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和
歌
山
県
開
発
公
社
に
よ
っ
て
、
団
地
造
成
の
た
め
に
削
平
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
和
歌
則
市
善
明
寺
部
落
背
後
の
通
称
泉
福
田
’
帯
を
、
工
事
施

行
に
先
立
っ
て
遺
跡
調
査
す
る
こ
と
に
な
り
、
和
歌
山
梁
教
育
委
員
会
と
同

県
文
化
財
研
究
会
か
ら
の
依
頼
で
、
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
が
昭

和
匹
十
年
七
月
八
日
か
ら
八
月
三
十
一
臼
ま
で
発
掘
を
実
施
し
た
。

　
こ
の
地
域
は
、
紀
ノ
川
北
側
、
和
泉
山
脈
の
南
斜
面
の
裾
に
接
し
た
一
つ

の
孤
立
し
た
丘
で
、
そ
の
東
側
は
鳴
滝
川
の
小
谷
に
の
ぞ
み
、
南
は
紀
ノ
川

の
平
野
を
展
望
す
る
景
勝
の
地
で
あ
る
。
こ
の
丘
に
は
従
来
古
墳
の
存
在
は

全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
尾
根
二
つ
こ
え
た
西
方
の
丘
に
は
馬
鎧
甲

を
出
土
し
て
著
名
と
な
っ
た
大
谷
古
墳
が
あ
り
、
鳴
滝
川
を
遡
っ
た
山
脈
の

南
斜
面
に
は
、
二
、
三
の
横
穴
式
石
室
が
開
口
し
て
お
り
、
ま
た
東
方
ニ
キ

ロ
の
六
十
谷
は
、
家
形
須
恵
器
の
出
土
で
し
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
丘
に
も
遺
跡
の
埋
没
さ
れ
ズ
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
｛
こ
の
調
査
が

実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
墳
丘
ら
し
き
盛
り
上
り
の
あ
る
と
こ
ろ
十
数
篠
所
を
選
び
、
ト
レ

ン
チ
を
入
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
五
ケ
所
で
古
墳
の
所
在
を
み
と
め
、
そ
の

う
ち
三
ケ
所
に
は
遺
構
の
一
部
を
た
し
か
め
た
の
で
、
調
査
の
童
点
を
こ
れ

ら
に
お
き
、
別
記
の
ご
と
き
内
容
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
【
国
境

　
丘
の
東
南
端
に
位
置
し
て
い
る
。
墳
丘
は
い
た
く
削
ら
れ
、
し
か
も
そ
の

中
心
部
は
大
き
く
盗
掘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
置
形
を
正
し
く
復
原
す
る
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
が
、
封
土
は
縞
状
の
層
序
を
な
す
粘
土
質
の
土
壌
を
堅
く

っ
き
固
め
た
も
の
で
、
そ
の
風
土
月
内
に
は
赤
色
の
土
器
砕
片
お
よ
び
須
恵

器
片
が
ま
じ
っ
て
お
り
、
粘
土
層
の
一
部
は
、
地
表
面
に
露
出
し
て
い
た
。
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内
部
の
主
体
は
、
緑
泥
片
岩
で
築
か
れ
た
東
南
向
き
の
横
穴
式
石
室
で
あ

る
。
、
天
井
石
は
、
三
石
を
残
す
の
み
で
、
他
は
取
り
去
ら
れ
て
い
た
が
、
い

ま
の
地
衷
面
か
ら
約
一
・
四
m
の
三
位
に
そ
の
頂
部
が
あ
っ
た
。
内
部
は
玄

窒
・
通
廊
・
羨
道
の
三
部
か
ら
な
り
、
そ
の
床
下
排
水
施
設
が
よ
く
の
こ
っ

て
い
た
。
玄
室
は
長
方
形
の
プ
ラ
ン
（
長
三
・
四
m
、
輻
・
エ
・
五
m
、
高
さ
三

・
三
㎜
）
で
、
周
壁
は
、
長
手
の
板
石
の
短
か
い
小
目
を
内
側
に
し
て
、
整

斉
に
積
み
、
上
方
を
次
触
〃
に
内
方
に
せ
り
出
し
て
天
井
の
空
闘
を
せ
ば
め
、

そ
の
上
に
長
大
石
を
横
に
架
し
て
覆
っ
た
も
の
で
あ
る
。

床
薦
上
は
、
礫
を
厚
さ
一
。
㎝
に
し
き
つ
め
て
い
る
。

　
奥
壁
に
接
し
て
は
、
石
郷
と
石
器
が
設
け
て
あ
る
。
堅
調
は
緑
泥
片
岩
の

薄
手
の
板
石
を
両
側
一
枚
ず
つ
、
奥
に
二
枚
立
て
並
べ
て
周
壁
と
し
、
床
は

一
枚
石
を
ニ
ヵ
所
の
支
石
の
上
に
平
に
お
き
、
一
種
の
上
床
の
形
に
し
て
い

る
。
こ
の
石
榔
の
床
薗
の
上
方
一
・
五
m
の
と
こ
ろ
に
、
玄
室
の
異
学
か
ら

張
り
嵐
し
た
一
枚
の
石
窯
が
あ
り
、
あ
た
か
も
石
榔
の
上
蓋
の
お
も
む
き
を

呈
し
て
い
る
。

　
こ
の
石
盤
の
前
方
の
玄
室
床
面
に
も
小
形
の
板
石
が
四
枚
立
ち
な
ら
ん
で

い
て
、
別
の
遺
骸
を
遡
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
通
廊
は
、
玄
室
と
羨
道
を
結
ぶ
狭
い
都
分
で
、
床
に
は
玄
室
の
横
幅
一
杯

’に

ｷ
大
石
一
枚
を
し
き
、
そ
の
上
の
両
側
に
小
口
平
積
の
壁
を
き
つ
い
た
も

の
で
、
輻
○
・
九
m
、
長
さ
一
・
一
m
、
高
さ
一
・
五
m
あ
り
、
床
は
玄
室

の
礫
床
颪
よ
り
こ
O
m
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
C

　
羨
道
部
は
、
通
廊
部
と
同
じ
高
さ
で
あ
る
が
、
輻
を
広
く
し
て
お
り
、
長

さ
三
・
九
五
m
あ
る
。
そ
の
通
廊
に
接
す
る
と
こ
ろ
に
は
一
枚
の
扉
石
を
た

て
て
ふ
さ
ぎ
、
そ
れ
か
ら
前
方
二
・
四
m
の
と
こ
ろ
に
は
床
面
に
板
石
を
横

に
渡
し
て
仕
切
り
と
し
て
い
る
。
と
く
に
、
騨
石
に
は
前
か
ら
板
石
二
枚
を

も
た
せ
か
け
た
上
、
砕
石
と
土
砂
を
つ
め
て
入
口
の
塞
ぎ
と
し
て
い
る
。

　
羨
道
の
前
端
は
石
積
み
が
く
つ
れ
て
い
た
が
、
両
煮
方
に
弧
状
に
積
ん
だ

壁
が
あ
り
、
入
口
の
正
面
を
整
え
て
い
た
。

　
床
下
に
営
ま
れ
た
排
水
施
設
は
よ
く
漂
形
を
と
ど
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

玄
室
の
礫
床
下
の
地
上
に
、
中
軸
線
に
沿
…
っ
て
断
爾
V
字
形
の
溝
を
ほ
り
、

溝
の
両
側
に
板
石
を
な
ら
べ
て
、
内
に
は
礫
を
つ
め
、
上
を
板
石
で
撃
っ
た

構
造
で
、
そ
れ
が
、
通
廊
の
床
石
下
か
ら
羨
道
の
床
下
を
と
お
っ
て
、
石
室

外
方
に
な
が
く
の
び
、
全
長
約
一
四
m
に
達
し
て
い
た
。

　
埋
雍
の
遺
骨
は
、
一
片
も
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
玄
室
の
奥
の
石
榔
上
か

ら
は
一
対
の
金
環
が
で
て
、
こ
こ
に
遺
骸
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
ま
た
石
榔
前
方
の
礫
床
瀟
に
は
、
木
棺
に
う
ち
つ
け
た
鉄
の
飾
金
呉

が
四
値
、
原
位
置
の
ま
ま
遺
存
し
西
ま
た
そ
の
附
近
に
は
朱
鳥
、
木
質
痕
も
み

と
め
ら
れ
た
の
で
、
少
く
と
も
、
こ
こ
に
も
別
の
棺
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
副
葬
品
は
大
都
分
盗
掘
さ
れ
て
い
た
が
、
礫
繋
累
に
密
着
し
た
も
の
が
取

り
の
こ
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
鉄
大
刀
二
、
単
鳳
式
環
頭
大
刀
一
、
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金
銅
飾
履
一
足
、
轡
・
鏡
板
一
組
、
杏
葉
二
、
雲
珠
四
、
須
恵
器
二
、
子
持

勾
玉
一
、
銀
空
玉
一
、
な
ど
で
、
そ
の
大
部
分
は
玄
室
の
前
方
部
に
か
た
ま

っ
て
い
た
が
、
子
持
勾
玉
（
挿
図
）
は
石
榔
の
床
下
の
つ
め
土
の
中
に
お
か

れ
て
い
た
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

◎
腔
、
，
近
照
鉱
．
擁
．
．
い
・
，
．
．
、

　
第
二
号
墳

　
第
二
号
墳
は
第
一
号
墳
の
北
方
約
二
〇
m
の
地
点
に
存
在
す
る
。

　
墳
丘
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
失
っ
て
お
り
、
原
状
を
詳
に
し
な
い
が
、
小
型

の
円
墳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
玄
室
奥
壁
の
背
後
約
二
m
の
所
に
八
個
の
円
筒
埴
輪
が
発
見
さ
れ
た
が
、

石
室
謹
め
ぐ
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
石
室
の
床
面
か
ら
約
一
m
の
高
さ
に
あ
り
、

石
室
を
被
覆
す
る
盛
土
に
か
く
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
奥
壁
に
接
近
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
埴
輪
列
は
二
号
墳
の
も
の
で
は
な
く
、
二
号
墳
は
こ
の
埴
輪
列
を

有
す
る
古
墳
に
重
複
し
て
築
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ち
れ
る
。

　
主
体
は
ほ
ぼ
東
面
す
る
全
長
五
・
二
m
の
横
穴
式
石
室
で
あ
る
が
、
周
壁

の
下
方
一
、
二
段
を
残
す
の
み
で
、
周
壁
の
上
半
と
天
井
石
は
す
べ
て
失
わ

れ
て
い
る
。

　
玄
室
長
二
・
七
m
、
幅
（
奥
壁
附
近
）
二
・
一
m

　
羨
道
　
長
二
・
五
m
、
幅
（
袖
石
附
近
）
○
・
八
m

　
石
材
は
ほ
と
ん
ど
和
泉
砂
岩
で
あ
り
、
緑
泥
片
岩
は
若
干
用
い
ら
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
袖
石
以
外
は
比
較
的
小
さ
な
粗
雑
な
石
材
の
平
坦
な
面
を

そ
ろ
え
て
壁
面
を
構
成
し
て
い
る
。
現
存
す
る
壁
面
の
最
高
所
は
第
一
次
葬

床
面
よ
り
約
一
・
一
m
あ
る
。

　
埋
葬
は
数
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
順
を
追
う
て

述
べ
よ
う
。

　
第
一
次
葬
　
　
礫
を
敷
き
つ
め
た
床
面
の
上
に
遺
物
が
散
乱
し
て
い
た
が
、

注
目
す
べ
き
事
は
、
杯
・
耳
環
・
鉄
鐡
・
刀
子
な
ど
比
較
的
小
型
の
遣
物
が

玄
室
中
央
に
遺
存
し
て
い
た
の
に
対
し
、
台
付
長
生
瓶
・
高
配
・
壷
な
ど
比

較
的
大
型
の
遺
物
が
六
点
、
玄
室
東
南
隅
に
重
な
り
合
う
様
に
か
た
ま
っ
て

出
土
し
た
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
次
葬
の
際
の
追
葬
者
の
整
理
の
結
果
を

示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
杯
や
耳
環
な
ど
は
、

第
二
次
葬
の
時
に
は
、
す
で
に
堆
積
土
の
中
に
埋
没
し
て
い
た
事
も
予
想
出
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来
よ
う
。

第
二
次
葬
第
一
次
葬
の
床
璽
に
厚
さ
約
蓋
㎝
ほ
ど
の
黄
褐
色
粘

土
を
敷
き
、
そ
の
上
に
礫
を
敷
い
て
床
面
を
形
成
し
て
い
る
が
、
撹
乱
さ
れ

て
い
て
、
礫
は
第
一
次
葬
床
面
に
比
し
て
著
し
く
少
い
。
遺
物
も
原
位
置
を

示
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
須
恵
器
（
杯
．
長
頸
瓶
）

で
あ
る
。

　
第
三
次
葬
（
蔵
骨
器
第
四
図
）
　
　
第
二
次
葬
床
面
よ
り
少
し
高
い
位
置

で
出
土
し
た
が
、
蓋
部
は
羨
道
入
口
附
近
で
、
磁
北
は
玄
室
の
隅
で
、
共
に

襲
返
し
の
状
態
で
出
土
、
本
来
の
痴
言
の
状
態
を
確
認
鵠
来
な
か
っ
た
。
器

は
い
わ
ゆ
る
薬
壷
形
で
、
蓋
部
は
下
垂
の
土
壁
を
つ
け
た
被
せ
蓋
式
で
、
か

る
い
ふ
く
ら
み
の
上
齎
中
心
に
瀟
平
な
つ
ま
み
を
つ
け
て
お
り
、
径
は
一
九

・
一
㎝
あ
る
。
身
部
は
、
高
一
八
・
五
㎝
、
最
大
腹
径
二
八
・
一
㎝
、
口
縁

径
一
六
・
八
㎝
、
強
く
張
り
出
し
た
腹
部
に
低
い
口
縁
と
球
足
と
を
添
え
た

も
の
で
、
腹
部
の
左
右
の
均
斉
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
。
軽
い
自

然
紬
を
生
じ
、
胎
土
・
焼
成
共
に
良
好
で
あ
る
。
蓋
部
を
か
ぶ
せ
て
焼
成
が

行
わ
れ
た
ら
し
く
、
身
部
の
肩
の
上
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
蓋
を

か
ぶ
せ
た
全
高
は
二
〇
・
穴
㎝
で
あ
る
。

　
蔵
骨
器
よ
り
も
さ
ら
に
高
く
、
第
二
次
葬
床
面
よ
り
曳
裂
〇
㎝
上
方
、
玄

室
の
ほ
ぼ
中
央
に
土
師
質
の
破
片
が
か
な
り
密
集
し
て
出
土
し
た
が
、
そ
の

中
に
・
径
約
二
三
・
謡
、
現
存
最
大
腹
径
二
五
主
㎝
、
・
縁
と
腹
都
と

が
断
面
に
お
い
て
マ
L
撃
髪
筒
普
垂
し
、
そ
の
下
約
三
㎝
の
断
に
鋤

一
条
の
熱
帯
を
有
す
る
赤
褐
色
・
土
師
質
の
土
器
の
上
半
部
の
破
片
が
撮
土
α

し
た
・
，
馨
の
容
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
・
な
お
先
端
の
彫

大
き
く
池
亭
し
た
鉄
鎌
の
破
片
を
伴
出
し
て
い
る
。

　
石
室
の
床
下
か
ら
検
出
さ
れ
た
二
水
溝
は
、
一
次
．
二
次
の
床
面
に
そ
れ

ぞ
れ
連
続
す
る
二
回
の
築
造
を
層
位
的
に
確
認
し
た
。

　
第
一
次
排
水
溝
　
　
第
一
次
葬
床
面
の
礫
層
の
下
の
地
面
に
浅
い
溝
を
穿

ち
、
そ
の
中
に
膿
を
つ
め
た
も
の
で
、
玄
室
中
央
よ
り
出
発
し
て
石
室
の
長

軸
に
沿
っ
て
羨
道
の
下
を
ぬ
け
、
石
室
の
外
方
に
ま
で
続
き
約
一
一
m
の
長

さ
を
有
し
、
前
後
の
高
低
差
は
約
こ
m
に
達
す
る
。
石
室
内
で
は
繭
側
壁
に

平
行
し
て
い
る
が
、
羨
道
の
端
あ
た
り
か
ら
や
や
南
に
鱒
乏
し
て
い
る
。

　
第
二
次
排
水
港
　
　
第
一
次
葬
床
面
の
礫
層
と
玄
門
の
仕
切
石
を
隔
て
て

接
し
、
第
一
次
排
水
溝
の
上
を
、
羨
道
部
を
爾
に
次
第
に
下
降
し
、
途
中
で

第
一
次
排
水
溝
に
合
体
し
て
い
る
。
第
一
次
排
水
溝
に
比
し
て
大
き
な
石
を

使
用
し
て
い
る
の
で
、
両
者
の
接
合
部
が
は
っ
き
り
確
認
さ
れ
た
。
全
長
約

七
m
、
高
低
差
約
一
・
五
m
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
第
二
号
墳
の
注
掻
す
べ
き
点
を
若
干
指
摘
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
円
筒
埴
輪
列
を
有
す
る
古
墳
に
重
複
し
て
、
和
泉
砂
岩
を
用
い
て

築
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
同
じ
地
域
に
あ
る
第
一
号
墳
と
第
五
号
墳

が
緑
泥
片
岩
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
て
い
る
の
と
著
し
い
相
違
を
示
し
て
い
る
。
．



和歌由鳴滝団地古墳群発掘概報（樋口・吉本）

　
次
は
、
一
次
お
よ
び
二
次
の
埋
葬
が
そ
れ
ぞ
れ
礫
を
敷
い
た
床
面
お
よ
び

そ
の
上
に
遺
存
し
て
い
た
遺
物
の
年
代
差
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
し
か
も
そ

れ
が
上
下
の
層
位
関
係
を
有
す
る
排
水
溝
に
そ
れ
ぞ
れ
連
続
し
て
い
た
事
で

あ～

驕
B
ま
た
、
そ
れ
は
石
室
の
規
模
に
比
す
れ
ば
長
大
で
あ
り
、
礫
の
み
よ

り
な
る
点
も
第
一
号
墳
・
第
五
号
墳
と
こ
と
な
る
。

　
し
か
し
、
何
よ
り
も
こ
の
第
二
号
墳
の
著
し
い
特
色
は
、
横
穴
式
石
室
に

追
葬
さ
れ
た
蔵
骨
器
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
正
倉
院
に
ほ
ぼ
同
型
式
の
薬

壼
が
あ
り
一
こ
の
蔵
骨
器
の
年
代
が
八
世
紀
前
半
に
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。

須
恵
器
の
型
式
に
よ
っ
て
年
代
を
考
え
る
と
、
第
一
次
葬
は
七
世
紀
中
葉
、

第
二
次
葬
は
七
世
紀
宋
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
蔵
骨
に
用
い
ら
れ
た
か
ど
う

か
不
闘
の
土
師
質
の
容
器
を
考
慮
の
外
に
お
く
と
、
こ
の
第
二
号
墳
に
お
い

て
は
、
約
五
〇
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
間
隔
を
お
い
て
、
三
回
の
葬
礼
の

場
を
供
し
た
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
二
号
墳
は
、
火
葬
に
附
さ
れ
て

蔵
骨
器
に
収
め
ら
れ
た
第
三
被
葬
者
が
、
土
葬
の
第
一
・
第
二
の
被
葬
者
と

血
縁
的
な
つ
な
が
り
の
存
在
し
た
可
能
性
、
お
よ
び
、
蔵
骨
器
埋
置
の
場
と

し
て
の
横
穴
式
石
室
の
実
例
を
示
す
資
料
を
提
供
す
る
ぎ
の
で
あ
る
。

　
第
五
号
墳

　
第
五
号
墳
は
今
圓
調
査
さ
れ
た
丘
陵
の
西
の
尾
根
の
突
端
に
立
地
し
て
い

る
。　

封
土
は
こ
こ
で
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
い
る
上
に
、
中
心
部
に
は

大
き
な
盗
掘
坑
が
穿
れ
て
い
た
。

　
主
体
部
周
辺
の
層
位
を
見
る
と
、
黄
色
砂
質
土
の
地
山
の
上
に
黒
褐
色
硬

質
土
を
盛
り
、
石
室
と
そ
れ
に
続
く
外
部
排
水
溝
を
構
築
し
つ
つ
、
同
時
に

黒
褐
色
硬
質
土
に
よ
っ
て
壁
体
の
周
囲
を
か
た
め
な
が
ら
石
室
を
包
み
、
そ

の
上
に
黄
色
砂
質
土
を
覆
ヶ
た
構
成
の
封
土
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
墳
丘
の
裾
は
明
ら
が
で
な
い
が
、
上
述
の
黒
褐
色
硬
質
土
の
端
の
あ
た
り

か
ら
外
部
排
水
溝
が
鰹
懸
し
は
じ
め
る
か
ら
、
も
し
こ
の
あ
た
り
が
墳
丘
の

端
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
石
室
の
奥
壁
よ
り
一
〇
m
弱
の
あ
た
り
で
あ
る
か
ら
、

墳
丘
は
径
二
〇
㎜
に
満
た
ぬ
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

現
存
の
遺
構
は
、
石
室
の
下
底
に
営
ま
れ
た
排
水
施
設
と
石
室
の
壁
体
の
最

下
段
が
一
部
残
っ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
。

　
石
室
は
、
長
二
・
二
m
、
幡
二
m
（
内
法
）
で
正
方
形
に
近
い
。
四
壁
は

後
述
す
る
方
形
排
水
溝
の
上
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
下
段
の
石
材

が
若
干
残
・
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
．
長
約
四
〇
㎝
・
幅
二
〇
～
三
〇
㎝
庫

約
一
〇
㎝
の
緑
泥
片
岩
の
板
石
を
小
口
積
に
し
て
い
る
が
、
東
北
辺
の
み
は

小
口
積
で
は
あ
る
が
よ
り
長
い
側
面
を
室
内
に
向
け
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

る
。
壁
体
ば
ほ
と
ん
ど
完
全
に
失
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
高
さ
は
全
く
不
識

で
あ
る
。

　
外
部
排
水
溝
と
接
す
る
石
室
東
北
辺
に
接
し
て
、
当
然
そ
の
存
在
が
予
想

さ
れ
た
羨
道
部
は
、
天
井
石
は
お
ろ
か
そ
め
壁
体
を
構
成
す
る
石
材
も
全
く
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謙
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
石
室
を
包
ん
で
い
る
黒
掲
色
硬
質
土
は
、

壁
体
の
築
成
と
平
行
し
て
そ
の
背
後
に
稜
ま
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
棄
北
辺
に
お
い
て
は
、
こ
の
黒
褐
色
土
が
壁
体
の
裏
側
に
接
し
て
直
立

し
た
面
を
形
成
せ
ず
、
傾
斜
し
て
約
三
〇
度
の
ス
ロ
ー
プ
を
な
し
て
い
る
。

つ
ま
り
玄
室
と
同
一
平
瀟
上
に
羨
道
部
の
床
面
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
疑
わ

し
い
の
で
あ
る
。

　
排
水
施
設
は
、
外
部
排
水
溝
と
内
部
排
水
溝
よ
り
な
る
。

　
内
部
排
水
溝
は
、
石
室
の
四
周
下
と
申
軸
翼
下
と
に
編
約
二
〇
㎝
・
深
さ

約
一
〇
㎜
の
溝
を
穿
ち
、
溝
の
誓
事
に
編
平
な
緑
泥
片
岩
を
当
て
、
そ
の
中

に
礫
を
満
し
た
も
の
で
あ
る
。
外
部
排
水
溝
に
接
す
る
東
北
辺
の
み
は
V
字

状
に
両
側
に
板
石
を
当
て
て
い
る
の
に
対
し
、
他
の
三
辺
で
は
溝
の
外
側
に

の
み
板
石
が
あ
る
。
石
室
中
軸
線
に
沿
っ
た
排
水
溝
は
、
そ
の
端
、
つ
ま
り

東
北
辺
お
よ
び
外
部
排
水
溝
と
接
す
る
部
分
に
は
板
石
を
当
て
て
い
る
が
、

他
は
縁
石
が
な
く
礫
を
つ
め
た
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
約
一
五
㎝
の
厚

さ
に
礫
を
石
室
基
底
翫
い
っ
ぱ
い
に
敷
き
つ
め
て
床
西
を
形
成
、
排
水
溝
中

の
礫
と
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
石
室
内
に
浸
透
し
た
雨
水
は
床
薗
の
礫

層
を
通
じ
て
中
央
の
排
水
溝
に
集
め
ら
れ
、
外
部
よ
り
浸
透
し
た
水
分
は
壁

体
を
伝
わ
っ
て
そ
の
下
の
排
水
溝
に
集
め
ら
れ
て
、
共
に
東
北
辺
中
央
の
露

点
に
集
合
、
長
大
な
外
都
排
水
藩
を
経
て
墳
丘
の
東
北
方
の
谷
に
放
鵬
さ
れ

る
。

　
外
部
排
水
溝
は
、
全
長
約
二
二
・
五
m
、
、
高
低
差
約
二
m
を
有
す
る
。
黒

楊
色
硬
質
土
の
端
あ
た
り
ま
で
は
石
室
主
軸
線
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
こ

の
部
分
の
外
部
排
水
溝
は
石
室
と
翠
霞
に
同
一
設
計
の
も
と
に
作
業
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
先
の
部
分
は
か
な
り
の
轡
曲
を
示
し
て
い
る

か
ら
、
附
図
的
に
連
続
せ
し
め
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
端
の
約
二
m
の
部
分
は

蓋
石
を
欠
き
、
末
端
に
至
っ
て
は
礫
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
如
く
外

部
排
水
溝
の
長
さ
は
墳
丘
の
半
径
を
越
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
少

く
と
も
そ
の
三
分
置
一
は
墳
丘
の
端
よ
り
更
に
外
方
に
延
長
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
長
さ
は
谷
に
至
る
ま
で
排
水
を
導
く
と
い
う
意
図
よ

り
築
造
さ
れ
た
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
断
面
は
第
一
号
墳
と
同

様
に
、
二
枚
の
側
石
を
立
て
、
そ
の
間
に
礫
を
溝
し
、
そ
の
上
に
磐
石
を
架

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
長
欝
欝
〇
m
・
帳
約
二
〇
m
・
三
五
～
一
〇
m
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C

緑
泥
片
岩
が
周
い
ら
れ
て
い
る
。

　
遺
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
完
全
に
破
壊
・
盗
掘
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ほ
と

ん
ど
残
存
し
て
い
な
か
っ
た
。
鋼
環
の
小
破
片
一
巡
・
ガ
ラ
ス
小
玉
六
個

ハ
黄
．
紺
）
・
銀
製
空
玉
二
個
・
小
鉄
片
一
個
が
室
内
ま
り
、
粗
質
の
土
師
高

杯
の
脚
部
が
外
部
携
水
溝
上
の
土
中
よ
り
、
須
恵
器
細
片
が
若
干
盗
掘
坑
よ

り
出
土
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
最
後
に
、
こ
の
第
五
号
墳
の
注
爵
す
べ
き
点
を
若
干
指
摘
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
そ
の
著
し
い
特
色
は
、
そ
の
整
然
た
る
排
水
施
設
で
あ
ろ
う
。
普
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通
横
穴
式
石
室
の
調
査
に
お
い
て
、
壁
体
の
石
材
を
す
べ
て
除
画
す
る
と
い

う
作
業
は
す
こ
ぶ
る
困
難
で
あ
る
が
、
今
回
の
調
査
が
盗
掘
者
に
助
け
ら
れ

て
、
壁
体
の
下
の
排
水
溝
ま
で
観
察
し
え
た
の
は
皮
肉
な
結
果
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
か
か
る
小
さ
な
石
室
に
一
〇
m
を
こ
え
る
長
大
な
整
然
た
る
排

水
溝
が
附
属
し
て
い
る
の
は
、
石
材
に
め
ぐ
ま
れ
た
こ
の
地
方
の
特
色
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
も
し
排
水
溝
を
西
爾
あ
る
い
は
東
南
の
方
角
に

築
造
し
て
お
れ
ば
、
約
半
分
の
長
さ
で
谷
に
到
達
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
に
借
す
る
労
力
を
払
っ
て
東
北
方
に
そ
の
排
け
口
を
求
め
て
い
る
の
は
、

石
室
が
ひ
と
つ
の
方
角
を
意
識
し
て
設
計
さ
れ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
聞
題
と
な
る
の
は
羨
道
部
の
有
無
で
あ
る
が
、
も
し
存
在
し
た
と
す

れ
ば
比
較
的
小
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
存
在
し
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
石
室
の
東
北
辺
と
そ
の
前
方
の
黒
褐
色
硬
質
土
の
ス
ロ
…
プ

が
そ
の
役
割
を
果
し
た
蛮
が
予
想
で
き
る
の
で
、
そ
の
横
穴
式
石
室
と
し
て

の
牲
格
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
年
代
に
つ
い
て
み
る
と
、
石
室
平
面
が
正
方
形
に
近
い
事
、
羨
道
部
の
比

較
的
小
規
模
で
あ
っ
た
裏
が
予
想
で
き
る
事
、
壁
体
が
稲
平
な
石
材
の
小
口

積
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
窮
な
ど
は
、
初
期
横
穴
式
石
室
の
特
徴
で
は

あ
る
が
、
銀
製
空
玉
の
出
土
、
極
め
て
発
達
し
た
排
水
施
設
、
岩
橋
チ
塚
や

鳴
滝
第
一
号
墳
・
第
二
弩
墳
の
示
す
と
こ
ろ
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
第
五
号

墳
が
五
世
紀
代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
く
、
古
く
と
も
六
世
紀
初
に
属

す
る
も
の
と
考
え
る
方
が
穏
当
な
見
解
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
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