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史
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昨
年
の
平
成
九
年
度
は
、
一
乗
谷
に
お
い
て
本
格

的
な
発
掘
調
査
が
始
め
ら
れ
て
丁
度
三
十
年
目
、
ま

た
、
一
乗
谷
が
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
二
十

五
年
目
と
い
う
記
念
す
べ
き
節
目
の
年
に
当
た
り
、

昨
年
は
各
所
で
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
て
県
民
の
関
心

を
集
め
た
。
今
や
一
乗
谷
は
、
福
井
市
の
福
井
県
の

と
い
う
よ
り
は
、
日
本
の
最
も
代
表
的
な
中
世
戦
国

期
の
画
期
的
な
遺
構
史
跡
と
し
て
著
名
と
な
り
、
戦

国
史
研
究
家
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
歴
史
愛
好
家
に
も

好
評
と
な
り
、
毎
年
多
く
の
見
学
者
を
こ
の
一
乗
谷

へ
引
き
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

河
村

年
四
月
に
私
は
県
立
丸
岡
高
校
に
転
勤
し
た
が
、
こ

こ
で
も
当
校
の
社
会
科
研
究
ク
ラ
ブ
の
生
徒
と
一
乗

谷
遺
跡
の
調
査
を
続
け
、
こ
れ
と
並
行
し
て
朝
倉
氏

の
研
究
に
も
没
頭
し
た
。

之

私
が
は
じ
め
て
一
乗
谷
と
朝
倉
氏
に
関
心
を
寄
せ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
福
井
県

立
高
志
高
等
学
校
に
奉
職
し
た
昭
和
三
十
年
の
前
半

頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
高
志
高
校
の
校
区
で
も
あ
っ
た

一
乗
谷
の
近
辺
か
ら
は
多
く
の
生
徒
が
通
学
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
一
乗
谷
を
野
外
学
習
の
場
と
し
て
社
ニ
、

会
科
研
究
ク
ラ
ブ
を
結
成
し
、
そ
の
顧
問
と
な
っ
て
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
頃
か
ら
農
業
構

か
ら
は
、
毎
年
何
回
と
な
く
生
徒
を
引
率
し
て
自
転
造
改
善
事
業
の
一
環
と
し
て
一
乗
谷
に
も
組
合
が
組

車
で
調
査
に
訪
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
高
織
さ
れ
、
土
地
改
良
事
業
が
進
行
し
始
め
た
。
そ
し

志
高
校
の
文
化
祭
に
は
毎
年
、
一
乗
谷
を
テ

l
マ
と
て
、
七
月
の
夏
休
み
に
入
っ
た
あ
る
夜
、
東
新
町
の

す
る
展
示
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
当
時
の
一
釆
西
田
保
氏
か
ら
突
然
電
話
が
入
っ
た
。
西
回
保
氏
所

谷
は
訪
れ
る
人
も
少
な
く
寂
実
と
し
た
山
合
い
の
寒
有
地
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
入
っ
て
掘
り
返
し
た
と
こ

村
に
す
ぎ
ず
、
た
だ
、
谷
合
い
の
方
々
に
は
石
仏
群
ろ
貴
重
な
遺
物
が
続
々
と
出
土
し
た
と
い
う
こ
と
で

が
散
在
し
、
水
草
の
生
い
茂
げ
る
堀
跡
や
崩
れ
た
土
あ
っ
た
。
翌
日
早
速
、
西
田
保
氏
宅
へ
駆
け
付
け
目

塁
と
庭
石
が
遺
跡
の
土
中
か
ら
は
僅
か
に
顔
を
出
し
に
し
て
驚
い
た
の
は
、
座
敷
一
杯
に
溢
れ
た
、
無
数

て
い
る
だ
け
で
、
今
の
一
乗
谷
の
盛
況
は
想
像
だ
に
の
青
磁
・
白
磁
・
染
付
け
な
ど
の
陶
器
の
破
片
、
石

で

き

な

か

っ

た

。

製

の

あ

ん

か

(

コ

タ

ツ

)

や

茶

臼

等

々

、

発

掘

さ

れ

私
の
朝
倉
氏
研
究
は
丁
度
こ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
。
た
遺
物
で
あ
っ
た
。
特
に
興
味
を
惹
い
た
の
は
一
部

そ
し
て
、
生
徒
の
現
地
調
査
指
導
を
通
じ
て
お
世
話
に
金
箔
を
残
す
阿
弥
陀
如
来
の
石
仏
で
、
素
人
の
目

に
な
っ
た
の
が
、
城
戸
内
の
青
山
作
太
郎
氏
と
東
新
に
も
実
に
貴
重
な
遺
物
と
し
て
映
っ
た
。
こ
の
ま
ま

町
の
西
田
保
氏
で
あ
っ
た
。
特
に
一
乗
谷
遺
跡
の
重
だ
と
遺
跡
は
ど
ん
ど
ん
破
壊
さ
れ
て
い
く
。
そ
ん
な

要
性
を
強
く
認
識
し
独
自
の
研
究
を
し
て
い
た
西
国
こ
と
を
考
え
る
と
頭
の
中
が
真
っ
白
と
な
っ
た
こ
と

保
氏
と
は
深
い
親
交
を
続
け
て
い
た
。
昭
和
四
十
二
を
今
も
覚
え
て
い
る
。

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
三
)
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そ
こ
で
、
西
田
氏
と
一
致
し
た
意
見
は
、
福
井
県
か
ら
、
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
い
た
ら
、
遺
跡
は
す
は
当
初
な
か
な
か
理
解
を
示
し
て
く
れ
な
か
っ
た
が
、

と
交
渉
し
て
土
地
改
良
事
業
を
一
時
的
で
も
ス
ト
ッ
べ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
事
態
は
切
迫
し
て
い
た
。
よ
う
や
く
「
善
処
す
る
L

と
の
回
答
を
得
た
の
で
引

プ
さ
せ
、
と
に
か
く
も
遺
跡
の
破
壊
を
ま
ず
く
い
と
そ
こ
で
少
な
く
と
も
緊
急
調
査
だ
け
で
も
強
行
し
て
き
揚
げ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
日
、
須
知
副
知

め
緊
急
調
査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
も
ら
う
た
め
に
は
土
地
改
良
事
業
を
一
時
延
期
し
て
事
の
一
乗
谷
現
地
視
察
も
実
現
す
る
と
、
今
度
は
文

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
は
高
教
組
と
県
教
委
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
福
井
県
に
強
く
化
庁
の
友
人
へ
も
手
を
回
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

と
は
激
し
く
対
立
し
て
い
た
か
ら
、
高
等
学
校
教
員
働
き
か
け
る
た
め
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
と
も
共
な
い
と
云
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
一
方
、
私
に
は
「
こ

や
福
井
大
学
教
育
学
部
教
授
な
ど
の
県
と
利
害
関
係
同
戦
線
を
張
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
浮
上
し
れ
か
ら
、
い
よ
い
よ
一
乗
谷
の
遺
跡
発
掘
が
始
ま
る

を
も
っ
我
々
で
は
、
福
井
県
当
局
と
の
交
渉
は
不
可
た
の
が
歴
史
に
深
い
関
心
を
有
し
た
福
井
新
聞
社
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
古
代
の
発
掘
と
は
異
な
り
中
世
遺

能
と
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
閃
い
た
の
が
、
当
時
、
青
園
謙
三
郎
氏
で
あ
っ
た
。
当
時
、
井
上
先
生
は
青
跡
の
発
掘
調
査
に
は
、
文
献
調
査
の
研
究
が
重
要
と

私
が
寺
院
史
や
一
向
一
撲
も
研
究
し
て
い
た
関
係
か
国
氏
を
知
っ
て
は
お
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
親
し
い
な
り
、
こ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
朝
倉
氏
の
研
究
を
一

ら
、
陰
に
陽
に
御
指
導
を
受
け
て
い
た
金
沢
大
学
の
間
柄
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
層
、
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
」
と
の
提
言
で
あ
っ
た
。

井
上
鋭
夫
助
教
授
に
相
談
し
て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
井
上
先
生
か
ら
電
話
で
賛
同
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の
私
の
本
格
的
な
朝
倉
氏
研

早

速

研

究

室

に

電

話

し

た

が

、

先

生

は

当

初

、

「

一

究

へ

の

大

き

な

契

機

と

な

っ

た

。

乗

谷

か

ら

遺

物

が

出

る

の

は

至

極

当

然

の

こ

と

だ

」

八

月

末

に

は

文

化

庁

の

調

査

官

も

訪

れ

全

国

的

に

と

し

て

、

あ

ま

り

気

乗

り

が

し

な

い

様

子

で

あ

っ

た

。

も

貴

重

な

戦

国

期

遺

跡

と

し

て

遺

跡

の

調

査

保

存

を

し

か

し

、

夏

休

み

に

入

っ

た

こ

と

で

も

あ

り

、

学

生

強

く

勧

告

し

た

が

、

当

初

、

地

元

で

は

土

地

改

良

か

を

連

れ

て

見

学

に

行

こ

う

と

い

う

返

事

で

あ

っ

た

。

遺

跡

保

存

か

で

意

見

が

大

き

く

分

か

れ

た

。

当

時

、

七

月

末

に

来

福

さ

れ

た

井

上

助

教

授

も

最

初

は

平

一

乗

谷

は

ま

だ

足

羽

郡

足

羽

町

に

属

し

て

い

た

が

、

然

と

し

て

お

ら

れ

た

が

、

西

田

氏

宅

へ

案

内

し

て

遺

遺

跡

の

調

査

や

保

存

の

た

め

の

予

算

は

国

半

分

、

県

物

を

目

に

し

た

と

た

ん

顔

色

が

き

っ

と

変

わ

っ

た

。

二

割

に

対

し

、

財

政

難

の

足

羽

町

に

は

三

割

負

担

が

想

像

を

絶

し

た

遺

物

で

あ

っ

た

か

ら

で

あ

ろ

う

。

そ

義

務

づ

け

ら

れ

て

い

た

の

で

、

地

元

足

羽

町

の

行

政

の
時
も
ま
だ
、
戸
外
の
上
城
戸
内
側
で
は
ブ
ル
ド

l

側
も
難
色
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
一
乗
谷
の
遺
跡

ザ

l
が

う

な

り

を

上

げ

て

遺

跡

を

掘

り

返

し

て

い

た

保

存

に

つ

い

て

は

地

元

で

は

必

ず

し

も

順

調

に

進

ま
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一一一、
よ
う
や
く
準
備
が
整
っ
た
八
月
三
日
に
知
事
交
渉

を
決
行
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
当
日
、
中
川
知
事

は
不
在
だ
が
、
須
知
副
知
事
が
応
対
す
る
と
の
こ
と

で
、
私
も
井
上
先
生
と
青
園
氏
に
同
行
し
て
福
井
県

庁
に
向
か
っ
た
が
、
若
輩
だ
っ
た
私
は
ど
う
し
て
も

副
知
事
室
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
案
外
で

気
を
探
み
な
が
ら
室
内
を
窺
っ
て
い
た
が
、
時
々
声

高
の
井
上
先
生
の
声
だ
け
が
響
い
た
。
ひ
と
し
き
り

し
て
井
上
先
生
ら
が
室
か
ら
出
て
こ
ら
れ
た
。
県
側
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ず
、
ま
た
、
こ
の
間
題
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
西
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
一
括
買
収
を
可
能
に
し
た
地
元

田
保
氏
ま
で
が
地
元
で
は
白
根
視
さ
れ
る
こ
と
も
し
一
乗
谷
の
城
戸
内
の
住
民
の
決
断
と
協
力
が
あ
っ
て

ば
し
ば
だ
っ
た
と
、
時
折
り
西
田
氏
が
私
に
こ
ぽ
し
の
こ
と
こ
そ
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
井
上

て
お
ら
れ
た
の
を
思
い
出
さ
れ
る
。
氏
・
青
園
氏
・
西
田
氏
ら
、
そ
の
時
の
保
存
運
動
の

し
か
し
、
こ
の
問
題
が
一
決
し
な
い
う
ち
に
、
そ
戦
士
の
ほ
と
ん
ど
が
、
今
は
故
人
と
な
ら
れ
、
時
の

の
年
の
十
二
月
十
一
日
、
一
乗
谷
の
う
ち
城
戸
内
の
流
れ
の
早
さ
に
感
無
量
の
想
い
が
す
る
。
過
日
、
こ

全
域
と
隣
接
す
る
東
新
町
の
安
養
寺
跡
・
御
所
跡
を
の
経
緯
を
何
人
か
に
お
話
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
長

含
め
た
総
面
積
は
二
七
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
広
大
な
区
く
記
録
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
の
強
い
提
議
を
い
た

域
が
一
挙
に
国
の
「
特
別
史
跡
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
だ
い
た
の
で
、
保
存
運
動
に
努
力
さ
れ
た
戦
士
の
冥

跡
」
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
四
十
六
年
福
を
心
よ
り
祈
っ
て
、
こ
こ
に
一
筆
を
ふ
る
っ
た
次

九
月
一
日
、
足
羽
町
が
福
井
市
に
編
入
さ
れ
る
と
、
第
で
あ
る
。

遺
跡
保
存
の
財
政
的
な
負
担
は
福
井
市
に
移
管
さ
れ
、
一
九
九
八
年
八
月
記

や
が
て
、
指
定
さ
れ
た
遺
跡
の
う
ち
、
破
壊

ま
れ
る
城
戸
内
の
田
畑
の
大
部
分
が
福
井
市
に
よ
っ

て
一
括
し
て
買
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

51 

四、

か
つ
て
の
寒
村
一
乗
谷
も
、
現
在
は
年
間
何
十
万

人
も
の
遺
跡
見
学
者
の
訪
れ
る
一
大
観
光
地
に
変
身

し
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
さ
に
国
・
県
・
市
の
三
者
が

一
体
と
な
っ
た
遺
跡
保
存
が
功
を
奏
し
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
遺
跡
の
保
存

の
た
め
に
そ
の
大
部
分
を
福
井
市
が
一
括
買
収
し
た
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