
含
水
比
を

当
す
る
。
幅
が
大
き
い
た
め

、

平
均
三
七
%
と
す
る
と
、
荷
重
増
は
二
ハ
卜
ン
／
平
方
メl

ト
ル
t

な
る

。

〈
柱
の
長
さ
の
推
定
〉

以
上
の
地
盤
調
査
の
結
果
か
ら
、
木
柱
底
部
の
直
下
の
地

盤
が
過
去
に
受
け
て
い
た
荷
重
、
及
、
び
柱
の
規
模
は
、
次
の

よ
う
に
な
る

。

木
柱
の
直
径

柱
の
断
面
積

直
下
地
盤
が
経
験
し
た
荷
重

一
メ
ー

ト
ル

（
発
掘
調
査
よ
り
）

0
・

七
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

37 

七
・

八
j

一
二
・

六
ト
ン
／
平
方
メ
ー
ト
ル

ク
リ
の
木
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
重
量

0
・

五
五
ト
ン
／
メ
ー
ト
ル

（
ク
リ
の
木
の
比
重
を
0
・

七
ト
ン
／
立
方
メ
l

ト
ル
で
計
算
）

諸
条
件
を
以
上
の
よ
う
に
設
定
、

標準貫入試験（ N値）の比較図

及
び
推
定
す
る
と
、
木

柱
の
長
さ
は
一
四
i

二
三
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
つ
ま
り
、
建

造
物
が
か
り
に
木
柱
の
み
やで
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
う
し
た

長
さ
と
な
る
。
た
だ
し
、
柱
の
太
さ
は
下
部
か
ら
上
部
ま
で

均
一
・
と
し
た
場
合
の
数
値
で
あ
る
。

∞
大
型
掘
立
柱
高
床
建
物
の
復
元
を
め
？
っ
て

②
建
物
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て

建
造
物
が
か
り
に
、
ワ
ッ
ド
サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
、
六
本

の
自
立
し
た
柱
だ
け
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。

仮
に
、
一
0
ト
ン

／
平
方
メ
ー
ト
ル
の
荷
重
を
及
ぼ
す
規

模
の
柱
を
想
定
す
る
と
、
実
際
の
木
柱
は
上
部
で
細
く
な
る

, 
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た
め
、
直
径
一
メ
ー
ト
ル

ル
（
上
部
）
で
は
長
さ
二
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
木t
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
発
掘
調
宜
で
は
根
入
れ
深
さ
（
土
中
へ
の
埋

め
立
て
深
さ
）
は
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
。
全
体
の
長
さ
と
比
較
し
、
根
入
れ
部
分
は
一
二
分

の
一
程
度
し
か
な
い
。
現
代
の
電
柱
の
よ
う
な
プ
レ
キ
ャ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柱
で
も
、
根
入
れ
は
五
分
の
一
程
度

と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
現
在
の
基
準
と
照
ら
し
て
も

不
安
定
で
あ
る
。

下
部
）
i

ム
ハ0
セ
ン
チ
メ
l

卜

浅
す
ぎ
、

さ
ら
に
発
掘
調
査
か
ら
、
木
柱
は
内
側
に
わ
ず
か
に
転
ん

い
た
こ
t

が
分
か
っ
て
い
る
。
傾
き
を
二

で
（
傾
斜
し
て
）

度
t

し
た
場
合
、

二
五
メ
ー

ト
ル
の
高
き
で
は
八
七
セ
ン
チ

も
内
側
に
傾
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
不
安
定

な
木
柱
が
、
倒
壊
も
せ
ず
に
立
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
六
本
の
柱
を
連
結
さ
せ
安
定
さ
せ

る
上
部
構
造
物
が
存
在
し
た
、

え
る
は
う
が
自
然
で
あ
る
。

つ
ま
り
建
物
で
あ
っ
た
と
考

＠
建
物
の
規
模

六
本
の
木
柱
の
配
置
は
す
べ
て
四
・

二
メ
ー
ト
ル
の
ス

パ

ン
で
統
一
さ
れ
、
縄
文
尺
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
直
径
一
メ

ー
ト

ル
も
の
巨
大
な
ク
リ
材
が
使
用
さ
れ
、
柱
根
は
腐
食
を

防
ヤ
た
め
に
焼
い
て
お
り
、
さ
ら
に
柱
の
埋
め
立
て
に
は
土

砂
を
少
し
ず
つ
入
れ
て
突
き
固
め
る
方
法
が
採
用
さ
れ
る
な

E

、
か
な
り
高
度
な
技
術
が
こ
の
建
物
に
は
用
い
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
巨
木
の
切
り
出
し
、
運
搬
、
加
工
、
そ
し
て
建
設

t

い
う
過
程
の
ど
れ

一
つ
を
と
っ
て
も
、
縄
文
時
代
と
し
て

は

一
大
工
事
で
あ
っ
た
＊
で
あ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
、
』
と
か
ら
建
物
は
決
し
て
仮
設
的
な
も
の
で
は

な
く
、
集
落
の
力
を
結
集
し
て
建
設
し
た
恒
久
的
な
も
の
で

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
レ
規
模
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
想

あ
り
、

像
さ
れ
る
。

建
物
の
高
さ
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
は

地
盤
調
査
か
ら

ま
ず
荷
主
を

二
ハ
ト
ン
／
平
・
五
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
っ
た
と

仮
定
し
、
現
存
す
る
ク
リ
の
口
本
の
ん
口
川
さ
な
ど
を
参
考
と
し

ら
い
と
な
る
上
、
多
く
の
下
地
材
を
必
要
と
す
る

。

板
葺
き

で
は
厚
き
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
・
比
重
0
・

五
と
す
る
と
こ

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
／
平
万
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
ポ
を
含
ん
で
も

茅
葺
き
よ
り
は
畦
い
。

口
町
恨
の
形
態
は
、
ト
主
側
か
ら
の
風
の
影
響
を
受
け
に
く
く
、

板
葺
き
で
の
収
ま
り
の
よ
さ
か
ら
も
切
長
と
し
た

。

ま
た
屋

桜
構
造
は
、
桁
と
棟
木
の
間
に
叉
首
を
渡
し
、
母
屋
を
か
け
、

板
を
直
接
母
屋
に
情
り
つ
け
る
も
の
と
し
た
。

尾
根
の
勾
配
は
、
こ
の
建
物
が
住
居
や
倉
庫
の
よ
う
に
日

常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

V
こ
と
か
ら
、
性
能
面
か

ら
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

勾
配
を
小
さ
く
す
る
と
、
切

長
で
は
屋
恨
荷
重
が
陳
に
か
か
り
、
棟
木
及
び
棟
持
柱
に
大

き
な
断
面
の
部
材
が
必
要
と
な
る
上
、
遠
方
か
ら
見
え
に
く

く
な
る

。

反
対
に
勾
配
を
大
き
く
す
る
と
、
荷
重
は
桁
梁
及

び
柱
が
受
付
る
形
と
な
り
、
遠
方
か
ら
の
視
認
性
も
よ
い

。

そ
こ
で
あ
る
程
度
大
き
な
勾
配
が
望
ま
し
い
と
考
え
、
集
落

内
の
は
か
の
建
物
と
共
通
の
勾
配
を
採
用
し
た

。

①
階
段
に
つ
い
て

縄
文
時
代
の
建
物
で
は
、
階
段
や
梯
子
t

い
っ
た
上
階
へ

昇
る
手
段
が
‘
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
だ
は
っ

き
り
分
か
っ
て
い
な
い

。

ツ
ル
を
編
む
技
術
か
ら
は
縄
梯
子

が
、
木
の
加
工
技
術
か
ら
は
九
大
に
階
段
状
の
刻
み
を
付
け

た
も
の
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

。

復
元
し
た
建
物
で
は
、
最
上

部
に
の
み
床
板
を
も
っ
空
間
が
あ
り
、
そ
こ
ま
で
一
気
に
昇

る
こ
と
を
考
慮
し
て
通
常
の
梯
子

t

し
た
。

①
建
築
万
法
に
つ
い
て

大
型
高
層
建
物
の
建
築
方
法
に
は
、
次
の
二
通
り
が
考
え

ら
れ
る
。

A
．
二
本
の
柱
を
地
上
で
梁
で
つ
な
い
で
フ
レ
ー
ム
を
組

ん
で
お
き
、
二
本
同
時
に
立
ち
上
げ
る
。

B

．
六
本
の
柱
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
立
ち
上
げ
、

貫
構
造
で
梁
を
組
む

。

そ
の
後

こ

の
う
ち

A
の
方
法
は
、
現
代
的
な
考
え
方
か
ら
す
る
と

一
見
合
理
的
に
思
え
る
が
、
検
討
し
て
み
る
と
重
量
が

つ
つ
検
討
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
復
元
し
た
建
物
の
規
模

は
、
軒
高
約
一
四
メ
ー
ト

ル
、

最
高
部

（屋
根
項
部
）
一
七

メ

ー
ト
ル
、
木
柱
の
長
さ
は
一
六
メ
ー

ト
ル
の
高
層
建
物
と

し
た
。

こ
の
規
模
の
場
合
、
荷
重
は
二
ハ
ト
ン

／
平
方
メ
ー

ト
ル
と
な
り
、
地
盤
調
査
結
果
と
も
符
合
す
る
。
長
さ
一
六

メ
ー
ト
ル
級
の
ク
リ
の
木
は
、
青
森
県
内
に
現
存
す
る
上
、

現
在
よ
り
温
暖
で
あ
っ
た
縄
文
時
代
な
ら
ば
十
分
に
可
能
と

忠
わ
れ
る
。

高
さ
一
七
メ
ー
ト

ル
に
も
及
ぶ
古
川
層
建
物
を
想
定
す
る
と
、

実
に
合
理
的
と
思
わ
れ
る
要
素
も
あ
る
。
三
内
丸
山
の
あ
る

青
森
平
野
で
は
、
津
軽
半
島
と
八
甲
間
山
系
の
聞
を
南
西
風

が
一
年
を
通
し
て
吹
き
抜
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
建
物
は
南

西
｜
北
東
方
向
に
長
軸
を
取
り
、
構
造
的
に
強
い
妻
側
を
風

の
向
き
に
合
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
四
本
柱
の
高
床
建
物
（
例

え
ば
長
野
県
阿
久
遺
跡
の
高
床
倉
庫
な
ど
）
と
比
較
し
て
、

六
本
柱
の
ほ
う
が
よ
り
高
層
に
向
い
て
い
る
構
造
と
い
え
る

。

三
内
丸
山
の
人
々
は
、
風
の
影

響
や
構
造
体
の
強
度
な
ど
を

考
慮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
問
表
参
照
）

復
元
し
た
大
型
高
層
建
物
は
、
高
き
に
比
較
し
て
、
柱
が

太
く
、
相
対
的
に
ス
パ
ン
が
小
さ
い
。
そ
の
た
め
t

く
に
梁

行
方
向
で
は
か
な
り
強
固
な
構
造
に
し
な
い
と
、
不
安
定
に

な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
今
阿
は
、
高
さ
三

・

五
メ
ー
ト
ル

ご
と
に
梁
と
桁
を
組
み
、
さ
ら
に
柱
t

梁
の
接
合
に
は
貫
構

造
を
採
用
し
た

。

ま
た
桁
行
方
向
は
、
梁
行
と
比
べ
る
と
剛

性
が
高
い
の
で
、
施
工
性
を
優
先
し
て
相
欠
（
桁
の
一
部
を

削
り
梁
に
か
ま
せ
て
乗
せ
る
）
と
し
た
。
主
体
構
造
は
い
ず

れ
も
仕
口

ー
し
、

（
貫
）
及
び
継
手
に
よ
っ
て
力
を
伝
え
る
構
造t

ツ
ル
や
縄
は
二
次
的
な
補
強
材
と
し
て
扱
っ
た
。

①
用
途
と
上
部
構
造

高
さ
一
七
メ
ー
ト
ル
の
大
塑
高
層
建
物
が
、
何
に
使
わ
れ

た
の
か
。

そ
の
特
定
は
凶
難
だ
が
、
こ
こ
で
は
人
が
鼻
り
、

上
階
で
何
ら
か
の
祭
杷
を
行
っ
た
施
設
と
考
え
て
細
部
の
復

冗
を
行
っ
た
。

と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
が
着
目
し
た
の
は

こ
の
大
型
高
層

ト
ン
以
上
に
な
り
、
重
機
を
使
わ
ず
に
、
さ
ら
に
ね
じ
れ
を
起

こ
さ
ず
立
ち
上
げ
る
の
は
非
常
仁
難
し
い。

B

の
ト
刀
法
で
、

柱
を

一
本
ず
つ
立
て
る
場
合
、
長
さ
三
ハ
メ
ー
ト
ル
、
直
径

一

j

0
・

六
メ
ー

ト
ル
と
す
る
と
（
比
重
0
・

七
）
、
柱
の
重
量
は

お
よ
そ
問
ト
ン

t

な
り
、
こ
の
ほ
う
が
労
力
が
少
な
く
て
済
む。

〈
柱
を1
一て
る
手
順
〉

一
、
柱
に
数
方
向
か
ら
綱
を
か
け
、
t

ら
づ
な
で
安
定
さ
せ

な
が
ら
引
き
起
こ
し
て
い
く

。

そ
の
際
、
引
き
起
こ
し
た

柱
の
下
に
架
台
を
挿
入
し

て
い
く

。

こ
れ
に
よ
っ
て
も
押
し
あ
げ

綱
を
引
く
力
を

一
人
当
た
り
三
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
と

ド
か
ら
、
紅
を
持
ち
上
げ
る
人
なE

e
T合
め
、

一
O
O
人
程
度
が
必
要
と
な
る

。

二
、
柱
が
立
ち
上
が
っ
た
時
点
で
、
貫
梁
や
桁
を
組
む

。

そ
の
時
、
柱
に
取
り
付
け
た
足
場
や
、
貫
穴
の
住
置
を
調

て
こ

整
す
る
た
め
に
挺
の
原
理
を
利
用
し
た
押
し
棒
な
ど
が

と
ら
づ
な
を
引
く
人
、

使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
、
根
入
れ
部
分
を
突
き
固
め
る

。

四
、
組
み
上
が
っ
た
時
点
で
、
ツ
ル
や
縄
を
使
い
部
材
を
と

め
る
。

な
お
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
柱
は
桁
行
方
向
で
は
柱
穴
の

中
心
に
あ
る
が
、
梁
間
方
向

Jて
は
偏
っ
た
位
置
に
据
え
ら
れ

て
い
る

。

こ
れ
は
梁
間
方
向
外
側
か
ら
一
本
ず
つ
柱
を
立
て
、

そ
の
後
柱
を
傾
け
る
な
ど
の
調
整
を
し
な
が
ら
貫
を
通
し
、

組
み
上
げ
た
た
め
と
思
わ
れ
る

。

②
建
物
の
彩
色
に
つ
い
て

大
型
高
層
建
物
は
、
装
飾
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
わ
き
真
脇
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
状
の
木
柱

に
は
、
力
強
い
彫
刻
と
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
土
器
や
木
器
な
ど
に
み
る
縄
文
人
の
装
飾
指
向

の
豊
か
き
か
ら
み
て
も
、
象
徴
的
な
建
物
に
は
な
ん
ら
か
の

彩
色
紋
様
が
あ
っ
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う。

。

ま
た
や
じ
り
と
矢
の
接
着
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
利
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
建
物
の
腐
食
防
止
や
縄
の
緩
み
止
め
と
し

建
物
の
シ
ン
ボ
ル
性
、

で
あ
る
。
予
想
さ
れ
る
当
時
の
地
形
及
び
海
面
を
コ
ン
ピ
ユ

つ
ま
り
寸
見
ら
れ
る
」
と
い
う

機
能

ー
タ

・

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
で
再
現
し
そ

こ
に

復
元
し
た

建

物
を
入
力
し
て
、
周
囲
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
を
シ

ミ
ユ
レ

l

シ
ョ
ン
し
て
み
た

。
す
る
と
陸
上
、
海
上
を
問
わ

ず
、
か
な
り
遠
方
か
ら
で
も
建
物
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

十
分
な
シ
ン
ボ
ル
性
を
も
つ
こ
と
が
分
か
っ
た
。
積
雪
期
に

集
落
が
豪
雪
で
埋
ま
る
よ
う
な
と
き
で
も
、
こ
の
大
型
高
層

建
物
だ
け
は
唯
一
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
（
前
頁
参
照
）

"-'Iii畠

さ
ら
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

ス
に
よ
っ
て

シ
ン
ボ
ル
性
と
い
う
観
点
か
ら
建
物
の
形
状
を
検
討
す
る
と
、

屋
根
が
あ
る
か
な
い
か
で
視
認
性
に
大
き
な
違
い
が
出
る
。

見
ら
れ
や
す
さ
、

つ
ま
り
ラ
ン
ド
マ

l

ク
と

し
て

の
機
能
を

考
え
る
t

、
屋
根
は
不
可
欠
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

後
世
の
建
築
に
お
い
て
、
屋
根
は
シ
ン
ボ
ル
性
の
重
要
な

要
素
で
あ
り
、
日
本
の
土
器
な
E

に
描
か
れ
た
建
築
Jて
も
屋

根
は
誇
張
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ル
チ
ャ

・
エ
リ
ア
l

デ
（
文
化

人
類
学
者
）
は
、
聖
な
る
建
築
に
お
い
て
、
屋
根
は
天
を
、

床
は
大
地
を
、
壁
は
四
つ
の
方
角
を
象
徴
し
て
お
り
、
三
重

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
空
間
の
儀
礼
的
建
造
が
強
調
さ

れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
縄
文
人
が
建
築
に
託
し
た
宗
教
観・

宇
宙
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
大

型
高
層
建
物
が
あ
る
種
の
祭
把
空
間
れ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

屋
根
は
そ
の
大
き
な
構
成
要
素
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
人
が
昇
り
、
そ
こ
で
祭
把
な
ど
の
行
為
が
あ
るL
」

す
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
雨
や
雪
を
避
け
、
床
板
を
保
護
す
る

機
能
的
な
意
味
か
ら
も
屋
根
が
あ
っ
た
t

思
わ
れ
、

は
屋
根
を
も
っ
建
築
と
し
て
復
元
し
た
。
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こ
こ
で

＠
屋
根
の
形
状
に
つ
い
て

大
型
高
層
建
物
の
屋
根
は
、
板
張
り
と
し
た
。

茅
葺
き
の
場
合
、
高
所
で
の
作
業
性
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、

荷
重
な
E

の
点
で
高
層
建
物
に
は
不
利
で
あ
る
。
例
え
ば
荷

重
面
で
は
、
茅
葺
き
は
葺
き
厚
三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度

で
も
、
水
を
含
む
と
五
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
／
平
方
メ
ー
ト
ル
「

て
、
部
材
の
小
μ

や
縄
留
め
し
た
箇
所
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を

塗
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

大
型
高
層
建
物
は
集
落
の
中
心
と
な
る
象
徴
的
建
築
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
縄
文
人
が
よ
く
利
用
し
た
ベ
ン
ガ
ラ
の
赤
や

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
黒
と
い
っ
た
色
で
装
飾
さ
れ
て
い
た
も
の

よ
り
縄
文
的
と
も
い
え
る
姿
で
の
復
元
を
試
み
た
。

l
c

ー
し
、

作
業
を
終
え
て

今
回
の
想
定
復
元
を
終
え
て
、

改
め
て
感
じ
る
こ
と
は
、

「
文
明
の
高
度
な
輝
き
」
で
あ
る
。
三
内
丸
山
の
地
に
住
み

着
い
た
縄
文
人
た
ち
は
、
自
然
の
豊
か
な
恩
恵
を
享
受
し
な

が
ら
も
、
そ
こ
に
き
わ
め
て
人
工
的
な
造
形
を
数
多
く
生
み

出
し
た
。
組
織
的
に
施
工
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
斜
面
盛
土
や

北
・
南
盛
土
、
木
杭
に
よ
り
補
強
さ
れ
た
道
路
、
両
側
を
墓

仁
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
道
路
、
そ
し
て
直
径
一
メ
ー
ト
ル
の

ク
リ
材
の
六
本
柱
を
も
っ
大
型
の
建
物
や
、
長
さ
三

0
メ
ー

ト
ル
も
の
長
大
な
建
物
、

一
列
に
並
ぶ
高
床
の
建
物
群
：
・
ど
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れ
一
つ
を
と
っ
て
も
遠
い
文
明
へ
の
ロ
マ
ン
を
か
き
た
て
る

に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
が
計
画
性
を
も
っ
て
建
設

さ
れ
て
レ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
驚
き
で
あ
る
と
と
も
に
、

想
像
力
の
源
泉
と
も
な
っ
た
。
建
築
技
術
に
長
け
た
縄
文
人

た
ち
な
ら
ば
、
よ
り
快
適
な
居
住
環
境
を
創
っ
た
で
あ
ろ
う

と
も
思
い
描
き
な
が
ら
。

今
回
の
復
元
は
、
歴
史
学
や
考
古
学
と
は
ま
た
別
の
、
建
設

面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
識
や
想
像

が
、
三
内
丸
山
に
花
開
い
た
文
明
に
い
っ
そ
う
の
輝
き
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
る
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
今
同
の
復
元
作
業
に
あ
た
り
、
監
修

者
で
あ
る
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
の
小
山
修
三
氏
、
現
地

資
料
協
力
に
つ
い
て
は
青
森
県
教
育
庁
文
化
課
三
内
丸
山
遺

跡
対
策
室
の
岡
田
康
博
氏
、
ま
た
地
質
調
査
に
関
し
て
山
梨

大
学
工
学
部
名
誉
教
授
の
箭
内
寛
治
氏
、
及
、
び
側
地
形
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ツ
に
ご
協
力
戴
い
た
。
改
め
て
厚
く
御
礼
申
し
上

、

S
J
F
ι
、
、

o

e-aLYJ

’J1u 

, 
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