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〔
報
告
三
〕

戦
争
遺
跡
研
究
の
現
状
と
課
題

十

菱

駿

武

は
じ
め
に

私
は
、
学
会
で
も
あ
り
、
ま
た
戦
争
遺
跡
の
保
存
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
る
全
国
五
五
の
市
民
団
体
や
個
人
が
ま
と
ま
っ
て
い
る

戦
争
遺
跡
保
存
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
と
し
て
、
沖
縄
の
村
上

有
慶
さ
ん
と
一
緒
に
こ
れ
ま
で
一
四
年
間
、
戦
争
遺
跡
の
調
査
や

保
存
の
運
動
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。

二
〇
一
〇
年
は
、
沖
縄
戦
が
終
結
し
た
沖
縄
慰
霊
の
日
の
六
月

二
三
日
の
折
に
、
第
一
四
回
戦
争
遺
跡
保
存
全
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

南
風
原
大
会
が
あ
り
、
約
四
〇
〇
人
の
市
民
・
研
究
者
が
集
ま
り

ま
し
た
。
沖
縄
県
に
は
九
七
九
と
い
う
戦
争
遺
跡
が
、
沖
縄
県
の

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
調
査
に
よ
っ
て
分
か
っ
て
い
て
、
南
風

原
大
会
報
告
も
あ
り
、
そ
の
新
聞
記
事
、
数
日
前
の
沖
縄
タ
イ
ム

ズ
の
連
載
記
事
も
あ
り
ま
す
（
十
菱
駿
武
二
〇
一
〇
「
戦
争
遺
跡

の
調
査
、
保
存
、
活
用
―
戦
後
六
五
年
、
沖
縄
と
南
房
総
」『
歴

史
地
理
教
育
』
二
〇
一
〇
年
一
二
月
号
）。

私
は
早
稲
田
大
学
出
身
で
、
学
生
時
代
か
ら
付
き
合
い
の
深
い

慶
應
大
学
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
二
〇
〇
八
年
新
た
な
地
下
壕
が

見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
吉
台
地
下
壕
諮
問
委
員
会
に
参
加
し
、

意
見
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
慶
應
義
塾
は
そ
の

航
空
本
部
等
地
下
壕
の
保
存
に
つ
い
て
、
特
別
な
扱
い
を
し
て
い

た
だ
い
て
、
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
下
壕
の
学
術
調
査
お
よ
び
教

育
資
源
と
し
て
保
存
活
用
す
る
と
い
う
非
常
に
優
れ
た
事
業
を
実

施
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、
ま
ず
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
た
一
九
四
五
年
（
昭
和

二
〇
年
）
か
ら
、
六
五
年
に
な
り
ま
し
た
。
戦
争
の
記
憶
は
風
化

し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
私
も
東
京
山
手
空
襲
の
被
災
者
の
一
人
で
、

乳
児
の
時
に
、
自
由
が
丘
で
家
が
焼
け
出
さ
れ
九
品
仏
の
池
ま
で

六
六
（
一
六
四
）



写真 1 戦争遺跡保存全国シンポ南風原大会

写真 2 南風原陸軍病院壕 20号入口
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と
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日
吉
台
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│
│
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親
が
背
負
っ
て
逃
げ
た
と
い
う
こ
と
で
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
戦
争
体

験
は
あ
り
ま
す
が
、
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
中
で
戦
争

を
知
る
人
達
が
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
っ
て
、
国
勢
調
査
の
デ
ー

タ
に
つ
い
て
は
当
時
五
歳
か
ら
六
歳
、
現
在
七
〇
歳
以
上
の
戦
争

体
験
を
持
つ
世
代
で
は
、
全
国
的
に
は
一
六
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
人
間
の
死
が
あ
る
わ
け
で
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
す
。

一
方
、
沖
縄
の
場
合
は
、
沖
縄
本
島
南
部
の
南
風
原
町
の
場
合

は
、
沖
縄
戦
で
全
町
民
の
う
ち
の
四
四
％
の
人
が
亡
く
な
り
、
五

六
％
の
人
が
生
存
し
て
い
る
。
唯
一
地
上
戦
が
お
こ
な
わ
れ
た
沖

縄
の
場
合
は
戦
没
者
の
比
率
は
非
常
に
高
い
わ
け
で
す
。
全
体
で

二
〇
万
人
が
亡
く
な
っ
た
沖
縄
地
上
戦
の
う
ち
、
軍
属
以
外
に
一

般
の
住
民
も
ガ
マ
の
中
で
、
あ
る
い
は
飢
餓
や
病
気
で
も
っ
て
倒

れ
た
方
々
が
大
勢
い
て
、
全
国
的
な
比
率
か
ら
言
う
と
、
戦
没
者

の
比
率
は
高
い
わ
け
で
す
。
戦
争
体
験
は
、
従
来
、「
ヒ
ト
」
つ

ま
り
戦
争
体
験
を
も
つ
人
、
あ
る
い
は
そ
の
戦
争
に
従
事
し
た
軍

属
の
人
、
あ
る
い
は
空
襲
に
あ
っ
た
人
な
ど
、
戦
争
体
験
世
代
か

ら
戦
争
の
体
験
は
こ
れ
だ
け
悲
惨
な
体
験
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

子
供
や
孫
に
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
戦
争
体
験
は
人
が
減

る
に
し
た
が
っ
て
、「
モ
ノ
」、
戦
争
関
係
の
記
録
、
文
書
や
写
真
、

映
像
も
ふ
く
め
た
物
質
資
料
と
戦
争
遺
跡
の
調
査
記
録
、
あ
る
い

は
実
物
の
残
っ
て
い
る
戦
争
に
関
わ
る
遺
跡
や
遺
構
、
遺
物
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
検
証
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。「
ヒ
ト
か
ら

モ
ノ
へ
」
が
今
年
の
沖
縄
大
会
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

沖
縄
に
お
い
て
も
、
あ
と
五
年
経
過
す
れ
ば
戦
争
体
験
を
も
つ
世

代
は
よ
り
少
な
く
な
っ
て
継
承
は
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て

老
齢
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
体
験
記
憶
は
不
鮮
明
に
な
っ
て
き

ま
す
か
ら
、
現
在
七
五
歳
の
方
が
八
〇
歳
に
な
り
、
八
〇
歳
の
方

が
八
五
歳
に
な
り
ま
す
か
ら
、
鮮
明
な
記
憶
を
失
な
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
モ
ノ
の
価
値
は
高
ま
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

戦
争
遺
跡
と
は
何
か

ま
ず
簡
単
に
、
戦
争
遺
跡
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ま

と
め
て
お
き
ま
す
。
戦
争
遺
跡
（
戦
跡
）
と
は
近
代
日
本
の
侵
略

戦
争
と
そ
の
遂
行
過
程
で
、
戦
闘
、
事
件
な
ど
の
加
害
者
や
被
害

者
、
あ
る
い
は
反
戦
や
抵
抗
に
関
わ
っ
た
モ
ノ
で
、
日
本
の
国
内

お
よ
び
日
本
国
外
で
形
成
さ
れ
て
、
な
お
か
つ
現
在
に
残
さ
れ
た

構
造
物
、
あ
る
い
は
遺
構
、
跡
地
な
ど
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
戦
争
遺
跡
は
、
戦
闘
指
令
を
し
た
陸
軍
省
や
海
軍
省
な
ど

の
軍
事
・
行
政
関
係
の
遺
跡
や
、
軍
需
防
衛
関
係
の
要
塞
、
掩
体

壕
、
高
射
砲
陣
地
な
ど
や
、
あ
る
い
は
生
産
施
設
で
あ
る
軍
需
工

場
、
飛
行
機
や
戦
車
の
工
場
、
戦
闘
地
、
戦
場
、
そ
し
て
広
島
・

長
崎
・
沖
縄
な
ど
の
戦
闘
が
行
わ
れ
た
場
所
や
原
爆
被
爆
地
、
あ

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

六
八
（
一
六
六
）



る
い
は
爆
弾
の
墜
落
地
、
そ
し
て
居
住
地
の
遺
跡
、
墓
地
な
ど
の

埋
葬
関
係
の
遺
跡
、
軍
用
鉄
道
な
ど
の
交
通
関
係
の
遺
跡
、
そ
し

て
教
育
施
設
関
連
な
ど
の
そ
の
他
の
遺
跡
、
と
い
う
ふ
う
に
八
つ

の
分
類
が
さ
れ
、
ま
た
、
兵
器
あ
る
い
は
軍
用
機
、
建
築
資
材
、

文
書
、
戦
争
体
験
記
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
軍
戦
略
爆
撃
調
査
団

報
告
の
戦
争
資
料
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
（
十
菱
駿
武
・

菊
池
実

二
〇
〇
一
『
し
ら
べ
る
戦
争
遺
跡
の
事
典
』
柏
書
房
）。

考
古
学
の
面
で
は
地
中
あ
る
い
は
水
底
に
埋
没
し
た
遺
跡
が
遺

跡
で
す
が
、
こ
こ
で
は
広
く
現
在
ま
で
に
残
っ
て
い
る
建
造
物
と

か
土
木
構
築
物
、
あ
る
い
は
戦
争
体
験
や
記
録
の
あ
る
場
所
そ
の

も
の
を
戦
争
遺
跡
と
い
う
ふ
う
に
広
げ
て
定
義
し
て
い
ま
す
。

戦
跡
考
古
学
の
研
究
史

戦
争
遺
跡
を
扱
う
戦
跡
考
古
学
の
研
究
史
は
、
一
九
八
四
年

（
昭
和
五
九
年
）
に
、
沖
縄
の
考
古
学
研
究
者
で
あ
る
當
眞
嗣
一

さ
ん
が
、「
戦
跡
考
古
学
の
す
す
め
」
と
い
う
論
文
を
『
南
島
考

古
学
』
三
〇
号
の
雑
誌
に
掲
載
し
、
そ
の
中
で
「
沖
縄
戦
に
お
け

る
戦
争
遺
跡
や
戦
争
遺
留
品
と
い
う
過
去
の
物
的
資
料
を
認
識
の

手
段
と
し
て
、
住
民
を
巻
き
込
ん
だ
悲
惨
な
沖
縄
戦
の
実
相
を
考

古
学
的
手
段
に
よ
り
記
録
し
て
い
く
こ
と
」
を
戦
跡
考
古
学
と
規

定
し
、
当
時
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
約
四
〇
年
経
過
し
た
時
点
で
、

沖
縄
戦
の
遺
骨
収
集
や
慰
霊
の
人
骨
収
集
の
場
合
で
も
、
モ
ノ
資

料
を
記
録
し
、
そ
し
て
近
代
史
を
復
元
す
る
場
合
に
研
究
者
と
し

て
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
。

こ
の
提
起
を
受
け
て
、
西
川
宏
、
伊
藤
厚
史
、
池
田
一
郎
、
伊

藤
玄
三
、
菊
池
実
さ
ん
な
ど
の
考
古
学
研
究
者
が
、
主
体
的
に
各

地
の
緊
急
発
掘
調
査
や
、
あ
る
い
は
現
地
調
査
で
戦
争
遺
跡
研
究

を
取
り
組
み
だ
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
三
年
か
ら
始
ま
る

菊
池
実
さ
ん
の
戦
跡
考
古
学
研
究
会
は
、
海
外
の
中
国
東
北
部
の

虎
頭
要
塞
遺
跡
を
日
中
共
同
の
遺
跡
調
査
と
し
て
取
り
組
み
（
菊

池
実
二
〇
〇
五
『
近
代
日
本
の
戦
争
遺
跡

戦
跡
考
古
学
の
調
査

と
研
究
』
青
木
書
店
）、
あ
る
い
は
伊
藤
厚
史
さ
ん
は
名
古
屋
市

見
晴
台
遺
跡
で
弥
生
時
代
の
集
落
跡
と
重
な
る
高
射
砲
陣
地
を
、

見
晴
台
考
古
資
料
館
の
市
民
参
加
の
調
査
で
取
り
組
み
、
遺
構
復

元
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
戦
跡
考
古
学
は
よ
う
や
く
一
般
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

一
九
九
八
年
に
日
本
考
古
学
協
会
の
沖
縄
大
会
が
持
た
れ
、
そ
こ

で
戦
跡
分
科
会
が
催
さ
れ
、
各
地
の
調
査
例
の
報
告
や
、
あ
る
い

は
沖
縄
で
の
遺
跡
調
査
の
現
状
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
一
九

九
八
年
が
、
近
現
代
考
古
学
の
一
分
野
と
し
て
の
戦
跡
考
古
学
と

い
う
分
野
が
学
会
で
認
知
さ
れ
、
そ
し
て
市
民
権
を
持
っ
た
年
だ

と
思
い
ま
す
。
ま
だ
調
査
例
は
約
二
五
〇
例
ほ
ど
で
、
そ
の
取
り

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│

六
九
（
一
六
七
）



組
み
は
少
な
い
状
況
で
す
。
戦
争
遺
跡
は
、
日
本
国
内
だ
け
で
も

少
な
く
と
も
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
部
分
で
約
三
万
で
す
が
、
そ
れ
以

外
に
各
地
で
調
査
あ
る
い
は
報
告
さ
れ
て
い
る
例
を
含
め
る
と
、

十
数
万
と
い
う
の
が
日
本
の
国
内
に
お
け
る
戦
争
遺
跡
の
実
数
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
戦
跡
の
研
究
は
ま
だ
研
究
分
野
と
し
て
は
新
し
い
分

野
で
二
六
年
ほ
ど
し
か
歴
史
を
持
た
な
い
。
こ
れ
は
近
世
考
古
学

が
一
九
七
〇
年
代
に
東
京
下
町
の
一
橋
高
校
で
の
江
戸
時
代
の
人

骨
・
遺
物
の
発
見
や
大
阪
の
城
下
町
で
の
江
戸
時
代
の
城
下
町
の

調
査
な
ど
が
蓄
積
さ
れ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
近
世
考
古
学
と
い
う

分
野
は
四
〇
年
近
く
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
比
べ
る

と
ま
だ
若
い
分
野
で
す
。
全
国
の
戦
争
遺
跡
に
関
す
る
研
究
者
は

学
生
・
大
学
院
生
も
含
め
て
一
〇
〇
人
く
ら
い
で
、
そ
う
多
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
近
現
代
考
古
学
を
意
図
的
に
研
究
し
て

い
る
方
よ
り
も
、
文
化
財
保
護
行
政
の
専
門
職
員
や
民
間
調
査
機

関
の
研
究
者
、
私
の
よ
う
に
専
門
は
縄
文
・
鉱
山
考
古
学
で
片
手

間
に
戦
跡
考
古
学
の
分
野
も
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
研
究
者
も

多
い
わ
け
で
す
。

戦
跡
考
古
学
の
特
質

こ
の
よ
う
な
戦
跡
考
古
学
の
特
質
は
、
第
一
に
、
近
現
代
遺
跡

の
一
つ
で
、
近
現
代
遺
跡
の
中
で
も
政
治
・
軍
事
・
生
活
に
関
わ

り
ま
す
。
文
化
庁
の
近
代
遺
跡
調
査
報
告
書
の
中
で
、
政
治
・
軍

事
に
関
す
る
遺
跡
と
い
う
こ
と
で
、
行
政
の
用
語
で
軍
事
遺
跡
と

か
軍
事
遺
産
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
政
治
や
生
活
に

関
わ
る
分
野
の
近
代
遺
跡
で
す
。

現
在
も
人
の
戦
争
体
験
は
持
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
代
遺
跡
で

す
か
ら
、
戦
争
の
記
憶
と
し
て
現
代
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ

く
考
古
学
研
究
者
の
中
で
、
戦
争
遺
跡
と
い
う
と
違
和
感
を
も
た

れ
て
、「
で
は
、
戦
争
体
験
・
空
襲
体
験
を
持
つ
我
々
そ
の
も
の

が
遺
跡
な
の
か
、
遺
物
な
の
か
。」
と
い
わ
れ
ま
す
。
私
は
決
し

て
現
代
に
生
き
て
い
る
方
を
過
去
の
遺
物
と
い
う
ふ
う
に
見
な
す

つ
も
り
は
な
い
の
で
す
。
戦
争
体
験
を
持
っ
て
い
る
方
に
と
っ
て

は
、
過
去
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
を
封
印
し
た
い
体
験
を
持
つ
よ
う

な
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
ま
で
戦
争
の
記
憶
は
持
続
し

て
い
ま
す
。
ま
た
戦
争
と
い
う
日
本
が
味
わ
っ
た
過
去
の
被
害
や

加
害
の
体
験
が
、
現
在
に
つ
な
が
る
近
代
の
記
憶
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
時
間
的
な
連
続
性
が
あ
り
継
承
し
や
す
い
と
い
う
特
質
が
あ

り
ま
す
。

そ
し
て
戦
争
関
係
の
文
献
は
、
近
世
や
原
始
・
古
代
に
比
べ
る

と
比
較
的
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
軍
に
関
わ
る
文
献
資

料
の
九
割
は
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
時
の
一
九
四
五
年
の
八
月
か
ら

史
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末
に
か
け
て
、
集
中
的
に
軍
が
廃
棄
あ
る
い
は
焼
却
し
て
い
ま
す
。

当
時
、
軍
の
関
係
の
書
類
、
命
令
書
な
ど
も
多
く
の
場
合
は
ガ
リ

版
刷
り
で
作
ら
れ
て
、
し
か
も
一
つ
の
文
書
に
は
何
部
の
う
ち
の

一
部
と
い
う
ふ
う
に
番
号
が
付
け
ら
れ
て
、
機
密
資
料
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
機
密
資
料
の
九
割
以
上
が
、
戦
争
責
任

を
逃
れ
る
た
め
に
、
軍
隊
長
と
か
指
導
者
の
命
令
に
よ
っ
て
焼
却

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
資
料
が
残
り
に
く
い
の
で
す
が
、
文

献
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
、
防
衛
庁
編
『
戦
史
叢
書
』
の
中
に
重

要
な
史
料
な
ど
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
写
真
、
地
図
も
利
用
で
き
ま
す
。
写
真
も
戦
後
米
軍
が
撮

っ
た
航
空
写
真
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
陸
軍
参
謀

本
部
が
戦
時
中
に
昭
和
一
八
年
、
一
九
年
に
も
、
空
中
写
真
を
撮

っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
写
真
も
戦
争
遺
跡
を
解
析
す
る
の
に

使
え
ま
す
。
ま
た
地
図
も
陸
軍
参
謀
本
部
の
機
密
の
た
め
に
軍
事

施
設
の
所
を
真
っ
白
に
な
っ
た
地
図
が
当
時
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
地
図
か
ら
当
時
の
軍
事
施
設
の
状
態
に
つ
い
て
わ
か
り

ま
す
。
ま
た
聞
き
取
り
調
査
が
可
能
で
す
。
こ
れ
は
人
が
ま
だ
い

る
あ
と
五
年
、
一
〇
年
の
間
で
す
と
徐
々
に
可
能
で
す
し
、
ま
た

今
ま
で
取
ら
れ
た
記
録
か
ら
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
復
元
で
き

る
と
こ
ろ
も
多
い
で
す
。
し
か
し
聞
き
取
り
調
査
で
は
記
憶
の
間

違
い
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
過
去
を
美
化
し
た
り
す
る
た
め
に
、

間
違
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
史
料
批
判

が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
近
代
遺
跡
と
し
て
現
代
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。

第
二
に
、
考
古
学
の
方
法
論
が
応
用
で
き
ま
す
。
考
古
学
で
は
、

型
式
論
、
分
布
論
、
層
位
論
と
い
う
三
つ
の
方
法
論
を
使
っ
て
い

ま
す
。
型
式
論
と
い
う
面
で
は
、
原
始
・
古
代
の
土
器
型
式
と
か
、

石
器
の
型
式
な
ど
は
こ
の
型
式
論
が
最
も
利
用
で
き
る
分
野
で
す

が
、
近
現
代
の
遺
跡
の
場
合
の
施
設
あ
る
い
は
遺
物
な
ど
は
、
大

部
分
は
工
業
的
な
生
産
品
で
す
。
そ
こ
に
は
認
識
番
号
や
製
造
者

の
名
前
が
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
こ
か
ら
探
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

型
式
は
原
始
・
古
代
の
型
式
と
は
違
い
ま
す
が
、
近
代
の
工
業
生

産
品
と
し
て
の
形
態
・
型
式
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
機
器

あ
る
い
は
備
品
な
ど
か
ら
各
企
業
の
社
史
・
資
料
館
等
で
、
明

治
・
大
正
・
昭
和
の
道
具
の
変
遷
を
実
物
や
写
真
で
記
録
し
て
い

る
所
も
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
探
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
す
。

二
番
目
に
分
布
論
。
こ
ち
ら
は
同
種
の
遺
跡
や
遺
構
を
地
図
上

に
分
布
を
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
圏
の
広
が
り
を
探
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
沖
縄
県
の
戦
争
遺
跡
分
布
図
を
見
て
も
、

沖
縄
戦
の
進
行
状
態
に
伴
っ
て
、
戦
線
が
沖
縄
本
島
南
部
に
広
が

っ
て
い
っ
て
、
糸
満
あ
る
い
は
摩
文
仁
の
地
域
で
終
結
す
る
過
程

を
追
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│
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三
番
目
に
考
古
学
の
方
法
論
で
層
位
論
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

上
層
か
ら
下
層
へ
時
間
的
な
変
遷
を
層
位
か
ら
追
う
も
の
で
す
。

沖
縄
の
南
風
原
陸
軍
病
院
壕
の
場
合
に
は
、
入
り
口
の
う
ず
高
く

積
っ
た
土
層
に
、
沖
縄
戦
の
艦
砲
射
撃
の
時
の
層
と
、
そ
の
後
、

病
院
壕
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
状
態
、
あ
る
い
は
人
為
的
に
埋
没

さ
れ
た
時
の
状
態
な
ど
が
、
深
さ
二
ｍ
の
地
層
に
わ
か
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
土
層
に
は
陸
軍
病
院
で
使
わ
れ
た
薬
剤
ア
ン
プ
ル

と
か
顕
微
鏡
な
ど
の
遺
物
が
意
図
的
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

状
態
を
、
層
位
の
上
か
ら
下
の
方
ほ
ど
よ
り
時
間
的
に
古
い
と
い

う
関
係
を
辿
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
吉
台
の
航
空
本
部
等
地
下
壕
の
場
合
も
、
安
藤
広
道
先
生
の

報
告
に
あ
る
よ
う
に
、
地
下
壕
構
築
時
点
の
ス
ロ
ー
プ
と
、
使
用

時
点
で
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
路
面
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
構
が
層
位

的
に
出
て
い
ま
す
。
航
空
本
部
等
壕
の
入
り
口
の
周
辺
の
蝮
谷
グ

ラ
ウ
ン
ド
に
は
、
土
丹
と
言
わ
れ
る
日
吉
台
の
基
盤
層
に
な
っ
て

い
る
三
浦
層
群
の
泥
岩
が
深
さ
三
ｍ
か
ら
二
ｍ
ほ
ど
、
厚
く
堆
積

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
下
壕
で
掘
削
し
て
排
土
さ
れ
た
「
ズ

リ
」
で
、
現
在
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
地
下
に
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。
航

空
本
部
等
等
地
下
壕
や
連
合
艦
隊
司
令
部
地
下
壕
の
排
土
量
を
計

算
す
る
時
に
一
つ
の
大
き
な
手
掛
か
り
に
な
り
ま
す
。
厳
密
に
い

え
ば
、
排
土
の
中
に
当
時
の
遺
物
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
が
、
層
位
に
よ
っ
て
探
り
出
す
こ
と
は
十
分
に
で
き
ま
す

か
ら
、
考
古
学
の
三
つ
の
方
法
論
が
戦
争
遺
跡
・
近
代
遺
跡
に
も

応
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
三
に
、
戦
跡
考
古
学
は
近
現
代
考
古
学
の
一
分
野
で
す
。
近

現
代
考
古
学
に
つ
い
て
は
す
で
に
積
極
的
に
近
代
考
古
学
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
何
回
か
行
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
生
活
に
関
わ
る
場
所

あ
る
い
は
工
場
な
ど
の
研
究
が
さ
れ
て
い
ま
す
（
メ
タ
・
ア
ー
ケ

オ
ロ
ジ
ー
研
究
会
二
〇
〇
四
『
近
現
代
考
古
学
の
射
程

今
な
ぜ

近
現
代
を
語
る
の
か
』
六
一
出
版
）。
戦
跡
考
古
学
が
近
代
考
古

学
の
代
表
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
戦

跡
考
古
学
は
あ
く
ま
で
も
近
現
代
考
古
学
の
一
分
野
で
、
平
和
に

関
わ
る
、
あ
る
い
は
戦
争
記
録
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
現
代
の
社

会
問
題
、
平
和
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
し
て

二
〇
〇
〇
年
に
な
っ
て
、
地
下
壕
陥
没
の
問
題
や
建
造
物
が
解
体

消
滅
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
社
会
的
な
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
沖
縄
県
民
に
と

っ
て
、
八
月
一
五
日
よ
り
沖
縄
慰
霊
の
日
と
い
う
六
月
二
三
日
の

ほ
う
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
県
民
の
祖

母
あ
る
い
は
曽
祖
母
に
あ
た
る
方
の
戦
死
の
記
録
に
関
わ
る
、
祖

先
の
話
と
い
う
こ
と
で
沖
縄
に
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

史
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戦争文化財 指定・登録文化財一覧 172件 （前年比 15件増）

●国指定文化財 17件、◎県指定 15件、○市区町村指定 74件、▲国登録文化財 52

件、△市区町村登録文化財 11件、◇道遺産・市民文化資産 3件

2010年 11月現在 戦争遺跡保存全国ネットワーク調べ

北海道札幌市琴似屯田兵村兵屋●、札幌市新琴似屯田兵中隊本部○、札幌市西岡水

源池取水塔▲、旭川市陸軍第七師団旭川偕行社●、旭川市陸軍第 7師団騎兵第 7連

隊覆馬場▲、旭川市永山屯田兵屋○、江別市野幌屯田兵第 2中隊本部◎、江別市江

別屯田大隊本部火薬庫◎、滝川市滝川屯田兵屋○、滝川市屯田兵第 2大隊第 3中隊

文書○、深川市屯田兵屋○、屯田歩兵第一大隊本部跡○、屯田兵監的壕○、美唄市

美唄屯田兵兵屋◎、根室市和田屯田兵村大隊本部被服庫◎、厚岸町太田屯田兵兵屋

◎、室蘭市輪西屯田兵火薬庫○、士別市士別屯田兵屋○、北見市野付牛屯田第 4大

隊第 1中隊本部被服糧秣庫○、稚内市大岬海軍望楼○、剣淵町剣淵屯田兵屋○、美

瑛町陸軍演習場廠舎門柱○、上富良野町東中尋常高等小学校御真影奉置所○、函館

市．函館山要塞と砲台跡◇、青森県青森市幸畑陸軍墓地○、青森市歩兵第 5連隊第

2大隊遭難記念碑○、弘前市陸軍第 8師団偕行社●、弘前市陸軍第 8師団官舎▲、

宮城県仙台市陸軍第 2師団歩兵第 4連隊兵舎○。 北海道・東北地方 29件

栃木県宇都宮市旧陸軍第 66歩兵連隊倉庫▲、群馬県高崎市高崎陸軍元ロシア人兵

士墓地○、長野原町防空監視哨○、みどり市東村防空監視哨○、渋川市敷島小学校

奉安殿○、埼玉県深谷市東京第 2陸軍造兵廠深谷製造所給水塔▲、千葉県千葉市陸

軍鉄道第 1連隊材料廠◎、習志野市陸軍鉄道第 2連隊正門▲、習志野市陸軍演習場

内圍壁▲、館山市赤山地下壕○、南房総市大房岬要塞群（弾薬庫 2棟・砲台跡・観

測所跡、砲台跡 2基、掩灯所、探照灯格納庫、発電所、火薬庫、射的場、魚雷艇発

信所）12件○、いすみ市特攻機桜花 43乙型格納庫・旋回盤○、東京都千代田区近

衛師団司令部庁舎●、板橋区圧磨機圧輪記念碑△、豊島区鏑木久一家旧蔵軍事郵便

文書△、豊島区片野歌子家旧蔵配給切符・通帳類文書△、江東区竹橋事件処刑場跡

△、江東区越中島練兵場跡△、江東区明治校戦災碑△、江東区南砂戦災殉難者慰霊

六地蔵△、江東区法華経供養塔△、東大和市日立航空機立川工場変電所○、八王子

市八王子空襲記録写真原板○、武藏村山市東京陸軍幼年少年飛行兵学校正門跡○、

府中市陸軍調布飛行場白糸台掩体壕○、神奈川県横須賀市海軍軍港水道走水水源地

煉瓦造貯水池▲、横須賀市横須賀軍港水道走水水源地鉄筋コンクリート造浄水池▲、

横須賀市逸見浄水場ベンチュリーメーター室▲、横須賀市逸見浄水場配水池入口 2

棟▲、横須賀市逸見浄水場緩速ろ過池調整室 4棟▲、横須賀市旧横須賀重砲兵連隊

営門◇、横須賀市逸見波止場衛門◇、相模原市陸軍通信学校将校集会所△、将校集

キ
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会所庭園△。 関東地方 45件

新潟県上越市陸軍第 13師団師団長官舎○、石川県金沢市陸軍第 9師団兵器庫●、

金沢市陸軍第 9師団司令部庁舎▲、陸軍金沢偕行社▲、山梨県甲府市甲府第 49連

隊糧秣庫▲、南アルプス市ロタコ（御勅使河原飛行場跡）3号掩体壕○、愛知県名

古屋市乃木倉庫▲、豊橋市陸軍第 15師団司令部庁舎▲、半田市中島飛行機半田製

作所衣糧倉庫▲、尾張旭市旭兵器製造本社事務棟▲、犬山市明治村名古屋衛戌病院

◎、犬山市明治村歩兵第六連隊兵舎▲、瀬戸市法雲寺梵鐘○、一宮市旧起第二尋常

小学校奉安殿▲、静岡市清水区禅叢寺本堂扁額△、静岡県浜松市引佐町凱旋紀念門

▲、三重県鈴鹿市北伊勢陸軍飛行場掩体▲、津市寒松院被爆墓石○、熊野市紀和町

英国兵捕虜墓地○。 中部地方 19件

京都府京都市外務省東方文化研究所▲、京都市近鉄澱川橋梁▲、城陽市久津川車塚

古墳・掩体壕●、舞鶴市舞鶴鎮守府水道施設●、舞鶴市神崎赤煉瓦ホフマン窯▲、

舞鶴市海軍鎮守府水源地堰堤▲、舞鶴市舞鶴海軍兵器廠魚形水雷庫●、舞鶴市舞鶴

海軍兵器廠予備艦兵器庫●、舞鶴市舞鶴海軍兵器廠弾丸庫並小銃庫●、舞鶴市舞鶴

海軍兵器廠雑器庫並預兵器庫●、舞鶴市舞鶴海軍需品庫●、兵庫県姫路市第 10師

団兵器庫▲。 近畿地方 12件

島根県浜田市歩兵第 21連隊雨覆練兵場▲、歩兵第 21連隊雨覆練兵場▲、岡山市旧

陸軍第 17師団司令部衛兵所（岡山大学情報展示室）▲、広島県広島市原爆ドーム

●、広島市広島陸軍糧秣支廠缶詰工場○、広島市日本銀行広島支店○、呉市海軍呉

鎮守府司令長官官舎●、呉市海軍工廠塔時計○、呉市入船山記念館東郷家住宅離れ

▲、呉市宮原浄水場低区配水池▲、呉市水道局二河水源地取入口▲、徳島県鳴門市

板東俘虜収容所安芸家バラツケ▲、鳴門市板東俘虜収容所柿本家バラツケ▲、香川

県善通寺市陸軍第 11師団偕行社●、善通寺市陸軍第 11師団司令部庁舎▲、善通寺

市陸軍第 11師団兵舎棟▲、高知県南国市海軍高知航空隊掩体 7基○。

中国・四国地方 17件

福岡県行橋市稲童 1号掩体壕○、長崎市大浦天主堂●、長崎市平和公園●、長崎市

山王神社の大クス○、長崎県島原市からゆき塔女のドーム○、佐世保市海軍佐世保

鎮守府凱旋記念館▲、大村市第 21海軍航空廠本部防空壕跡○、熊本市田原坂公園

○、熊本市明徳官軍墓地◎、熊本市七本官軍墓地◎、熊本市花崗山陸軍埋葬地○、

熊本市旧輜重兵六連隊衛兵所○、熊本県玉東町高月官軍墓地◎、玉東町宇蘇浦官軍

墓地◎、熊本県南関町城ノ原官軍墓地◎、南関町肥猪町官軍墓地◎、玉名市菊池飛

行場給水塔○、水俣市陣内官軍墓地◎、和水町下岩官軍墓地◎、大分県宇佐市城井
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1号掩体壕○、宇佐市高居地下壕○、佐伯市佐伯海軍航空隊掩体壕▲、鹿児島県薩

摩川内市天狗鼻海軍望楼台○、姶良町山田の凱旋門▲、南九州市知覧町陸軍知覧飛

行場給水塔○、南九州市陸軍知覧飛行場円形防火水槽▲、南九州市知覧飛行場弾薬

庫▲、南九州市知覧飛行場着陸訓練施設鎮破▲、瀬戸内町古仁屋小学校旧奉安殿▲、

瀬戸内町節子小中学校旧奉安殿▲、瀬戸内町池地小中学校旧奉安殿▲、瀬戸内町薩

川小学校旧奉安殿▲、瀬戸内町須子茂小学校旧奉安殿▲、瀬戸内町旧木慈小学校奉

安殿▲、伊仙町鹿浦小学校旧奉安殿▲、大和村今里小中学校奉安殿▲、沖縄県沖縄

市美里国民学校奉安殿○・忠魂碑○、南風原町南風原陸軍病院壕○、読谷村掩体壕

○、読谷村忠魂碑○、読谷村チビチリガマ○、宜野座村沖縄戦関連宜野座村歴史資

料○、うるま市新川クボウグスク○、伊江村公益質屋〇、渡嘉敷村旧日本軍特攻艇

秘匿壕○、渡嘉敷村集団自決跡地○、宮古島市ヌーザランミ海軍特攻艇格納秘匿壕

○、石垣市登野城小奉安殿○、石垣市名蔵白水の戦争遺跡群○。

九州・沖縄地方 50件

文化庁が詳細調査の対象に選んだ地域別戦争遺跡 51件

文化庁 2002年 8月 1日に追加

※旧陸軍第七師団関係遺跡（北海道旭川市） ※函館戦争関係遺跡（同北斗市）矢

不来台場跡、川汲台場跡、峠下台場跡 ※旧函館要塞（同函館市）※旧第八師団

（青森県弘前市）騎兵第八連隊追馬場、司令部前庭、野砲兵第八連隊追馬場・兵舎、

師団長官舎、将校倶楽部偕行社、射的場 ※旧陸軍省軍馬補充部六原支部関係遺跡

（岩手県胆沢郡金ケ崎町） ※旧軍馬補充部白河支部跡関係遺跡（福島県西白河郡西

郷村）

※海軍土浦飛行隊関係遺跡（茨城県稲敷郡阿見町）本部庁舎跡、士官官舎跡、医務

科跡、衛兵所跡 ※東京湾防衛砲台群（千葉県富津市、神奈川県横須賀市、三浦

市）富津元洲堡塁砲台跡、第一・第二海堡、猿島砲台、花立堡塁砲台、三軒家砲台、

腰越堡塁砲台、観音崎砲台、観音崎北門第一・第二・第三砲台 ・第一台場（東京

都港区） ※2/26事件関係遺跡（同港区）旧歩兵第一連隊本部、旧歩兵第三連隊※

旧近衛騎兵連隊関係遺跡（同新宿区）※旧陸軍砲兵工廠関係遺跡（同文京区）※東

京砲兵本廠関係遺跡（旧陸軍造兵廠東京第二造兵廠関係遺跡）（同板橋区、群馬県

高崎市）板橋製造所、岩鼻製造所 ※浅川地下工場跡（東京都八王子市）※東京陸

軍航空学校関係遺跡（同武蔵村山市）※小笠原における戦争関係遺跡（同小笠原

村）父島－要塞司令部官舎、宮之浜震洋隊基地、海軍通信隊、清瀬弾薬庫他遺跡群、

海軍重油庫他遺跡群、海軍設営隊陣地、夜明山通信施設、師団司令部、海軍飛行場、

高山監視哨、海軍ダム 母島－庚申塚探照灯、小富士砲台、西浦震洋隊基地、中岬
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砲台、大剣先山水平砲、評議平高射砲群 ※日吉台地下壕（神奈川県横浜市港北

区）※陸軍第九技術研究所（登戸研究所）（同川崎市多摩区）※旧横須賀鎮守府関

係遺跡（同横須賀市）※相模野海軍航空隊（厚木基地）（同綾瀬市・大和市）※生

地台場（富山県黒部市）※松代大本営予定地地下壕（長野市）※旧豊川海軍工廠

（愛知県豊川市）

※旧八日市飛行場関係遺跡（滋賀県東近江市）※旧舞鶴鎮守府及び舞鶴要塞関係遺

跡群（京都府舞鶴市）煉瓦倉庫群、浦入砲台跡、葦谷砲台跡、建部山堡塁砲台跡、

槙山砲台跡、金崎砲台跡、吉坂堡塁砲台跡、博岬探照灯跡、下安久弾丸本庫跡、白

杉弾丸本庫跡、旧海軍機関学校庁舎・大講堂・隊舎・校舎 ※旧第 4師団関係遺跡

（大阪市中央区）※大阪砲兵工廠（旧陸軍宇治火薬製造所跡を含む）（同中央区）※

大阪北部における地下壕群（大阪府高槻市・茨木市）高槻成合地下工場、大阪警備

府軍需部安威倉庫跡、旧陸軍関係地下壕 ※友ケ島・深山砲台群（和歌山市）

※旧歩兵四十連隊跡（鳥取市）※陸軍第十七師団関係遺跡（岡山市）司令部、砲兵

第二大隊、輜重隊第十七大隊本部・浴場 ※旧陸軍広島湾要塞関係遺跡（広島県廿

日市ほか）※旧海軍呉鎮守府及び呉海軍工廠関係遺跡（同呉市）※旧海軍兵学校関

係遺跡（同江田島市）※旧陸軍芸予要塞大久野島砲台及び旧陸軍造兵廠火工廠忠海

兵器製造所（同竹原市）※陸軍下関要塞関係遺跡（山口県下関市）司令部跡、霊鷲

山砲台、兵舎壕、火の山砲台兵舎跡、蓋井島砲台 ※角島軍関係遺跡（同下関市）

海軍望楼跡、陸軍監視所台座、弾薬庫、倉庫 ※海軍大浦水上飛行機基地（同長門

市）兵舎、格納斜路、格納壕 ※大津島回天特別攻撃基地（同周南市）

※旧陸軍第十一師団（香川県善通寺市）偕行社、司令部、兵器庫、輜重隊 ※前浜

砲台跡（高知県南国市）※旧陸軍芸予要塞小島砲台（愛媛県今治市）※大刀洗飛行

場関係遺跡（福岡県大刀洗町ほか）掩体壕、射撃場跡、排水路、燃料庫、格納庫、

航空廠倉庫跡、構内鉄道跡ほか ※旧陸軍歩兵第 56連隊関係遺跡（同久留米市）

※四郎ケ島台場（長崎市）※旧佐世保鎮守府防衛砲台群（長崎県佐世保市）※対馬

の砲台群（同対馬市）※西南戦争関係遺跡（熊本県、大分県、宮崎県）田原坂古戦

場、耳川塹壕群、有栖川征討宮殿下御本営跡、官軍墓地 ※知覧戦争関係遺跡（鹿

児島県南九州市）※旧海軍司令部壕（沖縄県豊見城市）※南風原陸軍病院壕（同島

尻郡南風原町）
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し
か
し
第
四
に
、
戦
跡
考
古
学
は
ま
だ
十
分
に
行
政
的
な
市
民

権
を
持
つ
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
文
化
庁
や
都
道
府
県
教
育
委

員
会
で
は
、
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
い
う
こ
と
で
遺
跡
を

扱
っ
て
い
ま
す
が
、
埋
蔵
文
化
財
保
護
行
政
で
は
、
周
知
の
遺
跡

と
し
て
取
り
扱
う
遺
跡
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
戦
国
時
代
が
終
わ

る
一
六
世
紀
の
中
世
ま
で
の
遺
跡
は
全
て
遺
跡
と
し
て
扱
う
が
、

年
代
の
新
し
い
近
世
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
と
っ
て
必
要
な

遺
跡
は
調
査
対
象
に
で
き
、
明
治
以
降
の
近
代
遺
跡
は
、
地
域
に

と
っ
て
重
要
な
、
も
う
少
し
選
択
さ
れ
る
遺
跡
が
調
査
対
象
に
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
全
国
の
都
道
府
県
・
市
町

村
単
位
の
遺
跡
地
図
は
、
そ
の
中
に
指
定
史
跡
に
つ
い
て
は
近
代

遺
跡
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
軍
事
遺
跡
を
含
め
た
戦
争
遺
跡
は
ほ

と
ん
ど
の
遺
跡
地
図
で
取
り
扱
い
が
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

例
え
ば
千
葉
県
館
山
市
で
は
館
山
市
遺
跡
地
図
、
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
地
図
が
あ
り
、
二
三
四
件
の
遺
跡
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
に
戦
争
遺
跡
は
地
図
上
に
は
登
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一

方
で
こ
の
館
山
市
で
は
、
戦
争
遺
跡
の
詳
細
調
査
を
し
て
、
四
九

件
の
海
軍
館
山
航
空
隊
関
連
の
遺
跡
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
館
山

の
町
つ
く
り
資
源
と
し
て
活
用
す
る
よ
う
に
と
い
う
提
言
を
出
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
う
ち
四
九
ヶ
所
の
う
ち
の
一
ヶ
所
、
赤

山
地
下
壕
に
つ
い
て
は
市
指
定
史
跡
に
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外

の
部
分
に
つ
い
て
は
ま
だ
指
定
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
開
発
行
為
を
す
る
場
合
に
は
、
軍
事
要
塞
や
地
下
壕
が

あ
っ
て
も
ノ
ー
マ
ー
ク
、
開
発
工
事
が
あ
る
場
合
で
も
事
前
協
議

の
指
導
に
は
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

開
発
等
の
関
係
で
は
、
近
代
遺
跡
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
そ
の

自
治
体
で
重
要
な
遺
跡
と
認
め
れ
ば
調
査
対
象
に
で
き
ま
す
。
自

治
体
の
文
化
財
担
当
者
で
近
現
代
考
古
学
に
つ
い
て
理
解
の
あ
る

研
究
者
が
い
る
所
で
は
、
そ
の
研
究
者
の
主
張
に
よ
っ
て
対
象
の

遺
跡
に
な
り
ま
す
が
、
考
古
学
の
言
葉
で
撹
乱
と
称
さ
れ
て
、
遺

跡
に
つ
い
て
は
十
分
に
調
査
対
象
に
な
ら
ず
に
、
表
土
の
一
部
と

し
て
機
械
で
表
土
を
掘
ら
れ
た
り
し
て
調
査
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

あ
る
い
は
発
掘
届
も
近
現
代
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
さ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
行
政
的
な
扱
い
は
ば
ら
ば
ら
で
す
。

現
在
、
戦
争
遺
跡
の
考
古
学
的
調
査
の
例
は
、
二
五
〇
例
に
な

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
縄
文
や
弥
生
・
古
墳
時
代
の
集
落
と
重
な

っ
て
近
代
遺
跡
が
あ
る
場
合
に
は
、
研
究
者
の
関
心
や
良
心
に
よ

っ
て
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
戦
争
遺
跡
だ
け
を
目
的
で
調

査
さ
れ
る
の
は
、
少
な
い
ケ
ー
ス
で
す
。
そ
う
い
う
戦
争
遺
跡
の

特
質
が
あ
り
ま
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│

七
七
（
一
七
五
）



文
化
財
保
護
行
政
と
戦
争
遺
跡

戦
争
遺
跡
は
行
政
の
中
で
の
文
化
財
調
査
や
、
あ
る
い
は
市
民

団
体
や
学
会
、
研
究
団
体
の
取
り
組
み
の
中
で
、
周
知
の
埋
蔵
文

化
財
包
蔵
地
と
し
て
は
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
扱
い
で
、
重

要
な
遺
跡
で
な
い
と
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
す
。

そ
れ
で
も
、
文
化
財
と
し
て
文
化
財
保
護
法
や
文
化
財
保
護
条

例
の
保
護
対
象
に
な
っ
て
い
る
戦
争
遺
跡
（
指
定
登
録
の
戦
争
文
化

財
）
は
、
現
在
一
七
二
件
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
、
有
形

文
化
財
と
い
う
建
物
や
地
上
構
築
物
が
多
く
、
厳
密
に
い
う
考
古

学
的
な
遺
跡
は
、
必
ず
し
も
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
加
害
の
軍
事

施
設
が
中
心
で
、
被
害
の
戦
争
遺
跡
と
い
う
の
は
少
な
い
の
で
す
。

こ
の
リ
ス
ト
で
、
東
京
都
と
神
奈
川
県
の
例
を
見
ま
す
と
、
東

京
都
で
は
近
衛
師
団
の
司
令
部
の
近
代
建
築
、
板
橋
区
の
記
念
碑
、

工
場
の
記
念
碑
、
軍
事
郵
便
文
書
、
生
活
に
関
わ
る
配
給
切
符
・

通
帳
、
昭
和
の
竹
橋
事
件
の
処
刑
場
跡
、
練
兵
所
跡
、
江
東
区
の

戦
災
記
念
関
係
の
石
造
物
や
石
仏
、
そ
し
て
立
川
市
の
工
場
変
電

所
、
府
中
市
の
掩
体
壕
な
ど
が
戦
争
遺
跡
で
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
い
で
に
、
日
立
航
空
機
変
電
所
と
陸
軍
飛
行
場
白
糸
台
掩
体
壕

に
つ
い
て
は
、
教
科
書
に
載
り
ま
す
。
来
年
度
か
ら
の
教
育
出
版

の
『
小
学
社
会
六
年
上
』
の
教
科
書
に
、
戦
争
遺
跡
か
ら
調
べ
よ

う
と
い
う
調
べ
学
習
の
題
材
と
し
て
、
府
中
市
白
糸
台
掩
体
壕
と
、

東
大
和
市
日
立
航
空
機
変
電
所
が
戦
争
遺
跡
の
事
例
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
で
指
定
す
べ
き
所
は
八

丈
島
や
小
笠
原
諸
島
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
対
象
に
な

っ
て
い
ま
せ
ん
。
神
奈
川
県
で
は
横
須
賀
市
の
海
軍
関
係
の
施
設

が
指
定
・
登
録
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
日
吉
台
地
下
壕
も

ま
だ
指
定
文
化
財
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
相
模
原
市
陸
軍
将
校
集

会
場
・
庭
園
な
ど
、
神
奈
川
は
多
い
地
域
で
横
須
賀
海
軍
関
係
に

か
な
り
集
中
し
て
い
ま
す
。

全
国
で
一
七
二
件
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
少
な
い
で
す
。
最
近
の

事
例
で
は
、
熊
本
県
で
は
西
南
戦
争
の
関
係
遺
跡
が
指
定
文
化
財

に
な
っ
て
い
て
、
戦
場
の
遺
跡
で
あ
る
田
原
坂
公
園
以
外
は
官
軍

墓
地
が
多
い
の
で
す
。
つ
ま
り
西
南
戦
争
は
一
八
七
七
年
官
軍
と

西
郷
隆
盛
軍
が
戦
っ
た
国
内
戦
争
で
す
が
、
敗
者
の
薩
摩
軍
の
墓

地
は
指
定
文
化
財
に
は
な
っ
て
な
く
て
、
勝
者
の
官
軍
墓
地
が
指

定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
現
代
に
至
る
価
値
観
、

戦
勝
者
の
視
点
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
、
戦
争
遺
跡
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
の
近
代
遺
跡

調
査
検
討
会
が
調
査
を
し
て
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま

で
の
詳
細
調
査
の
過
程
で
五
四
四
件
の
調
査
対
象
、
五
一
件
の
戦

史
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争
遺
跡
が
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
近
代
遺
跡
調
査
報
告
書

（
九

政
治
・
軍
事
）』
と
い
う
四
〇
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
報
告
書
が

近
い
う
ち
に
出
る
予
定
で
す
。
当
初
沖
縄
で
は
対
象
に
な
っ
た
遺

跡
は
少
な
か
っ
た
で
す
が
、
沖
縄
平
和
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
琉
球
大

学
考
古
学
研
究
室
の
池
田
栄
一
さ
ん
の
力
に
よ
っ
て
、
自
然
壕
、

ガ
マ
、
戦
場
跡
が
こ
の
報
告
書
に
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
日
吉
台
地
下
壕
、
連
合
艦
隊
司
令
部
壕
、
航
空
本
部
等

地
下
壕
な
ど
は
、
こ
の
近
代
遺
跡
報
告
書
の
詳
細
調
査
対
象
と
し

て
入
っ
て
い
ま
す
（
日
吉
台
地
下
壕
保
存
の
会
編

二
〇
〇
六

『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

日
吉
・
帝
国
海
軍
大
地
下
壕
』
平
和
文

化
）。
横
浜
市
教
育
委
員
会
で
は
日
吉
台
地
下
壕
を
Ａ
ラ
ン
ク
、

日
本
の
近
代
史
に
関
わ
る
遺
跡
と
し
て
、
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
日
本
の
歴
史
に
関
わ
り
、
ま
た
保
存
の
状
態

が
良
く
、
こ
の
場
合
は
多
く
の
場
所
は
慶
應
義
塾
日
吉
キ
ャ
ン
パ

ス
の
中
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
土
地
所
有
者
慶
應
義
塾
が
承
諾
す
れ

ば
、
指
定
文
化
財
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
国
指
定
文
化
財

と
し
て
日
吉
台
地
下
壕
、
少
な
く
と
も
連
合
艦
隊
司
令
部
地
下
壕
、

航
空
本
部
等
地
下
壕
は
国
史
跡
に
な
る
資
格
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
ま
だ
指
定
史
跡
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
今
後
の
文
化
財

保
護
指
定
の
取
り
組
み
が
望
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
文
化
財
行
政
や

戦
争
遺
跡
保
存
運
動
で
は
、
戦
争
遺
跡
に
つ
い
て
の
調
査
、
見
学

会
・
学
習
会
等
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

地
下
壕
の
実
態
調
査
と
保
存
対
策

地
下
壕
は
、
戦
争
中
に
地
下
施
設
と
し
て
軍
需
工
場
あ
る
い
は

地
下
要
塞
、
空
襲
を
避
け
る
防
空
壕
な
ど
で
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。

地
下
壕
の
場
合
は
文
化
財
行
政
の
対
象
と
し
て
は
別
な
事
情
が
あ

っ
て
、「
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
」
と
い
う
、
国
土
交
通
省
の
防

災
対
策
事
業
の
対
象
と
し
て
問
題
が
あ
っ
て
、
防
災
対
策
が
講
じ

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
特
殊
地
下
壕
防
災
対
策
事
業
の
た
め
に
、
こ

れ
ま
で
五
回
の
地
下
壕
実
態
全
国
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
二

〇
〇
五
年
度
特
殊
地
下
壕
実
態
調
査
の
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
二

〇
〇
五
年
四
月
に
、
鹿
児
島
市
武
岡
団
地
の
防
空
壕
に
中
学
生
が

立
ち
入
り
、
入
り
口
が
半
ば
埋
も
っ
た
状
態
で
空
気
が
あ
ま
り
循

環
し
な
い
地
下
壕
の
中
で
火
を
焚
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
酸
素
が

欠
乏
し
て
四
人
の
中
学
生
が
亡
く
な
っ
た
、
と
い
う
残
念
な
事
故

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
死
亡
事
故
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
が
第

四
回
目
の
特
殊
地
下
壕
実
態
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
全
国
の
地
下

壕
の
総
数
は
一
〇
二
八
〇
カ
所
、
う
ち
危
険
地
下
壕
は
一
二
一
〇

カ
所
と
集
計
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
二
〇
〇
一
年
度
実
態
調
査
の

一
・
五
倍
も
、
特
殊
地
下
壕
の
数
が
増
え
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
二
〇
〇
五
年
度
以
降
、
地
下
壕
の
閉
鎖
、
あ
る
い
は
埋
め
戻
し

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│
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工
事
が
急
ピ
ッ
チ
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
に
各
地
の
地
下

壕
の
壕
内
調
査
、
見
学
や
、
保
存
・
活
用
運
動
を
進
め
る
上
で
は
、

危
険
地
下
壕
に
な
っ
た
自
治
体
で
は
大
き
な
支
障
に
な
り
ま
し
た
。

（
な
お
、
二
〇
〇
九
年
度
の
第
五
回
特
殊
地
下
壕
実
態
調
査
で
は
、

全
国
の
地
下
壕
九
八
五
〇
カ
所
、
危
険
性
の
あ
る
地
下
壕
四
八
七

カ
所
に
な
り
ま
し
た
。
国
交
省
と
地
方
自
治
体
は
一
九
五
カ
所
の

壕
を
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
九
年
度
に
計
五
三
億
円
か
け
て
埋
め
戻

す
な
ど
し
た
の
で
、
地
下
壕
総
数
と
危
険
地
下
壕
は
減
っ
て
い
ま

す
。
朝
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
七
日
記
事
）

横
浜
市
日
吉
台
地
下
壕
群
の
中
で
も
、
艦
政
本
部
地
下
壕
と
い

う
海
軍
の
戦
艦
を
扱
う
海
軍
施
設
の
疎
開
施
設
が
、
慶
應
義
塾
普

通
部
中
学
校
南
側
の
、
現
在
の
横
浜
市
箕
輪
町
三
丁
目
の
公
園
と

住
宅
の
真
下
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
艦
政
本
部
地
下
壕
は
、
泥
岩
層

に
掘
ら
れ
た
、
幅
が
四
ｍ
高
さ
三
ｍ
延
長
二
〇
〇
〇
ｍ
の
素
掘
り

の
壕
で
、
一
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
と
大
谷
石
積
み
の
地
下
壕
も
あ

り
ま
し
た
。
艦
政
本
部
地
下
壕
に
は
、
工
事
中
の
標
識
木
札
、
あ

る
い
は
地
上
と
の
空
気
の
換
気
や
伝
令
な
ど
の
指
示
を
す
る
た
め

の
金
属
筒
パ
イ
プ
、
陶
器
の
井
戸
枠
、
集
水
枡
、
ト
ロ
ッ
コ
軌
道

な
ど
の
施
設
や
測
量
杭
・
削
岩
機
ロ
ッ
ド
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

海
軍
艦
政
本
部
地
下
壕
の
場
合
に
は
、
一
般
住
宅
の
真
下
に
こ
の

壕
が
あ
り
、
土
被
り
（
地
下
壕
の
天
井
か
ら
住
宅
の
地
面
ま
で
）

二
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
で
薄
い
こ
と
か
ら
、
陥
没
す
る
危
険
性
が
あ

る
と
横
浜
市
防
災
対
策
室
で
判
断
さ
れ
ま
し
た
。
工
事
に
先
立
っ

て
二
〇
〇
〇
年
日
吉
台
地
下
壕
保
存
の
会
が
全
体
図
や
記
録
を
取

り
ま
し
た
が
、
細
か
い
構
造
図
や
遺
構
の
記
録
や
遺
物
取
り
上
げ

も
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
に
、
不
十
分
な
記
録
の
ま
ま
調
査
が
終
わ
り

ま
し
た
。
地
下
壕
の
入
り
口
は
閉
鎖
さ
れ
、
そ
し
て
住
宅
の
真
下

に
当
た
る
壕
内
は
、
陥
没
の
危
険
の
な
い
よ
う
に
残
土
で
埋
め
ら

れ
て
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
は
主
に
横
浜
市
防
災
対
策
室
が
進

め
た
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
艦
政
本
部
地
下
壕
の
北
部
に
つ

い
て
は
、
現
在
は
立
ち
入
り
や
調
査
は
で
き
ま
せ
ん
。
南
部
に
つ

い
て
は
横
浜
市
日
吉
の
丘
公
園
の
下
に
な
っ
て
お
り
、
私
達
は
公

園
内
の
施
設
と
し
て
、
戦
争
遺
跡
と
し
て
活
用
す
る
術
を
取
っ
て

ほ
し
い
と
願
い
し
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
不
十
分
調

査
の
ま
ま
で
入
り
口
が
現
在
閉
鎖
さ
れ
て
、
立
ち
入
り
調
査
も
基

本
的
に
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
所
有
者
が
民
間
や
市
に
関
わ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で

も
、
防
災
対
策
事
業
を
優
先
し
て
学
術
調
査
は
不
十
分
な
か
た
ち

で
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
全
国
各
地
に
あ
り
、

地
下
壕
は
保
存
対
策
と
し
て
崩
壊
の
危
険
の
あ
る
壕
に
つ
い
て
は
、

最
低
限
の
調
査
を
し
て
埋
め
戻
し
た
り
、
あ
る
い
は
入
り
口
を
閉

鎖
し
た
り
す
る
こ
と
は
必
要
で
す
が
、
し
か
し
概
ね
危
険
の
な
い

史
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地
下
壕
に
つ
い
て
は
保
存
し
、
そ
し
て
歴
史
資
料
と
し
て
見
学
し

活
用
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
（
十
菱
駿
武
・
菊
池
実
二

〇
〇
一
『
し
ら
べ
る
戦
争
遺
跡
の
事
典
』
柏
書
房
）。

そ
れ
に
加
え
て
、
地
下
壕
の
訴
訟
が
現
在
も
進
行
中
で
す
。
例

え
ば
鹿
児
島
県
鹿
屋
市
の
県
道
地
下
壕
陥
没
に
よ
る
死
亡
事
故
の
、

二
〇
〇
八
年
鹿
児
島
地
裁
の
判
決
で
は
、
軍
命
令
で
作
ら
れ
た
地

下
壕
で
、
ま
た
戦
後
、
国
が
そ
の
戦
後
処
理
を
不
十
分
に
し
て
き

た
た
め
に
死
亡
事
故
が
生
じ
た
と
し
て
、
そ
の
地
下
壕
を
営
造
し

た
国
、
お
よ
び
地
下
壕
の
上
に
道
路
を
作
っ
た
鹿
児
島
県
に
五
六

〇
〇
万
円
の
賠
償
金
を
命
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
東
京
都
日
野
市
梅
ヶ
丘
の
三
沢
地
下
壕
、
陸
軍
航
空
工
廠

の
立
川
に
あ
っ
た
飛
行
機
工
場
を
疎
開
施
設
し
た
三
沢
地
下
工
場
、

こ
こ
で
は
延
べ
二
〇
〇
〇
ｍ
程
の
碁
盤
目
状
の
地
下
壕
が
工
事
中

で
敗
戦
と
な
り
、
戦
後
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て

建
造
さ
れ
た
民
間
の
住
宅
地
造
成
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
下
壕
の
上

に
住
宅
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
住
宅
地
の
場
合
は
業
者
が
か
な
り

悪
質
で
、
地
下
に
戦
時
中
の
地
下
壕
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
切

言
わ
ず
に
、
住
宅
が
転
売
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
地
下
壕
の
直
下
が

台
風
等
の
大
水
に
よ
っ
て
陥
没
を
し
て
、
二
棟
の
個
人
住
宅
各
四

〇
坪
の
土
地
の
庭
に
大
き
な
穴
が
あ
い
て
、
家
が
五
〇
�
傾
い
て

し
ま
い
、
も
う
住
め
ま
せ
ん
。
非
常
に
危
険
で
す
。
そ
れ
で
事
故

の
被
害
者
は
、
市
に
対
し
て
住
宅
を
陥
没
し
た
こ
と
に
何
と
か
し

て
ほ
し
い
と
求
め
た
の
で
す
が
、
市
で
は
市
営
住
宅
を
提
供
す
る

措
置
を
取
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
地
下
壕
そ
の
も
の
は
市

の
責
任
で
は
な
く
て
、
国
の
責
任
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
国

に
責
任
を
問
う
、
国
家
賠
償
の
裁
判
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
と
い

う
こ
と
で
、
国
家
賠
償
請
求
裁
判
が
東
京
地
裁
立
川
支
部
で
約
四

年
進
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
、
裁
判
官
の
現
地
検
証
が
あ
り
、

私
も
証
人
と
し
て
こ
の
裁
判
に
陳
述
し
て
、
地
下
壕
は
軍
に
よ
る

地
下
壕
で
あ
り
、
ま
た
は
戦
後
そ
れ
を
十
分
に
対
策
を
講
じ
て
な

か
っ
た
国
の
責
任
が
明
確
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。「
地
下
壕
は
公

の
営
造
物
」
と
い
う
法
的
主
張
に
よ
り
、
国
が
こ
の
地
下
飛
行
機

工
場
を
作
っ
た
法
的
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
国
で
賠
償
金
、

特
に
住
宅
を
建
て
直
す
た
め
の
経
費
を
被
害
者
が
求
め
、
和
解
と

い
う
こ
と
で
進
ん
で
い
ま
す
。（
そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に

判
決
が
出
さ
れ
、
地
下
壕
と
い
う
「
土
地
の
工
作
物
」
に
起
因
す

る
陥
没
を
認
め
、
被
害
者
に
約
四
〇
〇
〇
万
円
の
国
家
賠
償
が
命

じ
ら
れ
ま
し
た
。
不
動
産
の
地
下
壕
国
家
賠
償
は
初
め
て
で
す
。）

こ
の
よ
う
に
地
下
壕
に
関
す
る
訴
訟
で
は
、
旧
軍
、
国
家
の
責

任
を
認
め
ま
し
た
。
地
下
に
土
木
施
設
が
造
ら
れ
て
い
て
、
小
さ

い
場
合
で
も
幅
が
二
ｍ
、
高
さ
二
ｍ
、
大
き
い
も
の
で
幅
が
八
ｍ
、

高
さ
が
八
ｍ
に
も
な
る
よ
う
な
大
き
な
壕
も
造
ら
れ
て
い
る
た
め

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
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研
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資
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台
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に
、
地
域
に
よ
っ
て
は
地
下
壕
は
現
代
の
生
活
上
の
防
災
対
策
や
、

開
発
上
の
阻
害
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業

で
は
、
こ
の
過
去
五
回
の
地
下
壕
調
査
の
デ
ー
タ
を
、
原
則
非
公

開
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
〇
二
八
〇
カ
所
あ
る
地
下
壕
が

何
町
何
番
地
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
関
係
者
名
と
い
う
詳
細
デ
ー

タ
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
請
求
で
は
、
戦
後
直
後
の
教
科
書
の

よ
う
に
黒
塗
り
の
コ
ピ
ー
を
出
し
て
い
ま
す
。
地
下
壕
が
あ
る
と

傷
も
の
の
土
地
と
な
り
、
不
動
産
業
界
で
は
地
価
が
下
が
っ
て
し

ま
い
、
地
下
壕
の
あ
る
土
地
は
瑕
疵
物
件
に
な
る
こ
と
か
ら
、
個

別
の
地
下
壕
情
報
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
地
下
壕
は

同
時
に
戦
争
遺
跡
、
歴
史
調
査
、
学
術
調
査
の
資
料
で
も
あ
り
、

ま
た
そ
の
調
査
の
扱
い
も
行
政
的
に
扱
う
べ
き
で
す
か
ら
、
や
は

り
地
下
壕
の
情
報
は
も
っ
と
公
開
を
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

地
下
壕
の
調
査
お
よ
び
保
存
に
は
、
現
実
的
な
土
地
不
動
産
取

引
に
関
わ
る
問
題
や
、
家
の
建
て
直
し
に
関
す
る
問
題
な
ど
含
ん

で
い
て
、
単
な
る
学
術
資
料
と
し
て
取
り
扱
い
す
る
だ
け
で
な
く
、

社
会
的
な
問
題
や
住
民
要
求
な
ど
も
捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
達
は
文
化
財
調
査
と
住
民
の
生
活

安
全
と
い
う
こ
と
を
両
立
さ
せ
、
も
ち
ろ
ん
危
険
性
が
あ
る
地
下

壕
に
つ
い
て
は
安
全
を
優
先
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
最

低
限
の
文
化
財
調
査
を
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
横

浜
の
日
吉
台
艦
政
本
部
地
下
壕
の
場
合
に
も
、
入
口
を
閉
鎖
さ
れ

て
い
る
部
分
以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
歴
史
的
な
情
報
が
ま
だ
残
っ

て
い
ま
す
の
で
、
今
か
ら
で
も
遅
く
な
い
で
す
か
ら
、
横
浜
市
公

園
の
下
に
あ
る
艦
政
本
部
地
下
壕
の
南
部
に
つ
い
て
は
、
調
査
が

今
後
進
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

亀
島
山
地
下
工
場

と
こ
ろ
で
、
岡
山
県
倉
敷
市
の
亀
島
山
地
下
工
場
、
海
軍
関
係

の
三
菱
重
工
業
水
島
航
空
機
の
飛
行
機
工
場
は
、
延
長
一
九
四
〇

ｍ
で
、
斜
め
に
坑
道
が
交
差
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
長
い
主
隧
道

が
あ
り
、
連
絡
坑
が
斜
め
に
交
差
し
て
、
普
通
は
碁
盤
目
の
よ
う

に
直
角
に
交
差
し
て
い
る
平
行
肋
骨
式
で
す
が
、
こ
の
地
下
壕
の

場
合
に
は
六
〇
度
の
角
度
で
交
差
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
地
下
壕

の
中
央
部
分
に
つ
い
て
は
、
海
軍
の
特
徴
で
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

壁
の
壕
で
、
日
吉
台
地
下
壕
と
同
じ
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁

で
耐
圧
工
事
を
し
て
い
ま
す
。

亀
島
山
地
下
工
場
で
は
、
民
間
の
亀
島
山
地
下
工
場
を
語
り
つ

ぐ
会
、
そ
の
会
員
の
研
究
者
・
教
育
者
と
、
秋
山
測
量
設
計
事
務

所
と
い
う
測
量
士
も
入
っ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
二
〇
〇
八
年
に

専
門
的
な
Ｇ
Ｉ
Ｓ
や
レ
ー
ザ
ー
測
量
機
器
に
よ
っ
て
正
確
な
測
量

調
査
、
断
面
と
平
面
の
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
地
下
壕
の
幅
四

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号
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ｍ
、
高
さ
三
・
五
ｍ
と
い
う
壕
の
内
部
の
図
と
、
ま
た
壕
内
に
掘

削
時
に
残
さ
れ
た
ト
ロ
ッ
コ
の
枕
木
の
跡
、
飛
行
機
の
部
品
の
研

削
機
や
切
断
機
な
ど
の
機
械
を
置
い
て
い
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
台

座
、
ボ
ル
ト
を
埋
め
込
ん
だ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
二
ｍ
×
一
ｍ
の
台

座
や
、
あ
る
い
は
掘
削
時
の
削
岩
機
の
ロ
ッ
ド
跡
、
あ
る
い
は
測

量
杭
跡
が
記
録
さ
れ
て
、
図
面
が
作
ら
れ
、
報
告
書
が
今
年
作
成

さ
れ
ま
し
た
（
亀
島
山
地
下
工
場
を
語
り
つ
ぐ
会
編

二
〇
一
〇

『
水
島
の
な
り
た
ち
と
亀
島
山
地
下
工
場
』
吉
備
人
出
版
）。
こ
れ

に
基
づ
い
て
、
調
査
見
学
や
学
習
が
広
げ
ら
れ
、
そ
し
て
今
後
、

史
跡
指
定
や
一
般
公
開
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
倉
敷
市
と
連
携

し
て
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

日
吉
台
地
下
壕

今
後
の
課
題

日
吉
台
地
下
壕
に
つ
い
て
は
、
安
藤
先
生
の
報
告
に
あ
り
ま
す

が
、
航
空
本
部
等
地
下
壕
の
外
部
施
設
は
日
本
最
初
の
発
見
、
唯

一
の
施
設
で
す
。
日
吉
台
の
航
空
本
部
等
の
地
下
壕
の
場
合
は
、

記
録
や
体
験
者
の
聞
き
取
り
に
は
出
て
こ
な
か
っ
た
地
下
壕
の
通

路
施
設
、
し
か
も
安
藤
先
生
の
推
定
で
は
屋
根
が
あ
っ
て
土
が
盛

ら
れ
て
い
た
。
上
空
か
ら
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
偽
装
さ
れ
て
い
た
。

海
軍
は
地
下
壕
の
入
念
な
通
路
施
設
を
作
り
、
内
部
に
航
空
本
部

等
の
部
屋
を
設
定
し
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
日
吉
台
地
下
壕
の
航

空
本
部
等
の
坑
口
外
部
施
設
は
、
戦
跡
考
古
学
の
面
で
も
画
期
的

な
発
見
だ
と
思
い
ま
す
。
航
空
本
部
等
地
下
壕
の
坑
口
ス
ロ
ー
プ

の
枕
木
跡
は
、
少
な
く
と
も
二
本
、
坑
口
の
所
か
ら
そ
の
ま
ま
延

び
る
斜
道
に
枕
木
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
壕
の
掘
削
時
に

敷
設
さ
れ
た
排
土
を
運
ぶ
ト
ロ
ッ
コ
の
枕
木
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
慶
應
義
塾
が
大
学
や
高
校
の
教
育
や
地
域
貢
献
に
活
か

す
コ
ン
セ
プ
ト
で
、
日
吉
台
地
下
壕
群
の
調
査
研
究
と
保
存
活
用

図 1 �������	
�
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に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
は
大
変
素
晴
ら
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
日
吉
台
地
下
壕
の
保
存

の
会
が
望
ん
で
い
る
、
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
上
に
残
っ
て
い
る

寄
宿
舎
の
施
設
三
棟
の
保
存
を
課
題
と
し
て
考
え
た
い
で
す
。
寄

宿
舎
施
設
は
建
築
家
谷
口
吉
郎
に
よ
る
近
代
建
築
で
あ
り
、
海
軍

の
施
設
と
し
て
一
九
四
四
年
か
ら
使
用
さ
れ
、
ロ
ー
マ
風
呂
棟
が

あ
り
、
地
下
壕
に
続
く
通
路
、
階
段
や
連
絡
管
な
ど
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
地
上
施
設
を
活
用
し
て
、
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス

で
た
と
え
ば
慶
應
義
塾
日
吉
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
形
で
、

慶
應
義
塾
の
近
代
史
・
戦
争
中
に
お
け
る
塾
生
の
体
験
や
写
真
、

そ
し
て
地
下
壕
の
調
査
で
出
土
し
た
遺
物
な
ど
を
含
め
て
慶
應
義

塾
日
吉
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
ぜ
ひ
設
け
て
い
た
だ
け
る
と
、
一
五
〇

周
年
を
超
え
た
慶
應
義
塾
の
大
き
な
記
念
施
設
�
メ
モ
リ
ア
ル
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
文
化
豊
か
な

日
吉
の
ま
ち
づ
く
り
の
面
で
も
、
貢
献
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

大
学
で
は
、
慶
應
と
同
じ
神
奈
川
に
あ
る
川
崎
市
の
明
治
大
学

生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
、
登
戸
研
究
所
資
料
館
が
明
治
大
学
平
和

教
育
施
設
と
し
て
二
〇
一
〇
年
三
月
に
整
備
開
設
さ
れ
ま
し
た

（
姫
田
光
義
・
旧
陸
軍
登
戸
研
究
所
の
保
存
を
求
め
る
川
崎
市
民

の
会

二
〇
〇
九
『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
陸
軍
登
戸
研
究
所
』
平

和
出
版
）。
平
和
教
育
と
い
う
面
で
は
、
慶
應
義
塾
と
明
治
大
学

は
競
争
相
手
と
し
て
競
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
慶
應
義
塾
日

吉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ほ
う
で
は
、
日
本
海
軍
と
日
吉
と
い
う
特
色
あ

る
展
示
が
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
戦
争
遺
跡
の
見
学
だ

け
で
は
な
く
て
、
海
外
か
ら
も
戦
争
遺
跡
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
ど

の
よ
う
な
軍
事
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
る

上
で
、
国
際
的
な
平
和
教
育
施
設
に
も
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
日
吉
の
ま
ち
づ
く
り
と
か
ね
て
、
ま
ず
日
吉

台
地
下
壕
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
連
合
艦

隊
司
令
部
壕
ゾ
ー
ン
に
つ
い
て
は
国
の
史
跡
と
し
て
、
そ
し
て
キ

ャ
ン
パ
ス
の
中
に
そ
う
し
た
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
あ
る
い
は
大
学

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慶
應
義
塾
の
地
域
貢

献
と
日
本
の
歴
史
教
育
・
研
究
へ
の
貢
献
度
は
さ
ら
に
高
ま
る
と

思
い
ま
す
（
そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年
度
に
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
寄

宿
舎
改
修
計
画
に
関
す
る
諮
問
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
、
浴
場
棟

を
資
料
館
等
と
し
て
、
南
寮
を
寄
宿
舎
と
し
て
保
存
活
用
す
る
答

申
書
が
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
提
出
さ
れ
た
。）

残
念
な
が
ら
私
の
出
身
の
早
稲
田
で
も
、
平
和
資
料
館
は
あ
り

ま
せ
ん
し
、
ま
た
各
国
立
大
学
の
中
で
も
戦
後
に
戦
争
遺
跡
を
使

用
し
た
大
学
が
出
て
き
ま
し
た
。
高
知
大
学
な
ど
軍
事
施
設
の
中

に
そ
の
ま
ま
大
学
が
作
ら
れ
、
戦
後
に
お
け
る
軍
事
戦
争
施
設
を

平
和
の
た
め
の
学
術
研
究
の
場
所
に
と
い
う
、
戦
後
の
民
主
化
の

史

学
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中
で
当
時
の
教
育
関
係
者
が
期
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
山
梨
大
学
で
は
陸
軍
四
九
連
隊
の
レ
ン
ガ
造
の

糧
抹
庫
を
大
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
よ
う
や

く
実
現
さ
れ
ま
し
た
。
奈
良
教
育
大
学
の
教
育
資
料
館
は
明
治
期

の
陸
軍
奈
良
連
隊
の
赤
煉
瓦
倉
庫
を
利
用
し
た
博
物
館
で
、
大
学

の
教
育
史
や
構
内
の
新
薬
師
寺
跡
の
調
査
成
果
を
展
示
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
ケ
ー
ス
は
少
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
戦
争
遺
跡
と
学
園

構
内
の
施
設
を
教
育
資
料
と
し
て
も
活
用
し
、
同
時
に
大
学
・
学

園
と
し
て
施
設
を
活
用
し
て
い
く
。
そ
の
両
立
の
た
め
に
慶
應
義

塾
の
関
係
者
、
塾
生
の
皆
さ
ん
の
さ
ら
に
積
極
的
な
文
化
財
保
存

と
今
後
の
取
り
組
み
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
ざ
っ
く
り
で
す
が
、「
戦
争
遺
跡
研
究
の
現
状
と
課

題
」
と
い
う
話
を
終
わ
り
に
し
ま
す
。
ご
静
聴
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│
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