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一

は

し

が
き

今
年
、
平
成
八
年
は
、
わ
が
大
手
前
女
子
学
園
が
、
現
在

の
大
阪
市
中
央
区
大
手
前

の
地

に
創
設
さ
れ

て
よ
り
五
十
年
、
ま
た
夙
川
の
畔
、
そ
の
名
も
ゆ
か
し

い

西
宮
市
御
茶
家
所
町
の

一
か
く

に
大
手
前
女
子
大
学

が
開
学
し
て
よ
り
三
十
年
の
佳
き
年
に
当
た
る
。

昭
和
五
十

一
年
か
ら
こ
の
学
園
に
奉
職
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
私

の
経
歴
も
、
早

い
も

の
で
す
で
に
二
十
年
を

こ
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
思

い
起

こ
し
て
み
る
と
、

故
川
勝
政
太
郎
先
生
の
こ
推

せ
ん
で
、
昭
和
五
十

一
年
四
月
か
ら
、
大
手
前
女
子
大
学

の
非
常
勤
講
師
と
し
て
考
古
学

の
講
座

を
担
当
し
、

つ
づ
い
て
昭
和
五
十

二

年
四
月

か
ら
は
史
学
科

の
専
任
講
師
に
採
用
し
て

い
た
だ
い
た
。

以
来
二
十
年
余
、
こ
の
間
、
昭
和
五
十
五
年

に
は
助
教
授
に
、
さ
ら
に
昭
和
五
十
九
年
か
ら
は
教
授

に
昇
任

さ
せ
て
い
た
だ
き
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
学
園
五
十

年

の
歴
史

の
中
で
は
五
分

の
二
、
大
学
三
十
年

の
歴
史
の
中
で
は
三
分

の
二
と

い
う
歳
月
で
あ
る
が
、
私

の
担
当
科
目

で
あ
る
考
古
学

の
分
野
を
中
心

に
、
私
な
り

の
抱
負
と
方
向
を
持

っ
て
二
十
年
間
を
過
ご
し
て
き
た

つ
も
り
で
あ
る
。

創
立
当
時
、
大
学
の
キ

ャ
ン
パ
ス
は
四
階
建

の
本
館
と
、

こ
れ
に

つ
な
が
る
二
階
建

の
学
生
ホ
ー

ル
、
そ
れ

に
旧
研
究
棟

の
三
棟
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
昭
和
五
十

一
年
に
私
が
は
じ
め
て
非
常
勤
講
師
と
し
て
、
週
に

一
度

(本
務

の
勤
務
先

の
都
合

で
月
曜

日
の
第

一
限
)
出
講
し

た
時

の
教
室
は
本
館
二
階
、
当
時
B
教
室

(
の

考
古
学
教
育

の
二
十
年
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ち
A
二
二
教
室
と
改
称
)

で
ス
タ
ー
ト
し
た
。

以
後
、
志
願
者
が

ふ
え
る
と
共
に
飛
躍
的
発
展
を

つ
づ
け
、
昭
和
五
十
四
年
に
は
健
身
館

(体
育
館
兼
講
堂

・学
生

ホ
ー

ル
)
、
昭
和
五
十
五
年
に
は
健
学
院

(図

書
館
)
、

つ
づ

い
て
昭
和
六
十
年
に
は
美
芸
院

(美
学

・
美
術
史
学
科
実
習
棟
)
、
昭
和
六
十

二
年
に
は
聚
学
院

(大
教
室
棟
)
と

い
っ
た
状
況
で
校
舎

の
建
設
が

つ

づ
き
、
キ
ャ

ン
パ
ス
が
拡
充

さ
れ
て
行

っ
た
。
赴
任
以
来

の
十
年

は
、

こ
う
し
た
発
展
途
上

に
あ

っ
た
大
学

と
共
に
歩

み
、
そ

の
す

が
た
を

つ
ぶ
さ
に
見
て
き
た

の

で
あ
る
が
、
く
わ
し

い
こ
と
は
私
自
身
執
筆
さ
せ
て
も
ら

っ
た

一
文
、
「
高
度
成
長
の
と
き
開
学
さ
れ
た
女
子
大
学
」

(『
大
手
前
女
子
学
園
記
』
昭
和

六
十
二
年
)
に

ゆ
ず
り
た

い
。

平
成
七
年

一
月
十
七
日
の
払
暁
、
未
曽
有

の
大
地
震

が
こ
の
キ

ャ
ン
パ
ス
を
揺

る
が
し
た
。
東
大
阪
市

の
自
宅

で
大
き
な
揺
れ
に
目
を
さ
ま
し
た
が
、

こ
れ
ま

で

体
験
し
た
こ
と
の
な

い
地
震

で
あ
り
、
し
ば
ら
く
は
上
半
身
を
起

こ
し
た
ま
ま
で
立
ち
上
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

テ
レ
ビ
の
電
源
を

入
れ
て
、
震
源
地
が
明
石
海
峡
で
あ
る
こ
と
、
阪
神
間

の
市
街
地
や
淡
路
島

の
北
部

に
甚
大
な
被
害

の
及
ん
で
い
る
こ
と
を
知

っ
た
。

こ
の
日

は
卒
業
論
文

の
提
出

日
で
あ

る
。

い
つ
も

の
よ
う

に
九
時
に
は
家
を
出
て
出
勤
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
学
校

の
様
子
を
知
り
た
い
。
し
か
し
自
宅

の
電
話

は
ま

っ
た
く
通
じ
な

い
。
家

か
ら

一
歩
出
た
と
こ
ろ
に
あ
る
公
衆
電
話
で
や

っ
と
学
校

に
通
じ
た
。
「
し
ば
ら
く
待
機
す
る
よ
う

に
」
と

い
う

こ
と
と
卒
業
論
文

の
提

出

日
が
延
期
さ
れ
た

こ
と
を
聞

い
て
ホ
ッ
と
す
る
。
そ
れ
か
ら
後

は
喰

い
入
る
よ
う

に
テ

レ
ビ
の
画
面
を
見

て
い
た
。

こ
の
日
の
夕
方

で
あ

っ
た
と
思
う
。
突
然
、

倒
壊
し
て
い
る
大
学
本
館

の
建
物
が
映

っ
た
。
何

の
説
明
も
な
か

っ
た
が
、
な
ん
と
あ

の
校
舎
が
…
…
。
そ
れ
か
ら
後

の
心
の
動
揺
は
言
葉
で
は
言

い
表
わ
す

こ
と

が
で
き
な
い
。
阪
神
間

に
住
ま
れ
て

い
る
先
生
方
や
学
生
達

の
こ
と
を
思
う
と
気
が
気

で
な

か

っ
た
が
、
荘
然
と
し
た
ま
ま
数
日
を
過
ご
し
た
。
学
校

か
ら

の
連
絡

を
ま

つ
ま
で
も
な
く
自
分

の
眼

で
た
し
か
め
る
こ
と
を
思

い
立
ち
、
阪
急
西
宮
北

口
の
駅
か
ら
三
キ

ロ
の
道

の
り
を
た
ど

っ
て
学
校

に
た
ど
り

つ
き
、
そ

の
惨
状
を

見
た

の
は

一
月
二
十

一
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

話
を
戻
し
て
、
十
年
前
に
も
増
し

て
、
全
国
各

地
で
の
発
掘
調
査
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
、
遺
跡
や
遺
物

の
発
見

の
ニ
ュ
ー

ス
は
新
聞

の
紙
面
や
テ

レ
ビ
の
映
像

を
通
じ
て
報
道
さ
れ
、
考
古
学

へ
の
関
心
は

一
そ
う
高
ま

っ
て
き

て
い
る
。

全
国
的
に
大
き
な
話
題
と
な

っ
た
佐
賀
県

の
吉
野

ヶ
里
遺
跡
は
、
全
域
が
保
存
さ
れ
て
特
別
史
跡
と
な
り
、
み
ご
と
な
史
跡
公
園

に
整
備
さ
れ
て
多
く

の
人
び
と

が
訪
れ
て
い
る
。

一
方
、
本
州
最
北
端

の
青
森
県
で
は
、
三
内
丸
山
遺
跡
と

い
う

こ
れ
ま
で
ま

っ
た
く
予
想
も
さ
れ
な

か

っ
た
縄
文
時
代

の
集
落

の
全
貌

が
発
掘
調
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査
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な
り
、
縄
文
時
代
そ
の
も
の
の
見
直
し
に
迫
ら
れ
る
と
い

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料

の
検
出
が

つ
づ

い
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
各
地

に
お
け
る
発
掘
調
査

に
呼
応
し
て
資
料
館

や
博
物
館
が

つ
く
ら
れ
、
趣
向
を

こ
ら
し
た
展
示
会

が
開
催
さ
れ
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
催

さ
れ

る
な
ど
、
ま
さ
に
空
前

の
考
古
学
ブ
ー

ム
の
到
来
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

こ
う
し
た
世
相
を
反
映
し

て
か
、
関
西

の
私
立
大
学
、
中
で
も
女
子
大
学
で
は
数
少
な

い
史
学
科
を
持

つ
、
わ
が
大
手
前
女
子
大
学

へ
の
志
願
者
は
多
く
、
在
校

生

の
考
古
学

へ
の
関
心
度

は
高

い
。

こ
の
こ
と
は
毎
年
私

の
ゼ
ミ
を
希
望
す
る
学
生

の
数

の
多

い
こ
と
に
も
表
わ
れ

て
い
る
が
、
史
学
科

の
中

で
唯

〕
人
、
考
古
学

を
担
当
し
て

い
る
私
に
と

っ
て
は
大
き
な
責
任
を
痛
感
し

て
い
る
。
非
力
に
し
て
無
力
な
私
に
は
重
荷

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
な
り

の
努
力
は
し

て
き
た

つ
も
り

で
あ

り
、
今
後
も

一
層

の
努
力
を
続
け
た

い
と
思
う
昨
今

で
あ
る
。

ち
ょ
う

ど
十
年
前
、
本
学

に
勤
務
す
る
こ
と
に
な

っ
て
十
年

に
当

た
る
昭
和
六
十

一
年
、
『
大
手
前
女

子
大
学
論
集
』
第

二
十
号

に
、
「
考
古
学
教
育

の
十
年
」
と

題
し
た
小
文
を

の
せ
た
が
、
本
稿
は
そ
れ
に

つ
づ
い
て
、
そ

の
後

の
十
年

の
あ
ゆ
み
と
現
況
を
記
し
て
み
た
。
ご
高
覧
を

い
た
だ
け
れ
ば
幸

で
あ
る
。

二

私
の
考
古
学
教
室

大
手
前
女
子
大
学
史
学
科
に
お
け

る
考
古
学
関
係

講
座

の
推
移

に
つ
い
て
は
、
「
考
古
学
教
育

の
十
年
」
(『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
第
二
十
号
、
昭
和
六
十

一
年
)

に
要
約
し

て
お

い
た
が
、
そ

の
後
に
お
け
る
変
化
を
記
し
て
お
き
た

い
。

平
成
四
年
度
よ
り
、
本
学

に
お

い
て
も
文
部
省
か
ら
の
指
示
を
承
け
、
大
学
の
自
己
評
価
と
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
検
討
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
史
学
科
で
も
再
三

学
科
会
議
を
開
き
改
訂

・
再
編
成
の
作
業
を
進
め
て
き
た
。

そ

の
中

で
の
大
き
な
改
訂
と
し
て
、
概
説
科
目
を

一
回
生

か
ら
受
講
す

る
よ
う

に
し
た
こ
と
、
必
修
科
目

の
枠
組
を
は
ず

し
た

こ
と
、

こ
の
二

つ
を
あ
げ

る
こ
と

が
で
き
る
。

「
考
古
学
」
は
、

昭
和
四
十
四
年
度

の
史
学
科
開
設
以
来
、
私
が
赴
任
後

の
昭
和
五
十
四
年
度
か
ら
は

「
考
古
学
概
説
」
と
改
称
し
た
が
、
ず

っ
と
必
修
科
目

で
あ

っ
た
。
平
成
六
年
度
入
学
者

か
ら
こ
れ
を
改
め
、
選
択
必
修
科
目
と
し
た
。
た
だ
し
美
学

・
美
術
史
学
科
の
専
門
科
目
と
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
博
物
館
学
課
程

の
履

考
古
学
教
育
の
二
十
年
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修
科
目

で
も
あ
る
た
め
、
史
学
科

の
学
生

だ
け
で
な
く
、
美
学

・
美
術
史
学
科

の
学
生
は
も
と
よ
り
、
英
米
文
学
科

・
日
本
文
化
学
科

の
学
生

で
も
博
物
館
学
芸
員

の
資
格
取
得

の
た
め
に
受
講
す
る
者
を
加
え
る
と
毎
年

の
受
講
者
は
相
当
数
に
上
る
。
史
学
科

の
学
生

の
多
か

っ
た
年
に
は
教
室
に
入
り
切
ら
ず

ニ

コ
マ
を
設
け

て

こ
れ
に
対
処
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

次
に
平
成
七
年
度
よ
り
新
し
く
設
け
た
の
が

「考
古
学
演
習
」
で
あ
る
。
国
史
学

・
東
洋
史
学

・
西
洋
史
学

は
、
当
初
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
概
説

・
特
講

・
演
習
が
設

け
ら
れ
て
い
た
が
、
考
古
学
は

一
講
座
し
か
な
か

っ
た
。
史
学
科

の
発
足
当
時

は
補
助
学
と
し
て
の
位
置
で
あ

っ
た
か
ら
な

の
で
あ
ろ
う

が
、
概
説

・
特
講

・
演
習

・

実
習
ま

で
揃
え
た
現
状
か
ら
み
る
と
昔
日
の
思

い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
担
当
し
て
い
る
の
が
私

一
人
と
い
う

の
は
心
も
と
な

い
。
複
数

の
教
員
を
備
え
る
必
要
を
痛

感
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
現
す
る

の
は

い
つ
の
日

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
本
学

で
は
従
来
、
卒
業
論
文
に

つ
い
て
は
、
四
回
生

に
な

っ
て
題
目
を
選
び
、
そ
れ
に
応
じ
て
指
導
教
員
を
決
め
る
と
共

に
ゼ
ミ
を
編
成

し
て
き
た
。
し
か
し
史
学
に
関
す
る
論
文
を

一
年
足
ら
ず

の
日
数
で
作
成
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と

い
う
意
見

が
強
く
、
数
年
前
か
ら
三
回
生

の
後
半
、
十
二

月

の
上
旬

に
ガ
イ
ダ

ン
ス
を
行
な

っ
て
題
目
を
早
く
選
ば
せ
、

一
月

に
は
指
導
教
貝
を
決
め
る
方
向

で
進

め
て
き
た
。

今
回

の
改
訂
で
は
こ
れ
を
も
う

一
歩
進
め
、
三
回
生
で
履
修
す
る
演
習
と
四
回
生

で
の
卒
論
演
習
を

一
貫
し
た
も

の
と
し
、
演
習
を
通
じ
て
、
三
回
生
中
の
早

い

時
期
に
卒
業
論
文
の
題
目
を
決
め
、
卒
業
論
文
の
作
成
に
必
要
な
史

・
資
料

の
扱

い
方
や
研
究
方
法
を

こ
の
中

で
指
導
す

る
と

い
う

シ
ス
テ

ム
を
確
立
す
る
こ
と
に

し
た
。

そ

こ
で
史
学
科

の
学
生
は
、
三
回
生
に
な

っ
た
時
点

で
、

国

史

学

東
洋
史
学

西
洋
史
学

地

理

学

考

古

学

の
五

コ
ー

ス
の
う
ち

一
つ
を
選
ば

せ
る
こ
と
に
し
、
三
回
生

の
演
習
は
二
科
目
を
必
修
、
そ

の
う
ち
ど
ち
ら
か

一
つ
は
最
終
的
に
卒
論
演
習
に

つ
な
ぐ
と

い
う

シ
ス

(32)
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テ

ム
で
あ
り
、
平
成
入
年
度

の
三
回
生

(二
十
九
期
生
)
か
ら
施
行
し
て

い
る
が
、
完
全
な
実
施
は
平
成
七
年
度
入
学

の
二
回
生

(三
十
期
生
)

か
ら
と
な
る
。
こ

れ
に
伴

っ
て
、

こ
れ
ま

で
演
習
科
目

の
な
か

っ
た
地
理
学
と
考
古
学

に
は
、
平
成
七
年
度

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

「
地
理
学
演
習
」

と

「
考
古
学
演
習
」
を
開
講
し
た
。

1

考
古
学
概
説

昭

和
五

十

一
年
以
来

、
十

年

一
日

の
ご
と
く

、
変

わ
る

こ

と
な
く

、

1
考
古

学

の
定
義

、

H
考
古

学

の

歴
史

、

m
考

古
学

の
資
料

、

W
考

古
学

の
研

究

法
、

V
考

古
学

の
時
代

区

分
、

に

つ
い
て

一
通

り
話

を
し

、
基
礎

的

な

こ
と
を

理
解

さ

せ

た
上

で
、

旧

石
器
時

代

・
縄
文

時
代

・
弥
生
時

代

・
古
墳

時

代

・
歴
史
時

代
と

い
う
、

日
本

考
古
学

の
時

代
区

分

に
従

っ
て
各
時

代

の
重
要
な

事
項

と
問
題
点

を

概
説

す

る

こ
と
に
し

て

い
る
。

ま
た

最
近

の
よ
う

に
、
遺

跡

の
発

掘
調

査

が
全

国

的

規
模

で
行

な
わ

れ
、

日
日

さ
ま

ざ
ま

な
遺

跡

や
遺

物

の
発
見

が

つ

づ

い
て

い
る
状
況

の
中

で
、

考
古
学

が
現
代

社

会

の
中

で
ど

の
よ
う
な

役
割

を

果
た

し

て

い
る

の
か
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
考

え

る

こ
と
も

大
切

で
あ

り
、
ト

ピ

ッ
ク

と
し

て

こ
れ
ら

の

ニ
ュ
ー

ス
を

取
り

上
げ

、

解

説
を

加

え
る

こ
と

に
し

て

い
る
。

因

み
に
年

度

末

の
テ

ス
ト

に
は
、

問
題

の

一
つ
と
し

て
、

毎
年

「考

古

学

が
現
代

社
会

の
中

で
果

た
し

て

い
る
役
割

に

つ

い
て
、

具
体

的

な
例

を
あ
げ

て
述

べ
な

さ

い
。
」

と

い
う

問
題

を
出
す

こ
と

に
し

て

い
る
が
、

一
つ
二

つ
、

こ
の

こ
と
に

つ
い
て
よ
く

理
解

し

て

い
る
学

生

の
答
案

を

掲
げ

て

お
く

こ
と

に
し

た

い
。

史
学
科

G
さ
ん

私
た
ち
の
先
祖
に
あ
た
る
人
た
ち
の
く

ら
し
や
文
化

に

つ
い
て
、
遺
跡
や
遺
物
か
ら
調
査

・
研
究
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
古
墳
は
権
力
者

の
墓

で
あ
る

が
、
あ
の
大
き
さ
や
副
葬
品
を
見
て
も
、
当
時

の
権
力
者

の

"権

力
"
と

い
う
も

の
が

い
か
に
大
き

い
も
の

で
あ

っ
た
か
と

い
う

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
権
力
者

を
中

心
と
し
た
社
会
構
造
と

い
う
も

の
が
確
立
し
現
代

の
社
会

構
造

へ
と
発
展
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

今
の
自
分
た
ち
の
生
活
の
基
盤
と
な

る
も

の
が
考

古
学
に
よ

っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

史
学
科

S
さ
ん

三
内
丸
山
遺
跡
の
よ
う

に
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
の
人
が
見
学
者
に
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う

な
親

切
な
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
は
う
れ
し

い
こ
と
だ
。

こ
れ
に
よ

っ

て
考
古
学
と

い
う
学
問
を
知
ら
な

い
人
達
も
享
受
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
。
考
古
学
と

い
う
世
界
を

社
会

の
中
で
広

め
て
行
く
と

い
う

こ
と
が
最
近
活

発
に
な
り
、

そ
れ
を
浮

か
び
上
ら
せ
て
い
る

の
が
博
物
館
等
も
合
わ
せ

た
遺
跡
公
園

で
あ
る
。

考
古
学
を
未
知

の
世
界

の
解
明
に
終
ら
せ
る
の
で
は
な

く
、
個
人
個
人

に
文
化
財

の
大
切
さ
を
知
ら
せ
て
行
く
、
そ
の

こ
と
を
果
た
す

こ
と
の
で
き

る
世

の
中

に
な

っ
て

き
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

考
古
学
教
育
の
二
十
年

(33)
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考
古
学
教
育
の
二
十
年

共
に
考
古
学

の
現
状
を
把
握
し

て
い
る
す
ぐ
れ
た
答
案

で
あ

る
。

2

考
古
学
特
講

考
古
学
概
説
を
受
講
し
た
上

で
、
さ

ら
に
考
古
学

に
強

い
興
味

と
関
心
を
持

っ
て
い
る
者

に
対
し
て
開
講
し
て
い
る
科
目

で
、
内
容

は
主
と
し
て
私
自
身

が
日
ご

ろ
研
究

の
テ
ー

マ
と
し
て

い
る
事
項
で
あ

っ
た
り
、
特
別

に
関
心
を
持

っ
て
い
る
諸
問
題
を
中
心
に
講
義
を

つ
づ
け
て
き
た
。
受
講
者

は
多
く
、
毎
年

一
五
〇
名
を

こ
え
る
人
数

で
盛
況

で
あ

る
が
、

こ
こ
十
年
間

に
取
り
上
げ
て
き

た
テ
ー

マ
を
列
記
す

る
と
次

の
通
り
で
あ

る
。

年

度

テ

ー

マ

昭
和
六
一

年
度

近
世
考
古
学
の
展
望

〃

六
二
年
度

〃

〃

六
三
年度

寺
院
・

墳
墓
・

経
塚

平
成

元
年度

文
字
と
書
の
歴
史

〃

二

年
度

〃

〃

三
年
度

文
学
を
考
古
学
で
読
む

〃

四
年
度

歴
史
考
古
学
ア
ラ
カ
ル
ト

〃

五
年
度

〃

〃

六
年
度

日
本
廻
国
風
土
記
(
一
)

〃

七
年
度

〃

(
二
)

〃

入

年
度

〃

(

三
)

こ
の
中

で
、
平
成
六
年
度

か
ら
は
じ

め
た

「
日
本
廻
国
風
土
記
」

は
、

に
つ
い
て
少
し
解
説
し
て
み
た

い
。

現
在
わ
が
国

の
行
政
区
画
は
、

い
う
ま

で
も
な
く

一
都

(東
京
都
)
・

今
年

で
三
年
目

で
あ
り
、
あ

と
も
う

一
年

か
け
て
完
結
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、

こ
れ

一
道

(北
海
道
)
・
二
府

(京
都
府

・
大
阪
府
)
・
四
十
三
県

で
あ
り
、
都
道
府
県
と
よ
ば
れ

(34)



て
い
る
。

こ
の
う

ち
北
海
道

は
古
く
は
蝦
夷
地

と
よ
ば
れ
、

日
本

の
統
治
下
に
編
入
さ
れ
た

の
は
明
治
二
年

(
一
八
六
九
)

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
沖
縄
県
も
、
歴
史

的

に
は
琉
球
国
で
あ

っ
た
が
、
慶
長
十
四
年

(
一
六
〇
九
)
以
後
、
島
津
藩

の
支
配
と
な
り
、
廃
藩
置
県
で
鹿
児
島
県
の
所
属
と
し
た
が
、
明
治
+
二
年

(
一
八
七

九
)

に
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
た
。

何
年
か
か

っ
た

の
か
、
数
え
て
み
た
こ
と
は
な

い
が
、
私
自
身
、
全
国
都
道
府
県
を

と
も
か
く

一
巡
し
た
。
秋
田
県
だ
け
が
の
こ
っ
て

い
た

の
で
あ
る
が
、
今
年

の
八
月
末

に
出
か
け

て
こ
れ
も
果
た
し

た
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
は
古
く
か
ら
六
十
六
国

と
さ
れ

て
い
る
。
大
化
の
改
新

に
よ

っ
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
律
令
制
度
下

の
国
郡
制

に
お

い
て
は
五
十
八
ヵ

国

で
あ

っ
た
が
、
平
安
時
代

の
天
長
元
年

(八
二
四
)
、
全
国
を
六
十
六
国
と
二
島

(種
子
島

・
屋
久
島
)
を
版
図

に
し
た
の
が
そ

の
起
源
と
さ
れ
て

い
る
。

回
数

・
度
数
は
と
も
か
く
、
全
国
六
十
六
国

の
う

ち
、
東
海
道

に
属
し
て

い
る
国

の

一
つ
で
あ
り
房
総
半
島

の
南
端
に
位
置
す

る
安
房
国
を
除

い
た
諸
国
は
、
壱

岐

・
対
馬

・
お
よ

び
隠
岐

・
佐
渡
を
ふ
く
め
て
と
も
か
く
知
ら
ず
知
ち
ず

の
う

ち
に
廻
国
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
中
世
、
鎌
倉
時
代

の
末

か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、

法
華
経
六
十
六
部
を
書
写
し
て
こ
れ
を

一
国

に

一
部

ず

つ
納
経
し

て
ま
わ
る

「
六
十
六
部
聖
」

の
こ
と
は
、
中
世

の
文
献

に
も
記

さ
れ
、
そ

の
遺
例
も
知
ら
れ
て
い

鋤

る
。
ま
た
、
近
世

に
な
る
と

「
六
+
六
部
廻
国
供
養

塔
」

が
さ
か
ん
に
造
立
さ
れ
た
。

こ
れ

に
あ
や

か
り
た

い
と
か
、
と
く
に
願

い
を

こ
め
た
わ
け
で
は
な

い
が
、

ー

い
つ
の
こ
ろ
か
ら

日
本
全
国
を
廻

っ
て

み
よ
う
と

い
う
気
持
が
芽
生
え
た
こ
と
は
確

か
で
あ

る
。

そ

こ
で
考
古
学
特
講

の
講
義
で
あ
る
が
、
「
日
本
廻
国
風

土
記
」
と
名
付
け
、

一
国
乃
至
二
国
を

一
時
間

に
充

て
、
国

ご
と
の
特
徴
や
そ
の
地
域
を
舞

台
と
し
て
展

開
し
た
歴
史
を
概
説
し
、
私
自
身
、
興
味
を
も

っ
た
遺
跡

・
遺
物
を
対
象

に
し
な
が
ら
現
地

で
見
聞

し
た
こ
と
、
そ
こ
か
ら
考
え

る
こ
と
の
で
き

る
考

古
学
上

の
諸

問
題
に

つ
い
て
話
を
す
る
と

い
う
構
成

を
採

っ
て
い
る
。

一
例
を
あ
げ

る
と
、

こ
れ
は
昨
平
成
七
年

度
の

一
コ
マ
で
あ
る
が

「
信
濃
国
」

の
場
合
を
述

べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
信
濃

の
生
ん
だ
偉
大
な
考
古
学
者

、
故
藤
森
栄

一
氏

の
こ
と
を
紹
介
し
た
。
最
近
復
刻
版
の
出
た

『
か
も
し
か
み
ち
』
は
、
戦
後
間
も
な

い
こ
ろ
、
考
古
学

に
憧
れ
た
少
年
達
を
魅
了
し
た
名
著

で
あ
り
私
も

こ
れ

を
耽
読
し
た
思

い
出
が
あ
る
。
話

は
藤

森
氏

の
師
で
あ
る
森
本
六
爾
氏

の
こ
と
か
ら
、
唐
古

・
鍵
遺

跡

の
こ
と
、
森
本
氏
を
中
心

と
す

る
東
京
考
古
学
会
が
弥
生
文

化

の
究
明
に
果

た
し
た
役
割
な
ど
考
古

学
史

の

一
こ
ま
を
説
明
し
た
。

話
は
か
わ

っ
て
数
あ
る
藤
森
栄

一
氏

の
著
書

に
は

『
遙
か
な
る
信
濃
』
と

い
う
随
想
集

(昭
和
四
五
年
、
学
生
社
刊
)
が
あ
る
。
そ

の
冒
頭
に
は

「信
濃

の
国

の

考
古
学
教
育
の
二
十
年

γ蝋娼　



考
古
学
教
育
の
二
十
年

う

た
L

と

い
う

小
文

が

の
せ
ら
れ

て

い
る
。

「信
濃

の
国
」
と

い
う
歌

が
あ
る
。

昭
和
四
十
四
年
、
長
野
県

の
県
歌

に
指
定
さ
れ
た
。

ひ
ど
く
、
む
ず

か
し

い
歌
詞
で
、
お
ま
け

に
、

こ
れ
で
も
か
と
い
う

ほ
ど
、

お
ら

が
国

さ
の
事
象
が

つ
め

こ
ま
れ
て
い
る
の
で
、
若

い
人
々
に
は
と
う

て
い
な
か
な
か
理

解

さ
れ
に
く

い
代
物

で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
は
県
歌

に
な
る
前

か
ら
、
青
年
会

で
も
、
婦
人
会

で
も
、

い
や
、
東
京

の
県
人
た
ち

の
ち
ょ

っ
と
し

た
集

ま
り
に
も
、
酒
が
入
れ
ば
き

っ
と
歌
わ
れ

た
。
人

々
は
会
合

の
終
り
を
、
さ
あ
、
そ
ろ
そ
ろ

「
信
濃

の
国
」
に
す

る
じ
ゃ
、
と

い

っ
て
、
か
た
つ
を

の
む
の
で
あ
る
。

「
信
濃
の
国
は
、
十
州
に
、
境

つ
ら
な
る
国
に
し
て
、
甕

え
る
山
は

い
や
高
く
、
流
れ
る
川
は

い
や
遠
し

」

に
は
じ
ま

っ
て
、
風
土

・
産
業

・
歴
史

・
偉
人
に

い
た
る
十

マ
マ

節
、
そ
れ
は
な
が
く
む
ず
か
し
か
っ
た
が
、
県
人
な
ら
知
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
終
っ
た
と
き
、
異
境
に
い
る
県
人
は
、
涙
し
て
い
つ
ま
で
も
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
惜
み
、

そ
れ
ぞ
れ
に
、
古
き
よ
き
信
濃
に
思
い
を
は
せ
る
の
だ
っ
た
。
(以
下
略
)

ω

実
は
私
自
身
・

こ
の

「
信
濃

の
国
」

の
歌
を
、
こ
こ
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
状
況

の
も
と
で
耳
に
し
た
経
験
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
史
学
科
十
七
期
生

6

の
高
杉

(現
姓
、
加
藤
)
昌
子
さ
ん
の
結
婚
披
露
宴

の
席
で
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
高
杉
さ
ん
は
静
岡
県
御
殿
場
市

の
出
身

で
、
在
学
中
は
考
古
学
研
究
会

の

一
人
と

し
て
部
長
を

つ
と
め
、
先
般
報
告
書
を
刊
行
し
た
加
古
川
市

の
石
棺
調
査

の
際

に
は
大
活
躍
を
し
た
。
教
育
実
習
で
母
校

の
静
岡
県
立
御
殿
場
高
校
に
お
世
話
に
な

っ
た
時

に
は
同
校
を
訪
問
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
私
に
と

っ
て
は
印
象

の
深

い
卒
業
生

の

一
人
で
あ
る
。

こ
の
高
杉
さ
ん
が
、
在
学
中
か
ら
親
し
か

っ
た
先
輩

の
片
井

(現
在
、
伊
藤
)
裕
子
さ
ん
の
紹
介

で
長
野
市

の
県
立
高
校

で
体
育

の
教
師
を
し
て
い
る
青
年
と
結

婚
す
る

こ
と
に
な
り
、

こ
れ
に
招
待
さ
れ
て
長
野
県
佐
久
市

に
出
か
け
、
披
露
宴
に
列
席
し
た
時

の
こ
と
で
あ

る
。

こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
「
信
濃

の
国
」
の
歌

は
私
に
と

っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
話
題
と
な

っ
た
が
、
そ
の
後
ま
た
こ
れ
に
解
遁
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
愛
知
県
岡
崎

市

に
出
か
け
た
時
の
こ
と
で
、
同
市

の
博
物
館

に
展
示
さ
れ
て
い
る
、
古
典
的
名
著
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る

『
日
本
風
景
論
』

の
著
者
、
岡
崎
市
出
身

の
、

か
の
志

賀
重
昂
博
士
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、
「
信
濃

の
国
」

の
歌
詞
を
書

い
た
屏
風
を
見

つ
け
た
の
で
あ

る
。

志
賀
重
昂
博
士
と

「
信
濃

の
国
」
が
ど
う
し
て
つ
な
が
る
の
か
、
以
来
、
私
に
と

っ
て

一
つ
の
宿
題
と
し
て
脳
裡
を
は
な
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
昨
平
成
七



年
四
月

に
平
凡
社
か
ら
出
版
さ
れ

た
、
井
出
孫
六
氏
の

『信
州
奇
人
考
』
に
の
せ
ら
れ
て
い
る

「
信
濃

の
国
i

う

た
の
来
歴
」
を
読
ん
で
氷
解
し
た
。
そ
の
内
容

は
長
く
な
る

の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

講
義

で
は

こ
の
い
き
さ

つ
を
説
明
し
た
後
、
よ
う
や
く
入
手
し
た

「
信
濃

の
国
」
を

カ
セ

ッ
ト
テ
ー
プ
で
聞
き
、
歌
に
詠
ま
れ
た
風
土
を
下
地
に
し
な

が
ら
和
田

峠

の
黒
曜
石
、
白
馬
岳
か
ら
流
れ
下
る
姫
川
産
出
の
輩
翠
、
更
埴
市

に
所
在
す
る
積
石
塚
と
し
て
有
名
な
森
将
軍
塚
古
墳
、
天
竜
川
に
沿

っ
て
北
上
す

る
稲
作
文
化

等
、
信
濃
国

の
特
徴
的
な
考
古
学

の
事
象
に
話
は
及
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
講
義

の
内
容
は
、
各

時
間
と
も
受
講
学
生

の
中
か
ら
有
志
を

つ
の
り
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ

に
よ
る
録
音
と
そ

の
書
き
起

こ
し
を
し
て
も
ら

っ
て

い
る
。
す

で

に
か
な
り
の
分
量

に
な

っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
六
十
六
国

の
す

べ
て
の
話
を
終
え
た
段
階
で
、

で
き
れ
ば
私
自
身

が
満
六
十
六
歳
を
迎
え
る
前
後
に
は

一
冊
の
本
と

し
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
が
、
果

た
し
て
そ
の
念
願
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

3

考
古
学
実
習

考
古
学
の
基
礎
的
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
昭
和
五
十
入
年
度

か
ら
開
講
し
た
科
目
で
、
当
初

は
受
講
学
生

が
三
十
名

程
度

で
あ

っ
た
が
、
年

々
受
講
希
望
者

が
ふ
え
、
平
成
七
年
度
に
は
九
六
名
、
平
成
八
年
度

に
は

一
〇
六
名

と
い
う
驚
異
的
な
数
字
と
な

っ
た
。
実
習
科
目
と
し
て
み
た
場
合
、

こ
の
数
字
は
異
常

で
あ
る

が
、
昨
今
の
考
古
学
ブ
ー

ム
を
端
的
に
反
映
す

る
事
象

で
あ
る
の
か
も
知

れ
な

い
。

し
か
し
、
実
際

に
こ
れ
を
担
当
し
て
い
る
者

に
と

っ
て
は
大

へ
ん
な

こ
と
で
、
差
し
当
た

っ
て
今
年
度
は
ニ

コ
マ
を

つ
く
り
、
受
講
生
を
二
分
し
て
対
処
す
る
こ

と
に
し

て
い
る
が
、
来
年
度
以
降

の
進
め
方
に

つ
い
て
は
、
改
善
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。

教
室

で
の
学
習
は
、
こ
の
よ
う

に
受
講
学
生

が
異
常

に
多

い
こ
と
や
、
時
間
的
制
約
も
あ

っ
て
、
毎
週
各
時
間
の
進
め
方

に
苦
慮

し
て
い
る
。
当
面
、
基
本
的
技

術

の
習
得
を
目
標
と
し
て
、

。
遺
物
整
理
の
作
業

洗
糠

・
注
記

・
接
合
か
ら
実
測

の
初
歩

拓
本

の
初
歩

考
古
学
教
育
の
二
十
年

(37)
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考
古
学
教
育
の
二
十
年

資
料
力
ー
ド
の
つ
く
り
方

。
報
告
書
が
で
き
る
ま
で

報
告
書

の
見
方
と

つ
く
り
方

等
を
中
心

に
実
物
資
料
を
使

っ
て
の
実
習
を
行
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
教
室

で
の
室
内
作
業

の
ほ
か
、
考
古
学

の
技
術
は
、
発
掘
調
査
現
場

に
お
け
る
野
外

で
の
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
現
在

の
状
況
に
お

い
て
こ
の
機

会
を
得
る
こ
と
は
容
易

で
は
な

い
。

昭
和
六
十
年
度

か
ら
六
十
三
年
度
に
か
け

て
は
、
本
学
が
伊
丹
市

の
委
託
を
受
け
て
実
施
し
た

「
有
岡
城
跡

・
伊
丹
郷
町

の
発
掘
調
査
」
が
あ
り
、
平
成
元
年
度

か
ら
以
降
現
在
も
継
続
し
て

い
る

「有
岡
城
跡

・
伊
丹
郷
町
発
掘
調
査

の
資
料
整
理
」
が
あ
る
。

こ
の
事
業
に

つ
い
て
は
、
卒
業
生

か
ら
調
査
員
を
選
出
し
、
在
校

生
を
合
わ
せ
て
チ
ー

ム
を
編
成
し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
考
古
学
実
習

の
受
講
生
を
参
加
さ
せ
て
き
た
。
ま
た
、
私
自
身

が
外
部

の
機
関

か
ら
依
頼
を
受
け
て

実
施
し
た
発
掘
調
査
に
敵

ま
た
平
成
元
年
五
月
に
は
、
史
学
研
究
所
に
文
化
財
調
査
室
が
設
置
さ
れ
、
大
学
と
し
て
外
部
機
関
の
調
査
を
受
託
す
る
体
制
が
警

謝

ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
現
場
も
も
ち
ろ
ん
考
古
学
実
習
の
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
て
活
用
し
て
き
た
。

ー

こ
う
し
た
遺
跡

の
発
掘
調
査

の
ほ
か
、
私
自
身
が
企
画
し
、
考
古
学
実
習

の
受
講
学
生
全
員
を
動
貝
し
て
取
組
ん
だ
作
業
と
し
て
、
「猪
名
野
神
社
の
石
灯
篭
調
査
」

が
あ
る
。

猪
名
野
神
社

は
伊
丹
市
宮
ノ
前

一
丁
目
に
所
在
す

る
伊
丹
郷
町

の
氏
神

で
あ
る
。
旧
街
道

に
面
し

た
石
鳥
居
か
ら
北

へ
つ
づ
く
参
道
の
両
側
と
、
中
門
を
入

っ
た

境
内
各
社
殿

の
前

に
は
、
多
数

の
石
灯
篭

が
並

ん
で

い
る
。
そ
の
総
数
は
、
調
査

の
結
果
九
十
七
基

に
上

る
こ
と
が
わ
か

っ
た
が
、
地
方

の
小
社
と
し
て
こ
れ
だ
け

の
石
灯
篭

の
あ
る
と
こ
ろ
は
め
ず
ら
し
い
。

ま
た
、
刻
銘
を
み
る
と
、
と
く
に
参
道
両
脇
に
あ
る
も

の
は
、
寛
永

・
寛
文

・
延
宝

・
天
和
と

い
っ
た
、
江
戸
時
代
初
期

の
年
号
を
も

っ
て

い
る
も
の
が
目
に

つ

き
、
二

文
字
屋
L
「猪
名
寺
屋
」
「
豊
嶋
屋
」
等
、
屋
号

の

つ
く
人
名

や
、

「上
嶋
」
「
小
西
」
「
大
塚
」
等
、
酒
造
業
者
と
し
て
有
名
な
屋
号

.
苗
字
が
目
に

つ
き
、

一
見
し
て

こ
れ
ら

の
石
灯
篭
が
、
酒
造
業
者

に
よ

っ
て
寄
進

さ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
石
灯
篭

が
、

い
つ
、
ど
う

い
う
人
び
と
に
よ

っ
て
寄
進
さ
れ
た

の
か
と

い
う

こ
と
を
し
ら
べ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
伊
丹
郷
町
、

9



と
く
に
地
場
産
業

で
あ
る
酒
造
業

の
盛
衰

が
、
氏
神

へ
の
石
灯
篭

の
寄
進
と

い
う
行
為
を
通
じ
て
知

る
こ
と
が
で
き
、
伊
丹
郷
町
の
歴
史
を
考
え
る
史
料
と
し

て
役

立

て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し

た
観
点
か
ら
、

こ
の
調
査
を
考
古
学
実
習

の
課
題

と
し
て
取
上
げ
る
こ
と
と
し
、
境
内
全
域
に
お
け

る
石
灯
篭

の
配
置
図
を
作
成
す
る

こ
と
、
各

石
灯
篭

の
実
測
図
を
作
成
す

る
こ
と
、
拓
本

に
よ

っ
て
銘
文
を
判
読
す
る
こ
と
等
の
作
業
を
行
な

っ
た
。

こ
の
調
査
の
成
果

は
、
伊
丹
市
立
博
物
館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る

『
地
域
研
究

い
た
み
』
第
十
七
号

(昭
和
六
三
年
三
月
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
考
古

学

の

一
つ
の
方
向
を
示
す
試
み
で
あ

る
と
自
負
し
て

い
る
。

余
談

で
あ
る
が
、
去
る
平
成
七
年

一
月
十
七

日
の
阪
神

・
淡
路
大
震
災

で
は
、
す
べ
て

の
石
灯
篭
が
倒
壊
し
、
悲
惨
な
状
態
に
な

っ
て
い
た
。

罹
災
後
直
ち
に
、

松
下
基
明
宮
司
お
よ
び
氏
子
各
位

の
ご
尽
力
で
み
ご
と
に
再
建
さ
れ
、
損
壊
し
た
部
分
は
別
石
を
使

っ
て
補
填
さ
れ
て
い
る
が
、
先

の
調
査
記
録
は
罹
災
前

の
状
況

を
知
る
上

で
貴
重
な
資
料

と
な

っ
た
。

こ
の
実
績
が
引
き
金
に
な

っ
た
の
か
、
平
成
四
年
度

に
は
、
伊
丹
市
立
博
物
館

か
ら
、
同
館

の
事
業

と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
荒
牧
地
区
史

の
編
さ
ん
に
関
連
し

謝

て
、
「
荒
牧
地
区

の
文
化
財
調
査
」

の
委
嘱
を
受
け
た
。
伊
丹
市
荒
牧

に
所
在
す
る
天
日
神
社

・
西
教
寺

・
容
住
寺

・
共
同
墓
地
等

に
の
こ
さ
れ
て

い
る
石
造
遺
物

・

ー

在
銘
遺
物

の
調
査

が
・王
な
仕
事

で
あ

る
が
、
考
古
学
実
習
受
講
学
生
全
員
を
参
加
さ
せ
、
こ
れ
に
従
事
し
た
。

も

こ
の
成
果
は

『荒
牧
郷
土
史
』

(平
成
七
年
三
月
刊
)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
地
区
も
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
天
日
神
社

の
石
鳥
居

が
転
倒
し
、
容
住
寺
本
堂

は
倒
壊
寸
前
、
西
教
寺
本
堂
は
全
壊
し
た
。
こ
の
た
め
壁
に
貼
ら
れ
て

い
た
祈
祷
札

・
寄
進
札

・
納
経
札
等

は
す
べ
て
失
わ
れ
て
し
ま
い
、

こ
の
時

の
調
査
記
録
が
唯

一
の
資
料

と
な

っ
た
。

こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
平
成
八
年
度

に
は
伊
丹
市
鴻
池
地
区

か
ら

『
鴻
池
村
史
』
編
纂

の
話
が
も
ち
上

り
、
三

ヵ
年
事
業

と
し
て
本
学
史
学
研
究
所
が
委
託
を
受
け

て
こ
れ

に
当

た
る
こ
と
に
な

っ
た
。
私

の
担
当

は

"
文
化
財
"
で
あ
る
が
、
早
速
企
画
し
た

の
が
鴻
池
地
区

に
所
在
す
る
鴻
池
神
社

・
慈
眼
寺

・
墓
地
等
に
所
在
す

る
石
造
遺
物

の
調
査

で
あ

る
。
今
年

の
夏

期
休
暇
中
、
延
十

日
間
を
充
て
、
グ

ル
ー
プ
を
編
成
し
、
各
遺
物

の
実
測
図

の
作
成

と
、
拓
本
に
よ
る
銘
文

の
判
読
を
実

習

の
作
業

と
し
て
行
な

っ
た
。

こ
の
作
業
は
今
後
も
継
続
し

て
実
施
す
る
予
定

で
あ
る
。

考
古
学
実
習

の
受
講
学
生
に
は
、

日
ご
ろ
身
近
な
と

こ
ろ
で
行
な
わ
れ
て

い
る
発
掘
調
査

の
見
学
や
、
現
地
説
明
会
に
参
加
す
る
な
ど
、
で
き
る
だ
け
多
く

の
機

考
古
学
教
育
の
二
十
年

嚇}
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考
古
学
教
育
の
二
十
年

会
を
自
分
で

つ
く

っ
て
、
発
掘
作
業

の
実
際
を
体
得
す
る
よ
う
指
導
し

て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
受
講
学
生

が
急
激
に
増
え
た
平
成
六
年

度

か
ら
、
夏
期
休
暇
中

の
五
日
間
を
宛

て
て
考
古
学
実
習

の
場
を

つ
く
り
、
各
自

の
希

望
に
応
じ
て
実
習
場
所
を
え
ら
び
、

こ
れ
に
参
加
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け

て

い
る
。

実
習
場
所
は
、
先
に
述

べ
た
よ
う
な
、
私
自
身
あ
る

い
は
大
学
と
し

て
委
託
を
受
け
て

い
る
事
業

の
中
で
の
仕
事

に
参
加
さ
せ
る

こ
と
の
ほ
か
、
東
大
阪
市

や
伊

丹
市

の
よ
う

に
、
私
と
直
接

・
間
接
に

つ
な
が
り

の
あ
る
教
育
委
員
会

に
依
頼
し
て
、
実
習
の
場
と
機
会
を
用
意
し

て
い
た
だ
く

こ
と
を
考
え
た
。
さ
ら

に
学
生
自

身

が
居
住
地
の
教
育
委
員
会
に
直
接
お
ね
が

い
を
し
て
、
関
係

の
施
設
や
機
関

で
行
な
わ
れ
て
い
る
発
掘
調
査
に
参
加
す
る
機
会
を

つ
く
る
こ
と
も
指
導
し
て

い
る
。

各
地

の
教
育
委
員
会
に
奉
職
さ
れ
て

い
る
、
本
学

の
卒
業
生
や
私
自
身

の
縁
故
を
ふ
く
め
た
埋
蔵
文
化
財
担
当
諸
氏

の
ご
協
力
と
、
本
学
学
生

へ
の
懇
切
な
ご
指

導

に
対
し
、
紙
上

で
は
あ
る
が
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

平
成
八
年
度
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で

一
手
に
お
ね
が
い
を
し
て

い
た
伊
丹
市
教
育
委
員
会

に
加
え

て
、
そ
れ
ぞ
れ
卒
業
生
が
嘱
託
あ
る

い
は
臨
時
職
員
と
し
て
奉
職

し

て
い
る
尼
崎
市

・
芦
屋
市

・
三
田
市

の
各
教
育
委
員
会

に
も
、
と
く

に
依
頼
し
て
実
習

の
場
を
用
意
し
て
も
ら

っ
た
。

鋤

平
成
入
年
度
に
お
け

る
考
古
学
実
習

の
実
施
状
況

は
次

の
通
り
で
あ
る
。

ー

考
古
学
実
習
実
施
場
所

一
覧

(平
成
入
年
度
)

実

習

場

所

所

在

地

実

習

内

容

参
加
者
数

枚

岡

神

社

東

大

阪

市出雲井町

平
成
五

年
度
よ
り
藤
井
が

委
嘱
を
受
け
て
実
施
し

て
い

る

作
業
で、

同
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
書籍・典籍・古文書・記録・什器・絵画・工芸などの点検と目録作成を行なっている。本年度は土蔵の清掃を実施した。

=

東
大
阪
市
立

郷
土

博
物
館

東

大

阪

市上四条町

山
畑
古
墳
群
の

見
学、

測
量
の
基
本
実
習、

土
器
の
洗
條、
「

小
さ
な
ま
る
い
鏡」

の
展
示
準
備、鬼虎川遺跡発掘調査現場の見学

五

伊

丹

市、

鴻

池

地

区

伊

丹

市鴻池

鴻
池
村
史
編
さ
ん
に
伴
う
文
化
財
調
査
と
し
て
鴻
池
神
社
・

慈
眼
寺
に
所
在
す
る
石
造
遺
物
・

在銘遺物の実測・拓本を行ない資料力iドを作成する。

一

入

電



文

化

財

調

査

室

伊
丹
市
稲
野短期大学内

伊
丹
市
の

委
託
に
よ
り
実
施
し
て
い

る
「
有
岡
城

跡
・

伊
丹
郷
町
調
査
」

報
告
書
作
成
に
伴
う
資料整理・実測作業に参加。

一

〇

伊

丹

郷

町

遺

跡

伊

丹

市

伊
丹
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
調
査
に
参
加、

有
岡
城
跡
の
見
学、

伊
丹
郷
町
内
の
法
巌
寺
境内ほか、発掘現場の作業に従事させてもらう。

一

二

尼

崎

市

文

化
財

収

蔵

庫

尼

崎

市栗山町

主
と
し
て
土
器
の
洗
條
作
業
に
従
事、

収
蔵
庫
内
で
の
各
種
の
作
業
を
見
学
す
る。

九

芦

屋

市
・

寺
田

遺

跡

他

芦

屋

市三条町

芦
屋
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
調
査
に
参
加、

芦
屋
市
三
条
町、

寺
田
遺
跡、

小
阪
家
住
宅
跡等の現場の作業に従事させてもらう。

六

三
田
歴
史
資
料
収
蔵
セ
ン

タ
i

三

田

市屋敷町

主
と
し
て
遺
物
の
洗
糠
作
業
に
従
事、

三
田
市
内
遺
跡
の
見
学、

収
蔵
庫
の
展
示
作
業
の
手
伝
い
。

三

な
お
、
個

人
別

に
実
習
を
受
入
れ
て
い
た
だ
い
た
機
関
は
次
の
通
り

で
あ

る
。

府
県
名

機

関

名

静

岡

静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所浜松市埋蔵文化財調査事務所

福

井

福
井
県
立
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館福井県埋蔵文化財センター

滋

賀

滋
賀
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

京

都

向
日
市
埋

蔵
文

化
財
セ
ン
タ
i

大

阪

大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー東大阪市文化財協会阪南市教育委員会

考

占
学
教
育
の
二
十
年

(41)
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考
古
学
教
育
の
二
十
年

兵

庫

神
戸
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー太子町教育委員会三原郡埋蔵文化財調査事務所明石市教育委員会

愛

媛

愛
媛
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

高

知

高
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
i

山

口

小
野
田
市
歴
史
民
俗
資
料
館山口県埋蔵文化財センタ

ー

全
国
各
地
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
行
政
の
現
状

か
ら
、
発
掘
調
査

の
件
数
は
増
加
の

一
途
を
た
ど
り
、

こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
都
道
府
県
な
ら
び
に
市
町
村

で

は
考
古
学
専
攻
学
生

の
就
職
が
求

め
ら
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
埋
蔵
文
化
財
関
係
職
員

の
求
人

が
意
外

に
多

い
。

本
学
に
お

い
て
も
希
望
者

は
あ
る
が
、
各
大
学

の
専
攻
学
生
に
互
し
て
採
用
試
験
を
受
け

て
正
式
職
員

と
な
る
こ
と
は
、
女
子
大
学
と

い
う

ハ
ン
デ
ィ
キ

ャ
ッ
プ

も
あ

っ
て
容
易
で
は
な

い
・

働

こ
う
し
た
希
望
者
に
対
す
る
指
導
は
早
い
時
期
か
ら
行
な
う

こ
と
と
、
学
生
自
身

と
し
て
は
、
専
門
知
識
と
技
術

の
習
得

が
必
要
で
あ
り
、
学
生
自
身

の
自
覚

は

も
と
よ
り
強
力
な
指
導

が
要
求
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
考
古
学
実
習

の
果
た
す
役
割

は
多
大

で
あ
り
、
本
学
史
学
科
と
し
て
こ
れ
に
対

処
す
る

こ
と
は
喫
緊

の
課
題

と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

4

考
古
学
演
習

平
成
七
年
度

か
ら
開
講
し
た
科
目
で
、
私
と
し

て
も
模
索

の
段
階

で
あ

る
。
『
風
土
記
』
を
教
材

に
選
び
、
本
文

の
講
読
を
し
な
が
ら
、
風
土
記

に
記
さ
れ
て
い
る

地
域
を
対
象

と
し
、
遺
跡

・
遺
物

・
す
な
わ
ち
考
古
学
的
資
料
を
合
わ
せ
て
、
当
該
地
域

の
古
代
史
を
考
え
る
方
法

を
理
解
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
て

い
る
。
平
成

七
年
度

は

『播
磨
国
風
土
記
』
、
平
成
八
年
度
に
は

『
播
磨
国
風
土
記
』
の
の
こ
り
と

『出
雲
国
風
土
記
』
を
テ
キ

ス
ト
と
し
て
、
学
生

一
人

]
人
に
分
担
さ
せ
て
講

読
と
解
説
を
す
る
と

い
う
方
法

で
進
め
て
い
る
が
、
学
生
達

に
は
好
評
で
、
風
土
記

の
世
界

へ
の
関
心
が
高
ま

っ
て
き

て
い
る
。

φ



三

大
学

に
よ
る
発
掘
調
査

本
学

が
外
部
機
関
か
ら
の
委
託
を
受
け

て
実
施
し
て
い
る
調
査

の
う
ち
、
伊
丹
市

に
所
在
す

る

「
有
岡
城
跡
と
伊
丹
郷
町

の
発
掘
調
査
」
に

つ
い
て
は
、
多
く
の

機
会

に
紹
介
し
、
前
稿
の

「考
古
学
教
育

の
十
年
」

に
遺
跡

の
概
要
と
経
過
を
く
わ
し
く
記
し
た
。
従

っ
て
本
稿
で
は
重
複
を
さ
け

て
省
略
す
る
。

こ
の

一
連

の
調

査

の
中

で
、
昭
和
六
十
二
～
三
年
に
実
施

し
た

「
宮

ノ
前
地
区
市
街
地
再
開
発
に
伴
う
調
査
」

は
、
平
成
五
年
度
か
ら
六
ヵ
年
継
続
事
業
と
し
て
、
改
め
て
伊
丹
市

か
ら

の
委
託
を
受
け

て
、
調
査
資
料

の
整
理
と
報
告
書
作
成

の
作
業
を
逐
年
進
め
て
き
た
。
す

で
に
報
告
書
と
し
て
は
、

『有
岡
城
跡
・伊
丹
郷
町
W
』
を
平
成
七
年

三
月
に
刊
行
し

た
が
、
あ
と
三
年
余
、
平
成
八
年
度

に
V
、
平
成
十
年
度
に
珊

の
二
冊
を
刊
行
し
て
平
成
十

一
年
三
月
を
も

っ
て
よ
う
や
く
完
結
す
る
と

い
う
、
長

期
に
わ
た
る
大
事
業
と
な

っ
た
。

伊
丹
市
か
ら
の
委
託
事
業
と
は
別

に
、
昭
和
六
十
二
年
以
後
、
公
共
機
関
お
よ
び
民
間
団
体
の
依
頼
を
受
け
、
そ
の
委
託
に
よ
り
、
阪
神
間
諸
都
市
に
所
在
す

る

姻

遺
跡
を
対
象
に
、
発
掘
調
査
を
担
当

・
実
施
し
て
き
た
。
主
要
な
も

の
に
つ
い
て

一
覧
表
を
掲
げ

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
う
し
た
状
況

に
対
し
、

こ
れ
を
積
極

ー

的
に
学
内

の
研
究
活
動

の

一
環
と
し

て
組

み
入
れ
、
学
生

の
考
古
学
実
習

の
場
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
史
学
研
究
所

に
文
化
財
調
査
室
を
設
置
す

る
こ
と
と
な
り
、

平
成
元
年
五
月

か
ら
発
足
し
た
。
表

に
掲
げ
た
調
査

の
う
ち
、
平
成
元
年
五
月
以
後
に

つ
い
て
は
文
化
財
調
査
室
と
し

て
担
当
し
た
も

の
で
あ
る
。

外
部
機
関
の
委
託
に
よ
る
発
掘
調
査

(

)
内

は
概
報

・
報
告
書

の
名
称

年

度

事

業

名

調

査

概

要

委
託
者

昭
和
六
二

年
度

共
同
住
宅
建
設
に
伴
う、堺柳之町遺跡の発掘調査

堺

市
柳
之
町
東
一

丁、

堺
環
濠
都
市
遺
跡
内
で
共
同
住
宅
建
設
の

計
画
が
あ
り、

五
五
〇
平
方メートルについて発掘調査を行なった。上下二層にわたる生活面を検出し、中世末から近世に及ぶ大量の土器・陶磁器・瓦片が出土した(『堺・柳之町』)。

高
木
と
し
子
氏高木紀子氏

考
古
学
教
育

の
二
十
年
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考
古
学
教
育
の
二
十
年

昭
和
六
三
年
度

高層

共
同
住
宅
の
建
設
に伴う兵庫津遺跡の発掘調査

神
戸

市
丘ハ
庫
区
御
崎
本
町、

丘ハ

庫
津
遺
跡
内
で

高層

共
同
住
宅
建
設
の

計
画
が
あ
り、

敷
地
一五〇〇平方メートルについて発掘調査を行なった。近代・近世を合わせて三層の生活面、"須佐の入江"と考えられる汀線の一部を検出し、大量の土器・陶磁器が出土した(『兵庫津』)。

長

谷

工コーポレーション

昭
和
六
三
年
度

圃
場
整
備
に
伴
う
遺
跡
の存在確認調査

兵

庫
県
氷
上
郡
氷
上
町
で

実
施
さ
れ
る
圃
場
整
備
事
業
に
伴
い、

同
町
鴨
内
お
よ
び
稲
畑
二
地区における遺跡の存在確認調査について兵庫県教育委員会を通じて依頼があった。調査団を編成して調査を行なったが、鴨内地区では縄文土器、稲畑地区では弥生時代中期の遺構・遺物を検出した(『鴨内・稲畑』)。

兵

庫
県

氷

上郡・氷上町教育委員会

平
成

元
年
度

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
タ
i建設にともなう郡家遺跡の発掘調査

日

本
基
督
教
団
兵

庫
地
区
で
は、

神
戸
市
東
灘
区
御
影

中
町
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン

タ
ー
を
建設する計画が進めちれているが、敷地が郡家遺跡の範囲内であり、発掘調査を実施、古墳時代の畑作遺構・住居跡、弥生時代の方形周溝墓等を検出した(『郡家遺跡』)。

日
本
基
督
教
団兵庫教区

平
成

二
年
度

共
同
住
宅
建
設
に
伴
う
打出小槌遺跡の発掘調査

芦
屋

市
打
出
小
槌
町
に
お
け
る
共
同
住
宅
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
で、

近
代
・

近
世
・

中
世
にわたる五層の遺構面を検出し、黎による牛耕の痕跡をのこす水田を確認した。

木
村
伊
太
郎
氏

平
成

三
年
度

共
同
住
宅
建
設
に
伴
う
下山手通遺跡の発掘調査

神
戸
市
中
央
区
下
山
手
通
七
丁
目
に
お
け
る
共
同
住
宅
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
で、

古
墳
時
代
の土器を伴う遺構、明治時代の土拡・水路、昭和時代の作業遺跡を検出、記録を作成した。

栄
泉
不

動
産株式会社

こ
の
表

に
掲
げ
た
調
査

の
う

ち
、
堺

・
柳
之
町
遺
跡
、
兵
庫
津
遺
跡
、
郡
家
遺
跡

の
出
土
遺
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
量
に
上
る
が
、
調
査

の
委
託
を
受
け
た
個
人

・

会
社

・
機
関
か
ら
大
学

の
教
材
と
し
て
活
用
す

る
よ
・7
寄
贈
し
て

い
た
だ

い
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
先

に
実
施
し
た
大
坂
城
三

の
丸
跡

の
出
土
遺
物
等
と
共
に
、
現
在

は
短
大
キ
ャ
ン
パ
ス
D
棟

の
文
化
財
調
査
室
に
保
管
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
中

か
ら
教
材
と
な
る
遺
物
を
選
択
し
、

い
ず

れ
は
P
E
棟
に
開
設
す

る
資
料
室

に
展

示
す

る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

(44)
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四

卒
業
生

の
動
向

大
学
に
在
学
中
、
考
古
学
に
関
心
を
持

ち
、
発
掘
調
査

や
遺
物
整
理
作
業

に
従
事
し
た
経
験
を
生

か
し
て
、
卒
業
後
も
文
化
財
関
係

の
仕
事
に
就
職
し

て
い
る
者

も
相
当
数
に
上

る
。
各
機
関

の
正
式
職
員

と
な
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
が
、
調
査
員

・
嘱
託
と

い
っ
た
形
で
採
用
さ
れ
、
業
務
の

一
翼
を
担

っ
て
活
躍
し

て
い
る
こ

と
は
心
強

い
限
り
で
あ
る
。
私
の
知

っ
て

い
る
範
囲
内
で

一
覧
表
を
作
成

し
て
み
た
が
、
遺
漏

が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。

こ
う
し
た
卒
業
生

が
毎
年
巣
立

っ
て
行
く

こ
と
は
、
大
学

に
と

っ
て
は
大
き
な
実
績

の

一
つ
で
あ
り
、
在
校
生

に
と

っ
て
は
大
き
な
励
ま
し
で
あ

る
が
、
昨
年
度

・
今
年
度

に
は
考
古
学
実
習

に
当

た
っ
て
協

力
し
て
も
ら

っ
た
。

期

卒
業
年
次

氏

名

勤

務

先

備

考

9

昭
和
五
三
年

田

根

裕
美
子

松
江
市
教
育
委
員
会

11

〃

五
五

年

藤

本

史

子

黒
川
古
文
化
研
究
所

嘱
託

13

〃

五
七
年

津

田

美
智
子

(
財)
東
大
阪
市
文
化
財
協
会

15

〃

五
九

年

井

西

貴

子

大
阪
府
教
育
委
員
会

技
師

15

〃

細

川

佳

子

伊
丹
市
教
育
委
員
会

嘱
託

17

〃

六
一

年

西

川

真

美

愛
媛
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン

タ
ー

18

〃

六
二

年

山

上

真

子

尼
崎
市
教
育
委
員
会

嘱
託

21

平
成

二
年

赤

松

和

佳

大
手
前
女
子
大
学、

文
化
財
調
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入 七 六 五
年 年 年 年

田 高 佐 井 中 渡 小 川 石 藤 山 谷 木

中 木 藤 上 島 邉 出 上 神 井 崎 本 南

万 愛 由 知 晴 匡 啓 由 文 晴 良 ア
紀 ツ

子 子 美 香 薫 香 子 子 貴 子 世 子 子

蕪 李砦崖 李龍 鑓 墓
阪 市 前 川 県 前 市 東 市 野 市
市 教 女 町 三 〃 〃 女 教 大 教 市 教
立 育 子 教 原 子 育 阪 育 教 育
郷 委 大 育 郡 大 委 市 委 育 委
土 貝 学 委 教 学 員 文 員 委 員
博 会

'員 育'会 化 会 員 会

物 文 会 委 文 財 会
館 化 員 化 協

〃 〃

財 会 財 会
調 調
査 査
室 室

学 調 調 臨 嘱
芸 査 〃 〃 査 時 託
員 員 員 技

術
秋 宮 秋 員 切
山 川 山 畑
ゼ ゼ ゼ ゼ'

ミ ミ ミ ミ

こ
れ
ら

の
人
材
の
ほ
か
、
各

地
で
活
躍
し
て

い
る
文
化
財
関
係
者
と
結
婚
し
、
家
庭

に
あ

っ
て
研
究
活
動
を
支
え

て
い
る
者

の
い
る

こ
と
も
知

っ
て
い
る
。

更
な
る
活
躍
を
祈
り
た

い
。

な
お
末
尾

に
本
学
を
卒
業
後
、
大
学
院
に
進
学
し
て
所
定

の
課
程
を
修
了
、
あ
る

い
は
在
学
中

の
藤
井
ゼ
ミ
出
身
者
名
を
掲
げ
て
お
き
た

い
。
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六 五
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卒
業
年
次

河 長 山 藤
向 氏
井 田 川 本

瑞 芳 公 史
美 名

紀 子 子 子

大 神 立 大
手 戸 正 阪 大
前 女 大 市
女 子 学 立 学
子 大 大
大 学 学 名
学


