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本
年
四
月
の
人
事
異
動
に
よ
り
、
副
所

長
の
大
任
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。

私
と
文
化
財
と
の
こ
れ
ま
で
の
関
わ
り

は
、
平
成
一
九
年
か
ら
約
四
年
間
、
文
化

財
保
存
課
で
課
長
補
佐
と
し
て
勤
務
し
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
以
前
に
も

教
育
委
員
会
事
務
局
で
の
勤
務
が
あ
り
、

文
化
財
保
存
課
は
教
委
の
中
で
は
特
殊
な

部
署
と
の
認
識
は
あ
り
ま
し
た
が
、
業
務

内
容
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
ま
ま

で
の
東
京
事
務
所
か
ら
の
異
動
で
し
た
。

総
務
担
当
課
長
補
佐
と
し
て
、
業
務
全
般

の
と
り
ま
と
め
と
雑
務
が
所
掌
事
務
で
し

た
が
、
着
任
時
の
文
化
財
へ
の
興
味
は
限

ら
れ
て
お
り
、
休
日
に
寺
社
仏
閣
を
訪
ね

歩
く
程
度
で
し
た
。
ま
し
て
考
古
学
と
な

る
と
、
子
ど
も
の
頃
に
高
松
塚
古
墳
の
壁

画
が
話
題
と
な
り
、
家
族
で
出
か
け
た
思

い
出
ぐ
ら
い
で
し
た
。

文
化
財
保
存
課
に
勤
務
し
て
み
ま
す
と
、

「
奈
良
県
内
の
文
化
財
に
つ
い
て
何
も
知

ら
な
い
」
自
分
に
気
づ
き
ま
し
た
。
当
時
、

唐
招
提
寺
の
金
堂
の
解
体
修
理
が
行
わ
れ

て
お
り
、
所
掌
す
る
文
化
財
保
存
事
務
所

の
出
張
所
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

修
理
の
中
身
に
な
る
と
何
も
知
ら
な
い
状

況
で
し
た
。
法
隆
寺
・
談
山
神
社
・
當
麻

寺
・
宝
山
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
修
理
に
つ

い
て
も
同
様
で
し
た
。
史
跡
で
は
、
桜
井

茶
臼
山
古
墳
の
発
掘
や
、
飛
鳥
京
跡
苑
池

の
土
地
の
買
上
げ
と
整
備
の
検
討
が
は
じ

ま
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
ま
た
、
国
営
飛
鳥

歴
史
公
園
キ
ト
ラ
古
墳
周
辺
地
区
の
整
備

前
で
あ
り
、
キ
ト
ラ
古
墳
の
買
収
に
も
携

わ
り
ま
し
た
が
、
史
跡
の
内
容
と
な
る
と

知
ら
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
で
す
。

文
化
財
の
専
門
職
の
皆
さ
ん
は
、
知
識

が
豊
富
で
物
腰
の
柔
ら
か
な
方
ば
か
り
で
、

美
術
工
芸
・
民
俗
・
建
造
物
そ
し
て
考
古

学
か
ら
み
た
奈
良
県
の
文
化
財
に
つ
い
て
、

奈
良
県
生
ま
れ
で
何
十
年
暮
ら
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
何
の
知
識
も
な
い
私
に
、

懇
切
丁
寧
に
ご
教
授
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
う
し
た
お
支
え
を
得
て
、
予
算
等

の
執
行
管
理
や
他
の
行
政
機
関
と
の
調
整

が
難
し
い
局
面
も
乗
り
越
え
ら
れ
た
こ
と

を
覚
え
て
い
ま
す
。
文
化
財
に
関
連
し
た

仕
事
に
は
、
厳
し
い
中
に
も
ど
こ
か
穏
や

か
さ
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

さ
て
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
は
昨
年
創

立
八
〇
周
年
を
迎
え
、
附
属
博
物
館
は
竣

工
以
来
と
な
る
設
備
改
修
工
事
に
入
っ
て

い
ま
す
。
今
後
の
橿
考
研
の
発
展
の
上

で
、
極
め
て
重
要
な
時
期
で
す
。
副
所
長

と
し
て
、
歴
史
あ
る
橿
考
研
が
引
き
続
き

奈
良
県
の
考
古
学
の
中
心
と
し
て
継
続
発

展
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
八
〇
年
を

振
り
返
り
、
歩
む
べ
き
方
向
を
深
く
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気
を
引
き
締
め
て

い
ま
す
。

荒
井
正
吾
知
事
は
、
県
の
主
要
施
策
の

一
つ
に
観
光
を
掲
げ
ら
れ
、
不
足
す
る

ハ
ー
ド
面
、
ソ
フ
ト
面
へ
の
対
策
と
し
て
、

奈
良
県
ら
し
さ
を
も
っ
た
宿
泊
施
設
や
交

通
網
整
備
等
を
は
じ
め
と
す
る
事
業
を
展

開
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
奈
良
県
で
の
開
発

事
業
で
前
段
階
に
発
掘
調
査
が
必
要
な
場

合
、
大
規
模
な
も
の
の
多
く
は
橿
考
研
が

担
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
そ
の
こ
と
は

変
わ
る
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
。
開
発
と

保
存
・
活
用
は
、
一
体
と
な
っ
て
進
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
日
本
の

悠
久
の
歴
史
の
中
で
解
明
出
来
て
い
な
い

事
柄
が
、
奈
良
県
の
遺
跡
に
は
多
く
眠
っ

て
い
ま
す
。
確
か
な
技
術
で
丁
寧
に
調
査

研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
、
将
来
の
文

化
資
源
活
用
に
と
っ
て
重
要
に
な
り
ま
す
。

創
立
八
〇
周
年
以
降
の
橿
考
研
の
新
た
な

出
発
に
は
、
職
員
間
で
の
情
報
の
共
有
と
、

そ
れ
に
基
づ
い
た
し
っ
か
り
し
た
議
論
が

基
礎
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

橿
考
研
の
皆
さ
ま
の
顔
と
名
前
と
仕
事

が
未
だ
一
致
し
な
い
状
態
で
す
が
、
対
話

を
通
じ
て
前
に
進
み
、
微
力
な
が
ら
も
橿

考
研
の
一
員
と
し
て
心
し
て
努
め
る
所
存

で
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
、

粗
辞
で
は
あ
り
ま
す
が
就
任
の
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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柑

一
、
は
じ
め
に

石
神
遺
跡
は
、
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥

に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
一
九
八
一
年
以
降

の
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
（
現
・
奈
良

文
化
財
研
究
所
）
の
継
続
的
な
発
掘
調
査

に
よ
り
、
七
世
紀
前
半
か
ら
藤
原
宮
期
ま

で
、
度
重
な
る
改
造
を
経
て
使
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
蝦

夷
を
は
じ
め
と
す
る
辺
境
の
民
や
韓
半
島

か
ら
の
使
節
に
対
す
る
饗
宴
の
場
と
し

て
利
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

今
回
報
告
す
る
の
は
、
二
〇
一
五
年

に
石
神
遺
跡
内
で
実
施
し
た
旧
飛
鳥
小

学
校
跡
地
の
衛
星
通
信
装
置
設
置
に
伴

う
立
会
調
査
で
出
土
し
た
須
恵
器
で
あ

る
。

二
、
調
査
概
要

調
査
地
は
、
石
神
遺
跡
第
七
次
調
査

で
検
出
さ
れ
た
石
敷
遺
構
Ｓ
Ｘ
一
三
一

〇
の
す
ぐ
西
側
に
位
置
す
る
（
図
１
）。

基
本
層
序
は
、
現
地
表
下
七
〇
㎝
が
近

現
代
造
成
土
、
一
〇
㎝
程
度
の
旧
耕
土
、

床
土
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
、
そ
の
下
に
褐
色

砂
混
粘
質
土
を
確
認
し
た
。
出
土
遺
物

等
か
ら
こ
の
層
を
古
代
の
整
地
土
と
評

価
し
た
。
整
地
土
上
面
で
土
坑
Ｓ
Ｋ
１

を
確
認
し
た
（
図
２
）。

三
、
出
土
遺
物

整
地
層
お
よ
び
Ｓ
Ｋ
１
か
ら
は
、
土
師

器
・
須
恵
器
が
出
土
し
た
。
こ
の
う
ち
図

化
で
き
た
も
の
が
図
３
で
あ
る
。
１
は
須

恵
器
杯
Ｂ
蓋
で
あ
る
。
つ
ま
み
の
特
徴
な

ど
か
ら
、
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
頭
頃

に
通
有
の
形
と
い
え
る
。
２
は
須
恵
器

杯
、
３
は
須
恵
器
杯
Ｂ
で
あ
る
。
３
は
底

石
神
遺
跡
出
土
の
須
恵
器
甕

木

村

理

恵０ 100ｍ

衛星通信装置設置場所（調査地）

須恵器甕

100.0m

100.5m

100.0m

100.5m

プール築造に伴う造成土

プ
ー
ル
築
造
に
伴
う
造
成
土

近
代
造
成
土

近代造成土

旧耕土

旧
耕
土

床土

床
土

7.5YR4/4 褐色砂礫混粘質土（古代整地土）
遺構検出面

撹
乱

撹
乱

土坑 SK1

０ 1m

図１ 石神遺跡調査位置図（1：6000）
（『奈良文化財研究所紀要2017』掲載地図を一部改変）

図２ 調査区平面・断面図（1：60）

写
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写
真
２
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Ｓ
Ｋ
１
検
出
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況

（
南
東
か
ら
）



桓

部
の
器
壁
が
厚
く
丸
み
を
も

つ
点
や
、
高
台
の
形
な
ど
か

ら
、
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀

初
頭
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
４

は
須
恵
器
甕
で
あ
る
。
口
径

が
二
二
㎝
、
口
縁
端
部
の
断

面
形
が
四
角
形
状
を
呈
す

る
。
頸
部
が
五
～
六
世
紀
代

の
も
の
よ
り
短
く
、
体
部
外
面
に
は
平
行

タ
タ
キ
の
上
に
カ
キ
メ
痕
跡
が
確
認
で
き

る
。

四
、「
角
縁
口
縁
」
須
恵
器
甕
の
検
討

図
３
―
４
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
甕

は
、
七
世
紀
代
に
よ
く
み
ら
れ
、
飛
鳥
・

藤
原
地
域
で
も
多
く
出
土
す
る
。
生
産
地

の
候
補
は
、
大
阪
府
南
部
の
陶
邑
窯
跡
群

や
そ
の
影
響
下
で
成
立
し
た
窯
跡
と
考
え

ら
れ
る
。
口
縁
端
部
の
断
面
形
状
が
四
角

形
ま
た
は
三
角
形
の
も
の
が
多
く
み
ら
れ
、

こ
こ
で
は
「
角
縁
口
縁
」
と
仮
称
し
て
お

く
。
飛
鳥
・
藤
原
地
域
で
の
類
品
は
、
表

１
・
図
５
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
中
・

小
型
の
甕
に
多
い
口
縁
形
態
で
あ
る
が
、

口
径
四
〇
㎝
を
超
え
る
大
型
甕
に
も
み
ら

れ
る
。

備
前
・
邑
久
窯
跡
群
の
須
恵
器
甕
に
も

同
様
の
口
縁
形
態
が
み
ら
れ
、
陶
邑
窯
の

栂
（
Ｔ
Ｇ
）
地
区
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
亀
田
二
〇
一
八
）。
亀
田
氏
は

「
コ
の
字
」
口
縁
と
す
る
。
栂
地
区
で
目

立
つ
よ
う
で
あ
る
が
、
高
蔵
寺
（
Ｔ
Ｋ
）

地
区
で
も
み
ら
れ
、
角
縁
口
縁
は
陶
邑
窯

の
甕
口
縁
の
形
態
と
し
て
は
主
流
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
４
）。
ま
た
角
縁

口
縁
と
類
似
し
た
硯
脚
部
が
陶
邑
窯
産
の

可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
三
好
二
〇
一
二
）。
同
じ
工
人
が
製
作

に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

平
安
時
代
に
お
い
て
も
、
角
縁
口
縁
は

存
在
し
、
図
４
で
示
し
た
よ
う
な
七
世
紀

代
の
も
の
か
ら
、
型
式
変
化
を
遂
げ
て
い

る
。
甕
口
頸
部
の
形
態
は
、
甕
体
部
の
タ

タ
キ
や
あ
て
具
痕
跡
に
加
え
、
工
人
差
・

産
地
差
お
よ
び
時
期
変
遷
を
知
る
た
め
の

重
要
な
属
性
と
い
え
る
。

角
縁
口
縁
を
も
つ
甕
の
用
途
と
し
て
は
、

水
な
ど
の
液
体
を
い
れ
る
貯
蔵
容
器
、
ま

た
は
酒
造
り
を
は
じ
め
と
す
る
醸
造
関
係

で
使
用
し
た
容
器
な
ど
、
様
々
な
用
途
が

想
定
で
き
、
須
恵
器
甕
が
七
世
紀
の
宮
都

に
お
い
て
も
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
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図４ 陶邑窯出土の須恵器甕（１：４）

図３ 石神遺跡出土須恵器（１：４）
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図５ 飛鳥・藤原地域の「角縁口縁」須恵器甕（１：６）
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表１ 飛鳥・藤原地域出土の「角縁口縁」須恵器甕



一
、
は
じ
め
に

二
〇
一
八
年
九
月
二
五
日
か
ら
二
〇
一

九
年
三
月
一
五
日
ま
で
、
私
は
奈
良
県
立

橿
原
考
古
学
研
究
所
に
お
い
て
約
半
年
間

研
修
し
ま
し
た
。
広
義
の
研
修
目
的
は
日

本
考
古
学
の
最
新
の
理
論
と
技
術
を
学
ぶ

こ
と
に
あ
り
ま
し
た
が
、
私
個
人
の
具
体

的
な
研
修
課
題
と
し
て
は
、
日
本
考
古
学

が
中
国
初
期
の
考
古
学
学
術
用
語
に
与
え

た
影
響
を
研
究
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

以
下
で
は
、
私
の
半
年
間
の
日
本
で
の

生
活
・
研
修
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

二
、
日
本
語
学
習

日
本
に
来
る
前
に
は
、
私
は
日
本
語
の

簡
単
な
あ
い
さ
つ
程
度
し
か
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
日
本
で
の
生
活
と
研
修
を
さ
ら

に
順
調
に
進
め
る
た
め
に
、
二
〇
一
八
年

一
〇
月
か
ら
二
〇
一
九
年
二
月
ま
で
、
私

は
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
橿
原
校
で
初
級
日

本
語
を
学
び
ま
し
た
。
日
本
語
教
室
の
先

生
は
橿
原
市
及
び
周
辺
の
日
本
人
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
、
私
は
三
名
の
先
生
方
に
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
方
は
非
常
に

ま
じ
め
か
つ
熱
心
で
し
た
が
、
私
自
身
の

努
力
が
足
り
ず
、
そ
の
上
研
究
会
参
加
や

見
学
旅
行
な
ど
で
度
々
欠
席
し
て
少
な
か

ら
ず
課
程
が
遅
れ
た
た
め
、
教
室
で
は
十

分
に
日
本
語
を
習
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

す
で
に
中
国
語
の
基
礎
が
あ
る
橿
原
考

古
学
研
究
所
所
員
の
方
々
も
さ
ら
に
い
っ

そ
う
語
学
力
を
高
め
た
い
と
の
こ
と
で
、

私
た
ち
は
相
互
学
習
を
行
い
ま
し
た
。
私

は
彼
ら
に
中
国
語
を
教
え
、
彼
ら
は
私
に

日
本
語
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
毎
週
火

曜
日
の
夜
に
は
私
と
木
村
理
恵
さ
ん
が
相

互
学
習
し
、
木
曜
日
の
夜
に
は
米
川
裕
治

さ
ん
・
木
村
さ
ん
・
齊
藤
希
さ
ん
と
と
も

に
『
考
古
学
―
理
論
・
方
法
・
実
践
』
と

い
う
書
籍
を
中
国
語
・
英
語
・
日
本
語
の

三
ヶ
国
語
で
講
読
し
ま
し
た
。
し
か
し
残

念
な
こ
と
に
橿
原
考
古
学
研
究
所
で
の
研

修
に
お
い
て
も
、
私
は
十
分
に
日
本
語
を

習
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
主
た
る
原
因
は
、
日
本
語
学
習
へ
の

積
極
性
や
努
力
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。
日
本
に
滞
在
し
て
、
本
来

良
好
な
言
語
習
得
の
環
境
が
あ
り
、
ま
た

そ
の
た
め
の
機
会
が
用
意
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。
橿
原
考
古
学
研
究

所
に
は
中
国
語
を
習
得
し
た
所
員
が
多
数

お
り
、
そ
の
環
境
に
甘
え
て
し
ま
い
彼
ら

か
ら
積
極
的
に
日
本
語
を
学
ぶ
の
で
は
な

く
、
中
国
語
の
会
話
を
常
と
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
本
来
は
相
互
学
習
の
は
ず
で
し

た
が
、
最
後
に
は
中
国
語
の
講
義
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
半
年
が
経
過
す
る
と
、
一

緒
に
学
ん
だ
研
究
所
所
員
の
中
国
語
は
明

ら
か
に
向
上
し
て
い
ま
し
た
が
、
私
の
日

本
語
は
少
し
も
進
歩
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
九
九
〇
年
代
、
西
北
大
学
の
複
数
の

先
生
方
が
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
で
一
年

間
研
修
さ
れ
ま
し
た
。
一
か
ら
努
力
し
て

日
本
語
を
学
び
、
最
終
的
に
は
日
本
語
資

料
を
用
い
た
考
古
学
研
究
が
可
能
と
な

り
、
研
究
領
域
を
広
げ
て
、
自
身
の
研
究

水
準
を
向
上
さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
、

私
は
日
本
に
滞
在
す
る
と
い
う
好
条
件
を

十
分
に
活
用
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本

語
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
が
、
私
の
今
回
の
研
修
の
最
大
の
失
敗

で
あ
り
残
念
に
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

三
、
発
掘
調
査

一
九
二
〇
年
代
末
に
、
中
国
と
日
本
の

研
究
者
に
よ
っ
て
「
東
方
考
古
学
協
会
」

が
結
成
さ
れ
、
共
同
し
て
中
国
国
内
の
複

数
の
遺
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
中
国
で
は
、
八
〇
年
代
末
に
日
本
の
文

化
庁
に
よ
る
「
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
の

手
び
き
」
が
翻
訳
さ
れ
、
九
〇
年
代
か
ら

は
奈
良
文
化
財
研
究
所
な
ど
の
機
関
と
の

共
同
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
多
く
の
中
国
人
考
古
学
者
は
日
本

の
発
掘
調
査
の
方
法
を
依
然
と
し
て
よ
く

知
ら
な
い
の
が
実
情
で
す
。
私
は
日
本
に

行
く
前
か
ら
、
日
本
の
発
掘
調
査
に
参
加

す
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
ま
し
た
。
日

本
の
埋
蔵
文
化
財
調
査
機
関
の
発
掘
調
査

の
方
法
を
学
び
た
か
っ
た
の
で
す
。

二
〇
一
八
年
一
一
月
中
旬
か
ら
一
二
月

中
旬
に
か
け
て
、
私
は
幸
運
に
も
橿
原
市

四
条
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
、
日
本
の
発
掘
調
査
の
方
法
を
間

近
で
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
自
身

も
掘
立
柱
建
物
の
柱
穴
や
井
戸
、
土
坑
な

ど
の
各
種
遺
構
を
調
査
し
、
土
器
や
木
器

な
ど
の
遺
物
整
理
も
行
い
ま
し
た
。
全
体

的
に
は
、
日
本
と
中
国
の
発
掘
調
査
の
方

法
は
と
て
も
よ
く
似
て
い
て
、
た
と
え
ば

遺
構
埋
土
の
土
層
観
察
の
た
め
に
、
遺
構

を
半
截
あ
る
い
は
四
分
割
し
て
発
掘
し
て

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
い

く
つ
か
の
細
か
い
違
い
も
あ
り
ま
す
。

以
下
、
箇
条
書
き
で
例
を
あ
げ
ま
す
。

・
日
本
の
発
掘
調
査
で
は
、
土
層
断
面
を

重
視
し
、
断
面
観
察
で
き
る
場
所
を
多
く

設
け
て
い
ま
す
。
大
型
の
溝
の
よ
う
な
遺

構
で
は
、
常
に
複
数
の
断
面
観
察
用
の
畦

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
こ
の
よ

う
な
方
法
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
遺
構
の
壁
面
を
精
査
す
る
と
き
、
中
国

款

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
研
修
報
告

西
北
大
学
文
化
遺
産
学
院

劉

斌



で
は
自
然
に
切
り
離
さ
れ
る
面
を
重
視
し

（
す
な
わ
ち
中
国
式
移
植
ゴ
テ
で
壁
面
を

精
査
す
る
作
業
で
は
、
で
き
る
だ
け
壁
面

に
付
着
し
て
い
る
堆
積
土
が
自
然
に
剥
離

す
る
よ
う
に
し
、
工
具
痕
の
な
い
自
然
面

が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
）、
通
常

中
国
式
移
植
ゴ
テ
は
直
接
壁
面
に
触
れ
な

い
形
に
な
り
ま
す
。
一
方
日
本
で
は
発
掘

用
の
工
具
で
壁
面
を
薄
く
削
り
、
壁
面
上

の
埋
土
を
完
全
に
削
り
取
り
、
工
具
で
削

ら
れ
た
き
れ
い
な
壁
面
を
露
出
さ
せ
ま
す
。

・
中
国
の
発
掘
調
査
で
使
用
す
る
主
要
な

道
具
は
中
国
式
移
植
ゴ
テ
で
す
。
日
本
の

発
掘
調
査
で
使
用
す
る
道
具
は
豊
富
で
、

目
的
に
応
じ
て
細
分
化
し
て
い
ま
す
。

・
ボ
ー
リ
ン
グ
掘
削
具
（
洛
陽
鏟
）
の
使

用
に
つ
い
て
、
地
下
の
堆
積
状
況
が
不
明

な
と
き
、
中
国
で
は
通
常
洛
陽
鏟
に
よ
る

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
行
う
こ
と
で
、
す
ぐ

に
遺
跡
の
種
類
・
数
量
・
大
き
さ
・
深
さ

な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日

本
で
は
通
常
洛
陽
鏟
に
よ
る
ボ
ー
リ
ン
グ

調
査
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

以
上
が
、
私
が
み
た
中
国
と
日
本
の
発

掘
調
査
に
お
け
る
相
違
点
で
す
。
私
は
中

国
と
日
本
双
方
の
発
掘
方
法
・
技
術
は
、

お
互
い
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
中
国
で
は
近
年
の

甘
粛
省
臨
潭
磨
溝
墓
地
の
発
掘
調
査
の
な

か
で
、
日
本
の
古
墳
の
断
面
調
査
の
方
法

を
参
考
に
し
て
、
多
重
埋
葬
に
お
け
る
墓

坑
の
重
複
関
係
な
ど
の
情
報
を
得
る
こ
と

に
成
功
し
ま
し
た
。
遺
跡
の
確
認
調
査
に

お
い
て
、
中
国
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
は
、

よ
り
労
力
を
か
け
ず
に
早
く
結
果
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
日
本
で
試
し
て
み

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

四
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー

こ
こ
数
年
来
、
中
国
に
お
い
て
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
が
ま
す
ま
す

盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
考
古
学
の
研
究

機
関
が
、
一
般
の
方
々
に
向
け
て
考
古
学

を
宣
伝
し
大
衆
化
す
る
こ
と
を
重
視
し
は

じ
め
て
い
ま
す
。
将
来
的
に
は
複
雑
な
考

古
学
の
研
究
成
果
を
わ
か
り
や
す
く
解
説

し
て
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
方
々
が
考
古

学
を
理
解
し
、
考
古
学
者
の
仕
事
を
支
持

し
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

私
は
中
国
で
は
あ
ま
り
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー

ケ
オ
ロ
ジ
ー
の
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
の
研
修
で

は
、
飛
鳥
京
跡
苑
池
や
四
条
遺
跡
の
発
掘

現
場
の
現
地
説
明
会
に
参
加
し
、
一
般
の

方
々
を
対
象
に
し
た
大
規
模
な
考
古
学
の

公
開
講
演
会
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
飛
鳥

京
跡
苑
池
の
現
地
説
明
会
で
は
、
一
日
の

見
学
者
数
は
約
八
〇
〇
人
、
四
条
遺
跡
の

現
地
説
明
会
で
は
、
一
日
の
見
学
者
数
は

約
四
〇
〇
人
、
公
開
講
演
会
の
聴
衆
は
約

五
三
〇
人
で
ほ
ぼ
満
員
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
組

織
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー

の
活
動
に
お
い
て
、
私
が
と
て
も
強
い
印

象
を
も
っ
た
の
は
、
綿
密
な
作
業
計
画
を

立
て
て
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
所

員
は
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
分
か
れ
て
、

受
付
、
現
場
の
解
説
・
案
内
、
誘
導
な
ど

を
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
ま
す
。
事
故
な
ど
を

防
ぐ
た
め
に
、
現
場
の
見
学
導
線
に
も
人

員
が
配
置
さ
れ
、
緊
急
時
に
は
す
ぐ
に
対

応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
担
当
の
割
り
当
て
と
準
備
が
非
常

に
念
入
り
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

日
本
人
が
事
に
当
た
る
と
き
の
ま
じ
め
さ

を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
我
々
も
学
ぶ
べ
き

こ
と
で
す
。

五
、
博
物
館
参
観

日
本
で
研
修
し
た
半
年
の
間
に
、
橿
原

考
古
学
研
究
所
の
所
員
に
連
れ
ら
れ
て
、

多
く
の
博
物
館
を
参
観
し
ま
し
た
。
橿
原

考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
を
は
じ
め
、

奈
良
県
で
は
奈
良
国
立
博
物
館
、
奈
良
文

化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
資
料
館
・
飛
鳥
資

料
館
、
東
京
都
で
は
東
京
国
立
博
物
館
、

国
立
科
学
博
物
館
、
江
戸
東
京
博
物
館
、

千
葉
県
で
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
郭

沫
若
記
念
館
、
福
岡
県
で
は
九
州
国
立
博

物
館
、
福
岡
市
博
物
館
、
そ
の
ほ
か
大
阪

歴
史
博
物
館
、
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
、

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。

江
戸
東
京
博
物
館
の
展
示
に
は
、
復
元

し
た
江
戸
時
代
の
民
衆
の
生
活
・
祭
事
・

商
業
活
動
な
ど
の
各
種
場
面
、
ま
た
当
時

の
芝
居
・
寄
席
な
ど
の
演
芸
を
行
う
人
の

表
現
が
あ
っ
て
、
と
て
も
生
き
生
き
と
し

て
観
覧
者
を
引
き
つ
け
る
内
容
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
博
物
館

の
豊
か
で
鮮
や
か
な
展
示
が
、
深
く
印
象

に
残
っ
て
い
ま
す
。

兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
で
は
、
建
物
に

独
特
な
美
し
さ
を
感
じ
、
館
内
で
は
復
元

展
示
さ
れ
た
古
墳
の
大
型
石
棺
、
航
海
用

の
木
製
凖
構
造
船
を
は
じ
め
と
し
た
と
て

も
面
白
い
展
示
で
し
た
。
し
か
し
さ
ら
に

歓

写
真
１

四
条
遺
跡
発
掘
調
査
現
場
と
著
者



印
象
に
残
っ
た
の
は
、
博
物
館
の
出
土
品

の
保
存
・
保
管
に
つ
い
て
で
し
た
。
兵
庫

県
で
は
毎
年
多
数
の
発
掘
調
査
を
実
施

し
、
す
で
に
数
百
冊
の
発
掘
調
査
報
告
書

を
出
版
し
て
い
ま
す
。
収
蔵
庫
内
に
は
数

十
万
箱
の
発
掘
調
査
出
土
品
が
収
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
収
蔵
庫
の
管
理
は
と
て
も

整
然
と
し
て
い
ま
し
た
。
刊
行
さ
れ
た
発

掘
調
査
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
遺
物

は
い
か
な
る
も
の
で
も
、
短
時
間
の
う
ち

に
膨
大
な
収
蔵
品
の
な
か
か
ら
実
物
を
見

つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
遺

物
実
測
図
の
図
面
な
ど
の
資
料
も
容
易
に

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
私

は
大
変
驚
き
ま
し
た
。
中
国
に
お
い
て
は
、

発
掘
調
査
出
土
品
の
整
理
作
業
が
終
了
し

た
後
に
、
こ
れ
ら
の
遺
物
を
安
全
な
文
化

財
収
蔵
庫
に
保
管
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す

が
、
収
蔵
庫
の
面
積
や
管
理
方
法
に
限
界

が
あ
り
、
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
遺
物
を

探
し
出
し
た
い
と
し
て
も
、
時
に
と
て
も
困

難
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
文
化
財
の
収

蔵
・
管
理
で
は
、
中
国
が
日
本
に
学
ぶ
べ
き

と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

六
、
個
人
研
究

①
資
料
収
集

橿
原
考
古
学
研
究
所
の
蔵
書
は
と
て
も

豊
富
で
、
二
階
書
庫
は
私
が
所
内
で
最
も

通
い
詰
め
た
場
所
で
す
。
書
庫
に
い
て
、

一
棚
一
棚
の
貴
重
な
蔵
書
を
見
て
い
る
と

き
、
私
は
と
て
も
幸
せ
を
感
じ
ま
し
た
。

私
の
今
回
の
訪
日
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
中

国
の
初
期
考
古
学
学
術
用
語
に
対
す
る
日

本
の
影
響
で
、
そ
の
た
め
に
日
本
の
一
九

世
紀
末
の
初
期
考
古
学
の
文
献
を
調
べ
る

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
中
国
国
内
で
こ
れ

ら
の
資
料
を
探
す
の
は
困
難
で
し
た
が
、

橿
原
考
古
学
研
究
所
に
は
大
量
に
こ
の
種

の
資
料
（
復
刻
版
を
含
む
）
が
あ
り
ま
し

た
。
私
は
多
く
の
必
要
な
資
料
を
ス
キ
ャ

ン
ま
た
は
撮
影
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
貴

重
で
得
難
い
資
料
は
、
私
の
研
究
テ
ー
マ

に
と
っ
て
信
頼
性
の
高
い
基
礎
資
料
と
な

り
ま
す
。
今
回
の
訪
日
研
修
の
機
会
が
無

け
れ
ば
、
私
に
は
こ
の
テ
ー
マ
の
研
究
を

進
め
る
方
策
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

②
研
究
発
表

日
本
で
の
半
年
間
で
、
私
は
三
回
の
研

究
発
表
を
行
い
ま
し
た
。
二
〇
一
八
年
一

一
月
に
は
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
で
「
中

国
考
古
学
の
発
展
の
な
か
の
ソ
連
の
影
響
」

と
題
し
た
研
究
発
表
を
行
い
、
主
に
一
九

五
〇
～
六
〇
年
代
の
ソ
連
の
い
わ
ゆ
る
マ

ル
ク
ス
主
義
考
古
学
が
中
国
考
古
学
に
対

し
て
与
え
た
重
要
な
影
響
に
つ
い
て
述
べ

ま
し
た
。
発
表
の
後
に
、
聴
講
し
て
い
た

研
究
所
の
川
上
洋
一
さ
ん
、
米
川
裕
治
さ

ん
な
ど
数
名
の
所
員
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主

義
は
日
本
の
考
古
学
研
究
に
対
し
て
も
か

つ
て
重
要
な
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
聞
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
私
が
認
識
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
米
川
さ
ん
は
私
に

関
連
す
る
論
文
の
コ
ピ
ー
を
提
供
し
て
く

れ
た
だ
け
で
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
木
村

さ
ん
、
齊
藤
さ
ん
と
と
も
に
四
人
で
マ
ル

ク
ス
主
義
考
古
学
の
資
料
を
講
読
す
る
機

会
を
設
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

私
に
と
っ
て
と
て
も
有
益
な
こ
と
で
し
た
。

二
〇
一
九
年
二
月
初
め
に
は
川
上
さ
ん

と
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
岡
村
秀

典
教
授
を
、
同
月
下
旬
に
は
齊
藤
さ
ん
と

九
州
大
学
の
宮
本
一
夫
教
授
を
そ
れ
ぞ
れ

訪
ね
、「
中
国
初
期
の
考
古
学
学
術
用
語
の

形
成
―
日
本
考
古
学
の
中
国
初
期
の
考
古

学
学
術
用
語
に
対
す
る
影
響
―
」
と
題
し

た
研
究
発
表
を
行
い
ま
し
た
。
岡
村
秀
典

先
生
と
宮
本
一
夫
先
生
は
著
名
な
考
古
学

者
で
、
中
国
考
古
学
に
対
し
て
も
博
識
で
、

緻
密
な
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
方

と
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
と
て

も
啓
発
を
受
け
ま
し
た
。
例
え
ば
宮
本
一

夫
先
生
か
ら
は
日
本
の
用
語
が
朝
鮮
に
対

し
て
も
同
様
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

な
ど
を
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。

七
、
お
わ
り
に

私
は
日
本
に
来
る
前
、
日
本
に
つ
い
て
、

熟
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
そ
う
で
は
な
い

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
熟
知
の
と
こ
ろ

は
、
小
さ
い
頃
か
ら
継
続
的
に
映
画
、
テ

レ
ビ
、
書
籍
を
通
じ
て
触
れ
て
い
た
日
本

文
化
の
こ
と
で
す
。
ア
ニ
メ「
一
休
さ
ん
」・

「
ド
ラ
え
も
ん
」、
ド
ラ
マ
「
東
京
ラ
ブ

ス
ト
リ
ー
」・「
深
夜
食
堂
」、
映
画
「
七

人
の
侍
」
な
ど
は
、
非
常
に
印
象
深
く
、

こ
れ
ら
か
ら
日
本
の
社
会
と
文
化
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
方
で
日
本
は
私

に
と
っ
て
な
じ
み
の
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ

り
、
日
本
に
来
る
前
、
私
は
日
本
人
を
誰

一
人
知
ら
ず
、
ス
ク
リ
ー
ン
や
書
籍
の
外

の
真
の
日
本
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
た
め
私
が
日
本
へ
行
っ
て
研
修
す
る
こ

と
に
な
っ
た
時
、
日
本
考
古
学
を
理
解
す

る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
真
の
日
本
の
社
会

と
日
本
人
を
理
解
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

日
本
で
研
修
し
た
こ
の
半
年
の
な
か
で
、

汗
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漢

人
の
動
き

〔
退
職

平
成
三
一
年
三
月
三
一
日
付
〕

畑
田

道
矢

副
所
長
（
定
年
）

→
公
益
財
団
法
人

奈
良
県

生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン

タ
ー

〔
転
出

平
成
三
一
年
三
月
三
一
日
付
〕

吉
田

敦
世

総
務
課
主
任
主
査

→
中
和
土
木
事
務
所

主
任
主
査

今
西

隆
宏

総
務
課
主
査

→
な
ら
の
観
光
力
向
上
課

主
査

岡
見

知
紀

調
査
課
主
任
研
究
員

→
な
ら
歴
史
芸
術
文
化
村

整
備
推
進
室
主
査

〔
採
用

平
成
三
一
年
四
月
一
日
付
〕

米
田

敏
幸

調
査
課
嘱
託

〔
転
入

平
成
三
一
年
四
月
一
日
付
〕

米
田

康
彦

う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク

振
興
室
長

→
副
所
長

榊
本

保

農
村
振
興
課
主
任
主
査

→
総
務
課
主
任
主
査

仲
西

高
司

奈
良
西
養
護
学
校
係
長

→
総
務
課
主
査
（
再
任
用
）

北
山

峰
生

文
化
財
保
存
課
主
査

→
調
査
課
指
導
研
究
員

〔
昇
任

平
成
三
一
年
四
月
一
日
付
〕

髙
木

清
生

企
画
課
主
任
研
究
員

→
企
画
課
指
導
研
究
員

絹
畠

歩

調
査
課
主
任
技
師

→
調
査
課
主
任
研
究
員

鈴
木

朋
美

調
査
課
主
任
技
師

→
調
査
課
主
任
研
究
員

河
﨑

衣
美

資
料
課
主
任
技
師

→
資
料
課
主
任
研
究
員

海
外
交
流
な
ど

派
遣
：
中
国
陝
西
省
（
西
北
大
学
・
陝
西

省
考
古
研
究
院
）
へ
派
遣
し
て
い
た
北
井

利
幸
所
員
は
三
月
一
五
日
に
、
韓
国
国
立

文
化
財
研
究
所
へ
派
遣
し
て
い
た
岩
越
陽

平
所
員
は
三
月
一
九
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
研

修
を
終
え
、
帰
国
し
ま
し
た
。

受
入
：
昨
年
九
月
か
ら
研
修
さ
れ
て
い
た

陝
西
省
西
北
大
学
文
化
遺
産
学
院
の
劉
斌

氏
は
、
三
月
一
五
日
に
帰
国
さ
れ
ま
し
た
。

一
月
か
ら
研
修
さ
れ
て
い
た
韓
国
国
立

扶
余
文
化
財
研
究
所
の
洪
パ
ル
グ
ン
氏

は
、
三
月
一
五
日
に
帰
国
さ
れ
ま
し
た
。

陝
西
省
考
古
研
究
院
の
于
春
雷
氏
・
耿

慶
剛
氏
が
、
二
月
一
二
日
か
ら
三
月
十
三

日
ま
で
研
修
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
八
年
度
よ
り
日
本
学
術
振
興
会

特
別
研
究
員
と
し
て
、
当
研
究
所
で
宇
宙

線
ミ
ュ
ー
オ
ン
ラ
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
応

用
し
た
文
化
財
研
究
に
従
事
し
て
い
た
石

黒
勝
己
氏
は
、
昨
年
度
末
で
任
期
満
了
と

な
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
当
研
究
所
特
別

研
究
員
と
し
て
当
該
研
究
を
推
進
し
ま
す
。

附
属
博
物
館
展
示
案
内

施
設
改
修
の
た
め
昨
年
一
二
月
二
四
日

よ
り
休
館
し
て
い
ま
す
が
、
博
物
館
で
は

休
館
中
も
次
の
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

葛
城
市
歴
史
博
物
館
共
同
企
画

「
発
掘

葛
城
山
麓
の
古
墳

―
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

附
属
博
物
館
館
蔵
品
里
帰
り
展
―
」

開
催
期
間
：
令
和
元
年
五
月
一
一
日（
土
）

～
六
月
三
〇
日
（
日
）

開
催
場
所
：
葛
城
市
歴
史
博
物
館

出
張
企
画
展

「
発
掘

古
代
の
宮
滝
遺
跡
」

開
催
期
間
：
令
和
元
年
七
月
二
〇
日（
土
）

～
九
月
一
六
日
（
月
・
祝
）

開
催
場
所
：
吉
野
歴
史
資
料
館

東
京
新
聞
・
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
共
催

「
し
き
し
ま
の
大
和
へ
」

開
催
期
間
：
令
和
元
年
一
〇
月
五
日（
土
）

～
一
二
月
一
日
（
日
）

開
催
場
所
：
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館

言
葉
の
上
で
と
て
も
大
き
な
障
害
が
あ
っ

た
と
は
い
え
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
博

物
館
等
の
見
学
、
語
学
研
修
で
の
日
本
の

友
人
と
の
交
流
や
、
日
々
の
奈
良
で
の
生

活
体
験
、
さ
ら
に
は
東
京
・
京
都
・
大

阪
・
九
州
な
ど
の
旅
行
を
通
じ
て
、
私
は

日
本
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
日
本
の
文
化
遺
産
の
保

護
は
と
て
も
素
晴
ら
し
く
、
近
代
化
の
水

準
は
と
て
も
高
く
、
民
衆
の
資
質
は
と
て

も
良
く
、
伝
統
と
現
代
性
の
組
み
合
わ
せ

の
調
和
が
と
れ
た
と
て
も
良
い
国
だ
と
思

い
ま
し
た
。
将
来
の
中
国
が
、
さ
ら
に
自

国
の
歴
史
文
化
を
重
視
し
、
日
本
の
よ
う

に
文
明
的
で
、
進
歩
的
で
、
豊
か
に
な
る

こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

写
真
３

日
本
の
茶
道
体
験


