
【
は
じ
め
に
】

三
五
棟
の
高
床
式
倉
庫
跡
、
十
棟
以
上
の
大
型
建
物
跡
、
約
七
八
○

軒
に
も
お
よ
ぶ
住
居
跡
、
そ
し
て
墓
・
盛
土
・
道
路
・
貯
蔵
穴
・
ゴ
ミ

捨
て
場
な
ど
が
計
画
的
に
整
然
と
配
置
さ
れ
て
い
る
集
落
遺
跡
…
。

縄
文
時
代
中
期
（
約
五
五
○
○
～
四
五
○
○
年
前
）
の
我
が
国
に
、

そ
の
よ
う
な
大
規
模
集
落
が
あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
？

そ
の
大
規
模
集
落
遺
跡
こ
そ
、
右
の
写
真
に
示
す
「
三
内
丸
山
遺
跡

（
さ
ん
な
い
ま
る
や
ま
い
せ
き
）
」
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
、
一
九
九

二
（
平
成
四
）
年
に
始
ま
っ
た
本
格
的
な
発
掘
調
査
以
来
、
二
七
年
以

上
を
経
た
現
在
も
な
お
発
掘
調
査
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
全
容
は

未
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

少
し
前
ま
で
、
縄
文
時
代
と
言
え
ば
、
狩
猟
・
漁
労
・
採
集
経
済
を

中
心
と
し
た
一
万
年
の
長
い
停
滞
の
時
代
と
さ
れ
、
文
明
化
す
る
に
は

金
属
器
の
流
入
や
、
米
作
農
耕
技
術
の
伝
播
が
あ
っ
た
弥
生
時
代
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
と
言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在

で
は
、
「
三
内
丸
山
遺
跡
」
な
ど
の
大
規
模
集
落
遺
跡
の
発
掘
や
、
年

中
学
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史
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べ
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驚くべき"和の文明"の時代だった

代
測
定
技
術
な
ど
の
発
達
に
よ
り
、
縄
文
時
代
と
は
、
我
々
が
想
像
す

る
よ
り
も
、
は
る
か
に
豊
か
で
満
ち
足
り
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
縄
文
時
代
の
歴
史
観
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
遺
跡
の
発
見

は
、
「
三
内
丸
山
遺
跡
」
の
他
に
い
く
つ
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
将
来

日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
文
明
の
歴
史
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
古
学
上
の
変
化
を
、
中
学
歴
史
教
科
書
で
は
、

ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

以
下
、
東
京
書
籍
、
教
育
出
版
、
帝
国
書
院
、
自
由
社
の
順
に
引
用

す
る
。

【
東
京
書
籍
】

［
縄
文
文
化
］
本
文
三
二
頁

《
日
本
列
島
の
人
々
は
、
一
万
二
○
○
○
年
ほ
ど
前
か
ら
土
器
を
作
り

始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
ん
ぐ
り
な
ど
の
木
の
実
を
煮
て
食
べ
る
た
め

に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
、
世
界
的
に
見
て
も
古
い
年
代
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
…
表
面
に
縄
目
の
よ
う
な
文
様
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
縄
文
土
器
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ
の
こ
ろ
の

文
化
を
縄
文
文
化
、
こ
の
時
代
を
縄
文
時
代
と
呼
び
ま
す
。
縄
文
時
代

に
は
植
物
の
栽
培
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
海
面
が
上
昇
し
、
海
岸
に
は

多
く
の
入
り
江
が
で
き
た
た
め
、
魚
や
貝
が
豊
富
に
と
れ
、
…
農
耕
や

牧
畜
は
あ
ま
り
発
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
》

【
教
育
出
版
】

［
縄
文
時
代
の
始
ま
り
］
本
文
二
四
頁

《
一
万
数
千
年
前
か
ら
、
日
本
列
島
の
人
々
は
、
土
器
を
つ
く
り
、
食

べ
物
の
煮
炊
き
や
保
存
な
ど
に
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ

の
土
器
は
、
縄
目
の
よ
う
な
文
様
の
つ
い
た
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、

縄
文
土
器
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
…
こ
の
よ
う
に
、
縄
文

土
器
を
使
い
、
人
々
が
主
に
狩
り
や
漁
、
採
集
で
暮
ら
し
を
営
ん
で
い

た
時
代
を
、
縄
文
時
代
と
い
い
ま
す
。
》

【
帝
国
書
院
】

［
土
器
が
生
ま
れ
た
縄
文
時
代
］
本
文
二
二
頁

《
…
狩
り
や
漁
・
最
終
で
得
た
食
料
の
保
存
や
煮
炊
き
の
た
め
に
土
器

を
使
う
よ
う
に
な
り
、
食
べ
ら
れ
る
物
の
種
類
が
増
え
て
、
食
生
活
が

豊
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
土
器
は
、
表
面
に
縄
目
の
文
様
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
縄
文
土
器
と
い
い
ま
す
。
食
生
活

（上）食料などを貯蔵した高床式倉庫

（下）土器に漆をほどこした彩漆土器

（自由社版中学歴史教科書より）
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の
充
実
で
人
口
も
増
え
、
地
面
に
穴
を
掘
り
屋
根
を
つ
け
た
て
て
穴
住
居
に
定

住
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
住
居
の
近
く
に
は
貝
塚
が
で
き
ま
し
た
。
…
青

森
県
の
三
内
丸
山
遺
跡
で
は
、
当
時
の
人
々
が
、
す
ぐ
れ
た
技
術
で
大
き
な
建
物

を
つ
く
り
、
た
い
へ
ん
遠
い
地
域
と
物
の
交
換
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
生
活
が
続
い
た
約
一
万
年
前
か
ら
紀
元
前
三
世
紀

ご
ろ
ま
で
の
時
期
を
縄
文
時
代
、
ま
た
は
そ
の
文
化
を
縄
文
文
化
と
い
い
ま

す
。
》

【
自
由
社
】

［
縄
文
土
器
の
時
代
］
本
文
三
○
頁

《
今
か
ら
約
一
万
数
千
年
も
前
か
ら
、
日
本
列
島
の
人
々
は
す
で
に
土
器
を
つ
く

り
始
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
世
界
最
古
の
土
器
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の

土
器
は
、
表
面
に
縄
目
の
文
様
が
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
縄

文
土
器
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
…
》

［
縄
文
時
代
の
生
活
］
本
文
三
一
頁

《
従
来
、
縄
文
時
代
は
、
狩
猟
・
採
集
に
た
よ
る
不
安
定
な
移
動
生
活
で
、
貧
し

く
原
始
的
な
生
活
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
青
森
県
の
三

内
丸
山
遺
跡
か
ら
、
約
五
五
○
○
年
前
の
大
き
な
定
住
集
落
の
跡
が
見
つ
か
り
、

縄
文
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
え
た
。
こ
の
地
で
は
一
五
○
○
年
も
の
長
い

間
定
住
生
活
が
営
ま
れ
、
最
盛
期
に
は
五
○
○
人
ほ
ど
の
人
々
が
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
…
縄
文
時
代
に
は
、
す
で
に
稲
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
…
人
々
は
自

然
の
豊
か
な
恵
み
に
感
謝
し
、
ま
た
、
子
孫
を
生
み
育
て
る
女
性
を
か
た
ど
っ
た

独
特
な
形
の
土
偶
や
漆
塗
り
の
装
飾
品
な
ど
を
つ
く
っ
て
祈
り
を
捧
げ
た
。
縄

文
時
代
は
、
平
和
で
安
定
し
た
社
会
が
つ
づ
き
、
日
本
人
の
お
だ
や
か
な
性
格
と

日
本
文
化
の
基
礎
が
育
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
》

［
『
和
の
文
化
』
縄
文
］
コ
ラ
ム
三
二
頁

《
…
高
い
技
術
で
つ
く
ら
れ
た
木
製
品
と
彩
漆
土
器
、
裁
縫
針
、
衣
服
や
「
縄
文

ポ
シ
ェ
ッ
ト
」
が
あ
り
ま
し
た
。
硬
い
ヒ
ス
イ
な
ど
の
石
に
穴
を
あ
け
た
イ
ヤ
リ

ン
グ
や
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
か
ん
ざ
し
、
腰
の
飾
り
、
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
な
ど
数
々
の
ペ

ン
ダ
ン
ト
も
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
現
代
の
私
た
ち
と
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
お
し
ゃ

れ
な
人
間
模
様
が
見
え
て
き
ま
す
。
…
一
万
年
以
上
に
わ
た
る
縄
文
時
代
の
大
き

な
特
徴
は
、
遺
跡
か
ら
戦
争
の
武
器
が
出
土
し
な
い
こ
と
で
す
。
…
私
た
ち
の
祖

先
で
あ
る
縄
文
の
人
々
は
、
「
和
の
文
明
」
と
も
呼
べ
る
こ
の
よ
う
な
お
だ
や
か

な
社
会
を
築
い
て
い
た
の
で
す
。
》

以
上
、
引
用
お
わ
り
。

こ
こ
ま
で
で
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
縄
文
時
代
の
人
々
が
、
い
か
に
高
度
な
技

術
力
を
持
ち
、
い
か
に
平
和
で
安
定
し
た
社
会
を
築
い
て
い
た
の
か
を
記
述
し

て
い
る
の
は
、
自
由
社
の
歴
史
教
科
書
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な

の
は
、
そ
の
時
代
の
遺
跡
か
ら
、
戦
い
の
た
め
の
武
器
が
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ

ど
出
土
さ
れ
て
い
な
い
と
記
述
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

縄
文
人
が
、
現
代
の
多
く
の
日
本
人
の
、
直
接
の
先
祖
で
あ
る
こ
と
は
、
分
子

生
物
学
、
遺
伝
子
学
な
ど
最
新
科
学
か
ら
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
に
よ
り
、
学
会
や
メ
デ
ィ
ア
や
教
育
界
が
、
こ

ぞ
っ
て
戦
時
中
の
日
本
軍
の
蛮
行
に
つ
い
て
喧
伝
し
た
結
果
、
「
侵
略
戦
争
」
、

「
従
軍
慰
安
婦
」
、
「
南
京
大
虐
殺
」
な
ど
の
言
葉
が
歴
史
教
科
書
に
記
述
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
教
え
ら
れ
た
生
徒
た
ち
は
、
祖
先
を
恨
み
、
こ

の
国
の
歴
史
に
唾
棄
す
る
よ
う
な
人
間
に
育
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
縄
文

時
代
の
遺
跡
は
、

四
大
文
明
に
匹

敵
す
る
程
の
高

度
な
水
準
だ
っ

た
こ
と
に
加
え

て
、
そ
う
し
た

蛮
行
に
及
ぶ
よ

う
な
民
族
で
は

な
か
っ
た
こ
と

を
、
無
言
の
う

ち
に
我
々
に
教

え
て
く
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
の

だ
。

以
上

「
中
学
歴
史
教
科
書
読
み
比
べ
に
つ
い
て
」

千
葉
県
内
の
中
学
歴
史
教
科
書
の
採
択
状
況
は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。

教
育
出
版
（
船
橋
、
習
志
野
、
八
千
代
、
香
取
、
神
崎
、
多
古
、
東
庄
）

帝
国
書
院
（
市
川
、
浦
安
）

東
京
書
籍
（
右
を
除
く
市
町
村
）

私
共
は
、
こ
の
大
手
三
社
に
加
え
、
自
由
社
の
併
せ
て
四
社
の
歴
史
教
科
書
を

約
二
年
間
に
亘
っ
て
読
み
比
べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
正
し
い
歴
史
の
記
述
が
な

さ
れ
、
子
供
が
日
本
の
国
に
誇
り
の
持
て
る
歴
史
教
科
書
は
、
自
由
社
の
教
科
書

で
あ
る
と
の
結
論
に
至
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
県
内
の
中

学
生
の
子
供
を
持
つ
父
兄
、
並
び
に
教
育
関
係
者
へ
の
周
知
を
図
る
た
め
、
こ
の

「
中
学
歴
史
教
科
書
読
み
比
べ
」
を
不
定
期
に
発
行
し
、
現
在
千
葉
県
内
で
採
択

さ
れ
て
い
る
大
手
三
社
の
歴
史
教
科
書
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
所
存

で
す
。
（
会
員
一
同
）

（上）骨や角で作った、穴のある裁縫針

（下）高度な技法を使った装飾品の数々

（自由社版中学歴史教科書より）

※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
ご
希
望
の
方
は
、
一
頁
の
連
絡
先
電
話
ま
で
ど
う
ぞ
。
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