
文化財センター季刊情報誌【かざぐるま】

2021 冬号97
公益財団法人　和歌山県文化財センター

田
屋
遺
跡
の
発
掘
調
査

〜
場
を
変
え
長
く
続
い
た
集
落
〜

特 

集

調査地を北からのぞむ



田
屋
遺
跡
と
そ
の
環
境

田た

屋や

遺い

跡せ
き

は
、
紀
の
川
北
岸
の
和
歌
山
市

直の
う

川が
わ

・
田
屋
・
小あ

豆ず

島し
ま

の
広
範
囲
に
展
開
す

る
弥
生
時
代
～
中
世
の
集
落
遺
跡
で
、
古
墳

時
代
に
最
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
。

田
屋
遺
跡
の
あ
る
紀
の
川
下
流
域
は
、
縄

文
時
代
～
近
世
の
遺
跡
が
多
く
分
布
し
ま

す
。
弥
生
時
代
前
期
で
は
、
紀
の
川
南
岸
に

遺
跡
が
多
く
分
布
し
て
い
ま
し
た
が
、
弥
生

時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
紀
の
川
北
岸
に

も
集
落
が
広
が
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
田

屋
遺
跡
も
そ
う
し
た
集
落
の
一
つ
で
す
。
ま

た
、
北
岸
に
は
紀き

伊い

国こ
く

府ふ

が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
府
中
遺
跡
が
位
置
す
る
ほ
か
、
南な
ん

海か
い

道ど
う

が

通
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
な
ど
、
古
代
に

お
け
る
紀
伊
国
の
主
要
施し

設せ
つ

が
集
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

過
去
の
調
査

田
屋
遺
跡
は
度
々
調
査
が
行
わ
れ
て
お

り
（
図
１
）、
遺
跡
内
で
多
く
の
弥
生
時
代

特
集
田
屋
遺
跡
の
発
掘
調
査 

〜
場
を
変
え
長
く
続
い
た
集
落
〜

～
古
墳
時
代
の
集
落
遺い

構こ
う

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
一
般
国
道
24
号
（
和
歌
山
バ
イ
パ
ス
）
建

設
に
伴
う
調
査
で
は
１
３
，
０
０
０
㎡
以
上
に
わ
た

る
調
査
区
か
ら
、
40
棟
以
上
の
竪た
て

穴あ
な

建た
て

物も
の

跡あ
と

な
ど
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。

今
回
の
調
査

今
回
の
発は
っ

掘く
つ

調ち
ょ
う

査さ

は
、
紀き

伊い

停て
い

車し
ゃ

場じ
ょ
う

田た

井い

ノの

瀬せ

線せ
ん

道
路
改
良
事
業
（
粉こ

河か
わ

加か

太だ

線せ
ん

と
和
歌
山
バ
イ
パ
ス

を
つ
な
ぐ
南
北
の
道
路
を
作
る
工
事
）
に
先
立
っ
て

行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
調
査
は
平
成
27
年
か
ら
令
和

元
年
ま
で
、４
次
に
わ
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。『
風
車
』

で
は
80
号
で
第
２
次
調
査
、
88
号
で
第
３
次
調
査
と

第
４
次
調
査
を
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た
、
出
土
遺
物
の
整
理
を
令
和
元
年
と
２
年
に

行
い
、
調
査
成
果
を
ま
と
め
た
発
掘
調
査
報
告
書

（『
田
屋
遺
跡
～
紀
伊
停
車
場
田
井
ノ
瀬
線
道
路
改
良

事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
～
』）
を
令
和
２
年
に
刊
行

し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
今
号
で
は
、
こ
う
し
て
調
査
全
体
を

通
し
て
分
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

今
回
の
調
査
で
は
、
図
２
に
示
す
よ
う
に
竪
穴
建

物
跡
や
溝み
ぞ

な
ど
が
多
く
見
つ
か
り
ま
し
た
。
図
は
紙

面
の
都
合
上
分
割
し
て
い
ま
す
が
、
調
査
区
は
図
１

の
よ
う
に
南
北
に
長
く
、
南
側
と
北
側
で
遺
構
の
分

布
が
異
な
る
こ
と
が
特と
く

徴ち
ょ
うで

す
。
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古
墳
時
代
の
竪
穴
建
物
跡

調
査
区
の
南
部
（
図
２
左
・
２
区
）
で
は
、
竪
穴

建
物
跡
が
多
く
見
つ
か
り
ま
し
た
。
見
つ
か
っ
た
竪

穴
建
物
跡
は
、
す
べ
て
床
の
平
面
が
方ほ
う

形け
い

で
あ
り
、

そ
の
多
く
が
４
本
柱
で
し
た
。
ま
た
、
見
つ
か
っ
た

竪
穴
建
物
跡
に
は
造つ
く

り
付つ

け
カ
マ
ド
を
も
つ
も
の
が

複
数
あ
り
ま

し
た
が
、
そ

の
多
く
が
東

壁
に
カ
マ
ド

を
備
え
て
い

ま
し
た
。
ま

た
、
炭た
ん

化か

材ざ
い

を
伴
っ
た

２
７
７
竪
穴

建
物
跡
（
写

真
２
）
が
１

棟
見
つ
か
り

ま
し
た
。
こ

の
炭
化
材
は

建
物
の
柱
や

屋
根
の
可
能

性
が
あ
り
、

当
時
の
建
物

の
上
部
構
造

を
考
え
る
手

が
か
り
と
な

り
ま
す
。

今
回
の
調
査
で
は
、
複
数
の
建
物
跡
が
重
な
っ
て

い
ま
し
た
。
中
に
は
、
４
棟
も
の
建
物
跡
が
重
な
っ

て
検
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
（
写
真
１
）。
建

物
跡
が
重
な
っ
て
検
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
じ
場
所

に
建
て
替
え
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
竪
穴
建
物
の
耐た
い

用よ
う

年
数
は
お
よ
そ
20
～

50
年
ほ
ど
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
前
の
建
物
が
な
く

な
り
新
た
な
建
物
が
建
て
ら
れ
る
ま
で
別
の
場
所
に

移
動
を
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
時
期
の
大
き
く
異
な

る
遺
物
が
発
見
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
見
つ
か
っ
た
建

物
跡
群
の
場
合
は
、
出
し
ゅ
つ

土ど

遺い

物ぶ
つ

に
時
期
差
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
す
ぐ
に
建
て
替
え
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

自
然
流
路
と
微
高
地

調
査
区
南
部
の
竪
穴
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
た
場
所

の
北
側
に
は
、
大
き
な
自し

然ぜ
ん

流り
ゅ
う

路ろ

が
流
れ
て
い
ま
し

た
（
図
２
の
青
部
分
）。
こ
の
流
路
を
境
に
遺
構
の

時
代
や
種
類
が
大
き
く
変
わ
り
、
北
側
で
は
奈
良
時

代
以
降
の
溝
が
複
数
発
見
さ
れ
る
も
の
の
、
南
側
の

よ
う
に
古
墳
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
は
見
つ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

自
然
流
路
の
す
ぐ
北
側
は
微び

高こ
う

地ち

に
な
っ
て
お

り
、
微
高
地
上
に
掘ほ
っ

立た
て

柱ば
し
ら

建た
て

物も
の

跡あ
と

が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
微
高
地
の
周ま
わ

り
で
は
地
形
に
沿
っ
た
溝

が
複
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

自
然
流
路
を
境
に
遺
構
の
種
類
や
時
代
が
変
わ
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
の
自
然
流
路
を
境
に
全
く
異
な

る
集
落
が
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

古
代
の
溝
群

調
査
地
の
北
半
部
で
は
多
く
の
古
代
の
溝
が
重
複

し
な
が
ら
見
つ
か
り
ま
し
た
。
確
認
さ
れ
た
溝
の
ほ

と
ん
ど
が
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
延
び
て
い
る
の
に

対
し
、
遺
物
を
多
く
含
む
33
溝
と
67
溝
は
東
か
ら
西

に
溝
が
延
び
て
い
ま
し
た
（
図
２
右
下
・
３
区
）。

33
溝
は
、
幅
約
３
．５
ｍ
、
深
さ
約
１
．５
ｍ
と
、

今
回
の
調
査
に
お
い
て
特
に
規き

模ぼ

の
大
き
い
遺
構
で

す
。
こ
の
溝
か
ら
は
、平
ら
な
つ
ま
み
を
持
つ
蓋
や
、

平
底
に
高こ
う

台だ
い

の
つ
い
た
杯
な
ど
の
奈
良
時
代
の
須す

恵え

器き

・
土は

師じ

器き

が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。
出
土
し
た
遺

物
に
は
、
移い

動ど
う

式し
き

カ
マ
ド
の
破
片
な
ど
、
こ
の
遺
構

で
し
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
33

溝
の
す
ぐ
南
側
で
は
掘
立
柱
建
物
跡
が
２
棟
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。
建
物
跡
か
ら
は
時
期
の
わ
か
る
遺
物

は
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
建
物
の
軸じ
く

が
33
溝
と
ほ

ぼ
平
行
す
る
東
西
方
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
溝
と
何

ら
か
の
関
係
が
あ
る
施
設
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

周
辺
の
溝
と
の
重
複
関
係
か
ら
、
67
溝
は
検
出
し

た
溝
群
の
中
で
も
時
期
の
新
し
い
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
67
溝
か
ら
も
平
底
に
高
台
の
つ
い
た

須
恵
器
杯
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
33
溝
と
近
い

時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

①

②

③277竪穴建物跡

写真１  竪穴建物跡群（上空から・上が北西）
新しい順に①〜③を付している。

写真２　277 竪穴建物跡（西から）
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古
代
の
土
器
埋
納
土
坑

調
査
区
の
北
端

部
か
ら
は
、
多
く

の
須
恵
器
・
土
師

器
が
埋
納
さ
れ
た

土
坑
が
見
つ
か
り

ま
し
た
（
図
２
右

上
、
写
真
３
）。
土

坑
か
ら
は
鉄
鉢
を

模
し
た
須
恵
器
や
、
暗あ
ん

文も
ん

を
施
し
た
土
師
器
の
蓋
や

皿
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遺
物
か
ら
、
こ
の

土
坑
は
奈
良
時
代
～
平
安
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

出
土
遺
物
に
つ
い
て

今
回
の
調
査
で
は
、
多
く
の
須
恵
器
・
土
師
器
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
器き

種し
ゅ

や
文
様
な
ど
が

異
な
り
、

こ
れ
ら
の

違
い
が
遺

物
や
遺
物

の
出
た
遺

構
の
時
代

を
決
め
る

手
が
か
り

と
な
り
ま

す
。写

真
４
に
挙
げ
て

い
る
土
器
は
、
古
墳

時
代
の
竪
穴
建
物

跡
（
上
）
と
奈
良
時

代
の
67
溝
（
下
）
か

ら
出
土
し
た
も
の
で

す
。
２
つ
と
も
須
恵

器
の
杯つ
き

（
現
在
の
椀わ
ん

に
相
当
す
る
器
）
で
す
が
、
見
た
目
か
ら
特
徴
が
大

幅
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
竪
穴
建
物
跡
か
ら
出
土
し

た
杯
は
、
中
央
に
段
状
の
受
部
（
蓋ふ
た

を
重
ね
る
た
め

の
部
位
）を
有
し
ま
す（
写
真
の
〇
で
囲
ん
だ
部
分
）。

一
方
、
67
溝
か
ら
出
土
し
た
杯
は
、
平
ら
な
底
に

高
台
（
器
の
底
に
つ
け
る
輪
状
の
部
位
）
が
つ
い
て

い
る
ほ
か
、
受
部
が
無
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。

ま
た
、
写
真
５
は
土ど

器き

埋ま
い

納の
う

土ど

坑こ
う

か
ら
出
土
し
た

杯
の
内
側
で
す
が
、
写
真
の
〇
で
囲
ん
だ
部
分
に
放

射
状
の
模
様
が
薄
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
暗
文
と

い
い
、
古
代
以
降
で
見
ら
れ
る
文
様
で
す
。

集
落
の
変
遷
に
つ
い
て

今
回
の
調
査
で
は
、
調
査
区
の
南
半
部
で
東
西
に

延
び
る
大
型
の
自
然
流
路
（
図
２
の
青
色
部
分
）
を

検
出
し
ま
し
た
が
、
こ
の
自
然
流
路
を
境
に
分
布
す

る
遺
構
の
種
類
や
時
代
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
自
然
流
路
よ
り
南
で
は
、
北
東
―
南

西
方
向
を
軸
に
し
た
主
に
古
墳
時
代
の
竪
穴
建
物
群

が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
自
然
流
路
よ
り

北
か
ら
は
竪
穴
建
物
跡
が
な
く
、
多
く
の
溝
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
溝
に
は
、
自
然
流
路
よ
り

南
側
に
は
な
か
っ
た
古
代
の
溝
も
含
ま
れ
、
そ
の
う

ち
特
に
新
し
い
溝
（
33
溝
・
67
溝
）
や
掘
立
柱
建
物

は
東
西
方
向
を
軸
に
し
て
い
ま
し
た
。

同
じ
よ
う
な
例
は
、
田
屋
遺
跡
内
で
も
過
去
の
調

査
で
度
々
見
ら
れ
ま
す
。

田
屋
遺
跡
は
、
小
さ
な
集
落
が
年
月
を
か
け
て
移

動
を
繰
り
返
し
た
こ
と
で
、
複
数
の
集
落
跡
が
同
時

に
発
見
さ
れ
た
た
め
、
結
果
的
に
大
き
な
集
落
跡
の

よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
、
大
き
な
一
つ
の
集
落
で
は

な
い
こ
と
が
過
去
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て

お
り
、
今
回
の
調
査
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
区
は
田
屋
遺
跡
で
も
調
査
が
少
な
か

っ
た
北
東
部
に
あ
た
り
、
こ
の
付
近
の
様
子
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
す
。ま
た
、

今
回
見
つ
か
っ
た
遺
構
・
遺
物
の
一
部
は
田
屋
遺
跡

で
も
比
較
的
新
し
い
古
代
以
降
の
集
落
の
も
の
で
あ

り
、
こ
の
遺
跡
に
お
け
る
集
落
の
移
り
変
わ
り
を
考

え
る
大
き
な
手
掛
か
り
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。

	

（
森
田
真
由
香
）

写真４　出土した須恵器杯
写真３　古代の土器収納土杭

（西から）

写真５　暗文を伴う土器
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史
跡
旧
名
手
宿
本
陣
整
備
事
業

名
手
役
所
主
屋
及
び
離
れ
・
蔵
復
旧
整
備

概
要国

指
定
史
跡
旧
名
手
宿
本
陣
は
名
手
市
場
の
旧

大
和
街
道
沿
い
に
位
置
し
ま
す
。
敷
地
は
南
側
に

重
要
文
化
財
指
定
さ
れ
て
い
る
旧
名
手
本
陣
妹
背

家
住
宅
主
屋
、
米
蔵
、
南
倉
が
建
ち
、
北
側
は
現

在
、
復
旧
整
備
を
進
め
て
い
る
名
手
役
所
の
主
屋

と
離
れ
・
蔵
が
並
ぶ
屋
敷
構
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。

名
手
役
所
の
建
物
は
、
借
家
か
ら
無
住
と
な
っ

て
か
ら
傷
み
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
平
成
九
年
に

那
賀
町
（
現
：
紀
の
川
市
）
に
よ
り
、
復
旧
を
前

提
に
一
旦
分
解
さ
れ
、
部
材
は
仮
設
倉
庫
に
保
管

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
二
九
年
度
か

ら
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
、
復
旧
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。

名
手
役
所
に
つ
い
て

名
手
役
所
は
、
史
料
で
は
延
宝
三
年

（
１
６
７
５
）
年
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

正
徳
４
年
（
１
７
１
４
）
の
火
災
で
類
焼
し
、
延

享
三
年
（
１
７
４
６
）
頃
に
主
屋
が
再
建
さ
れ
ま

し
た
。
主
屋
は
そ
の
後
、天
保
四
年
（
１
８
３
３
）

に
増
築
を
伴
う
改
変
が
あ
っ
た
と
棟
札
で
明
ら
か

に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
姿
で
復
旧
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
離
れ
・
蔵
の
建
築
年
代
は
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
後
期
頃
に
建
て
ら
れ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

事
業
に
つ
い
て

整
備
事
業
は
令
和
元
年
度
よ
り
復
旧
工
事
に
着

手
し
、
離
れ
・
蔵
か
ら
復
旧
を
行
い
、
令
和
二
年

度
で
組
立
作
業
を
完
了
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
主

屋
の
復
旧
作
業
に
取
り
か
か
り
、
木
部
の
繕
い
補

修
や
組
み
立
て
を
行
っ
て
い
ま
す
。

主
屋
を
組
み
立
て
始
め
た
時
に
は
、
倉
庫
に
保

管
し
て
い
た
再
用
柱
を
礎
石
に
立
て
て
も
、
建
物

の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
高
さ
が
合
致
せ
ず
、
調
整

の
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

建
物
が
存
在
し
て
い
た
頃
か
ら
何
が
変
わ
っ
て
い

る
の
か
。
部
材
痕
跡
が
あ
る
か
、
存
置
さ
れ
て
い

た
礎
石
が
動
い
て
い
る
の
か
な
ど
、
原
因
と
考
え
ら

れ
る
要
因
に
つい
て
考
察
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

手
が
か
り
と
し
た
の
は
、
全
て
の
柱
下
面
が
ほ

ぼ
真
っ
平
ら
な
加
工
面
と
な
っ
て
い
た
点
で
す
。

一
般
的
に
、
礎
石
に
接
す
る
こ
の
面
は
「
ひ
か
り

つ
け
」
と
い
っ
て
、
自
然
石
の
表
面
に
合
わ
せ
て

柱
の
下
面
を
削
っ
て
、
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
施

し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
痕
跡
が
認
め
ら

れ
な
い
た
め
、
柱
を
切
り
縮
め
た
影
響
を
留
意
し
、

基
準
と
な
る
高
さ
を
決
定
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
保
管
さ
れ
て
い
た
部
材
を
可
能
な
限

り
再
用
し
、
現
在
ま
で
順
調
に
木
部
の
組
立
作
業

が
進
行
し
て
い
ま
す
。

続
い
て
、
左
官
工
事
や
屋
根
工
事
な
ど
の
事
業

を
実
施
し
、
令
和
五
年
三
月
の
事
業
完
了
を
目
指

し
ま
す
。	

（
大
給
友
樹
）

木工事 施工状況（南東からみる）
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埋
蔵
文
化
財
課
　
ル
ジ
メ
ン
ト

文
化
財
建
造
物
課
　
藤
崎
弁
天
弁
天
堂 

―
床
の
復
原
―

突
然
で
す
が
、パ
ソ
コ
ン
の
文
章
作
成
ソ
フ
ト
な
ど
で
見
る
「
保
存
の
マ
ー
ク
」

が
何
に
由
来
し
て
い
る
か
ご
存
知
で
す
か
？　

ま
た
、
実
際
に
由
来
と
な
っ
た
物

を
使
っ
て
い
ま
し
た
か
？

保
存
の
マ
ー
ク
の
由
来
に
な
っ
た
も
の
は
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
と
い
い
、
Ｕ

Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
の
よ
う
な
記き

録ろ
く

媒ば
い

体た
い

で
す
。
20
年
ほ
ど
前
ま
で
は
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
今
で
は
日
常
生
活
で
目
に
す
る

こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。
か
と
言
っ

て
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
に
代
わ
る

マ
ー
ク
は
今
な
お
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
の
役
割
を
失
い

形
だ
け
を
残
し
た
も
の
を
考
古
学
で
は

「
ル
ジ
メ
ン
ト
」
と
言
い
ま
す
。
考
古
学

に
お
い
て
ル
ジ
メ
ン
ト
は
、
物
の
時
代

（
新
旧
）
を
判
断
す
る
手
が
か
り
の
一
つ

で
す
。
代
表
的
な
例
の
一
つ
に
、
提て

い

瓶へ
い

の
肩
の
パ
ー
ツ
が
あ
り
ま
す
。
本
来
こ

の
箇
所
は
紐ひ

も

を
通
す
輪
で
し
た
が
、
新

し
く
な
る
に
つ
れ
て
紐
を
つ
け
ら
れ
な

い
フ
ッ
ク
状
の
も
の
（
写
真
１
）
に
な

り
、
果
て
は
一
見
何
の
た
め
に
つ
い
て

い
る
か
わ
か
ら
な
い
ボ
タ
ン
状
の
も
の

（
写
真
２
）
に
な
り
ま
す
。
身
の
回
り
の

も
の
で
「
な
ぜ
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い

パ
ー
ツ
」
が
あ
れ
ば
、
進
化
の
過
程
で

変
わ
っ
て
い
っ
た
ル
ジ
メ
ン
ト
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

	

（
森
田
真
由
香
）

歴
史
的
な
建
物
は
、
修
理
を
繰
り
返
す
こ
と
で
守
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
オ

リ
ジ
ナ
ル
に
忠
実
に
行
わ
れ
た
修
理
も
、
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

文
化
財
と
し
て
修
理
す
る
際
に
は
、
よ
り
古
い
状
態
の
ほ
う
が
建
物
の
価
値
を
高

め
る
と
判
断
さ
れ
、
根
拠
に
基
づ
い
た
復
原
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
作
業
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

現
在
修
理
を
進
め
て
い
る
紀
の
川
市
の
藤
崎
弁
天
弁
天
堂（
県
指
定
名
勝
）は
、

元
禄
年
間
に
建
て
ら
れ
た
三
間
堂
で
す
が
、
近
年
の
改
変
で
床
が
合
板
張
り
と
な

っ
て
お
り
、
下
地
も
す
べ
て
取
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
分
解
を
進
め
た
と
こ

ろ
、
江
戸
後
期
に
新
設
さ
れ
た
脇
仏
壇
の
下
に
、
巾
53
㎝
の
楠
の
床
板
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。仏
壇
よ
り
手
前
側
は
切
断
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

切
り
残
し
の
状
況
か
ら
、
２
ｍ
ほ
ど
の
長
さ
の
板
を
前
後
に
張
り
継
い
だ
床
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
、
復
原
を
進
め
て
い
ま
す
。
横
嵌
め
板
壁
に
も
最
大
で
58
㎝
の

楠
板
が
使
わ
れ
て
お
り
、
建
物
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。

室
町
時
代
後
期
の
建
物
で
す
が
、
海
南
市
の
福
勝
寺
本
堂
（
重
要
文
化
財
）
に

も
壁
に
巾
60
㎝
を
超
え
る
松
の
板
が
残
り

ま
す
。
外
陣
の
床
板
の
巾
は
切
り
縮
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
古
材
に
残
る
釘
痕
の

ピ
ッ
チ
か
ら
、
か
つ
て
壁
板
と
同
じ
幅
広

の
板
が
張
ら
れ
、
良
材
を
壁
に
、
節
の
多

い
板
を
床
に
割
り
振
っ
て
使
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

よ
く
、
文
化
財
に
な
る
と
釘
一
本
打
て

な
く
な
る
、
と
い
っ
た
話
を
耳
に
し
ま
す

が
、
釘
穴
一
つ
が
能
弁
に
建
物
の
歴
史
を

語
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。（
多
井
忠
嗣
）

写真２ 写真１

左材巾 53㎝、右材巾 34㎝
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