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は
じ
め
に

　
私
は
美
し
い
伊
豆
創
造
セ
ン
タ
ー
の
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
部
に
所
属

し
て
い
ま
す
。
専
門
は
地
質
学
や
岩
石
学
で
す
。
特
に
火
成
岩
（
マ

グ
マ
が
冷
え
て
固
ま
っ
た
岩
石
）
が
、
地
下
あ
る
い
は
地
上
で
ど
の

よ
う
に
岩
石
と
な
り
、
そ
の
地
域
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
も
た
ら
し

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
、
沼
津
・
三
島

の
ジ
オ
サ
イ
ト
が
大
地
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
受
け
て
き
て
、
ど
の

よ
う
に
人
間
の
生
活
に
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ジ
オ
パ
ー
ク
と
は

　
本
論
に
入
る
前
に
、
ジ
オ
パ
ー
ク
と
い
う
言
葉
は
皆
さ
ん
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

は
知
ら
な
い
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
過
去
に
起
き
た
出
来
事

が
、
地
質
や
文
化
、
あ
る
い
は
人
間
の
残
し
た
も
の
に
記
録
さ
れ
て

お
り
、
そ
う
い
う
過
去
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
生
活
す
る
地

域
の
今
と
未
来
を
考
え
行
動
す
る
と
い
う
の
が
ジ
オ
パ
ー
ク
の
一
つ

の
考
え
方
で
す
。
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
、
地
球
を
知
り
、
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
場
所
で
あ
り
、
地
球
科
学
的
意
義
の
あ
る
サ
イ
ト
や
景
観

が
保
護
、
教
育
、
持
続
可
能
な
開
発
の
全
て
を
含
ん
だ
総
合
的
な
考

え
方
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
、
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
エ
リ
ア
の
こ
と

で
す
。
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
保
護
」
と
「
教
育
」

と
「
持
続
可
能
な
開
発
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

　
ジ
オ
パ
ー
ク
は
、
地
球
資
源
を
持
続
的
に
利
用
し
た
り
、
気
候
変

動
の
影
響
を
緩
和
し
た
り
、
自
然
災
害
の
影
響
を
軽
減
す
る
と
い
っ

た
、
社
会
が
直
面
し
て
い
る
重
要
課
題
へ
の
意
識
と
理
解
を
高
め
る

た
め
、
そ
の
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
自
然
・
文
化
遺
産
と
関
連
し
た
地
質

遺
産
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
ジ
オ
パ
ー
ク
と
い
う
言
葉
は
、
地
球
や

大
地
を
意
味
す
るgeo

と
、
公
園
を
意
味
す
るpark

を
組
み
合
わ
せ

た
造
語
で
す
。
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†
背
景

　
私
た
ち
が
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
取
り
組
み
を
し
て
い
る
こ
と

に
は
い
く
つ
か
背
景
が
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
急
速

な
人
口
減
少
・
高
齢
化
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
伊
豆
半
島
の
北
部
は
ま

だ
比
較
的
人
口
が
あ
り
ま
す
が
、
伊
豆
半
島
の
中
部
か
ら
南
部
に
か

け
て
の
エ
リ
ア
は
少
子
高
齢
化
が
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す
。
既
に
地

域
の
小
学
校
が
大
き
な
学
校
に
統
合
し
て
移
っ
て
し
ま
っ
た
り
し

て
、
こ
こ
二
十
年
ぐ
ら
い
の
間
で
地
域
社
会
が
元
気
を
失
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
社

会
課
題
に
よ
り
、
地
域
社
会
の
維
持
そ
の
も
の
が
困
難
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
伊
豆
よ
り
も
っ
と
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
地
域
も

日
本
に
は
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
地
域
社
会
を
こ

れ
か
ら
も
維
持
・
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
取
り
組
み
と
し

て
、
ジ
オ
パ
ー
ク
を
活
用
し
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

†
ジ
オ
パ
ー
ク
の
活
動
内
容

　
活
動
内
容
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
産
や
自
然
資
源
、
文
化
資

源
を
守
り
未
来
に
継
承
す
る
「
保
全
」
と
、
自
然
と
人
、
地
域
と

世
界
の
関
わ
り
を
知
る
「
教
育
」、
そ
し
て
持
続
可
能
な
開
発
の
た

め
の
「
地
域
振
興
」
が
あ
り
ま
す
（
図
1
）。
地
域
振
興
で
イ
メ
ー

ジ
し
や
す
い
の
は
観
光
で
す
。
ジ
オ
ツ
ア
ー
と
い
う
も
の
を
聞
い
た

こ
と
の
あ
る
方
、
あ
る
い
は
参
加
し
た
こ
と
の
あ
る
方
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
よ
く

ジ
オ
パ
ー
ク
の
比
較

と
し
て
出
さ
れ
る
世

界
遺
産
は
、
保
全
が

主
な
目
的
で
あ
り
、

そ
れ
を
教
育
や
地
域

振
興
に
つ
な
げ
る
こ

と
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

中
で
あ
ま
り
積
極
的

に
言
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
ジ
オ
パ
ー
ク

は
保
全
だ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
を
教
育
や
地
域
振
興
に
活
用
す
る
点
が
少
し
違
い
ま
す
。

†
持
続
可
能
な
開
発
目
標

　
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（SD

G
s

）
と
い
う
の
は
皆
さ
ん
も
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
目
に
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
世
界
を
変
え
る

た
め
の
一
七
の
目
標
の
中
で
、
ジ
オ
パ
ー
ク
は
「
四
　
質
の
高
い
教

育
を
み
ん
な
に
」「
一
四
　
海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う
」
と
い
っ
た
項

目
を
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
地
域
の
事
柄
を
皆
さ
ん
に

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
今
日
の
よ
う
な
講
座
で
話
を
し
た
り
、毎
週
、

ガ
イ
ド
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
海
岸
に
流
れ
着
い
た
ご
み
を
掃
除
し 図１　ジオパークの活動
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た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
で
ジ
オ
パ
ー
ク
の
人
た
ち
が
一
七
の
目

標
に
向
か
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

†
ユ
ネ
ス
コ
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク

　
今
年
の
四
月
時
点
で
、
四
六
カ
国
一
七
七
地
域
が
ユ
ネ
ス
コ
世
界

ジ
オ
パ
ー
ク
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
伊
豆
半
島
ジ
オ

パ
ー
ク
を
含
め
九
地
域
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ジ
オ
パ
ー
ク
の
活

動
が
始
ま
っ
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
っ
た
の
で
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
ジ

オ
パ
ー
ク
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
す
ご
く
偏
っ
て
い
ま
す
が
、
十
年
ほ
ど

前
に
中
国
が
国
の
政
策
で
ジ
オ
パ
ー
ク
を
一
気
に
増
や
し
、
最
近
で

は
中
米
、
南
米
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
も
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
ま

す
。

　
ユ
ネ
ス
コ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

に
は
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
の
重
点
項
目
と
し
て
、
科
学
と

教
育
、
自
然
資
源
、
持
続
的
な
開
発
、
文
化
、
女
性
、
地
域
と
先
住

民
の
知
識
・
知
恵
、
気
候
変
動
、
地
質
災
害
、
地
質
遺
産
の
九
つ
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ジ
オ
パ
ー
ク
の
活
動
を
し
て
い
る
地
域
は
、

定
期
的
に
世
界
の
皆
さ
ん
と
集
ま
っ
て
交
流
し
た
り
、
み
ん
な
の
地

域
に
出
掛
け
て
い
っ
た
り
、
姉
妹
ジ
オ
パ
ー
ク
の
提
携
を
結
ん
だ
り

と
、
専
門
家
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ジ
オ
パ
ー
ク
は
、
島
は
別
と
し
て
、
陸
続
き
の
場
合
は
単
一
の
エ
リ

ア
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
飛
び
地
に
な
ら
ず
に
一
筆
書
き
が
で
き
る

エ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
が
条
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
ほ

ど
話
し
た
持
続
可
能
性
や
遺
産
、
地
質
教
育
に
加
え
、
プ
ラ
イ
ド
を

重
要
視
し
て
い
ま
す
。
ジ
オ
パ
ー
ク
の
活
動
を
耳
に
す
る
と
、
地
域

の
人
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
観
光
の
た
め
、
地
域
の
外
か
ら
来
る

人
の
た
め
の
活
動
な
の
で
は
な
い
か
と
誤
解
し
て
い
る
人
も
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地

域
の
方
々
に
、
皆
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
地
域
は
素
晴
ら
し
い
地
域
な

の
だ
と
誇
り
を
持
っ
て
も
ら
う
活
動
も
、
ジ
オ
パ
ー
ク
の
活
動
の
大

事
な
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。

†
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク

　
日
本
で
は
、
九
つ
の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
を
含
む
四
六
の

地
域
が
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
外
に

一
〇
地
域
以
上
が
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
の
認
定
を
目
指
し
て
い
る
の

で
、
活
動
し
て
い
る
地
域
自
体
は
五
〇
地
域
以
上
あ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
一
つ
の
町
や
村
で
活
動
し
て
い
る
地
域
も
あ
れ
ば
、
県
を
ま

た
い
で
活
動
し
て
い
る
地
域
も
あ
り
、
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
成
り
立
ち

†
ジ
オ
サ
イ
ト

　
ジ
オ
サ
イ
ト
は
、
地
質
的
な
価
値
を
持
つ
見
ど
こ
ろ
の
よ
う
な
場

5
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所
で
、
あ
る
範
囲
を
持
っ
た
エ
リ
ア
を
指
す
と
ユ
ネ
ス
コ
で
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
ジ
オ
ポ
イ
ン
ト
は
、
伊
豆
半
島
独
自
の
呼
び

方
で
、
ジ
オ
サ
イ
ト
の
中
で
も
特
に
重
要
な
場
所
を
指
し
ま
す
。
ユ

ネ
ス
コ
の
定
義
に
従
う
と
、
伊
豆
半
島
に
は
北
か
ら
南
ま
で
ジ
オ
サ

イ
ト
が
一
一
四
カ
所
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い

て
皆
さ
ん
が
気
軽
に
行
け
る
の
は
、そ
の
中
の
一
部
の
サ
イ
ト
で
す
。

†
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク

　
伊
豆
半
島
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
ジ
オ
サ
イ
ト
が
あ
る
の
は
、
伊
豆

半
島
の
成
り
立
ち
が
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
伊
豆
半
島
は
本
州

の
中
で
唯
一
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
と
い
う
海
洋
プ
レ
ー
ト
の

上
に
載
っ
て
い
る
地

域
で
す
。
こ
の
こ
と

が
伊
豆
半
島
に
独
特

の
自
然
文
化
を
生
み

出
し
て
い
ま
す
。

　
プ
レ
ー
ト
と
い
う

の
は
、
実
は
少
し
ず

つ
動
い
て
い
て
、
プ

レ
ー
ト
同
士
が
押
し

合
う
こ
と
で
い
ろ
い

ろ
な
地
殻
変
動
が
起

き
ま
す
。
地
震
が
起
き
た
り
、
沈
み
込
み
帯
で
は
下
か
ら
マ
グ
マ
が

上
が
っ
て
き
て
火
山
が
噴
火
し
た
り
し
ま
す
。
伊
豆
半
島
は
フ
ィ
リ

ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の
最
北
端
に
位
置
し
、
本
州
に
衝
突
中
の
火
山
島

が
起
源
に
な
っ
て
い
て
、
火
山
活
動
や
地
殻
変
動
が
非
常
に
活
発
で

す
（
図
2
）。
今
で
も
そ
の
活
動
は
続
い
て
い
ま
す
。
非
常
に
激
し

い
地
殻
変
動
を
受
け
て
い
る
た
め
、
変
化
に
富
ん
だ
地
形
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
伊
豆
半
島
の
西
側
の
海
に
は
駿
河
ト
ラ
フ
、
東
側
の
海
に

は
相
模
ト
ラ
フ
と
い
う
非
常
に
深
い
溝
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
深

い
海
が
あ
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
伊
豆
特
有
の
文
化
が
生
ま
れ
て

い
ま
す
。

†
伊
豆
の
大
地
の
な
り
た
ち

　
実
は
今
か
ら
二
千
万
～
一
千
万
年
前
の
古
い
時
代
に
は
、
伊
豆
半

島
は
本
州
と
一
つ
で
は
な
く
、
ず
っ
と
南
に
あ
る
海
底
火
山
の
集
ま

り
で
し
た
。
一
千
万
～
二
百
万
年
前
に
な
る
と
、
そ
の
海
底
火
山
が

陸
上
に
少
し
顔
を
出
し
、
浅
い
海
で
火
山
や
火
山
島
の
活
動
が
活
発

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
二
百
万
年
前
以
降
に
本
州
へ
の
衝
突
を
開
始

し
ま
す
。
こ
の
衝
突
は
今
も
続
い
て
い
ま
す
。
二
百
万
～
百
万
年
前

に
本
州
と
か
な
り
近
づ
き
、
百
万
～
六
十
万
年
前
に
ほ
ぼ
本
州
と

く
っ
つ
き
、
間
に
あ
っ
た
海
は
急
速
に
埋
め
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
丹

沢
山
地
を
は
じ
め
、
静
岡
の
北
側
、
山
梨
県
や
神
奈
川
県
の
辺
り
で

図2　日本列島周辺のプレートの配置
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こ
の
時
代
の
地
層
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
六
十
万
年
前
に
は
陸

上
で
大
き
な
火
山
が
活
動
を
始
め
ま
す
。
達
磨
山
や
宇
佐
美
火
山
、

多
賀
火
山
と
い
っ
た
、
富
士
山
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
大
き
な
火
山

が
伊
豆
半
島
各
地
で
活
動
し
ま
す
。
そ
し
て
六
十
万
～
二
十
万
年
前図3　伊豆の大地のなりたち（小山真人『火山がつくった西伊豆の風景』，2012より筆者作成）

に
、
ほ
ぼ
今
の
よ
う
な
姿
に
な
り
ま
す
（
図
3
）。
こ
の
後
に
実
は

伊
豆
の
東
海
岸
側
で
伊
豆
東
部
火
山
群
が
活
動
す
る
の
で
す
が
、
こ

の
よ
う
な
流
れ
を
経
て
伊
豆
は
現
在
の
地
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

†
日
本
列
島
を
ゆ
が
め
る
伊
豆

　
伊
豆
半
島
は
今
も
本
州
に
衝
突
し
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
伊

豆
の
北
側
に
は
、
伊
豆
半
島
よ
り
も
前
に
本
州
に
ぶ
つ
か
り
本
州
と

一
つ
に
な
っ
た
地
塊
と
い
う
も
の
が
露
出
し
て
い
ま
す
。
図
4
は
、

上
か
ら
千
二
百
万
年
前
、
五
百
万
年
前
、
六
十
万
年
前
の
伊
豆
と
本

州
の
南
北
の
断
面
で
す
。
本
州
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
が
潜
り

込
ん
で
い
ま
す
。
プ
レ
ー
ト
の
上
に
載
っ
て
い
る
山
の
よ
う
な
塊

は
、
海
底
火
山
で
で
き
た
塊
が
中
心
で
す
。
こ
う
い
っ
た
堆
積
物
が
、

プ
レ
ー
ト
が
沈
み
込
ん
で
い
く
と
き
に
削
り
取
ら
れ
て
、
本
州
と
一

体
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
繰
り
返
し
起
こ
り
、
今
の
丹
沢
山

地
や
足
柄
山
地
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

図4　多重衝突模式図（天野ほか
2007）
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す
か
ら
、
か
つ
て
伊
豆
と
同
じ
よ
う
な
大
地
の
歴
史
を
た
ど
っ
た
場

所
な
の
だ
と
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
丹
沢
山
地
な
ど
を
歩
く
と
、
ま
た

違
っ
た
見
方
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
伊
豆
の
衝
突
は
い
ろ
い
ろ
な
所
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
過
去

百
年
間
の
垂
直
変
動
の
割
合
を
調
べ
る
と
、
百
年
間
で
四
五
～
六
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
非
常
に
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
隆
起
し
た
地
域

も
あ
り
ま
す
。
伊
豆
が
北
へ
向
か
っ
て
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
、
ぶ
つ
か

ら
れ
た
本
州
側
の
地
面
は
持
ち
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。

　
世
界
に
誇
る
伊
豆
の
多
様
な
自
然
と
文
化

†
堂
ヶ
島

　
西
伊
豆
町
の
堂
ヶ
島
に

は
、
白
っ
ぽ
い
地
層
が
非
常

に
き
れ
い
に
出
て
い
ま
す
。

堂
ヶ
島
は
不
思
議
な
地
形
を

し
て
い
て
、
ト
ン
ネ
ル
の
よ

う
な
洞
窟
を
船
で
進
ん
で
い

く
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
天

井
に
穴
が
空
い
て
い
て
、
そ

こ
か
ら
外
の
光
が
漏
れ
て
い

ま
す
。
こ
ん
な
場
所
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

地
形
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
堂
ヶ
島
は
、
海
底
火
山
の
時
代
に
噴

火
に
よ
っ
て
出
て
き
た
火
山
灰
や
軽
石
な
ど
の
堆
積
物
が
積
み
重

な
っ
て
全
体
が
で
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
っ
た
堆
積
物
は
波

や
風
に
よ
っ
て
比
較
的
簡
単
に
浸
食
さ
れ
る
の
で
、
波
の
力
に
よ
っ

て
大
き
な
海
食
洞
が
で
き
、
海
食
洞
の
天
井
が
一
部
崩
落
し
て
、
こ

の
よ
う
な
変
化
に
富
ん
だ
地
形
が
で
き
ま
し
た
（
図
5
）。

†
細
野
高
原

　
東
伊
豆
町
の
細
野
高
原
は
、
陸
上
で
活
動
し
た
大
型
火
山
で
あ
る

天
城
山
の
一
部
で
、
そ
の
活
動
の
痕
跡
の
上
に
広
い
草
原
や
湿
地
が

見
ら
れ
る
場
所
で
す
。草
原
が
非
常
に
き
れ
い
な
珍
し
い
場
所
で
す
。

な
ぜ
こ
ん
な
所
に
草
原
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
山
焼
き
を
す
る
か

ら
で
す
。
普
通
は
放
っ
て
お
く
と
森
林
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
人

が
手
を
加
え
て
い
る
た
め
に
環
境
が
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
室
山

も
同
じ
よ
う
に
山
焼
き
を
す
る
の
で
草
原
に
な
っ
て
い
ま
す
。
山
を

焼
い
て
草
原
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
で
、
草
原
に
し
か
生
き
て
い
な
い

貴
重
な
昆
虫
や
植
物
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ジ
オ

サ
イ
ト
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

†
浄
蓮
の
滝

　
伊
豆
市
に
あ
る
浄
蓮
の
滝
は
、
道
を
挟
ん
だ
対
岸
に
特
徴
的
な
形

図5　堂ヶ島（西伊豆町）
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を
し
た
鉢
窪
山
と
い
う
山
が

あ
り
ま
す
。
鉢
窪
山
の
方
か

ら
流
れ
て
き
た
溶
岩
が
川
に

流
れ
て
沢
を
下
り
、
溶
岩
の

流
れ
の
終
点
に
段
差
が
で
き

て
、
そ
こ
に
滝
が
か
か
っ
て

い
ま
す
（
図
6
）。
浄
蓮
の
滝

に
行
く
と
、
柱
を
束
ね
た
よ

う
な
石
が
あ
る
の
を
ご
覧
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
柱
状
節
理
と
い
っ
て
、
溶
岩
が
冷
え
る
と
き
に
で

き
る
特
徴
的
な
構
造
で
す
。伊
豆
の
い
ろ
い
ろ
な
所
で
見
ら
れ
ま
す
。

†
大
地
と
人
の
ス
ト
ー
リ
ー

　
ジ
オ
パ
ー
ク
で
は
、自
然
の
資
源
だ
け
で
は
な
く
、人
の
手
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
も
大
切
に
保
護
し
、
地
域
振
興
に
活
用
し
て
い

ま
す
。

　
下
田
市
の
旧
市
街
地
の
ペ
リ
ー
ロ
ー
ド
に
あ
る
蔵
は
、
特
徴
的
な

し
ま
模
様
が
非
常
に
き
れ
い
な
伊
豆
石
を
使
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
伊
豆
石
は
、
か
つ
て
伊
豆
地
域
で
盛
ん
に
採
掘
さ
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
に
使
わ
れ
た
石
材
で
す
。
今
は
商
業
的
に
は
切
り
出
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
伊
豆
の
石
材
文
化
と
し
て
、
伊
豆
石
を
使
っ
た
蔵

を
大
切
に
保
護
し
て
い
ま
す
。

　
伊
豆
の
国
市
の
「
か
わ
か
ん
じ
ょ
う
」
は
、
狩
野
川
台
風
で
亡
く

な
っ
た
方
々
を
追
悼
す
る
た
め
に
始
ま
っ
た
お
祭
り
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
伊
豆
の
周
り
に
は
深
い
海
が
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
深

海
に
生
息
す
る
タ
カ
ア
シ
ガ
ニ
な
ど
が
捕
れ
る
の
も
伊
豆
な
ら
で
は

で
す
。
深
海
魚
の
博
物
館
も
あ
り
ま
す
。

　
美
し
い
自
然
や
、
お
い
し
い
食
、
独
特
の
文
化
が
伊
豆
に
は
た
く

さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
美
し
い
自
然
は
災
害
の
裏
返
し
で
も
あ
り
、

自
然
を
楽
し
む
た
め
の
知
識
は
災
害
を
理
解
す
る
た
め
の
知
識
と
表

裏
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ジ
オ
パ
ー
ク
で
は
災
害
教
育
に
も

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
沼
津
港
に
あ
る
大
型
展
望
水
門

「
び
ゅ
う
お
」
を
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
独
自
の
災
害
サ
イ
ト
と
し

て
指
定
し
、
防
災
教
育
な
ど
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
ジ
オ
サ
イ
ト
か
ら
た
ど
る
沼
津
・
三
島
の
大
地
の
歴
史

　
沼
津
・
三
島
に
は
、
合
計
で
二
〇
の
ジ
オ
サ
イ
ト
が
あ
り
ま
す（
表

1
）。
ジ
オ
サ
イ
ト
と
言
い
ま
し
た
が
、
実
は
地
質
の
サ
イ
ト
だ
け

で
は
な
く
、
生
態
サ
イ
ト
、
文
化
サ
イ
ト
、
災
害
サ
イ
ト
も
含
ん
で

い
ま
す
。
三
島
市
に
は
、
楽
寿
園
、
源
兵
衛
川
、
白
滝
公
園
と
菰
池
、

三
嶋
大
社
、
三
島
駅
北
口
の
溶
岩
、
山
中
城
跡
公
園
、
境
川
・
清
住

図6　浄蓮の滝（伊豆市）
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緑
地
、
鮎
止
め
の
滝
と
い
っ
た
サ
イ
ト
が
あ
り
ま
す
。
沼
津
市
に
は
、

大
型
展
望
水
門
「
び
ゅ
う
お
」、
千
本
浜
、
牛
臥
山
、
淡
島
、
大
平
、

香
貫
山
、
川
窪
の
地
震
窪
、
大
瀬
崎
、
井
田
、
戸
田
・
御
浜
岬
、
舟

山
、
鮎
壺
の
滝
と
い
っ
た
サ
イ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
主
な
場
所
を
地
質

図
に
書
き
入
れ
て
み

る
と
、
沼
津
・
三

島
の
サ
イ
ト
は
い
ろ

い
ろ
な
地
質
に
ま
た

が
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
（
図
7
）。

地
質
図
と
い
う
の
は
、

そ
の
場
所
の
岩
石
や

地
層
が
ど
う
い
う
も

の
で
で
き
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
表
し

た
地
図
で
す
。
愛
鷹

火
山
、
箱
根
火
山
群
、

宇
佐
美
・
多
賀
火
山

群
、
達
磨
火
山
と
い
っ

た
、
大
き
な
成
層
火

山
に
関
係
す
る
地
域

が
あ
っ
た
り
、
海
底
火
山
の
時
代
に
残
さ
れ
た
山
に
関
連
す
る
地
域

が
あ
っ
た
り
、
大
平
や
「
び
ゅ
う
お
」
の
よ
う
に
災
害
に
関
連
し
た

サ
イ
ト
が
低
い
土
地
に
あ
っ
た
り
、
楽
寿
園
な
ど
北
側
の
地
域
に

は
、
富
士
山
の
溶
岩
に
影
響
を
受
け
て
い
る
サ
イ
ト
が
あ
っ
た
り
し

表1　沼津・三島のジオサイト

図7　沼津・三島のジオサイト（国立研究開発法人 産業技術総合研究所「シームレス地質図より筆者作成）
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ま
す
。

　
次
か
ら
は
、
沼
津
・
三
島
の
特
徴
的
な
サ
イ
ト
を
時
代
の
古
い
順

に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
海
底
で
の
火
山
活
動
の
時
代

†
牛
臥
山
　

　
牛
臥
山
は
、
伊
豆
が
本
州
に
衝
突
す
る
前
に
海
底
で
活
動
し
た
火

山
の
名
残
で
す
。
こ
こ
の
岩
石
は
分
析
さ
れ
て
い
な
い
の
で
正
確
な

こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
粘
り
気
の
強
い
流
紋
岩
質
の
溶
岩
が
海

底
に
噴
出
し
て
ド
ー
ム
状
に
な
っ
た
も
の
で
、
伊
豆
と
本
州
の
衝
突

に
伴
い
隆
起
し
、
固
い
部
分
が
浸
食
に
耐
え
て
小
さ
な
山
が
残
り
ま

し
た
。
麓
の
海
岸
で
見
ら
れ
る
噴
出
物
の
多
く
は
、
海
底
を
流
れ
た

溶
岩
や
土
石
流
で
す
。
流
紋
岩
と
呼
ば
れ
る
岩
石
に
特
徴
的
な
し
ま

模
様
（
流
理
模
様
）
が
見
ら
れ
、
山
の
そ
ば
に
行
く
と
、
非
常
に
切

り
立
っ
た
地
形
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。沼
津
の
海
岸
地
域
は
、

東
海
地
震
や
南
海
地
震
に
伴
う
大
き
な
津
波
に
繰
り
返
し
襲
わ
れ
て

き
た
場
所
で
す
。
大
朝
神
社
に
は
日
蓮
聖
人
の
津
波
祈
祷
の
伝
承
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　
手
前
は
低
く
平
坦
な
土
地
に
小
山
が
幾
つ
か
連
な
っ
て
い
ま
す

（
図
8
）。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
海
底
火
山
の
時
代
に
活
動
し
た
溶

岩
や
噴
出
物
が
た
ま
り
、
浸
食
に
耐
え
て
残
っ
た
硬
い
部
分
で
す
。

奥
の
方
に
あ
る
多
賀

火
山
と
箱
根
火
山
は
、

ず
っ
と
後
の
陸
上
火

山
の
時
代
に
活
動
し

た
山
で
、
当
時
の
形

が
今
も
残
っ
て
い
ま

す
。†

香
貫
山

　
香
貫
山
も
牛
臥
山

と
同
様
、
伊
豆
が
本

州
に
衝
突
す
る
前
の

海
底
火
山
の
名
残
で

す
。
牛
臥
山
と
似
た

よ
う
な
岩
石
で
で
き

て
い
ま
す
が
、
少
し

安
山
岩
寄
り
の
性
質

で
す
。
沼
津
ア
ル
プ

ス
と
呼
ば
れ
る
山
の

中
で
も
、
登
山
道
が

よ
く
整
備
さ
れ
て
い

て
歩
き
や
す
く
、
展

図8　沼津市の特徴的な地形
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望
台
か
ら
は
沼
津
の
市
街
や
駿
河
湾
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

天
気
が
良
け
れ
ば
南
ア
ル
プ
ス
ま
で
見
渡
せ
ま
す
。

†
海
底
火
山
の
諸
現
象

　
海
底
火
山
の
噴
火
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の

現
象
が
あ
り
ま
す（
図
9
）。
一
つ
目
は
水
底
土
石
流
で
す
。
こ
れ
は
、

噴
火
あ
る
い
は
噴
火
後
の
地
震
な
ど
で
山
体
の
一
部
が
崩
れ
、
周
り

の
水
と
一
緒
に
土
石
流
と
な
っ
て
流
れ
下
る
も
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な

大
き
さ
の
石
や
火
山
灰
の
よ
う
な
細
か
な
も
の
が
一
緒
に
な
っ
て
流

れ
ま
す
。

　
二
つ
目
は
枕
状
溶
岩
で
す
。
海
底
で
火
山
が
噴
火
す
る
と
、
一
部

の
溶
岩
は
チ
ュ
ー
ブ
状
に
、
ま
る
で
ソ
ー
セ
ー
ジ
が
で
き
る
よ
う
に

延
び
て
、周
り
が
冷
え
て
固
ま
っ
て
い
き
、途
中
で
中
か
ら
突
き
破
っ

て
熱
い
溶
岩
が
出
て
き
て
、
ま
た
チ
ュ
ー
ブ
状
に
な
る
と
い
う
流
れ

方
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
海
底
火
山
に
特
徴
的
な
も
の

で
、
断
面
を
切
る
と
、
俵
を
た
く
さ
ん
積
ん
だ
よ
う
に
丸
い
断
面
が

た
く
さ
ん
つ
な
が
っ
て
見
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
三
つ
目
は
水
冷
破
砕
溶
岩
で
す
。
枕
状
溶
岩
の
よ
う
に
固
ま
っ
て

流
れ
ず
に
、
バ
リ
バ
リ
と
割
れ
な
が
ら
流
れ
る
溶
岩
で
す
。
伊
豆
の

海
岸
な
ど
に
行
く
と
、
細
か
な
石
と
大
き
な
石
が
一
緒
に
固
ま
っ
て

い
て
、
な
お
か
つ
、
大
き
な
石
を
見
る
と
、
中
に
た
く
さ
ん
割
れ
目

が
入
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
地
層
や
石
は
水
冷
破

砕
溶
岩
で
す
。

　
四
つ
目
は
水
底
降
下
軽
石
・
火
山
灰
で
す
。
先
ほ
ど
堂
ヶ
島
の
と

こ
ろ
で
紹
介
し
ま
し
た
が
、
火
山
灰
や
細
か
い
軽
石
が
噴
火
で
大
量 図9　海底火山の諸現象、イラストはチューブグラフィックス作成
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に
出
て
き
て
、
そ
れ
が
降
り
積
も
る
と
、
き
れ
い
な
し
ま
模
様
の
地

層
が
で
き
ま
す
。

　
五
つ
目
は
乱
泥
流
と
火
山
灰
タ
ー
ビ
ダ
イ
ト
で
す
。
火
山
灰
や
軽

石
な
ど
の
堆
積
物
が
、
地
震
や
海
底
の
地
滑
り
、
山
崩
れ
な
ど
で
斜

面
を
流
れ
下
る
と
、
し
ま
模
様
の
特
徴
的
な
地
層
が
で
き
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
海
底
火
山
の
現
象
を
知
る
と
、
今
後
、
野
外
へ
行
っ
た
と

き
に
見
る
目
が
変
わ
る
か
と
思
い
ま
す
。

†
淡
島

　
淡
島
は
、
か
つ
て
の
海
底
火
山
の
地

下
に
あ
っ
た
マ
グ
マ
の
通
り
道
で
、「
火

山
の
根
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
本
来
、
火

山
の
周
り
に
は
溶
岩
や
軽
石
、
火
山
灰

な
ど
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

柔
ら
か
い
も
の
は
先
に
浸
食
さ
れ
て
し

ま
い
、
内
側
の
硬
い
部
分
だ
け
が
残
り

ま
す
（
図
10
）。
島
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

柱
状
節
理
な
ど
、
マ
グ
マ
が
つ
く
る
さ

ま
ざ
ま
な
造
形
が
見
ら
れ
ま
す
。
さ
ら

に
、
そ
れ
が
波
で
浸
食
さ
れ
る
こ
と
で

特
徴
的
で
面
白
い
形
に
な
り
、
写
真
を

撮
り
に
来
る
方
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

水
族
館
や
ホ
テ
ル
も
あ
り
ま
す
し
、
江
戸
城
の
築
城
に
使
わ
れ
た
石

材
を
切
り
出
し
た
跡
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
陸
上
の
大
型
火
山
活
動
の
時
代

†
大
瀬
崎

　
大
瀬
崎
の
西
の
海
岸
で
は
、
大
瀬
崎
火
山
か
ら
流
れ
た
溶
岩
の
積

み
重
な
り
や
、
マ
グ
マ
の
通
り
道
で
あ
る
火
道
の
断
面
が
観
察
で
き

る
貴
重
な
場
所
が
あ
り
ま
す
。溶
岩
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
所
で
は
、

赤
い
層
と
黒
い
層
、
が
さ
が
さ
し
て
い
る
層
と
塊
が
で
き
て
い
る

層
と
い
っ
た
地
層
の
違
い
が
観
察
で
き
ま
す
（
図
11
）。
赤
く
て
が

さ
が
さ
し
た
部
分
は
ク
リ

ン
カ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
て
、

岩
石
に
含
ま
れ
て
い
る
鉄

分
が
高
温
の
状
態
で
酸
素

に
触
れ
て
酸
化
鉄
に
な
る

と
赤
色
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
大
瀬
崎
の
火
山
噴

火
が
陸
上
で
起
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
海
底

で
噴
火
し
た
場
合
に
は
ク

リ
ン
カ
ー
は
で
き
ま
せ
ん
。

図10　“火山の根”の成り立ち　

図11　大瀬崎で観察できる溶岩
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火
山
以
外
に
も
、
大
瀬
崎

に
は
い
ろ
い
ろ
な
見
ど
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
ス
プ
ー
ン

の
よ
う
な
不
思
議
な
地
形
が

駿
河
湾
に
突
き
出
た
大
瀬
崎

は
、
海
岸
沿
い
の
海
流
に

よ
っ
て
運
ば
れ
た
岩
や
土
砂

が
帯
状
に
堆
積
し
た
砂さ

し嘴
が

発
達
し
て
い
ま
す
（
図
12
）。

岬
の
先
端
に
は
神
池
と
呼
ば

れ
る
池
が
あ
り
、
海
か
ら

五
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
し
か
離
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
淡
水
の
部

分
が
あ
り
ま
す
。
一
帯
に
は
樹
齢
千
年
を
超
え
る
巨
木
の
ビ
ャ
ク
シ

ン
の
樹
林
が
あ
り
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
神

池
に
淡
水
が
あ
る
の
を
不
思
議
に
思
う
方
が
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
こ
は
神
社
の
神
域
に
な
っ
て
い
る
の
で
調
査
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
ど
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
一

つ
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
、
淡
水
レ
ン
ズ
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
日
本
各
地
、
海
の
近
く
や
島
で
よ
く
あ
る
の
で
す
が
、
淡
水
は

海
水
に
比
べ
て
軽
い
の
で
、
海
水
の
上
に
分
離
し
て
た
ま
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
神
池
の
淡
水
も
、
こ
の
淡
水
レ
ン
ズ
の
一
種
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

†
御
浜
岬

　
達
磨
火
山
の
西
側
が
深
く
え
ぐ
れ
た
谷
に
な
っ
て
い
て
、
達
磨
火

山
の
土
砂
が
海
流
で
運
ば
れ
て
岬
が
延
び
た
地
形
に
な
っ
て
い
ま

す
。
戸
田
港
の
外
に
広
が
る
駿
河
湾
は
日
本
一
深
い
湾
で
、
多
様
な

海
洋
生
物
の
す
み
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戸
田
港
を
守
る
よ
う
に
砂

嘴
が
延
び
て
い
る
た
め
、
こ
の
辺
り
は
波
が
と
て
も
穏
や
か
で
、
天

然
の
良
港
に
な
っ
て
い
ま
す
。
イ
ヌ
マ
キ
林
が
分
布
し
て
い
て
、
樹

齢
百
年
を
超
え
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
木
々
は
、
過
去
に

何
度
も
津
波
に
耐
え
た
防
災
林
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

†
井
田

　
井
田
で
は
、
砂
嘴
が
低
い
土
地
を
囲
む
よ
う
に
延
び
、
砂
嘴
の
先

端
が
淵
に
く
っ
つ
い
て
砂
州
と
な
っ
て
い
ま
す
。
陸
地
側
に
は
海
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
明
神
池
と
呼
ば
れ
る
池
が
あ
り
、
川
か
ら
運
ば
れ

た
土
砂
に
埋
め
ら
れ
て
、今
は
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

明
神
池
の
ボ
ー
リ
ン
グ
コ
ア
の
分
析
か
ら
は
、
一
八
五
四
年
の
安
政

東
海
地
震
で
発
生
し
た
津
波
に
よ
り
、
海
か
ら
砂
州
を
乗
り
越
え
て

土
砂
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

†
砂
嘴
と
砂
州

　
砂
嘴
と
砂
州
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
延
び
た
岬
が
対
岸

と
ほ
ぼ
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
を

図12　大瀬崎（岬の先端中央部が神池）
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砂
州
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
従
っ
て
、

西
伊
豆
の
堂
ヶ
島
に
あ
る
ト
ン
ボ
ロ

は
砂
州
の
一
種
で
す
（
図
13
）。

　
一
方
、
岬
が
対
岸
と
つ
な
が
っ
て

い
な
く
て
、
途
中
ま
で
延
び
て
い
る

も
の
を
砂
嘴
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ど

ち
ら
も
堆
積
物
が
ど
こ
か
か
ら
供
給

さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ

の
背
部
に
は
海
食
崖
と
い
う
崖
が
必

ず
あ
り
ま
す
。
日
本
三
景
の
天
橋
立

も
砂
州
で
す
。

　
富
士
山
の
火
山
活
動
と
現
代

†
三
島
溶
岩

　
三
島
溶
岩
は
、
今
か
ら
約
一
万
年
前
に
富
士
山
か
ら
流
れ
出
た
溶

岩
で
す
。
愛
鷹
山
と
箱
根
の
間
の
谷
を
流
れ
下
り
、
現
在
の
三
島
の

市
街
地
の
辺
り
ま
で
流
れ
て
い
き
ま
し
た
（
図
14
）。
そ
の
末
端
部

分
に
楽
寿
園
や
鮎
壺
の
滝
な
ど
の
サ
イ
ト
が
あ
り
ま
す
。
三
島
溶
岩

は
流
動
性
が
高
く
、
非
常
に
流
れ
や
す
い
溶
岩
だ
っ
た
の
で
、
溶
岩

が
つ
く
っ
た
特
徴
的
な
地
形
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
人
々
が
住
み
、
信
仰
が
生
ま
れ
た
地
域
も
あ
り
ま
す
。
長
泉
町
で

は
、
溶
岩
の
上

に
割
狐
塚
稲
荷

神
社
が
建
て
ら

れ
ま
し
た
。

†
鮎
壺
の
滝

　
長
泉
町
と
沼

津
市
の
境
目
を

流
れ
る
黄
瀬
川

に
か
か
る
鮎
壺

の
滝
は
、
何
枚

か
の
溶
岩
が
積

み
重
な
っ
た
厚
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
岩
盤
が
見
ら
れ
ま
す
。
溶

岩
の
下
に
あ
っ
た
柔
ら
か
い
ロ
ー
ム
層
が
川
の
流
れ
に
よ
っ
て
削
ら

れ
、
硬
い
岩
盤
の
部
分
が
残
っ
て
滝
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
15
）。

正
確
に
ど
こ
ま
で
溶
岩
が
流
れ
て
き
た
か
と
い
う
の
は
、
削
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く
滝
の
辺
り
ま
で
来

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
滝
の
裏
側
に
向
か
っ
て
オ
ー
バ
ー
ハ
ン

グ
し
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
滝
の
下
の
部
分
に
は
軟
ら
か
い
地
層

が
露
出
し
て
い
て
、
す
ご
く
削
ら
れ
や
す
い
で
す
。
軟
ら
か
い
地
層

の
上
に
硬
い
地
層
が
分
布
し
て
い
て
、
軟
ら
か
い
地
層
が
早
く
削
ら

れ
る
の
で
、
間
に
段
差
が
で
き
て
、
そ
こ
が
滝
に
な
っ
て
い
ま
す
。

図13　砂嘴と砂州

図14　鮎壺の滝鮎壺の滝三島溶岩を流出した頃の富士山
　（宮路直道による）
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†
白
滝
公
園
と
菰
池

　
白
滝
公
園
と
菰
池
は
桜
川
の
源
流
に
当
た
る
場
所
で
、
湧
水
を
農

業
な
ど
に
利
用
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
灌
漑
水
路
で
あ
り
、
元
々

は
白
滝
公
園
か
ら
南
の
御
殿
川
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
溶
岩
の
表
面

に
で
き
た
小
さ
な
地
形
や
、
溶
岩
の
す
き
間
か
ら
流
れ
出
す
湧
水
の

様
子
を
観
察
で
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
割
狐
塚
稲
荷
神
社
も
そ
う
で
す

が
、
溶
岩
塚
と
呼
ば
れ
る
特
徴
的
な
地
形
が
見
ら
れ
ま
す
。
地
形
と

い
っ
て
も
、
小
さ
い
も
の
だ
と
数
メ
ー
ト
ル
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

溶
岩
の
流
れ
方
が
分
か
る
貴
重
な
も
の
で
す
。流
れ
て
く
る
溶
岩
は
、

内
側
は
す
ご
く
熱
い
の
で
す
が
、
外
側
は
比
較
的
早
く
冷
や
さ
れ
て

固
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
固
ま
っ
た
部
分
が
殻
の
よ
う

に
な
り
、そ
れ
が
中
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
と
上
に
盛
り
上
が
り
、ド
ー

ム
状
に
膨
ら
ん
で
表
面
が
割
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
溶
岩
塚

が
形
成
さ
れ
ま
す
（
図
16
）。
ち
ょ
う
ど
お
餅
が
焼
け
て
膨
ら
ん
だ

も
の
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
分
か
り
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。

†
楽
寿
園
・
源
兵
衛
川

　
こ
こ
も
一
万
年
前
の
三
島
溶
岩
の
影
響
を
と
て
も
強
く
受
け
て
い

ま
す
。
溶
岩
は
、
亀
裂
や
す
き
間
が
多
い
の
で
、
雨
水
や
雪
解
け
水

な
ど
が
浸
み
込
む
と
地
下
水
が
た
く
さ
ん
蓄
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が

三
島
溶
岩
の
周
り
で
た
く
さ
ん
湧
い
て
い
ま
す
。
三
島
の
市
街
地
の

湧
水
は
溶
岩
の
す
き
間
を
通
っ
て
き
た
水
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
豊
富
な
湧
水
は
、
源
兵
衛
川
に
代
表
さ
れ
る
小
川
の
多
い
三
島
の

景
観
や
文
化
を
築
い
て
き
ま
し
た
。

図15　鮎壺の滝のなりたち

図16　溶岩塚の仕組み
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†
境
川
・
清
住
緑
地

　
市
街
地
に
位
置
し
て
い
る
湧
水
地
で
、
楽
寿
園
と
同
じ
よ
う
に
三

島
溶
岩
の
中
を
通
っ
て
き
た
地
下
水
が
湧
き
出
し
て
い
ま
す
。
水
辺

に
は
貴
重
な
動
植
物
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
方
々
に
よ
っ
て

整
備
・
保
護
さ
れ
、
今
も
た
く
さ
ん
の
貴
重
な
自
然
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
公
園
を
流
れ
て
い
る
境
川
は
、
か
つ
て
駿
河
国
と
伊
豆
国
を

分
け
た
境
界
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
ま
と
め

　
沼
津
・
三
島
の
主
な
ジ
オ
サ
イ
ト
を
た
ど
り
、
こ
の
地
域
の
大
地

の
歴
史
を
俯
瞰
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
イ
ト
は
、
海
底
火
山
の

活
動
に
影
響
を
受
け
た
地
域
、
本
州
衝
突
後
の
陸
上
で
の
火
山
活
動

に
影
響
を
受
け
た
地
域
、
さ
ら
に
富
士
山
の
火
山
活
動
に
影
響
を
受

け
た
地
域
の
三
つ
に
分
け
る
と
捉
え
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

質
疑
応
答

質
問
─
─
伊
豆
半
島
が
本
州
に
ぶ
つ
か
っ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー

ト
が
潜
り
込
ん
で
い
る
こ
と
と
、
富
士
山
の
火
山
活
動
は
、
ど
の
程

度
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
関
係
が
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

遠
藤
─
─
伊
豆
半
島
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の
表
面
に
載
っ
て

い
て
、
潜
り
込
ん
で
い
る
の
は
そ
の
下
の
プ
レ
ー
ト
の
部
分
で
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
が
潜
り
込
ん
で
い
て
、
富
士
山
の
下
の
辺

り
で
は
マ
グ
マ
が
で
き
て
い
ま
す
が
、
富
士
山
の
火
山
活
動
に
伊
豆

半
島
の
何
か
が
直
接
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま

す
。

質
問
─
─
観
光
地
に
行
く
と
、
そ
こ
の
説
明
を
し
て
い
る
看
板
が
よ

く
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
ジ
オ
サ
イ
ト
な
の
で
す
か
。
ジ
オ

ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
か
。

遠
藤
─
─
サ
イ
ト
と
い
う
の
は
範
囲
を
示
し
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

一
つ
の
サ
イ
ト
の
中
に
複
数
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
も
普
通
で

す
。
看
板
は
ポ
イ
ン
ト
に
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
中
に
は

一
つ
の
看
板
で
サ
イ
ト
全
体
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

質
問
─
─
大
瀬
崎
の
ク
リ
ン
カ
ー
に
つ
い
て
で
す
が
、
図
11
の
写
真

の
右
端
が
火
道
な
の
で
す
か
。

遠
藤
─
─
そ
う
で
す
。

質
問
─
─
火
道
の
す
ぐ
横
で
ク
リ
ン
カ
ー
が
発
生
し
て
い
る
の
は
、

割
れ
目
が
あ
っ
て
そ
こ
を
通
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
火

道
の
本
道
か
ら
脇
道
に
そ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

遠
藤
─
─
そ
う
で
す
ね
。
本
道
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
は
脇

道
の
地
表
付
近
か
、
溶
岩
な
ど
の
噴
出
物
が
直
接
地
上
に
出
て
い
る
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よ
う
な
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

質
問
─
─
山
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た
所
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
表
面

に
出
て
い
た
所
な
の
で
す
か
。

遠
藤
─
─
は
い
。
そ
れ
ら
を
分
け
る
言
葉
が
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
も

火
道
と
言
っ
て
い
ま
す
。

質
問
─
─
私
は
伊
豆
に
越
し
て
き
て
ま
だ
五
年
ぐ
ら
い
な
の
で
す

が
、
伊
豆
半
島
と
い
う
の
は
、
地
質
学
的
に
ど
こ
ま
で
の
範
囲
の
こ

と
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

遠
藤
─
─
地
質
的
に
言
う
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
一
つ
の
考
え
方

と
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
に
載
っ
て
い
る
部
分
を
伊
豆

半
島
と
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の
表
面
に
は
堆
積
物
が
か
な
り
載
っ

て
い
る
の
で
、そ
の
境
界
を
地
上
で
観
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。

オ
ホ
ー
ツ
ク
プ
レ
ー
ト
と
の
境
界
は
断
層
が
一
部
露
出
し
て
い
る
の

で
観
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
と
の
境

界
は
、
ち
ょ
う
ど
富
士
山
や
愛
鷹
山
が
あ
っ
た
り
し
て
、
現
状
、
地

表
か
ら
は
正
確
な
境
界
が
観
測
で
き
ま
せ
ん
。

質
問
─
─
西
伊
豆
町
の
仁
科
層
群
は
、
な
ぜ
今
こ
の
場
所
に
最
も
古

い
地
層
が
露
出
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

遠
藤
─
─
な
か
な
か
難
し
い
質
問
で
す
が
、
一
般
論
で
言
う
と
、
恐

ら
く
北
部
地
域
に
も
古
い
時
代
の
地
層
が
過
去
に
は
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
た
だ
し
、
北
か
ら
順
に
本
州
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

北
の
地
層
は
、
よ
り
早
い
時
期
に
陸
と
な
り
、
浸
食
を
長
い
時
間
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
相
対
的
に
南
側
の
地
層
は
浸
食
を
受
け

る
時
間
が
少
な
い
の
で
、
古
い
時
代
の
地
層
が
残
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
恐
ら
く
北
部
に
も
、
か
つ
て
は
仁
科
層
群
に
値
す
る
よ

う
な
古
い
時
代
の
地
層
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
長
い
時
間

の
浸
食
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
た
ま
た
ま
西
伊
豆
に
は
残
っ
て
い

て
露
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
仁
科
層

群
の
地
層
は
、
地
質
的
に
は
古
い
時
代
の
地
層
な
の
で
、
当
然
、
下

の
方
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
新
し
い
時
代
の
地
層
が
上
に
載
っ
て

い
て
、
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
む
し

ろ
、
そ
ち
ら
の
方
が
要
因
と
し
て
は
大
き
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
上

に
載
っ
て
い
る
地
層
が
浸
食
を
受
け
て
削
り
取
ら
れ
れ
ば
、
下
に
あ

る
も
の
が
露
出
し
て
く
る
は
ず
で
、
仁
科
層
群
の
地
層
は
、
恐
ら
く

他
の
地
域
に
も
地
下
に
は
埋
も
れ
て
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

　
私
の
専
門
は
考
古
学
で
す
。
弥
生
時
代
に
農
業
が
ど
の
よ
う
に
成

立
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
研
究
テ
ー
マ
で
、
静
岡
平
野
の

登
呂
遺
跡
の
研
究
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
登
呂
遺
跡
は
平
成
の
時
期

の
再
発
掘
調
査
を
経
て
、
十
年
ほ
ど
前
に
改
め
て
ム
ラ
の
様
子
が

復
元
さ
れ
ま
し
た
（
写
真

1
）。
か
つ
て
は
ム
ラ
の
周

り
は
森
で
囲
ま
れ
て
い
る

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
復
元

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実

際
は
ム
ラ
の
目
の
前
は
水

田
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

復
元
し
た
住
居
な
ど
の
集

落
の
、
溝
を
挟
ん
だ
真
ん

前
に
、
広
く
水
田
が
広
が

る
様
子
が
当
時
の
ま
ん
ま
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
水
田
で
実
際
に

コ
メ
を
作
っ
て
み
た
り
、
当
時
の
道
具
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
復
元
し

て
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
実
際
や
っ
て
み
る
と
い
う
、

実
験
考
古
学
的
な
研
究
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
先
に
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
紹
介
さ

れ
た
い
ろ
い
ろ
な
自
然
遺
産
の
中
で
一
番
現
代
に
近
い
時
期
の
地
質

活
動
は
、
一
万
年
ぐ
ら
い
前
の
三
島
溶
岩
流
の
話
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
私
の
話
は
そ
こ
に
当
時
暮
ら
し
た
人
々
の
話
で
す
が
、

一
万
五
千
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
が
氷
河
期
で
旧
石
器
時
代
、
そ
こ
か
ら

温
暖
化
が
進
み
、
一
万
年
前
は
縄
文
時
代
早
期
で
す
。
八
千
年
前
ぐ

ら
い
に
温
暖
化
の
ピ
ー
ク
が
来
て
、
そ
の
後
ま
た
少
し
寒
く
な
っ
て

い
く
の
で
す
が
、
弥
生
時
代
は
紀
元
前
八
〇
〇
年
、
つ
ま
り
今
か
ら

二
千
八
百
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
始
ま
り
、
二
世
紀
か
三
世
紀
ご
ろ
に
終

わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
は
コ
メ
を
作
っ
た
時
代
で

す
。
コ
メ
を
作
っ
た
田
ん
ぼ
は
多
く
は
平
野
に
あ
り
、
古
く
か
ら
一

般
的
に
は
低
地
の
水
の
便
が
い
い
所
に
水
を
く
み
入
れ
て
田
ん
ぼ
が

講
座
２

　
　
駿
河
湾
沿
岸
地
域
の
農
耕
文
化
の
形
成

　

篠
原
　
和
大

写真1 平成の再発掘調査をもとに復元された登
呂遺跡
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つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
縄
文
時
代
に
平
野
は
ま
だ
海
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
時
折
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
弥
生
時
代
に
水
田
が
拓
か
れ

た
舞
台
と
し
て
の
平
野
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
静
岡
市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
登
呂
の
こ
と
な
ど
を
研
究
し

て
い
ま
す
が
、
静
岡
市
の
登
呂
周
辺
の
こ
と
は
昔
か
ら
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
静
岡

県
東
部
は
、
遺
跡
の
調
査
は
い
ろ
い
ろ
と
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
広

い
面
積
で
調
査
が
行
わ
れ
た
遺
跡
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
跡
が
あ

る
場
所
や
部
分
的
な
内
容
は
分
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す

が
、
そ
こ
で
何
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
分
か
る
よ
う

な
遺
跡
は
あ
ま
り
多
く
な
い
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
静
岡

平
野
の
話
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
静
岡
県
東
部
で
ど
の

よ
う
に
農
耕
が
定
着
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

農
耕
文
化
形
成
期
の
沼
津
周
辺

　
沼
津
市
の
西
通
北
遺
跡
（
写
真
2
）
は
、
Ｊ
Ｒ
沼
津
駅
か
ら
二
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
西
に
行
っ
た
線
路
沿
い
に
あ
る
遺
跡
で
す
。
線
路

の
北
側
で
溝
が
出
て
き
ま
し
た
。
静
岡
県
の
調
査
の
結
果
、
こ
の
溝

は
内
陸
の
浮
島
沼
の
低
地
に
向
か
っ
て
弧
を
描
く
よ
う
に
掘
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
沼
津
市
の
調
査
で
は

住
居
跡
が
二
、三
軒
出
て
い

る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
ム
ラ

の
周
り
を
溝
で
囲
っ
た
環

濠
集
落
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
遺
跡
の
時
期
は
弥
生

時
代
中
期
の
中
頃
で
、
静

岡
で
本
格
的
に
コ
メ
作
り

が
始
ま
っ
た
時
期
で
す
が
、

そ
の
中
で
も
古
い
時
期
の
集
落
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
注
目

を
集
め
ま
し
た
。
駿
河
湾
沿
岸
地
域
で
農
業
が
ど
う
成
立
し
て
い
っ

た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
上
で
も
非
常
に
大
事
な
遺
跡
だ
と
思
い
ま

す
。
登
呂
遺
跡
は
、
西
通
北
遺
跡
の
時
代
か
ら
も
っ
と
下
っ
た
弥
生

時
代
後
期
の
遺
跡
で
す
が
、
農
業
が
定
着
し
、
さ
ら
に
地
域
の
中
の

社
会
関
係
が
成
熟
し
て
い
っ
た
時
期
の
遺
跡
に
な
り
ま
す
。

　
弥
生
時
代
の
後
は
古
墳
時
代
で
す
。
古
墳
時
代
の
中
で
も
相
当
古

い
時
期
の
古
墳
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
沼
津
市
の
高
尾
山
古
墳
で

す（
写
真
3
）。こ
の
辺
は
あ
ま
り
議
論
が
統
一
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

弥
生
時
代
に
は
、
特
に
東
日
本
で
は
、
階
層
分
化
が
起
こ
っ
て
傑
出

し
た
首
長
が
現
れ
る
よ
う
な
支
配
関
係
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
言

え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
古
墳
時
代
の
初
頭
に
、
突
如
高
尾
山
古
墳 写真2　沼津市西通北遺跡の集落を囲む環濠
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と
い
う
大
き
な
前
方
後
方
墳
が

つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の

古
墳
の
頂
上
に
は
棺
が
一
つ
埋

ま
っ
て
い
て
、
明
ら
か
に
一
人

の
人
物
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た

お
墓
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
全
長
六
〇
メ
ー
ト
ル
強

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が

突
然
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
的
な
関
係
が
大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
今
日
一
番
お
話
し
し
た
い
の
は
地
形
の
問
題
で
す
。

弥
生
時
代
の
始
ま
り
ご
ろ
に
富
士
山
が
山
体
崩
壊
を
起
こ
し
ま
し

た
。
富
士
山
が
御
殿
場
の
方
に
向
か
っ
て
崩
れ
て
、
そ
れ
が
百
年
か

二
百
年
後
、
年
代
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
土
石
流
に
な
っ
て
沼

津
や
三
島
の
方
を
襲
い
ま
す
。こ
れ
を
御
殿
場
泥
流
と
い
っ
て
い
て
、

遺
跡
の
発
掘
で
も
そ
の
痕
跡
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
土
地
の
低
い
場

所
は
、
弥
生
時
代
の
前
の
縄
文
時
代
に
は
海
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
御
殿
場
泥
流
が
流
れ
下
り
、
大
量
の
土
砂
が
低
い
と
こ
ろ

や
海
を
埋
め
て
傾
斜
や
陸
地
を
つ
く
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
扇
状
地

で
す
。
そ
う
い
っ
た
土
地
は
コ
メ
作
り
に
向
い
て
い
ま
し
た
。
扇
状

地
で
は
、
水
が
伏
流
し
、
傾
斜
の
先
端
の
方
で
ま
た
地
表
水
に
な
っ

て
出
て
き
ま
す
。
き
ち
ん
と
流
れ
て
い
る
河
川
よ
り
も
、
そ
う
い
う

水
の
方
が
管
理
し
や
す
い
で
す
。
緩
い
傾
斜
が
あ
る
の
で
、
水
路
を

引
く
と
高
い
所
か
ら
低
い
所
へ
水
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。で
す
か
ら
、

御
殿
場
泥
流
は
大
災
害
だ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
低
地
が
埋

ま
り
、
コ
メ
作
り
に
適
し
た
土
地
が
で
き
た
。
そ
れ
で
、
初
め
て
本

格
的
に
コ
メ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
実
は
静
岡
平
野
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
安
倍
川
で

洪
水
が
起
き
、
縄
文
時
代
に
水
域
だ
っ
た
場
所
が
陸
化
し
、
コ
メ
を

作
る
条
件
が
整
い
ま
し
た
。
静
岡
で
コ
メ
作
り
が
遅
れ
た
と
言
い
ま

し
た
が
、
実
は
そ
う
い
っ
た
条
件
が
整
っ
て
初
め
て
本
格
的
な
コ
メ

作
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　
西
通
北
遺
跡
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
資
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。
溝
や
土
器
は
出
て

い
ま
す
が
、
他
に
石
器
な
ど
の
遺
物
が
出
て
情
報
が
増
え
て
こ
な
い

と
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
静
岡
平
野
に
は
、
当
時
ど
の
よ
う
に
し

て
農
耕
集
落
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る

遺
跡
が
幾
つ
か
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
弥
生
時
代

が
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
か
と
い
う
話
を
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
は
高
尾
山
古
墳
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
登
呂

遺
跡
に
あ
っ
た
集
落
は
洪
水
で
埋
も
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
分

写真3　沼津市高尾山古墳
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析
方
法
に
よ
っ
て
、
降
水
量
が
極
端
に
多
か
っ
た
時
期
が
分
か
る
の

で
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
登
呂
が
洪
水
で
埋
ま
っ
た
時
期
は
西
暦

一
二
七
年
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
し
本
当
に
そ
う

だ
っ
た
と
す
る
と
、
高
尾
山
古
墳
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
西
暦
二
三
〇

年
ご
ろ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
登
呂
が
埋
ま
っ
た
時
期
か
ら
ち
ょ

う
ど
百
年
後
ぐ
ら
い
に
大
き
な
お
墓
を
つ
く
れ
る
文
化
が
成
立
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

列
島
と
駿
河
湾
岸
の
農
耕
文
化
の
形
成

　
日
本
列
島
に
、
ど
の
よ
う
に
農
耕
が
波
及
し
、
定
着
し
て
い
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
図
1
に
そ
れ
が
模
式
的
に
示
し
て
あ
り
ま

す
。
左
側
に
上
か
ら
下
に
日
本
列
島
の
地
域
を
九
州
か
ら
北
に
向

か
っ
て
中
国
・
四
国
、
近
畿
、
東
海
西
部
、
北
陸
、
東
海
東
部
、
中

部
高
地
、
関
東
、
東
北
南
部
、
東
北
北
部
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
東

海
西
部
が
濃
尾
平
野
、
名
古
屋
の
辺
り
、
東
海
東
部
が
静
岡
の
辺
り

で
す
。
西
の
方
は
濃
い
灰
色
（
定
着
期
）
が
先
に
入
っ
て
い
て
、
東

の
方
は
薄
い
灰
色
（
波
及
期
）
が
多
い
で
す
。
上
側
に
は
弥
生
時
代

の
時
期
区
分
と
お
お
よ
そ
の
年
代
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
弥
生
時
代

は
元
々
、
前
期
・
中
期
・
後
期
に
分
け
て
い
ま
し
た
が
、
西
日
本
、

特
に
九
州
か
ら
中
国
・
四
国
地
方
に
か
け
て
は
、
も
う
少
し
古
い
段

階
か
ら
稲
作
の
証
拠
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
時
代
を
弥
生
時
代
早

期
と
し
て
い
ま
す
。
上
に
年
代
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
放

射
性
炭
素
年
代
を
較
正
す
る
新
し
い
年
代
測
定
法
で
出
さ
れ
た
年
代

を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
図
は
、
私
が
一
緒
に
研
究
し
て
い
る
中
山
誠
二
さ
ん
と
い
う

方
が
作
成
し
た
も
の
で
す
が
、
ど
う
い
う
図
か
と
い
う
と
、
稲
作
や

農
具
、
環
濠
集
落
な
ど
の
農
耕
社
会
の
証
拠
が
各
地
で
ど
の
よ
う
に

出
現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
移
り
変
わ
り
を
示
し
た
も

の
で
す
。
左
寄
り
の
と
こ
ろ
で
、
東
に
薄
い
灰
色
が
多
い
の
は
、
稲図1　日本列島における農耕の波及と定着
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作
の
要
素
が
北
部
九
州
に
伝
わ
り
、
だ
ん
だ
ん
東
に
向
か
っ
て
波
及

し
て
い
っ
た
と
い
う
解
釈
と
一
致
し
ま
す
。
稲
作
は
愛
知
県
の
濃
尾

平
野
の
辺
り
ま
で
一
気
に
波
及
し
ま
す
。
た
だ
し
、
実
は
静
岡
辺
り

で
も
、
こ
の
時
期
に
イ
ネ
や
ア
ワ
・
キ
ビ
な
ど
の
跡
が
付
い
た
土
器

が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
十
年
ぐ
ら
い
で
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。
土
器
は
粘
土
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な

も
の
が
混
ざ
り
込
み
ま
す
。
あ
る
い
は
意
図
的
に
入
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
が
、
土
器
は
焼
き
上
げ
て
作
る
の

で
、
例
え
ば
米
粒
が
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
表
面
に
出
て
い
れ
ば

焼
い
た
と
き
に
燃
え
尽
き
て
土
器
に
空
洞
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
歯

医
者
さ
ん
が
歯
形
を
取
る
と
き
に
使
う
シ
リ
コ
ン
を
小
さ
な
注
射

器
で
入
れ
る
と
、
き
れ
い
に
型
が
取
れ
る
の

で
す
。
土
器
は
砂
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
て
、

ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
の
で
、
そ
ん
な
に
き
れ
い
に
取

れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

や
っ
て
み
る
と
、
コ
メ
の
表
面
に
あ
る
顆
粒

状
突
起
と
い
う
非
常
に
細
か
い
つ
ぶ
つ
ぶ
ま

で
き
れ
い
に
型
が
取
れ
ま
し
た
。そ
れ
に
よ
っ

て
、
実
は
も
う
一
つ
分
か
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
弥
生
時
代
に
コ
メ
作
り
が
始
ま
っ
た

と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
て
、
ア
ワ
や
キ
ビ
な
ど
の
雑
穀
が
出
て

く
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
（
図
2
）。

　
大
き
な
ム
ラ
を
つ
く
り
、労
働
力
が
き
ち
ん
と
投
入
さ
れ
な
い
と
、

大
き
な
水
田
を
開
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
本
格
的
な

稲
作
の
要
素
は
西
日
本
で
先
に
整
い
ま
す
が
、ど
う
も
東
日
本
で
も
、

結
構
早
い
段
階
か
ら
コ
メ
や
雑
穀
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。
で
も
、
そ
の
時
期
は
畑
を
や
っ
て
い
る
し
、
水
田
も
や
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
コ
メ
を
作
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
環
濠
集
落
の
よ
う
な
大
き
な
ム
ラ
を
つ

く
り
、
本
格
的
に
コ
メ
を
作
り
だ
す
の
は
も
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら

だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。
静
岡
あ
た
り
で
は
、
農
業
が
始
ま
っ
て

い
る
と
い
え
ば
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
ふ
わ
っ
と
し
た
段
階
が
先

図2　静岡清水平野の弥生土器から検出した穀物のレプ
リカ（電子顕微鏡写真）

　（①佐渡遺跡:アワ（中期初頭）､ ②佐渡遺跡:コメ（中
期初頭）､ ③有東遺跡:コメ（中期後半）､ 登呂遺跡:
コメ（後期））

図3　沼津市大平丸山遺跡の土器（弥生時代中期初頭）
から検出したアワ（左）とエゴマ（右）のレプリカ（電
子顕微鏡写真）
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に
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
弥
生
時
代
中
期
の
中
頃
で
本
格
的
に
コ
メ
を

作
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
弥
生
時
代
と
い
う
の
は
植
物
栽
培

が
始
ま
っ
た
段
階
で
あ
り
、
た
だ
、
東
と
西
で
は
定
着
の
過
程
が
少

し
違
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
考
古
学
で
は
、
土
器
か
ら
年
代
を
考
え
る
土
器
編
年
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
土
器
の
破
片
で
あ
っ
て
も
、
何
か
特
徴
が
あ
れ
ば
、

い
つ
の
時
期
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
に
く
っ

つ
い
て
い
る
米
粒
で
す
か
ら
、
年
代
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
遺
跡
か
ら
米
粒
が
出
て
き
て
も
、
も
し
か
し
た
ら
ア
リ
が
穴
を

掘
っ
て
そ
こ
か
ら
入
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
土
器
の
中
に
跡

が
あ
る
と
な
れ
ば
、
確
実
な
証
拠
に
な
り
ま
す
。

　
沼
津
市
の
香
貫
山
の
狩
野
川
側
に
大
平
丸
山
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

低
地
な
の
で
す
が
、
弥
生
時
代
中
期
の
前
半
の
遺
跡
で
す
。
こ
こ
か

ら
出
て
き
た
土
器
に
、
先
ほ
ど
の
シ
リ
コ
ン
の
手
法
で
、
ア
ワ
と
エ

ゴ
マ
の
跡
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
（
図
3
）。
エ
ゴ
マ
は
縄

文
時
代
か
ら
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
栽
培
植
物
で
、
ア
ワ
は
弥
生
時

代
に
な
っ
て
か
ら
出
て
く
る
栽
培
植
物
で
す
。
コ
メ
は
確
認
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
土
器
と
一
緒
に
イ
ノ
シ
シ
の
あ
ご
の
骨
が
出
て
き
た

の
で
、
畑
作
と
一
緒
に
イ
ノ
シ
シ
狩
り
も
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
沼
津
市
や
静
岡
市
の
辺
り
で
こ
う
い
っ
た
調
査
を
し

た
結
果
、
先
ほ
ど
弥
生
時
代
中
期
の
中
頃
に
本
格
的
な
農
業
が
始
ま

る
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
段
階
で
も
畑
作
物
が
あ
り
、

農
業
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
む
し
ろ

園
耕
や
農
耕
文
化
複
合
と
い
っ
て
、
農
業
が
完
全
主
体
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
生
業
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
に
農
業
が
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
た
段
階
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
狩
猟
採
集
と
農
業

の
間
の
段
階
で
そ
う
い
う
形
を
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

と
近
い
状
態
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
証
拠

が
あ
れ
ば
、
農
業
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
は
ほ
ぼ
確
実
だ
と
思
い
ま

す
。
静
岡
は
、
弥
生
時
代
前
期
に
農
業
の
波
及
期
が
あ
り
、
中
期
の

中
頃
に
本
格
的
な
農
業
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

農
耕
を
育
ん
だ
地
形
の
成
り
立
ち

　
図
4
は
、
静
岡
県
の
縄
文
時
代
の
後
期
と
晩
期
の
遺
跡
の
分
布
を

示
し
た
図
で
す
。
後
期
の
前
半
は
遺
跡
が
結
構
あ
り
ま
す
が
、
晩
期

の
前
葉
か
ら
後
葉
に
か
け
て
、
特
に
駿
河
湾
岸
で
遺
跡
が
減
っ
て
い

き
ま
す
。
直
接
関
係
が
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
伊
豆
半
島
本
体

で
最
後
に
噴
火
し
た
火
山
で
あ
る
カ
ワ
ゴ
平
火
山
は
、
縄
文
時
代
の

晩
期
、
今
か
ら
三
千
百
年
前
ぐ
ら
い
に
噴
火
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
富
士
山
も
同
時
期
に
何
度
か
噴
火
し
て
お
り
、
そ
れ
ら

が
も
し
か
し
た
ら
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
弥
生
時
代

に
入
っ
て
も
遺
跡
が
急
に
増
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
跡
は

あ
る
に
は
あ
る
の
で
す
が
、
本
格
的
な
農
業
が
始
ま
っ
て
い
な
い
の
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で
、
一
つ
一
つ
が
結
構
小
さ
く
て
分
散
的
で
す
。

　
た
だ
、
弥
生
時
代
の
前
半
に
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
起
き
ま
す
。
先

ほ
ど
言
っ
た
富
士
山
の
山
体
崩
壊
で
す
。
紀
元
前
八
〇
〇
年
ご
ろ
に

御
殿
場
方
面
に
か
な
り
大
き
く
崩
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
御
殿
場
泥
流

が
起
き
る
の
で
す
が
、
同
じ
頃
、
実
は
静
岡
市
の
辺
り
で
も
洪
水
が

起
き
た
よ
う
で
す
。
洪
水
は
水
だ
け
で
な
く
、
相
当
な
土
砂
を
運
び

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
静
岡
平
野
が
つ
く
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
で
は
、

そ
の
土
砂
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
御
殿
場
泥
流
は
富
士

山
の
山
体
崩
壊
で
出
て
き
ま
し
た
が
、
も
し
か
す
る
と
、
そ
の
と
き

に
大
き
な
地
震
が
あ
り
、
安
倍
川
水
系
の
上
流
域
も
か
な
り
崩
壊
し

て
、
そ
の
山
間
部
に
た
ま
っ
た
土
砂
が
、
雨
の
多
い
時
期
に
一
気
に

流
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
御
殿
場
泥
流
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
メ
ー

ト
ル
の
堆
積
物
が
あ
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
場
所
に
よ
っ
て
は

三
島
溶
岩
流
が
つ
く
っ
た
地
形
も
あ
り
、
分
け
に
く
い
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
す
が
、
ど
う
も
溶
岩
流
よ
り
も
広
く
泥
流
が
広
が
り
、
か
な
り

低
い
所
ま
で
薄
く
延
び
た
よ
う
で
す
。
沼
津
市
役
所
が
あ
る
御
幸
町

ま
で
御
殿
場
泥
流
が
来
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
西
通
北
遺
跡
か
ら
出
て
き
た
土
器
は
、
弥
生
土
器
な
の
で
す
が
、

す
ご
く
太
い
線
や
縄
文
が
入
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
縄
文
土
器
だ
と

言
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
縄
文
土
器
に
細
い
首
の
壺
は

な
い
の
で
、
正
真
正
銘
の
弥
生
土
器
、
東
日
本
独
特
の
弥
生
土
器
で

す
。
西
通
北
遺
跡
に
あ
る
溝
は
地
盤
を
掘
っ
て
あ
る
の
で
す
が
、
地

盤
の
と
こ
ろ
に
少
し
明
る
い
色
の
堆
積
物
が
あ
り
ま
す
（
写
真
4
）。

こ
れ
が
御
殿
場
泥
流
で
は
な
い
か
と
調
査
を
担
当
し
て
い
た
人
が

言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
私
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
富
士
山

の
山
体
崩
壊
は
紀
元
前
八
〇
〇
年
ご
ろ
で
、
そ
れ
で
せ
き
止
め
ら
れ

図4　静岡県の縄文時代後期から晩期頃の遺跡分布

25

篠原和大「駿河湾沿岸地域の農耕文化の形成」



て
た
ま
っ
て
い
た
湖
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
が
百
年

後
か
二
百
年
後
に
堰
を

切
っ
た
よ
う
に
土
砂
と

と
も
に
黄
瀬
川
を
流
れ

下
り
ま
す
。
雨
が
す
ご

く
多
か
っ
た
年
が
あ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
西

通
北
遺
跡
は
紀
元
前
三
〇
〇
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
ぐ
ら
い
の
時

期
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
御
殿
場
泥
流
は
、
紀
元
前
八
〇
〇

年
か
ら
紀
元
前
三
〇
〇
年
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

溝
に
見
ら
れ
る
堆
積
物
が
本
当
に
御
殿
場
泥
流
だ
と
す
る
と
、
そ
の

後
も
何
度
か
洪
水
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
堆
積
し
た
と
こ
ろ
に
溝
を

掘
っ
て
い
ま
す
。
泥
流
や
洪
水
に
よ
っ
て
扇
状
地
が
で
き
、
そ
こ
に

環
濠
集
落
が
つ
く
ら
れ
た
と
言
え
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の
環
濠
集
落
は

コ
メ
を
作
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
浮
島
沼
の
低
地
の
東
側
、
黄
瀬
川

の
方
か
ら
泥
流
が
押
し
寄
せ
て
、末
端
の
方
ま
で
緩
い
傾
斜
が
で
き
、

そ
こ
か
ら
地
下
水
が
出
て
、
そ
れ
を
利
用
し
て
水
田
を
つ
く
り
、
コ

メ
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
図
5
は
、
黄
瀬
川
や
大
場
川
が
流
れ
る
御
殿
場
泥
流
な
ど
で
で
き

た
扇
状
地
周
辺
の
弥
生
時
代
中
期
の
遺
跡
分
布
図
で
す
。
四
角
が
弥

生
時
代
の
中
期
中
葉
の
遺
跡
、
丸
が
弥
生
時
代
の
中
期
後
半
の
遺
跡

で
す
。
農
耕
が
成
立
し
て
き
た
ぐ
ら
い
の
時
期
で
す
が
、
実
は
こ
の

辺
に
は
四
角
の
古
い
遺
跡
が
多
い
で
す
。
上
流
の
方
は
、
岩
盤
が
出

て
い
る
よ
う
な
段
丘
の
上
に
平
場
が
あ
り
、
そ
こ
に
遺
跡
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
規
模
の
大
き
な
水
田
を
営
ん
で
い
た
と
は

考
え
に
く
い
で
す
が
、
最
初
に
現
れ
て
き
た
集
団
は
そ
う
い
う
所
で

水
田
を
営
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
低
い
所
へ
行
く

と
扇
状
地
や
三
角
州
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
、
後
々
大
き
な
集
落

に
な
っ
て
い
く
長
伏
と
い
う
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
境
川
沿
い
の
自
然図5　黄瀬川扇状地～狩野川下流域の弥生時代中期遺跡の分布

写真４　西通北遺跡環濠の断面（掘り込まれ
た地盤の下のほうの明るい地層は御殿場泥
流か）
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堤
防
の
よ
う
な
所
に
集
落
が
あ
り
、
方
形
周
溝
墓
と
い
う
お
墓
が
た

く
さ
ん
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
集
落
に
は
一
部
、
環
濠
が
見
つ
か
っ

て
い
る
の
で
、
環
濠
集
落
が
あ
っ
て
、
そ
の
周
り
に
お
墓
が
あ
る
と

い
う
形
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
扇
状
地
の
先
端
の
水
流
を
利
用
し

た
本
格
的
な
農
耕
集
落
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
の
時
期
に
、
も
し
か
す
る
と
泥
流
で
狩
野
川
の
入
り
口
が

一
部
せ
き
止
め
ら
れ
て
、
湖
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
遺
跡
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
元
々
の
溶

岩
地
形
で
で
き
た
水
流
を
利
用
し
て
い
た
の
か
、
地
下
水
を
利
用
し

て
い
た
の
か
、
そ
の
辺
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
扇
状
地
に
伴
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
農
耕
集
落
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

静
岡･

清
水
平
野
の
地
形
形
成
と
弥
生
遺
跡
の
立
地

　
静
岡
平
野
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
図
6
）。
静
岡

平
野
に
は
登
呂
遺
跡
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
、
登
呂
遺
跡
の
母
ム
ラ

と
い
わ
れ
る
有
東
遺
跡
も
あ
り
ま
す
。
図
7
の
地
図
は
、
静
岡
大
学

農
学
部
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
加
藤
芳
朗
先
生
が
作
成
さ
れ
た
、
静
岡

図6　静岡清水平野の地形と弥生遺跡の分布

図7　静岡平野の縄文中期～弥生末期頃の砂
礫（河川域）の進出
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平
野
の
形
成
に
関
す
る
図
で
す
。
横
線
が
引
い
て
あ
る
の
は
、
縄
文

時
代
に
こ
こ
が
水
域
だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
縄
文

時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
安
倍
川
の
氾
濫
が
続
い
て
埋
ま
っ
て
い
き
、

扇
状
地
が
で
き
ま
す
。
そ
の
先
端
の
方
に
は
弥
生
時
代
の
農
耕
集
落

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
や
は
り
地
形
と
水
利
の
条
件
が
い
い
所
を

選
ん
で
集
落
を
つ
く
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
登
呂
遺
跡
の
弥
生
時
代
当
時
の
地
面
か
ら
、
さ
ら
に
一
メ
ー
ト
ル

弱
掘
る
と
、
カ
ワ
ゴ
平
の
火
山
灰
の
層
が
出
て
き
ま
す
。
カ
ワ
ゴ
平

は
伊
豆
半
島
本
体
で
最
後
に
噴
火
し
た
火
山
で
す
が
、
地
層
を
調
べ

る
と
、
夏
に
噴
火
し
て
西
に
火
山
灰
が
飛
ん
だ
よ
う
で
す
。
大
抵
の

時
期
は
偏
西
風
で
東
へ
向
か
っ
て
風
が
吹
い
て
い
る
の
で
す
が
、
逆

に
吹
い
て
西
の
方
に
飛
ん
で
い
ま
す
。
静
岡
平
野
の
弥
生
時
代
の
遺

跡
は
扇
状
地
に
あ
り
ま
す
が
、
大
体
ど
こ
を
掘
っ
て
も
、
そ
の
下
か

ら
カ
ワ
ゴ
平
の
火
山
灰
が
出
て
き
ま
す
。
普
通
、
火
山
灰
は
陸
地
に

降
る
と
、
雨
で
流
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
残
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
火

山
灰
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
が
低
い
所
か
水
域
だ
っ
た

と
言
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ワ
ゴ
平
が
噴
火
し
た
の
は
縄
文

時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
、
三
千
百
年
前
ぐ
ら
い
な
の
で
、
そ
の
頃
は
み

ん
な
水
域
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
先
ほ
ど
、
弥
生
時
代
が
始
ま
っ
て
か
ら
御
殿
場
泥
流
と
平
地
を

つ
く
る
よ
う
な
洪
水
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
い
ま
し
た
が
、

ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る

と
、コ
メ
作
り
が
で
き
る
よ
う
な
い
い
条
件
の
土
地
が
出
来
上
が
り
、

そ
こ
に
登
呂
遺
跡
や
有
東
遺
跡
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
環
境
が
整
っ
た

の
は
、
意
外
と
新
し
い
出
来
事
だ
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
登
呂

遺
跡
よ
り
さ
ら
に
安
倍
川
寄
り
に
あ
る
鷹
ノ
道
遺
跡
の
辺
り
だ
と
、

弥
生
時
代
の
遺
跡
の
下
に
二
メ
ー
ト
ル
近
い
堆
積
が
あ
り
ま
す
。
か

な
り
の
面
積
が
埋
ま
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
や
は
り
相
当
な
土
砂

が
短
い
間
に
平
野
に
流
れ
込
ん
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

有
東
遺
跡
の
形
成
と
弥
生
中
期
の
社
会

　
有
東
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
中
期
の
中
頃
に
形
成
さ
れ
大
き
な
集
落

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
（
図
8
）。
今
は
市
街
地
化
さ
れ
て
い
る
場

所
で
、
川
が
流
れ
て
い
て
、
結
構
低
い
所
で
す
。
そ
の
中
で
も
古
い

時
期
の
資
料
が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
は
有
東
遺
跡
の
東
側
の
方
で

す
。
新
し
い
時
期
に
広
が
っ
た
所
に
は
直
線
的
な
溝
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
か
な
り
大
き
な
ム
ラ
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
ム
ラ
の
周
り
に
は
方
形
周
溝
墓
と
い
う
お
墓
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
有
東
遺
跡
の
一
角
か
ら
古
い
時
期
の
大
き
な
穴
が
一
つ
出
て
き

て
、
そ
こ
に
土
器
が
乱
雑
に
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
図
9
）。
西

通
北
遺
跡
の
土
器
よ
り
少
し
古
い
と
思
い
ま
す
が
、よ
く
似
て
い
て
、

口
の
あ
た
り
に
も
模
様
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
弥
生
土
器
は
、
主
に
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壺
と
、
か
め
と
い
う
コ
メ
を
調
理
す
る
た
め
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
、こ
こ
で
は
櫛く
し
が
き
も
ん

描
文
で
飾
っ
た
土
器
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ
の
時
期
に
櫛
描
文
で
土
器
を
飾
る
の
は
、
濃
尾
平
野
の
尾
張
の
地

域
で
す
。
そ
れ
と
そ
っ
く
り
な
土
器
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う

細
か
い
手
法
を
見
て
い
く
と
、
静
岡
県
西
部
、
東
遠
江
の
掛
川
や
袋

井
の
あ
た
り
、
愛
知
県
東

部
、
三
河
の
豊
橋
辺
り
の

土
器
と
思
わ
れ
る
も
の
な

ど
が
結
構
た
く
さ
ん
入
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

　
な
ぜ
他
の
地
域
の
土
器

が
あ
る
か
と
い
う
と
、
運

ば
れ
た
か
、
あ
る
い
は
人

が
来
て
そ
こ
で
出
身
地
の

土
器
を
作
っ
た
の
か
、
い

ろ
い
ろ
と
説
は
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
私
は
や
は

り
ム
ラ
を
つ
く
る
と
き
に

人
が
来
て
、
そ
し
て
次
第

に
大
き
な
ム
ラ
に
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま

図8　有東遺跡周辺の弥生時代集落の様子

図9　有東遺跡16次調査SK05出土土器（弥生中期中葉、外来系土器を含む）
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す
。
恐
ら
く
静
岡
平
野
は
、
そ
の
前
に
は
あ
ま
り
人
が
い
な
い
の
で

す
。
農
業
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
か
ら
人
が

来
て
、
人
口
も
そ
れ
な
り
に
増
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
大
き
な
ム
ラ
と
い
う
と
西
通
北
遺
跡
が
そ
う
で
す
が
、
西
通
北
遺

跡
は
、
恐
ら
く
北
側
の
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
場
所
に
住
家
が
あ
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
何
人
ぐ
ら
い
住
ん
で
い
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
溝
で
囲
っ
て
そ
の
中
に
集
落
を
入
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

や
は
り
大
き
な
集
団
を
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
環
濠
集
落
と
い
う
と
、
戦
い
な
ど
の
話
に
な
っ
て

し
ま
う
癖
が
考
古
学
者
に
は
あ
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
外

に
も
、
大
き
な
集
団
が
協
力
し
て
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
の
か

な
ど
、
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

本
格
的
な
コ
メ
作
り

　
実
際
に
ム
ラ
の
中
で
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
西
通
北

遺
跡
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
有
東
遺
跡
で
は
、
遺
跡
の

中
か
ら
た
く
さ
ん
の
石
器
が
出
て
き
ま
す
（
図
10
左
）。
一
部
は
刃

が
す
ご
く
分
厚
い
石
器
で
す
。
縄
文
時
代
に
は
そ
う
い
う
石
器
は
あ

り
ま
せ
ん
。
分
厚
い
刃
の
石
器
で
何
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
大
き

な
木
を
切
り
倒
す
こ
と
で
す
。
大
き
な
木
で
も
、
軟
ら
か
い
木
だ

と
、
分
厚
い
刃
で
切
ろ
う
と
す
る
と
木
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
て
う
ま

く
い
き
ま
せ
ん
が
、
硬
い
木
な
ら
切
り
倒
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大

抵
は
カ
シ
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
硬
い
木
を
切
り
倒
さ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
か
と
い
う
と
、
木
器
を
作
る
た
め
で
す
。
弥
生
時
代
の
鍬
は

頭
の
部
分
が
カ
シ
で
、
柄
が
細
く
て
、
こ
ん
な
も
の
で
田
ん
ぼ
を
耕

す
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
議
論
が
昔

か
ら
あ
る
の
で
す
が
、

実
際
に
同
じ
素
材
で

作
っ
て
み
る
と
、
意

外
と
丈
夫
で
す
。
そ

れ
は
、
や
は
り
カ
シ

の
木
で
作
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
私
は
こ

れ
を
作
る
の
に
グ
ラ

イ
ン
ダ
ー
と
い
う
電

動
工
具
で
削
り
、
相

当
な
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
石
器
を
使
っ
た

当
時
の
人
は
相
当
大

変
だ
っ
た
と
思
い
ま

図10　有東遺跡出土の石器と木器

30

静岡大学東部市民講座「静岡の自然と文化」



す
が
、
コ
ツ
コ
ツ
と
作
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
材
を
水
に

漬
け
て
お
く
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
引
っ
張
り
出
し
て
加
工
し
て
、
ま

た
水
に
漬
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
も
分

か
っ
て
き
ま
し
た
。
の
こ
ぎ
り
が
な
い
の
で
、
木
を
横
に
切
る
の
は

大
変
で
す
。く
さ
び
を
打
ち
込
め
ば
縦
に
割
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
、

割
る
と
い
う
作
業
を
多
用
し
て
、
長
い
材
を
加
工
し
て
い
き
、
最
後

に
薄
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
切
り
離
し
て
そ
れ
ぞ
れ
仕
上
げ
て
い
た
よ

う
で
す
。
実
際
、
つ
な
が
っ
た
状
態
の
木
器
が
よ
く
出
て
き
ま
す（
図

10
右
）。

　
西
通
北
遺
跡
で
は
あ
ま
り
石
器
が
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
狩
野
川
流

域
の
遺
跡
で
は
、
あ
る
程
度
出
て
い
る
の
で
、
沼
津
・
三
島
の
辺
り

で
も
弥
生
時
代
中
期
は
そ
の
よ
う
な
作
業
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
共
同
労
働
で
根
気
の
要
る
作
業
で
す
か
ら
、
人
的
資
源

を
集
約
的
に
投
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
多
く
の
人
が
住

む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
労
働
力
と
、
で
き
た
木
器
を
使
い
、
農
耕
地

を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
、
だ
か
ら
一
つ
一
つ
の
ム
ラ
が
大
き

く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
登
呂
の
水
田
は
有
名
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
期
の
水
田
が
発

見
さ
れ
た
例
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
写
真
5
は
、
静
岡
の
静

清
バ
イ
パ
ス
を
造
っ
た
と
き
に
、
か
な
り
深
い
所
ま
で
掘
っ
て
出
て

き
た
弥
生
時
代
中
期
の
水
田
で
、
畔
で
区
切
ら
れ
た
比
較
的
小
さ
な

区
画
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
い
き
な
り
広
い
面
積
を
平
ら
に
す
る

に
は
測
量
技
術
が
要
る
の

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
小

さ
い
区
画
を
た
く
さ
ん
つ

く
っ
て
そ
れ
を
一
面
一
面

耕
し
て
、
代
か
き
を
す
る

の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る

と
傾
斜
が
あ
っ
て
も
一
面

一
面
は
均
平
を
取
る
（
平

ら
に
す
る
）
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
で
土
地
の
高
い
ほ
う
か
ら
水
を
入
れ
て
い
け
ば
、
ど
ん

ど
ん
灌
漑
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
古
い
水
田
は
そ
う
い
う
仕
組
み
で

つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
登
呂
遺
跡
な
ど
は
、
か
な
り
平
ら
な
、
傾
斜
の
少
な
い
所
に
水
田

が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
後
か
ら
手
を
付
け
た
所
の
よ
う
で
、

そ
う
い
う
所
で
水
田
を
広
く
つ
く
っ
て
い
く
に
は
、
ま
た
少
し
違
う

技
術
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
墓
を
つ
く
る

　
有
東
遺
跡
の
周
り
に
は
、
方
形
周
溝
墓
と
い
う
お
墓
が
た
く
さ
ん

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真
6
）。
西
通
北
遺
跡
が
調
査
さ
れ
た
少

し
後
、
そ
の
南
側
の
西
通
遺
跡
の
発
掘
が
行
わ
れ
た
と
き
に
も
、
や 写真5　静岡市瀬名遺跡の弥生時代中期の水田
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は
り
方
形
周
溝
墓
が
出

て
き
ま
し
た
。
た
だ
、

集
落
の
時
期
と
比
べ
る

と
少
し
新
し
い
の
で
、

本
当
に
そ
こ
の
墓
域
な

の
か
と
い
う
議
論
は
あ

り
ま
す
が
、
と
に
か
く

環
濠
集
落
の
周
り
に
は

墓
域
が
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
有
東
遺
跡
の
周
り
は
、
お
墓
だ
ら
け
で
す
。
棺
桶
を
置
い
て
周
り

の
土
を
盛
り
上
げ
る
の
で
、一
つ
一
つ
の
お
墓
は
結
構
大
き
い
で
す
。

古
墳
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
の
遺
跡
か
ら
は
小
さ
い
古
墳
が
た
く
さ
ん

出
て
き
ま
す
が
、
面
積
的
に
は
そ
れ
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
大
き
さ

の
お
墓
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
れ
も
一
人
ず
つ
の
た

め
の
お
墓
で
す
。
こ
の
人
た
ち
が
み
ん
な
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
の
か
と

い
う
と
、
そ
れ
に
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
出
て
い
る
も
の
だ
け
で
も

数
百
基
は
あ
る
の
で
多
過
ぎ
る
気
が
し
ま
す
。
骨
が
出
て
き
た
例
が

幾
つ
か
あ
り
、
小
さ
い
方
形
周
溝
墓
か
ら
は
子
ど
も
の
骨
が
出
て
き

て
い
る
の
で
、
墓
の
大
き
さ
は
地
位
や
階
層
で
分
か
れ
る
と
い
う
よ

り
も
、
年
齢
階
梯
的
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
一
つ
一
つ
、
個

人
の
た
め
に
み
ん
な
で
協
力
し
て
大
き
な
お
墓
を
つ
く
っ
て
手
厚
く

葬
る
こ
と
で
、
集
落
の
結
束

力
を
高
め
る
と
い
う
よ
う
な

機
能
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
沼
津
市
で
一
番
大
き
な
方

形
周
溝
墓
が
出
た
の
は
中
原

遺
跡
で
す
（
写
真
7
）。
浮

島
沼
の
中
央
付
近
の
海
側
の

砂
堆
の
上
で
出
て
い
て
、
ど

こ
に
集
落
と
水
田
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
残
り
ま
す
が
、
か
な
り
の
規
模
で
す
。
た

だ
、
周
り
は
普
通
サ
イ
ズ
の
方
形
周
溝
墓
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の

中
に
大
型
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
形
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
地
位
を

認
め
ら
れ
た
よ
う
な
人
物
で
、
人
々
が
そ
れ
を
た
た
え
て
つ
く
っ
た

お
墓
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
権
力
が
代
々
続
い
て
い
っ
た
か
ど

う
か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

　
実
は
、
函
南
町
で
、
全
長
36
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
方
形
周
溝
墓
が

一
基
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
結
構
古
い
時
期

の
も
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
も
大
型
の
お
墓
が
代
々
続
い
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
大
き
な
お
墓
は
、
そ
の
と

き
に
何
か
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た
り
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し

た
り
し
た
人
物
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
次 写真7　沼津市中原遺跡の大型方形周溝墓

写真6　有東遺跡周辺（鷹ノ道遺跡）の方形周溝
墓群
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の
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
弥
生

時
代
の
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

登
呂
ム
ラ
の
成
立
と
弥
生
時
代
後
期
の
社
会

　
弥
生
時
代
後
期
の
登
呂
遺
跡
は
、
集
落
の
面
積
は
有
東
遺
跡
よ
り

小
さ
い
で
す
が
、
広
い
水
田
域
を
持
っ
て
い
ま
す
（
図
11
）。
か
つ

て
は
、
一
般
的
な
集
落
が
あ
り
、
そ
の
周
り
に
広
い
水
田
域
が
広
が

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
調
査
で
大
型

建
物
が
新
し
く
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
8
）。
こ
れ
は
祭
殿
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。他
の
倉
庫
と
違
う
の
は
、独
立
の
棟
持
ち
柱
を
持
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
大
阪
の
池
上
曽
根
遺
跡
で
も
同
じ
よ
う
な
も
の

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、

コ
メ
作
り
に
関
わ
る
お
祭

り
の
中
心
と
な
る
建
物
と

し
て
こ
う
い
う
も
の
が
造

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
伊
勢
神
宮
の
祭
殿
に

も
棟
持
ち
柱
が
あ
り
、
そ

れ
と
同
じ
構
造
の
建
物
が

こ
の
時
代
か
ら
造
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
石
器
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
弥
生
時
代
後
期
に
な
る
と
鉄

が
普
及
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
力
が
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
。
鉄
を
ど
う
や
っ
て
手
に
入
れ
た
か
と
い
う
疑
問
は
あ
り
ま

す
が
、
ど
う
も
急
に
流
通
が
変
わ
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

鉄
が
普
及
し
、石
器
を
作
ら
な
く
て
よ
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

石
器
作
り
に
向
け
ら
れ
て
い
た
労
力
を
別
の
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
登
呂
の
水
田
が
非
常
に
大
き
い
の
は
そ
の
た
め

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
祭
殿
の
周
り
か
ら
は
青
銅
で
作
ら
れ
た
腕
輪
な

ど
祭
祀
の
道
具
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　
登
呂
遺
跡
の
周
り
に
は
、
有
東
遺
跡
の
他
に
も
幾
つ
か
遺
跡
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
川
で
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

写真8　復元された登呂遺跡の集落中心部の大
型建物（祭殿）

図11　弥生時代後期の登呂遺跡の復元模式図
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が
、
扇
状
地
の
水
利
を
共
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
協
力
的
な

関
係
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
ま
す
。
祭
殿
の

ま
わ
り
か
ら
は
木
で
で
き
た
剣
や
刀
が
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

集
落
の
人
た
ち
が
祭
殿
の
前
で
、
木
で
作
っ
た
剣
な
ど
を
み
ん
な
で

振
り
回
し
て
踊
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
模
擬
戦
を
し
た
の
か
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
本
当
の
戦
い
で
は
な
く
結
束
力
を
高
め
る
よ
う

な
お
祭
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
登
呂
の
水
田
は
登

呂
の
人
た
ち
だ
け
で
耕
し
た
わ
け
で
は
な
く
地
域
で
支
え
ら
れ
た
の

だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
登
呂
の
集
落
は
洪
水
で
覆
わ
れ
て
消
滅
し
ま
し
た
が
、
最
近
、
中

塚
武
さ
ん
を
中
心
と
し
た
木
の
年
輪
の
中
の
酸
素
同
位
体
を
測
る
研

究
で
、
当
時
の
降
水
量
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
（
中
塚

二
〇
一
二
）。
年
輪
年
代
法
と
い
っ
て
、
年
輪
か
ら
は
年
代
も
推
定

で
き
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
応
用
し
て
、
そ
の
年
の
降
水
量

を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る

と
、
西
暦
一
二
七
年
に
す
ご
い
降
水
量
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て

き
ま
し
た
。
年
代
的
に
は
ち
ょ
う
ど
登
呂
の
洪
水
と
同
じ
ぐ
ら
い
で

す
。
そ
の
前
か
ら
だ
ん
だ
ん
雨
が
多
く
な
り
、
湿
潤
化
し
て
、
登
呂

の
大
洪
水
の
後
は
逆
に
干
ば
つ
が
し
ば
ら
く
続
く
と
い
っ
た
形
で
、

十
年
、
二
十
年
の
幅
で
降
水
量
の
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
ま
す
。

ど
う
も
そ
れ
が
あ
ま
り
良
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
度
の
洪
水
で

あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
影
響
が
な
く
元
に
戻
れ
る
の
で
す
が
、
干
ば
つ
が

し
ば
ら
く
続
い
た
後
、
突
然
、
洪
水
が
ず
っ
と
続
く
と
い
う
の
が
、

集
団
生
活
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し
て
い
く
上
で
は
厳
し
い
環
境
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
二
世
紀
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
そ
の
よ
う
な

厳
し
い
時
期
が
続
き
、
そ
れ
が
社
会
に
い
ろ
い
ろ
な
影
響
を
与
え
た

の
で
は
な
い
か
、
例
え
ば
近
畿
地
方
で
は
急
速
に
階
層
化
が
進
み
、

強
力
な
権
力
を
つ
く
る
よ
う
な
古
墳
時
代
へ
の
動
き
が
進
ん
だ
の
で

は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
中
塚
前
掲
書
）。

弥
生
後
期
か
ら
古
墳
の
出
現
へ

　
沼
津
・
浮
島
沼
周
辺
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
前
半
に
一
時
期
あ

ま
り
人
が
い
な
く
な
り
、
し
ば
ら
く
し
て
ぽ
つ
ぽ
つ
と
環
濠
集
落
が

出
て
き
ま
す
。
そ
の
集
落
が
後
期
の
後
半
、
登
呂
の
洪
水
ぐ
ら
い
の

時
期
か
ら
、
愛
鷹
山
麓
の
標
高
二
百
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
場
所
に
集

中
し
て
移
動
し
た
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
高
尾
山
古
墳
が

で
き
る
頃
ま
で
は
、
集
落
は
低
地
に
下
り
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
高
い
所
に
集
ま
っ
て
住
ま
な
く
て
は
い
け
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
ま
だ
謎
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
も
い
ろ
い

ろ
な
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
高

尾
山
古
墳
が
造
ら
れ
て
古
墳
時
代
に
移
り
変
わ
る
わ
け
で
す
。

　
静
岡
平
野
の
古
墳
時
代
の
始
ま
り
で
す
が
、
平
野
の
海
岸
部
の
汐

入
遺
跡
で
は
登
呂
遺
跡
と
同
じ
よ
う
な
祭
殿
の
建
物
が
見
つ
か
っ
て
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い
ま
す
。
た
だ
、
梁
を
支
え
る
た
め
の
独
立
の
棟
持
ち
柱
が
建
物
本

体
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
の
で
、
上
部
は
相
当
高
い
建
物
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
柱
も
太
く
、
深
く
埋
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

小
黒
遺
跡
か
ら
も
、
や
は
り
似
た
よ
う
な
建
物
の
跡
が
二
棟
分
と
、

そ
の
周
り
を
囲
う
塀
、
溝
、
土
塁
が
出
て
き
ま
し
た
（
図
12
）。
二

棟
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
伊
勢
神
宮
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
建

て
替
え
な
が
ら
祭
祀
を
続
け
て
い
っ
た
最
初
で
は
な
い
か
と
い
う
話

も
出
て
い
た
り
し
ま
す
。
大
型
の
集
落
の
一
角
に
そ
う
い
っ
た
お
祭

り
の
空
間
が
あ
り
ま
す
。
登
呂
遺
跡
で
は
そ
れ
が
集
落
の
中
心
の
開

か
れ
た
空
間
に
あ
り
ま
し
た
が
、
古
墳
が
出
て
く
る
よ
う
な
段
階
に

な
る
と
、
そ
れ
を
首
長
の
よ
う
な
特
別
な
人
物
た
ち
が
土
塁
な
ど
で

囲
い
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
人
た
ち
は
、
塀
と

溝
と
土
塁
の
外
か
ら
、
に
ょ
っ
き
り
突
き
出
し
た
祭
殿
だ
け
を
見
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
ん
な
頃
に
高
尾
山
古
墳
が
造
ら
れ
る
古
墳
時
代
に
な
る
わ
け
で

す
。
高
尾
山
古
墳
で
は
、
中
国
製
の
鏡
や
前
方
後
方
墳
の
形
、
出
土

し
た
近
畿
や
北
陸
な
ど
遠
く
離
れ
た
地
域
の
土
器
な
ど
、
い
ろ
ん
な

と
こ
ろ
と
の
交
渉
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
高
尾
山
古
墳
に
現

れ
る
権
力
も
内
部
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
、
外
部
と
の
交
渉
の
中

で
生
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
そ
の
頃
に
歴

史
が
大
き
く
動
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め

　
駿
河
湾
岸
に
農
耕
社
会
が
定
着
す
る
頃
、
大
き
な
地
形
の
変
化
も

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
自
然
史
の
大
き
な
流
れ
に

沿
っ
て
人
類
社
会
も
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
。
農
耕
集
落
の
人
々
は
、
農
具
を
作
り
、
コ
メ
を
作
る
こ
と

に
労
働
力
を
注
い
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

こ
か
ら
必
ず
し
も
順
調
に
発
展
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
外
部
的
な
要

素
が
強
く
影
響
し
て
権
力
が
成
立
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
静

岡
の
農
耕
社
会
が
成
立
し
て
い
き
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
進
ん
で

図12　静岡市小黒遺跡の塀・土塁・溝に囲まれた祭殿
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い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
静
岡
の
農
耕
文
化
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
登
呂
遺
跡
の
こ
と
な
ど

を
中
心
に
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
（
篠
原
二
〇
一
九
）。
最
初
の
ほ
う
で
お
話
し
し

た
よ
う
に
、
私
が
作
っ
た
木
の
鍬
を
使
っ
て
、
学
生
さ
ん
と
一
緒
に

登
呂
で
の
栽
培
実
験
も
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
成
果
も
お
話
し

で
き
る
機
会
が
あ
れ
ば
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

参
考
文
献

芦
川
忠
利
他�

一
九
九
九
『
長
伏
六
反
田
遺
跡
』
三
島
市
教
育
委
員

会
加
藤
芳
朗�

一
九
九
五
「
遺
跡
の
立
地
・
水
田
・
火
山
灰
」『
登
呂
遺

跡
発
見
50
周
年
記
念
報
告
』

五
味
奈
々
子�

二
〇
〇
八
「
東
海
東
部
に
お
け
る
縄
文
時
代
後
晩
期

の
生
業
か
ら
み
た
地
域
性
」『
静
岡
県
考
古
学
研
究
』
四
〇

静
岡
県
考
古
学
会�

二
〇
一
三
『
駿
河
に
お
け
る
前
期
古
墳
の
再
検

討
』

静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所�

一
九
九
二
『
瀬
名
遺
跡
（
遺
構

編
Ⅰ
）』

静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所�

二
〇
一
一
『
西
通
北
遺
跡
』

静
岡
市
教
育
委
員
会�

一
九
九
六
「
小
黒
遺
跡
」『
ふ
ち
ゅ
ー
る
』
四

静
岡
市
教
育
委
員
会�

一
九
九
七
『
有
東
遺
跡
第
16
次
発
掘
調
査
報

告
書
』

静
岡
市
教
育
委
員
会�

二
〇
〇
六
『
特
別
史
跡
登
呂
遺
跡
再
発
掘
調

査
報
告
書
（
考
古
学
調
査
編
）』

篠
原
和
大�

二
〇
〇
八
「
静
岡
・
清
水
平
野
に
お
け
る
弥
生
遺
跡
の

分
布
と
展
開
」『
静
岡
県
考
古
学
研
究
』
四
〇

篠
原
和
大�

二
〇
一
九
「
農
耕
文
化
の
形
成
と
登
呂
遺
跡
」『
大
学
的

静
岡
ガ
イ
ド
』
昭
和
堂

篠
原
和
大
・
中
山
誠
二
・
岩
田
歩
・
稲
垣
自
由
・
毛
利
舞
香�

二
〇
一
七
「
静
岡
県
内
弥
生
時
代
植
物
関
連
資
料
調
査
報
告
」

『
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
考
古
学
研
究
室
調
査
研
究
集
報�

二
〇
一
六
』

篠
原
和
大
・
真
鍋
一
生
・
中
山
誠
二�

二
〇
一
二
「
植
物
資
料
か
ら

見
た
静
岡
・
清
水
平
野
に
お
け
る
農
耕
の
定
着
過
程
」『
静
岡
県

考
古
学
研
究
』
四
三

中
塚
武�

二
〇
一
二
「
気
候
変
動
と
歴
史
学
」『
環
境
の
日
本
史
1
』

吉
川
弘
文
館

中
山
誠
二�

二
〇
一
八
「
栽
培
植
物
か
ら
見
た
日
本
列
島
の
農
耕
起

源
」『
境
界
の
考
古
学
』
日
本
考
古
学
協
会
二
〇
一
八
年
度
静
岡

大
会
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静岡大学公開講座ブックレット

　
地
域
創
造
教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
二
〇
〇
八
年
度
よ
り
、『
公
開
講
座
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
』
の
刊
行
を
開
始
し
ま
し
た
。
当
セ
ン
タ
ー
主
催
の
公
開
講
座
の

記
録
を
講
演
録
と
い
う
形
で
ま
と
め
て
発
行
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
公
開
講
座
を
実
施
し
て
そ
の
ま
ま
終
わ
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
記
録
と

し
て
残
し
、
公
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
の
蓄
積
と
共
有
を
図
ろ
う

1

身
近
な
自
然
環
境
・
里
山
と
の
付
き
合
い
方

富
田
　
昇
「
里
山
の
性
格
と
そ
の
変
貌
―
―
史
資
料
に
残
る
山
林
利
用
の
変
遷
」

小
嶋
睦
雄 

「
海
岸
林
と
人
の
共
生
関
係
論
」

小
南
陽
亮
「
里
山
の
自
然
環
境
―
―
生
態
学
か
ら
み
た
里
山
の
森
林
」

2009年3月刊
74ページ

2

浜
松
の
戦
争
遺
跡
を
探
る

荒
川
章
二
「
浜
松
の
陸
軍
基
地
」

村
瀬
隆
彦
「
浜
松
空
襲
に
つ
い
て
」

竹
内
康
人
「
浜
松
の
戦
争
遺
跡
」

2009年11月刊
76ページ

３

高
齢
化
社
会
に
お
け
る
地
域
と
ま
ち
づ
く
り

中
條
暁
仁
「
高
齢
者
は
弱
者
な
の
か
？
」

矢
野
敬
一
「
祭
り
を
継
続
さ
せ
る
・
町
屋
の
ま
ち
づ
く
り
を
立
ち
上
げ
る
」

南
山
浩
二
「
家
族
・
地
域
社
会
の
ゆ
く
え
と
高
齢
者
介
護
」

2010年3月刊
72ページ

4

い
ま
、
再
び
〈
い
の
ち
〉
を
考
え
る

松
田
　
純
「
検
証�

生
命
操
作
の
現
在
」

田
島
靖
則
「
検
証�

い
の
ち
の
「
は
か
な
さ
」
を
め
ぐ
っ
て
」

石
川
憲
彦
「
検
証�

現
代
人
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
生
と
死
の
課
題
」

2012年1月刊
62ページ

5
〈
い
の
ち
〉
と
環
境
を
考
え
る

宗
林
留
美
「
海
の
し
く
み
と
駿
河
湾
深
層
水
」

松
田
　
純
「
遺
伝
子
技
術
の
ゆ
く
え
と
〈
い
の
ち
〉
の
現
在
」

芳
賀
直
哉
「
い
の
ち
の
森
を
守
る
闘
い
―
―
南
方
熊
楠
の
思
想
」

2012年3月刊
74ページ

6

沼
津
の
古
代
遺
跡
を
考
え
る

滝
沢
　
誠
「
古
墳
出
現
期
の
沼
津
」

篠
原
和
大
「
農
耕
文
化
形
成
期
の
沼
津
」

菊
池
吉
修
「
古
墳
時
代
後
期
の
東
駿
河
の
様
相
―
―
埋
葬
施
設
か
ら
み
る
特
徴
」

2012年3月刊
68ページ

7

食
と
健
康
を
科
学
す
る

竹
下
温
子
「
食
の
安
全
・
安
心
を
考
え
る
」

木
嵜
暁
子
「
食
と
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
」

日
野
真
吾
「
食
物
繊
維
の
効
能
―
―
免
疫
と
ア
レ
ル
ギ
ー
」

2013年3月刊
92ページ

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
静
岡
大
学
附
属
図
書
館
や
静
岡
県
内
の
公

共
図
書
館
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
静
岡
大
学
学
術
リ
ポ
ジ

ト
リ
（https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/

）
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。
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8

災
害
を
知
り
、
防
災
を
考
え
る

鵜
川
元
雄
「
火
山
噴
火
予
知
の
方
法
―
―
富
士
山
の
現
状
を
考
え
る
」

原
田
賢
治
「
静
岡
の
津
波
防
災
を
考
え
る
」

北
村
晃
寿「
大
地
が
伝
え
る
津
波
と
地
震
の
記
憶
―
―
静
岡
・
伊
豆
の
堆
積
物
調
査
か
ら
」
2014年3月刊
96ページ

別編

世
界
文
化
遺
産
富
士
山
を
考
え
る

小
山
真
人
「
富
士
山
　
大
自
然
へ
の
道
案
内
」

増
澤
武
弘
「
文
化
遺
産
を
育
て
守
る
富
士
山
の
自
然
」

和
田
秀
樹
「
富
士
山
の
美
を
作
る
生
い
立
ち
―
―
生
の
姿
と
富
士
の
恵
」

小
二
田
誠
二
「
眺
め
る
富
士
山
―
―
景
観
と
表
現
」

湯
之
上
隆
「
霊
峰
富
士
の
宗
教
文
化
史
」

2014年11月刊
114ページ

9
〈
生
き
る
〉
を
考
え
る

松
田
　
純
「
変
貌
す
る
身
体
と
生
命
」

丑
丸
敬
史
「
老
い
を
科
学
す
る
」

久
木
田
直
江
「
医
療
と
身
体
を
考
え
る
」

竹
之
内
裕
文
「〈
死
〉
と
と
も
に
生
き
る
」

白
井
千
晶
「
生
む
こ
と
、
生
ま
れ
る
こ
と
」

2016年3月刊
131ページ

10

ふ
じ
の
く
に
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

山
岡
拓
也
「�

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
技
術
と
能
力
と
は
何
か
―
―
世
界
各
地
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
現
代
人
的
行
動
」

池
谷
信
之
「�

人
類
史
最
古
の
遠
距
離
航
海
と
土
木
工
事
―
―
神
津
島
産
黒
曜
石
と
陥

穴
猟
」

山
岡
拓
也
「
三
万
五
千
年
前
の
ハ
イ
テ
ク
狩
猟
具
―
―
台
形
様
石
器
の
実
験
考
古
学
」

2018年3月刊
70ページ
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静
岡
の
自
然
と
文
化

　
　
　
　
　
―
東
部
・
伊
豆
半
島
を
中
心
に
―

小
山
真
人
「
世
界
遺
産
・
富
士
山
と
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
」

白
井
嘉
尚
「
地
域
の
力
×
ア
ー
ト
の
力
―
―
静
岡
で
の
試
み
」

2021年3月刊
52ページ

12

リ
ス
ク
に
向
き
合
う

村
越
　
真
「
私
た
ち
の
周
り
に
あ
る
リ
ス
ク
と
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

鳴
海
哲
夫
「
化
学
の
チ
カ
ラ
で
感
染
症
に
立
ち
向
か
う
」

塩
田
真
吾
「
ネ
ッ
ト
の
リ
ス
ク
を
ど
う
教
え
る
か
」

鈴
木
哲
朗
「
感
染
症
の
リ
ス
ク
に
向
き
合
う
」

朴
　
龍
洙
「
感
染
症
ウ
イ
ル
ス
を
測
る
」

2022年3月刊
119ページ
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