
部
分
は
曲く
る

輪わ

の
一
部
と
み
ら
れ
る
他
、
周
囲
に
は
空
堀
跡
な
ど

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
宝
荒
神
社
は
、
か
つ
て
は
南
側
の
山
麓
に
あ
っ
た
と
さ
れ

ま
す
が
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
地
区
住
民
の
発
起
に
よ
っ

て
奈
良
県
野
迫
川
村
の
立た

て

里り

荒
神
社
か
ら
勧
請
し
、
現
在
の
山

頂
に
お
ま
つ
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。三
宝
荒
神
と
は
、

屋
内
の
囲
炉
裏
や
か
ま
ど
な
ど
に
お
ま
つ
り
さ
れ
る
火
の
神
で

あ
り
、
一
般
家
庭
で
も
広
く
信
仰
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

去
る
4
月
9
日
（
土
）
に
は
、
杉
野
原
区
民
に
よ
る
会
式
と

餅
投
げ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
杉
野
原
区
野
中
班
の
皆
さ

ま
に
よ
っ
て
、
一
石
六
斗
（
約
２
４
０
㎏
）
の
餅
が
準
備
さ
れ

ま
し
た
が
、
か
つ
て
は
四
石
か
ら
五
石
も
あ
り
、
規
模
と
し
て

は
県
下
有
数
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
日
は
、
地
区

内
外
か
ら
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
、
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

天
子
山
城
跡
は
、
杉
野
原
区
野
班
に
あ
る
南
北
朝
時
代
に
築
か

れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
山
城
跡
で
す
。
こ
の
城
跡
は
、
南
北
朝
の
争

乱
に
伴
い
後
村
上
天
皇
が
吉
野
へ
逃
れ
る
際
に
一
時
身
を
寄
せ
た

と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
天
子
山
」
と
名
付
け
ら
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

杉
野
原
区
が
位
置
す
る
有
田
川
町
東
部
は
、
中
世
に
は
阿あ

弖て

河が
わ
の

荘し
ょ
うの
東
端
部
に
あ
た
り
、
荘
園
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
高
野
山
と
の

争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
地
域
で
し
た
。
天
子
山
城
の
北
側
に
は

高
野
街
道
が
通
り
、
ま
た
周

辺
に
は
い
く
つ
か
の
城
跡
の

存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
天
子
山
城
は
高
野

山
勢
の
侵
入
を
防
ぐ
目
的
で

築
か
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
城
跡
は
、
現
在
三

宝
荒
神
社
の
境
内
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
多
く
は
改
変
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
社
が
あ
る

杉
野
原
天て
ん

　し

　や
ま

子
山
城
跡
・
三さ
ん

宝ぼ
う

荒こ
う

神じ
ん

社し
ゃ

そ
の
46
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