
部．■こい髭沖的紅し風凋舶

○
平
成
十
年
四
月
か
ら
十
一
月
ま

で
に
実
施
さ
れ
た
発
振
調
査
は
次

の
と
お
り
で
す
。

○
現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
と
ま
っ
た

遣
物
の
発
見
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

各
地
区
の
堆
積
の
状
況
は
確
認
さ

れ
つ
つ
あ
り
亭
す
。
こ
れ
ら
の
調

査
の
成
果
の
積
み
重
ね
が
将
来
的

に
大
き
な
発
見
に
つ
な
が
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

蕾
せ

平
成
十
年
八
月
四
日
に
千
里
丘

六
丁
目
に
お
い
て
試
掘
調
査
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
六
層
に
お
よ
ぶ

堆
積
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
堆
積
よ
り
土
坑
・
坑
跡
・
落

ち
込
み
状
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
時
代
を
特
定
で
き
る
よ
う
な

遺
物
の
発
見
は
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
周
辺
地
域
で
古
代
に
大
規
模

な
土
木
工
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た

可
能
性
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

†千里丘6丁目・言式掘風景

大
阪
府
内
で
開
催
さ
れ
る
展
示
・

講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の

情
報
を
い
ち
は
や
く
、
お
知
ら
せ

大
陸
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し

発
振
速
報
展
　
－
大
阪
1

回
日
掛
巴
　
十
二
月
二
十
日
ま
で

囲
大
偲
市
立
博
物
館

℡
　
〇
六
－
九
四
一
－
四
〇
六
四

期
間
中
は
講
演
会
・
調
査
成
果
報

告
会
・
展
示
解
説
な
ど
も
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。

甘
州
姻
闇
凹
発
掘
さ
れ
た
日
本
．
・

列
島
　
新
発
見
考
古
速
報
展
．

ド
キ
ド
圭
彗
く
り

み

ん

な

の

作

品

展

［
旭
日
矧
］
　
十
二
月
十
八
日
ま
で

［
園
　
摂
津
市
役
所
本
館

℡
　
〇
六
－
三
八
三
－
一
二
一

〇
七
二
六
－
三
八
1
0
〇
〇
七

※
平
成
十
年
七
月
に
別
府
公
民
館

で
開
催
さ
れ
た
体
験
学
習
講
座
に

に
よ
る
受
講
生
の
作
品
展
示
で
す
。



2顔丑碗沖的虹　し象諷舶

】
嗣
m
】
I

淀
川
は
長
年
の
間
、
人
と
物
と

文
化
を
運
ぶ
大
動
脈
で
し
た
。
ま

た
、
農
業
用
水
な
ど
生
産
や
暮
ら

し
に
必
要
な
恵
み
を
も
た
ら
し
ま

し
た
。
一
方
、
洪
水
と
い
う
災
害

を
も
た
ら
す
な
ど
、
人
々
に
関
係

の
深
い
存
在
で
し
た
。

第　8　号

お
話
～
鳥
飼
下

「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
淀
川
を
泳
い

で
渡
り
童
し
た
。
今
よ
月
も
ず

っ
と
川
幅
が
広
く
、
半
分
く
ら

い
は
浅
瀬
や
砂
の
烏
で
、
泳
い

だ
り
歩
い
え
■
鞍
心
で
渡
り
ま
す

隠
れ
の
車
つ
．
い
▲
と
こ
ろ
も
あ
っ

て
、
川
の
磋
子
を
知
ら
な
い
子

は
、
こ
こ
で
足
を
取
ら
れ
て
死

ん
だ
り
す
る
の
で
す
。
」

「
淀
川
の
水
を
使
っ
て
作
や
酒
屋

を
し
て
い
た
人
が
、
近
く
に
お

ら
れ
ま
し
た
。
東
北
地
方
か
ち

冬
の
寒
い
夜
中
に
舟
に
乗
っ
て
▼

向
こ
う
岸
に
近
い
き
れ
い
な
水

を
改
ん
で
き
て
、
お
酒
に
使
う

の
で
す
。
桂
川
が
流
れ
こ
む
向

こ
う
岸
近
く
の
水
が
、
こ
ち
ら

側
の
水
よ
り
き
れ
い
だ
？
た
の

で
す
。
」

最
新
の
外
輪
蒸
気
船
が
輸
入
さ
れ

明
治
、
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
淀

川
を
上
下
し
て
い
ま
し
た
。

当
初
は
豪
華
客
船
だ
っ
た
こ
の

船
は
、
鉄
道
の
発
達
と
共
に
役
目

が
変
わ
っ
て
い
き
、
肥
や
荷
物
を

積
ん
だ
小
舟
を
多
く
つ
な
い
で
河

を
さ
か
の
ぼ
る
仕
事
を
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
運
航
し
て

い
ま
し
た
。

以
降
に
な
っ
て
か
ら
は
、
洪
水
の

度
ご
と
に
、
大
規
模
な
か
さ
上
げ

が
く
り
返
さ
れ
ま
し
た
。

淀
川
堤
防
は
、
昔
は
主
要
な
道

路
で
も
あ
り
、
洪
水
の
と
き
の
避

難
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

明
治
の
初
年
に
、
当
時
の
世
界

働
き
に
き
．
て
い
た
大
勢
の
人

「
大
き
な
蒸
気
船
が
通
れ
る
よ
う

に
∵
威
儀
の
川
底
を
い
つ
も
掘

り
下
げ
て
お
く
仕
事
を
し
て
い

．
た
蒸
気
ト
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
た

が
∵
ワ
ち
の
村
に
住
ん
で
い

お
鼓
～
鳥
飼
中

「
蒸
気
船
が
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
て

な
ぐ
な
っ
た
と
き
、
舟
に

て
見
に
行
き
ま
し
た
。
風

呂
ま
で
付
い
て
い
る
立
派
さ
に

好
き
ま
し
た
。
」

お
話
～
烏
飼
上

「
堤
防
の
か
さ
上
げ
は
∵
島
の
土

■
そ
使
い
慮
し
た
。
イ
ヰ
ス
カ
と

い
す
掛
棟
で
偏
っ
て
、
土
汽
車

二
で
■
諾
ぶ
＝
鱒
で
す
。
」

礎
防
は
洪
水
を
防
ぐ
大
事
な
役

目
を
し
て
い
ま
し
た
。
特
に
明
治

担
当
　
（
源
）



第　8　号

◎
中
世
の
味
舌

悪
党
に
つ
い
て

湖．・汗：凝循恥に　′風光朋

悪
党
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
時
代

末
期
に
、
幕
府
や
荘
園
領
主
な
ど

権
力
に
反
抗
し
、
既
存
の
社
会
秩

序
を
破
壊
す
る
徒
党
を
指
し
た
も

の
で
す
が
、
そ
の
発
生
の
理
由
は

複
雑
で
あ
り
、
そ
の
形
態
も
多
様

で
し
た
。
す
で
に
、
朝
廷
に
よ
る

公
家
的
秩
序
も
衰
え
、
幕
府
に
よ

る
武
家
的
秩
序
も
し
だ
い
に
ゆ
る

み
、
一
方
で
は
、
商
品
経
済
の
進

展
、
貨
幣
の
流
通
に
つ
れ
、
荘
園

経
済
の
性
格
が
変
化
し
、
荘
園
村

落
の
古
い
秩
序
は
ゆ
り
う
ご
か
さ

れ
ま
し
た
。

村
落
内
細
で
は
、
流
通
経
済
と

結
び
っ
い
て
、
既
存
の
秩
序
や
権

力
に
反
抗
す
る
農
民
が
成
長
し
ま

し
た
。
か
れ
ら
が
徒
党
を
組
ん
で

既
存
の
秩
序
や
統
制
を
暴
力
的
に

か
き
乱
す
と
き
、
悪
党
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。

中
に
は
、
体
制
か
ら
は
み
出
し

て
、
た
ん
な
る
海
賊
・
山
賊
と
な

る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
年
貢
を
押

妨
す
る
な
ど
荘
園
領
主
の
支
配
に

敵
対
し
、
政
治
権
力
に
対
抗
す
る

の
も
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

幕
府
は
も
ち
ろ
ん
悪
党
追
捕
に

つ
と
め
ま
し
た
が
、
一
向
に
実
効

は
あ
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
か

に
は
、
守
護
・
地
頭
・
御
家
人
で

悪
党
と
結
托
す
る
も
の
や
自
ら
悪

党
化
す
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
幕
府
の
存
立
を
内
側
か

ら
危
う
く
し
て
い
き
ま
し
た
。

悪
党
の
興
隆
は
鎌
倉
幕
府
に
よ

る
政
治
の
矛
盾
の
現
わ
れ
で
あ
り
、

幕
府
に
対
す
る
不
満
の
表
現
で
し

た
。
こ
こ
に
、
社
会
の
各
層
の
不

満
を
集
中
的
に
組
線
し
、
一
気
に

倒
幕
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

後
醍
醐
天
皇
で
し
た
。
そ
し
て
、

御
醍
醐
天
皇
の
も
と
に
結
集
し
た

武
士
団
は
、
随
行
に
長
け
た
も
の
、

水
行
に
熟
し
た
も
の
も
、
大
な
り

小
な
り
、
悪
党
的
な
性
格
を
そ
な

え
て
い
ま
し
た
。

楠
木
正
成
の
ひ
き
い
た
軍
団
は

そ
の
代
表
的
な
も
の
で
し
た
。
悪

党
の
新
奇
な
戦
略
・
戦
術
・
陣
型

の
展
開
は
旧
来
の
伝
統
的
な
「
戦

闘
」
を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
又
、

悪
党
は
庶
民
の
生
活
に
も
脅
威
を

与
え
て
い
ま
し
た
。

味
舌
に
関
わ
る
葦
に
つ
い
て

摂
津
国
は
経
済
的
に
先
進
地
域
で

あ
っ
た
だ
け
に
流
通
経
済
に
か
ち
ん

だ
悪
党
の
多
い
の
が
特
色
で
し
た
。

文
永
二
年
二
二
六
五
年
）
　
に
原

因
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
垂
水
西

牧
長
興
寺
（
豊
中
市
）
で
、
摂
津
国

の
住
人
茂
忠
法
師
と
い
う
も
の
が
、

春
日
社
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
神
人
（
下

級
神
官
）
に
刃
傷
す
る
事
件
が
起
こ

り
ま
し
た
。

茂
忠
法
師
は
い
ず
れ
か
へ
姿
を
消

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
翌
三
年
に
は

朝
廷
か
ら
同
人
を
逮
捕
す
べ
き
官
宜

旨
も
出
ま
し
た
が
、
い
っ
こ
う
に
つ

か
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
茂
忠
法
師

に
同
意
の
輩
が
興
福
寺
簡
味
舌
症
に

い
る
の
で
、
か
く
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
、
春
日
者
の
神
人
た
ち

は
思
い
報
復
の
た
め
に
そ
の
者
た
ち

の
家
を
焼
き
払
う
と
い
う
強
行
手
段

を
と
り
ま
し
た
。

月
神
社
の
社
韓
に
た
う

異
形
の
輩
：

（
春
巳
権
現
故
記
絵
）

沃
摂
津
市
史
、
週
刊
朝
日
百
科

「
日
本
の
歴
史
」
よ
り

担
当
　
（
着
荷
）



4恥に　′風　粗服沖戯解

コ
■
コ
不
定
期
連
載
コ
■
］

摂
津
市
域
の
遺
跡
◎

キ
ー
ワ
ー
ド
③
「
多
い
」
　
の
つ
づ
き

第　8　号

栂
　
土
　
偶

縄
文
文
化
の
謎
の
ひ
と
つ
に
土

偶
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
土
偶
と
は

人
物
、
動
物
を
か
た
ど
っ
た
土
製

品
の
こ
と
で
す
。
そ
の
形
は
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
特
異
な
衣
服

を
着
た
も
の
や
、
屋
虫
の
よ
う
な

巨
大
な
目
を
も
つ
も
の
や
、
板
状

の
も
の
や
、
ハ
ー
ト
型
な
ど
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
偶
の
多
く

は
女
性
、
と
く
に
妊
婦
を
形
ど
っ

た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
造
形
か

ら
豊
鏡
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
信
仰

の
対
象
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
は
、
板
状

土
偶
を
中
心
に
大
量
に
出
土
し
ま

し
た
。
総
点
数
は
七
百
点
に
の
ぼ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

土
偶
は
バ
ラ
バ
ラ
に
壊
さ
れ
た
状

祝
で
み
つ
か
る
の
が
通
常
で
す
。

三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ

た
全
長
三
十
二
印
の
大
型
板
状
土

偶
も
頭
部
は
、
盛
土
遺
構
か
ら
胴

部
は
、
住
居
跡
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
み

つ
か
り
ま
し
た
。
九
十
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
位
置
か
ら
出
土
し
た
二
点

は
ぴ
っ
た
り
と
接
合
す
る
そ
う
で

す
。
意
図
的
に
破
壊
し
別
々
の
場

所
に
埋
め
る
こ
と
に
特
別
な
意
味

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
は
、
壊
さ

れ
た
土
偶
以
外
に
も
完
形
晶
が
多

い
と
い
う
特
徴
も
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
上
偶
の
生
産
拠
点
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

前
回
は
明
和
池
遺
跡
骨
紹
介
し
ま

し
た
∵
今
由
は
淀
川
河
床
遺
跡
に

明
も
ま
す
．

【
所
在
】
摂
津
市
鳥
飼
上

【
種
類
】
散
布
地

【
立
地
】
河
川
敷

（
大
阪
府
文
化
財
地
名
表
よ
り
）

◎
昭
和
四
十
九
年
の
淀
川
改
修
工

事
に
際
し
て
下
蘭
の
鳥
飼
西
地
区

の
河
床
よ
り
多
量
の
遺
物
が
採
集

さ
れ
ま
し
た
。

国内最大級の板状土偶

和同開称

軒丸瓦　　　　開元通宝

◎
今
回
紹
介
し
た
遺
物
は
採
集
さ

れ
た
な
か
の
ご
く
一
部
で
す
。
そ

の
他
、
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
時
代

の
土
器
か
ら
く
ら
わ
ん
か
茶
椀
ま

で
各
時
代
の
資
料
が
採
集
さ
れ
ま

し
た
。現

在
周
辺
地
城
で
も
調
査
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ

充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
の

周
辺
地
域
の
調
査
の
成
果
に
期
待

が
も
た
れ
ま
す
。

【
く
】
　
黒
塚
古
墳

○
奈
良
県
天
理
市
柳
本
町
の
大
和

古
墳
群
の
な
か
に
所
在
し
ま
す
。

○
平
成
十
年
一
月
に
三
角
縁
神
獣

鏡
が
多
量
に
発
見
さ
れ
た
と
報
道

さ
れ
一

国
に
名

ま
し
た

的
に
確

た
銅
鏡

四
枚
、

角
縁
神

三
十
三

躍
、
全

を
馳
せ

○
最
終

認
さ
れ

は
三
十

う
ち
三

獣
鏡
は

故
で
し

た
。
出
土
状
況
が
わ
か
る
世
紀
の

大
発
見
で
し
た
。
○
摂
津
市
で
生

ま
れ
た
織
田
尚
長
は
、
柳
本
藩
の

港
祖
で
し
た
。

担
当
　
へ
伊
部
）


