
の
が
、
瑞
穂
町
の
今
佐
屋
山

い
ま
さ
や
や
ま

遺
跡
で
す
。
こ
こ
で
は
、
山
陰
の
中
で
も
早

い
六
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
鉄
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
奈
良
時
代
に
は
、

石
見
部
に
三
カ
所
し
か
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
寺
の
一
つ
が
旭
町
に
あ
っ
た

（
重
富
廃
寺

し
げ
と
み
は
い
じ

）
こ
と
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
が
石
見
地
方
の
政
治
文
化
の
中
心

地
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

瑞
穂
町
と
旭
町
は
、
山
陰
と
山
陽
の
交
通
の
要
か
な
め
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
南

北
朝
の
戦
乱
の
時
期
か
ら
、
街
道
を
見
下
ろ
せ
る
山
の
上
に
山
城
や
ま
じ
ろ

が
造
ら

れ
ま
す
。
瑞
穂
町
の
滝た
き

ノ
屋
谷
や
だ
に

城
跡
、
桜
尾
さ
く
ら
お

城
跡
、
旭
町
の
森
迫
も
り
さ
こ

城
跡
な

ど
が
そ
う
で
す
。
織
田
信
長

お
だ
の
ぶ
な
が

や
毛
利
も
う
り

氏
が
活
躍
し
た
戦
国
の
時
代
に
、
石

見
山
間
地
域
で
熾
烈
し
れ
つ

な
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

資
源
を
活
か
し
て
行
わ
れ
た
、

江
戸
時
代
の
た
た
ら
製
鉄

古
代
か
ら
行
わ
れ
た
製
鉄
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
も

営
ま
れ
ま
し
た
（
瑞
穂
町
・
タ
タ
ラ
山や
ま

遺
跡
）。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
中

国
山
地
一
帯
で
た
た
ら
製
鉄
が
盛
ん
に
な
り
、
全
国
有
数
の
生
産
量
を
誇

り
ま
し
た
。
原
料
の
砂
鉄
さ
て
つ

を
含
む
マ
サ
土
と
、
燃
料
の
木
炭
も
く
た
ん

が
豊
富
に
あ

っ
た
た
め
で
す
。
瑞
穂
町
だ
け
で
も
三
〇
カ
所
の
製
鉄
遺
跡
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
が
、
郷
路
橋

ご
う
ろ
ば
し

遺
跡
で
は
鍛
冶
か

じ

の
ム
ラ
も
あ
り
ま
し
た
。
た
た
ら
と

並
ん
で
中
国
山
地
の
村
々
を
支
え
た
も
う
一
つ
の
産
業
が
、
木
炭
も
く
た
ん

生
産
で

す
。
瑞
穂
町
の
米
屋
山

こ
め
や
や
ま

遺
跡
や
旭
町
の
十
文
じ
ゅ
う
も
んセ
ド
遺
跡
で
は
大
形
の
炭
焼

き
窯が
ま

が
見
つ
か
り
、
当
時
の
大
規
模
な
炭
作
り
の
様
子
が
わ
か
り
ま
し
た
。

車
窓

し
ゃ
そ
う

か
ら
思
い
を
馳は

せ
て

原
始
、
古
代
か
ら
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
石
見
の
歴
史
を
、
浜
田

自
動
車
道
を
走
り
な
が
ら
語
っ
て
み
ま
し
た
。
車
窓
か
ら
見
え
る
山
々
。

こ
こ
で
は
古
く
か
ら
人
び
と
が
地
域
の
資
源
を
活
か
し
な
が
ら
、
豊
か
な

文
化
を
生
み
出
し
、
政
治
・
生
産
・
交
通
の
う
え
で
、
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
の
で
す
。
み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
浜
田
自
動
車
道
を
走
っ
て
、
石

見
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。
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山
陰
と
山
陽
を
結
ぶ
動
脈
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
浜
田
は
ま
だ

自
動
車
道
。
こ

こ
で
は
、
こ
の
道
路
と
周
辺
の
道
路
を
作
る
と
き
の
発
掘
調
査
で
わ
か
っ

た
、
石
見
い
わ
み

の
歴
史
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

駆か

け
め
ぐ
る
石
見
の
縄
文

じ
ょ
う
も
ん

人じ
ん

石
見
山
間
部
に
人
が
住
み
始
め
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
で
し
ょ
う
か
。
瑞み
ず

穂ほ

町
の
堀
田
上

ほ
り
た
う
え

遺
跡
で
は
二
〜
三
万
年
ぐ
ら
い
前
の
石
器
が
出
て
い
ま
す

か
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
は
人
び
と
の
営
い
と
な
み
が
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
同

じ
瑞
穂
町
に
あ
る
郷
路
橋

ご
う
ろ
ば
し

遺
跡
で
は
、
食
料
用
の
ト
チ
の
実
を
蓄
え
た
跡

を
残
す
、
六
〇
〇
〇
年
前
の
ム
ラ
が
、
ま
た
金
城
か
な
ぎ

町
の
岩
塚
い
わ
つ
か

II
遺
跡
で
は

五
〇
〇
〇
年
前
の
ム
ラ
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
縄
文

じ
ょ
う
も
ん
時
代
と
呼
ば
れ
る

時
代
、
豊
か
な
自
然
を
求
め
て
山
間
を
、
ま
た
良
質
の
石
器
の
材
料
を
求

め
て
、
遠
く
九
州
や
四
国
、
隠
岐
お

き

の
島
ま
で
駆か

け
て
い
た
縄
文
人
の
姿
が

浮
か
ん
で
き
ま
す
。

支
配
者
た
ち
の
古
墳

こ

ふ

ん

が
登
場

や
が
て
米
作
り
が
始
ま
り
生
活
は
向
上
し
ま
し
た
が
、
富
を
持
つ
者
は

人
び
と
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
地
を
中
心
に
ム
ラ
が
生
ま

れ
、
そ
の
ム
ラ
を
治
め
る
首
長
が
現
れ
ま
し
た
。
支
配
す
る
人
は
そ
の
象

徴
と
し
て
古
墳
を
築
き
ま
し
た
が
、
旭
あ
さ
ひ
町
の
や
つ
お
も
て
18
号
墳
は
石
見

山
間
部
で
は
最
大
の
大
き
さ
で
、
小
高
い
丘
の
上
に
、
平
地
に
暮
ら
す
人

び
と
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
築
か
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
古
墳
を
造
る
力
を

持
っ
た
人
は
各
地
に
現
れ
、
小
さ
な
谷
間
の
集
落
ご
と
に
古
墳
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
旭
町
の
や
つ
お
も
て
古
墳
群
や
小
才
こ
さ
い

遺
跡
が
そ

う
で
す
。

政
治
・
文
化
・
交
通
の
要

か
な
め

古
墳
が
築
か
れ
た
こ
ろ
の
人
び
と
の
生
活
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
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石
見
の
歴
史
を
貫
い
た
浜
田
自
動
車
道

浜
田
自
動
車
道
か
ら
見
る
、
石
見
の
縄
文
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
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