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「
廃
棄
物
の
減
容
及
び
有
害
度
の

低
減
等
を
目
指
し
た
研
究
」
と
は

　

原
子
力
発
電
所
の
使
用
済
燃
料
の

再
処
理
に
よ
っ
て
発
生
す
る
、
半
減
期

が
数
百
万
年
に
及
ぶ
長
寿
命
の
放
射

性
物
質
は
、「
も
ん
じ
ゅ
」
の
よ
う
な

高
速
炉
の
場
合
、
燃
料
と
し
て
再
利
用

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
の
た
め
、

放
射
性
廃
棄
物
の
量
を
減
ら
し
た
り
、

半
減
期
を
大
幅
に
短
く
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
環
境
へ
の
負
荷
を
大
幅
に
低

減
で
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
国
々

に
お
い
て
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
「
も
ん
じ
ゅ
」
は
、
今
後
の
運
転
を

通
じ
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
必
要
と
な

る
炉
心
燃
料
の
基
礎
的
な
デ
ー
タ
を
取

得
す
る
等
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
見
込

ま
れ
ま
す
。

国
に
よ
る
最
終
確
認
と
国
の
評
価
が
本

年
８
月
ま
で
に
す
べ
て
終
わ
り
、
炉
内

中
継
装
置
の
落
下
に
係
る
復
旧
が
完
了

し
た
こ
と
を
福
井
県
・
敦
賀
市
及
び
関

係
自
治
体
に
報
告
し
ま
し
た
。
現
在
は

元
の
正
常
な
状
態
に
復
帰
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

の
事
故
を
踏
ま
え
た
「
も

ん
じ
ゅ
」
の
安
全
対
策
の

強
化
に
計
画
的
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
シ
ビ
ア
ア

ク
シ
デ
ン
ト
へ
の
対
応
や

耐
震
安
全
性
の
確
認
を
含

む
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
安
全

性
の
総
合
的
な
評
価
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
私
た
ち
の
業
務
は
、
立
地

地
域
を
始
め
と
す
る
社
会
の
皆
様
の

ご
理
解
な
し
に
進
め
て
い
く
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
安
全
確

保
を
最
優
先
と
し
、
さ
ら
に
「
機
械

は
故
障
す
る
」「
人
は
ミ
ス
を
す
る
」

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
、

真し
ん

摯し

に
安
全
改
善
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
の
で
、引
き
続
き
、ご
理
解
、

ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

年
末
ま
で
に
そ
の
中
間
報
告
が
ま
と
め

ら
れ
る
予
定
で
す
。
私
た
ち
は
、
改
め

て
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
使
命
を
再
認
識
し
、

「
も
ん
じ
ゅ
」
で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な

い
成
果
を
着
実
に
発
信
で
き
る
よ
う
、

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
の
８
月
に
発
生
し
た
炉
内

中
継
装
置
の
落
下
に
つ
い
て
は
、
新
規

に
製
作
し
た
炉
内
中
継
装
置
の
使
用
前

検
査
、
燃
料
交
換
の
機
能
に
つ
い
て
の

　

平
素
よ
り
、
当
機
構
の
業
務
運
営
に

関
し
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
来
、
政
府
で
検
討
が
進
め
ら

れ
、
国
民
的
議
論
を
経
て
、
本
年
９
月

19
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
今
後
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
政
策
に
つ
い
て
」
で

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
が
決
定

し
た
「
革
新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦

略
」
を
、
関
係
者
と
の
調
整
を
行
い
国

民
の
理
解
を
得
な
が
ら
柔
軟
に
遂
行
す

る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
戦
略
に
お
い
て
、「
も
ん
じ
ゅ
」は
、

「
国
際
的
な
協
力
の
下
で
、
高
速
増
殖

炉
開
発
の
成
果
の
取
り
ま
と
め
、
廃
棄

物
の
減
容
及
び
有
害
度
の
低
減
等
を
目

指
し
た
研
究
を
行
う
こ
と
と
し
、
こ
の

た
め
の
年
限
を
区
切
っ
た
研
究
計
画
を

策
定
、
実
行
し
、
成
果
を
確
認
の
上
、

研
究
を
終
了
す
る
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
受
け
た
具
体
的
な
研

究
計
画
の
策
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

敦
賀
本
部 

高
速
増
殖
炉
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

所
長  

近
藤　

悟

ご 

挨 

拶
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もんじゅの状況もんじゅの状況
　

高
速
増
殖
炉
研
究
開
発
セ
ン

タ
ー
（「
も
ん
じ
ゅ
」）
で
は
、
平

成
22
年
８
月
26
日
に
発
生
し
た
、

燃
料
交
換
時
に
炉
心
と
燃
料
出
入

設
備
と
の
間
で
燃
料
等
の
炉
心
構

成
要
素
を
移
送
す
る
燃
料
交
換
設

備
の
構
成
機
器
の
一
つ
で
あ
る

「
炉
内
中
継
装
置
」
の
落
下
に
つ

き
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
復
旧
作
業

を
順
次
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

本
年
６
月
21
日
、
新
し
く
製
作

し
た
炉
内
中
継
装
置
を
原
子
炉
容

器
内
に
据
え
付
け
、
国
の
使
用
前

検
査
受
検
に
よ
り
、
ナ
ト
リ
ウ
ム

中
で
正
常
に
燃
料
の
受
け
渡
し
が

行
え
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

原
子
炉
容
器
か
ら
取
り
出
し
た
後

の
炉
内
中
継
装
置
の
動
作
確
認
に

お
い
て
も
異
常
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

そ
し
て
、
８
月
８
日
に
は
、
炉

内
中
継
装
置
落
下
に
伴
う
設
備
へ

の
影
響
等
に
つ
い
て
の
原
子
力
安

全
・
保
安
院
の
評
価
が
終
了
し
、

正
常
な
状
態
へ
復
帰
し
た
こ
と
か

ら
、
地
元
自
治
体
へ
安
全
協
定
に

基
づ
く
異
常
時
終
結
連
絡
書
を
提

出
し
、
炉
内
中
継
装
置
の
落
下
に

係
る
復
旧
が
完
了
し
た
こ
と
を
報

告
し
ま
し
た
。

も
ん
じ
ゅ
の
状
況
に
つ
い
て

も
ん
じ
ゅ
の
状
況
に
つ
い
て

特
集

正
常
な
状
態
へ
復
帰
、
地
元
へ
報
告

炉
内
中
継
装
置
落
下
に
伴
う

炉
内
中
継
装
置
落
下
に
伴
う

復
旧
作
業
の
完
了
に
つ
い
て

復
旧
作
業
の
完
了
に
つ
い
て

平成22年
　８月26日 炉内中継装置の引き抜き作業中に同装置が落下
　10月13日 炉内中継装置の引き抜き作業実施（引き抜き荷重超過により中断）
　11月９日 炉内中継装置の内側案内管の内面観察を実施し、観察の結果から原子炉等規制法に基づく報告の

対象と判断
　12月16日 燃料出入孔スリーブとの一体引き抜き方針の決定及び今後の工程の公表
平成23年
　５月24日 炉内中継装置の引き抜きに向けた工事開始
　６月24日 炉内中継装置の引き抜き作業完了
　８月29日 原子炉上部での復旧工事開始
　11月11日 原子炉上部での作業終了
平成24年
　３月９日 原子力安全・保安院へ炉内中継装置の落下に係る原因と対策について報告
　６月15日 原子力安全・保安院へ炉内中継装置の落下による変形に係る根本原因分析の拡充及び対策の報告
　６月21日 炉内中継装置の機能確認（国による使用前検査受検）
　８月８日 炉内中継装置落下に関する原子力安全・保安院の評価終了
　８月８日 炉内中継装置落下に係る復旧完了

■これまでの経緯■

写
真
は
新
し
く
製
作
し
た
炉
内

中
継
装
置
の
据
え
付
け
作
業
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もんじゅの状況もんじゅの状況
　

原
子
力
機
構
「
も
ん
じ
ゅ
」
で

は
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に

よ
る
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
の
事
故
を
踏
ま
え
た
機

器
・
設
備
の
健
全
性
確
認
や
緊
急

時
対
応
訓
練
な
ど
、
安
全
性
向
上

の
た
め
の
対
策
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

一
方
、「
も
ん
じ
ゅ
」
の
安
全

性
に
関
す
る
総
合
的
な
評
価
も
実

施
し
て
お
り
、
昨
年
11
月
に
は
、

こ
の
評
価
を
よ
り
適
切
か
つ
客
観

的
な
も
の
と
す
る
た
め
、「
も
ん

じ
ゅ
安
全
性
総
合
評
価
検
討
委
員

会
」（
委
員
長
・
片
岡
勲
大
阪
大

学
工
学
研
究
科
教
授
）を
設
置
し
、

公
開
の
も
と
第
三
者
の
立
場
か
ら

専
門
家
の
先
生
７
名
に
ご
意
見
を

い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

本
年
７
月
31
日
の
第
３
回
委
員

会
で
は
、
原
子
力
機
構
か
ら
「
も

ん
じ
ゅ
」
の
安
全
余
裕
（＊1）
の
評
価

状
況
等
を
委
員
会
に
報
告
し
、
ご

議
論
い
た
だ
き
ま
し
た
。
具
体
的

な
議
論
内
容
は
、
原
子
炉
、
炉
外

燃
料
貯
蔵
設
備
（＊2） 

、
燃
料
池
（＊3）

の
設
備
に
対
し
て
、地
震
、津
波
、

全
交
流
電
源
喪
失
、
最
終
ヒ
ー
ト

シ
ン
ク
（＊4）
喪
失
等
に
対
す
る
安
全

余
裕
を
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
た
結
果

の
妥
当
性
に
つ
い
て
で
す
。

＊1　

安
全
余
裕
…
設
計
の
想
定
を
超
え
る

事
象
に
対
し
て
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
範

囲
。

＊2　

炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備
…
原
子
炉
か

ら
取
り
出
し
た
使
用
済
燃
料
を
ナ
ト
リ
ウ

ム
中
で
貯
蔵
冷
却
す
る
場
所
。

＊3　

燃
料
池
…
炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備
か

ら
取
り
出
し
た
使
用
済
燃
料
を
水
中
で
貯

蔵
冷
却
す
る
場
所
。

＊4　

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
…
最
終
的
な
熱

の
逃
が
し
先
（
一
般
的
に
は
、
海
水
、
川

の
水
、
大
気
な
ど
）。

もんじゅ安全性総合評価検討委員会

機
構
に
よ
る
安
全
性
の
評
価
結
果
を

第
三
者
の
立
場
か
ら
客
観
的
に
議
論

も
ん
じ
ゅ
安
全
性
総
合
評
価

も
ん
じ
ゅ
安
全
性
総
合
評
価

検
討
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

検
討
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

破
砕
帯
の
追
加
調
査
に
つ
い
て

　

破は

砕さ
い

帯た
い

と
は
、
主
に
断
層
運
動

で
岩
石
が
砕
か
れ
、
不
規
則
な
割

れ
目
が
集
ま
っ
た
帯
状
の
部
分
の

こ
と
で
す
。

　

原
子
力
機
構
は
、
本
年
８
月
29

日
に
原
子
力
安
全
・
保
安
院
か
ら

の
指
示
を
受
け
、「
も
ん
じ
ゅ
」
の

敷
地
内
破
砕
帯
に
関
す
る
追
加
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
調
査
内
容

は
①
敷
地
内
の
破
砕
帯
を
直
接
確

認
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
調
査

（
剥
ぎ
取
り
調
査
ほ
か
）、
②
敷
地

内
の
破
砕
帯
及
び
敷
地
近
傍
で
確

認
さ
れ
て
い
る
変
動
地
形
と
、
周

辺
の
活
断
層（
白
木 

│ 

丹
生
断
層
）

と
の
地
質
構
造
上
の
違
い
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
調
査
（
地
質
踏

査
ほ
か
）
と
な
り
ま
す
。

　

調
査
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、

取
り
ま
と
ま
り
次
第
皆
様
に
ご
報

告
し
ま
す
。

電
源
が
使
え
な
く
な
っ
て
も

電
源
が
使
え
な
く
な
っ
て
も

⾃
然
循
環
運
転
に
よ
り
原
⼦

⾃
然
循
環
運
転
に
よ
り
原
⼦

炉
の
冷
却
が
可
能

炉
の
冷
却
が
可
能

　
「
も
ん
じ
ゅ
」
は
原
子
炉
停
止

時
に
炉
心
か
ら
発
生
す
る
熱
の

逃
が
し
先
が
「
軽
水
炉
」
と
は
異

な
る
の
が
特
徴
で
す
。「
軽
水
炉
」

で
は
海
水
に
熱
を
逃
が
し
ま
す

が
、「
も
ん
じ
ゅ
」
の
よ
う
な
ナ

ト
リ
ウ
ム
冷
却
炉
で
は
、
原
子
炉

及
び
炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備
の
燃
料

か
ら
発
生
し
た
熱
を
、
冷
却
材
で

あ
る
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
空
気
冷
却
器

に
伝
え
、
大
気
に
放
散
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
冷
却
し
ま
す
。

　

こ
の
特
徴
に
よ
り
、
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
で
の
事
故
の
よ
う

に
、
外
部
か
ら
の
電
源
が
使
え
な

く
な
り
、
さ
ら
に
非
常
用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
が
使
え
な
い
状
況
に

至
っ
た
緊
急
時
に
お
い
て
も
、
温

度
差
に
よ
っ
て
自
然
に
起
き
る

〝
対
流
〞
現
象
（
＝
自
然
循
環
）
と

熱
を
良
く
伝
え
る
ナ
ト
リ
ウ
ム
の

性
質
を
生
か
す
こ
と
で
、
ポ
ン

プ
や
ブ
ロ
ワ
を
使
わ
ず
と
も
、
空

気
冷
却
器
内
を
流
れ
る
空
気
に

よ
っ
て
原
子
炉
内
や
炉
外
燃
料

貯
蔵
槽
内
の
燃
料
を
冷
却
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
の
運
転
方

法（
自
然
循
環
運
転
）
に
移
行
し
、

燃
料
の
冷
却
を
継
続
す
る
こ
と

に
よ
り
、
燃
料
の
損
傷
を
防
止
で

き
ま
す
。

■ 

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
原
子
炉
の

　

 

電
源
喪
失
時
に
お
け
る
耐
性
を
確
認

機
構
に
よ
る
安
全
余
裕
の
評
価
結
果

機
構
に
よ
る
安
全
余
裕
の
評
価
結
果
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＊5　

原
子
炉
施
設
の
安
全
を
守
る
上
で

重
要
な
設
備
…
燃
料
の
重
大
な
損
傷
を

防
止
す
る
上
で
必
要
と
な
る
設
備
。

＊6　

基
準
地
震
動
Ss
…
平
成
18
年
に
改

訂
さ
れ
た
「
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
関

す
る
耐
震
設
計
審
査
指
針
」
に
基
づ
き

「
も
ん
じ
ゅ
」
で
策
定
し
た
施
設
の
耐
震

安
全
性
評
価
の
基
準
と
な
る
揺
れ
（
地

震
動
）。

＊7　

限
界
の
耐
力
…
設
備
の
構
造
や
機

能
が
維
持
で
き
る
こ
と
を
技
術
的
な
根

拠
を
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

限
界
値
。

＊8　

炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備
…
原
子
炉
か

ら
取
り
出
し
た
使
用
済
燃
料
を
ナ
ト
リ

ウ
ム
中
で
貯
蔵
冷
却
す
る
た
め
の
場

所
。

＊9　

燃
料
池
…
炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備
か

ら
取
り
出
し
た
使
用
済
燃
料
を
水
中
で

貯
蔵
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
。

■ 

地
震
に
関
す
る
安
全
余
裕■ 

津
波
に
関
す
る
安
全
余
裕

原
⼦
炉
内
の
燃
料
は
想
定
の

原
⼦
炉
内
の
燃
料
は
想
定
の

１
・
１
・
8686
倍
相
当
の
地
震
ま
で

倍
相
当
の
地
震
ま
で

損
傷
し
な
い

損
傷
し
な
い

　

原
子
力
機
構
で
は
、
地
震
が
起

き
た
場
合
、「
も
ん
じ
ゅ
」
の
原

子
炉
施
設
の
安
全
を
守
る
上
で
重

要
な
設
備
（＊5）
が
設
計
で
想
定
し
た

地
震
に
対
し
、
ど
の
程
度
余
裕
が

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
評

価
を
行
い
ま
し
た
。

　

地
震
に
対
す
る
安
全
余
裕
は
、

基
準
地
震
動
Ss 

（＊6）
に
基
づ
く
現

行
の
設
備
・
機
器
の
評
価
結
果
が
、

限
界
の
耐
力
（＊7）
に
比
較
し
て
ど
の

程
度
余
裕
を
有
し
て
い
る
か
で
評

価
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
地
震
に
よ
っ
て

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
起
動
で
き

な
い
よ
う
な
状
況
に
至
っ
て
も
、

前
述
の
自
然
循
環
運
転
へ
移
行
す

る
こ
と
に
よ
り
燃
料
の
冷
却
が

可
能
な
こ
と
か
ら
、「
も
ん
じ
ゅ
」

の
地
震
に
対
す
る
安
全
余
裕
は
、

原
子
炉
が
１
・
86
倍
、
炉
外
燃
料

貯
蔵
設
備
（＊8）
が
２
・
２
倍
と
な
り

ま
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
想

定
す
る
基
準
地
震
動
Ss
（
７
６
０

ガ
ル
）
の
１
・
86
倍
相
当
の
地
震

が
き
て
も
、
原
子
炉
の
燃
料
は
健

全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。

　

ま
た
燃
料
池
（＊9）
に
つ
い
て
は
、

燃
料
池
の
水
が
な
く
な
る
と
貯
蔵

す
る
燃
料
の
冷
却
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。こ
の
限
界
を
求
め
る
と
、

そ
の
余
裕
は
１
・
85
倍
と
な
り
ま

し
た
。

主
要
設
備
は
海
抜

主
要
設
備
は
海
抜
2121
ｍ
以
上
ｍ
以
上

に
位
置
す
る
た
め
、
想
定
す

に
位
置
す
る
た
め
、
想
定
す

る
最
⼤
津
波
に
対
し
４
・

る
最
⼤
津
波
に
対
し
４
・
0303

倍
の
余
裕

倍
の
余
裕

　

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
等

を
冷
却
す
る
た
め
の
海
水
ポ
ン
プ

が
設
置
さ
れ
て
い
る
「
原
子
炉
補

機
冷
却
海
水
系
海
水
ポ
ン
プ
室
」

へ
津
波
が
流
入
す
る
高
さ
は
海
抜

６
・
４
ｍ
で
あ
り
、
こ
れ
を
超
え

る
津
波
が
来
る
と
非
常
用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
が
使
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
前
述
の
自
然
循
環
運
転
へ
の

移
行
に
よ
り
燃
料
の
冷
却
が
可
能

な
こ
と
か
ら
、
原
子
炉
及
び
炉
外

燃
料
貯
蔵
設
備
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷

却
系
な
ど
の
主
要
設
備
が
据
え
付

け
ら
れ
て
い
る
高
さ
を
超
え
る
津

波
が
来
な
い
限
り
、
燃
料
が
深
刻

な
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

主
要
設
備
は
海
抜
21
ｍ
以
上
に

設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
想
定

さ
れ
て
い
る
最
大
の
津
波
高
さ

（
５
・２
ｍ
）
に
対
し
て
、
４
・
03

倍
の
余
裕
が
あ
る
と
評
価
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

計
算
式
…21.0m

/5.2m
=4.03

　

原
子
力
機
構
で
は
、
今
後
も
専
門
家
の
先
生
方
の
ご
意
見
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、「
も
ん
じ
ゅ
」
の
安
全
性
を
よ
り
一
層
確
実
な

も
の
に
し
、
地
域
の
皆
様
に
ご
安
心
い
た
だ
け
る
よ
う
引
き
続
き

真し
ん

摯し

に
取
り
組
み
、
研
究
開
発
成
果
の
蓄
積
、
情
報
発
信
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

自然循環運転による冷却のしくみ

6.4m

最大の津波の高さ（原子力機構による評価の結果） 海抜   5.2m

原子炉補機冷却海水系海水ポンプ室へ流入する高さ 海抜   6.4m

ナトリウム機器などの主要設備がある高さ 海抜 21.0m
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今
年
は
日
本
最
古
の
歴
史
書
「
古
事
記
」
が
奈
良
時
代
に
編
さ
ん
さ
れ
て

１
３
０
０
年
。同
じ
時
代
に
、最
古
の
正
史「
日
本
書
紀
」も
完
成
し
ま
し
た
。

「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
に
は
私
達
の
地
域
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
も
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
記
事
を
拾
っ
て
み
ま
し
た
。

　

■
古
事
記
と
日
本
書
紀

　
「
古
事
記
」
は
、
天て

ん

武む

天
皇
が
稗ひ

え
だ
の
あ
れ

田
阿
礼
に

命
じ
て
帝て

い

紀き

（
天
皇
の
系
譜
の
記
録
）
や
旧き

ゅ
う
じ辞

（
古
い
伝
承
）
を
誦よ

み
習
わ
せ
、
元げ

ん

明め
い

天
皇
の

命
で
太お

お
の
や
す
ま
ろ

安
万
侶
が
文
章
に
記
録
。
和
銅
５
年

（
７
１
２
）
に
献
上
さ
れ
ま
し
た
。

　

神
代
か
ら
推す

い

古こ

天
皇
ま
で
の
記
事
を
収
め
て

い
ま
す
。「
古
事
記
」
は
史
書
で
す
が
、
昔
話

と
し
て
親
し
ま
れ
る「
因い

な

幡ば

の
白
う
さ
ぎ
」「
海

幸
彦
と
山
幸
彦
」、
あ
る
い
は
日や

ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
の
英

雄
物
語
な
ど
神
話
や
伝
説
、
歌
謡
な
ど
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、「
日
本
書
紀
」
は
国
に
よ
っ
て
編

さ
ん
さ
れ
た
正
式
の
歴
史
書
（
正
史
）
で
す
。

舎と
ね
り人
親
王
ら
の
撰せ

ん

で
、
養
老
４
年
（
７
２
０
）

に
完
成
し
ま
し
た
。
神
代
か
ら
持じ

統と
う

天
皇
の
時

代
ま
で
を
記
述
し
て
い
ま
す
。「
古
事
記
」
と

「
日
本
書
紀
」
は
総
称
し
て
「
記き

紀き

」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　

■
仲
哀
天
皇
と
神
功
皇
后

　
「
記
紀
」
を
通
し
て
、
私
達
の
地
域
に
関
わ

る
記
事
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
仲

ち
ゅ
う
あ
い哀
天
皇
、
神じ

ん

功ぐ
う

皇
后
、
応お

う

神じ
ん

天
皇
の
く
だ
り
で
す
。

　
「
記
紀
」
で
は
、
仲
哀
天
皇
は
日や

ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
の

王
子
。
神
功
皇
后
は
仲
哀
天
皇
の
皇
后
で
、
仲

哀
天
皇
の
逝
去
後
、
懐
妊
し
た
ま
ま
朝
鮮
半
島

に
遠
征
し
、
帰
国
後
に
応
神
天
皇
を
出
産
さ
れ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

■
渟ぬ

田た
の

門と

　
「
日
本
書
紀
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が

あ
り
ま
す
。

　

仲
哀
天
皇
は
即
位
後
、

神
功
皇
后
と
と
も
に
角つ

ぬ

鹿が

（
敦
賀
）
に
行か

り

宮み
や

（
仮
宮
）

を
た
て
て
お
往
ま
い
に

な
っ
た
。
こ
れ
を
笥け

ひ
の
み
や

飯
宮

と
い
う
。

　

天
皇
は
紀
伊
国
（
和
歌

山
県
・
三
重
県
）
を
巡
幸
。

そ
こ
に
、
九
州
の
熊く

ま

襲そ

が

朝
貢
を
拒
否
し
た
と
の
報
が

入
っ
た
。
天
皇
は
熊
襲
を
討

と
う
と
、
船
で
穴あ

な

門と

（
山
口

県
）
の
豊と

浦ゆ
ら

津の
つ

に
向
か
わ
れ

た
。
角
鹿
の
皇
后
の
も
と
に

は
、「
穴
門
で
会
お
う
」
と

連
絡
さ
れ
た
。

　

皇
后
は
角
鹿
か
ら
船
出
し

て
、
渟ぬ

田た
の

門と

に
至
り
、
船
上

で
食
事
を
さ
れ
た
。
そ
の
と

き
鯛た

い

が
た
く
さ
ん
船
の
そ
ば

に
集
ま
っ
た
。
皇
后
が
鯛
に
酒
を
注
が
れ

る
と
、
鯛
は
酒
に
酔
っ
て
浮
か
ん
だ
。
漁

師
は
そ
の
魚
を
獲
っ
て
、「
聖
王
（
神
功

皇
后
）
の
く
だ
さ
っ
た
魚
だ
」
と
喜
ん
だ
。

　

そ
れ
以
来
、
そ
こ
の
魚
は
６
月
に
な
る

と
、
い
つ
も
浮
き
上
が
っ
て
口
を
パ
ク
パ

ク
さ
せ
酔
っ
た
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
こ

れ
が
由
縁
で
あ
る
。

　

渟ぬ

田た
の

門と

は
、
常
神
岬
と
美
浜
町
丹
生
の
間
の

海
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（「
三
方
郡
誌
」）。

　

■
仲
哀
天
皇
・
神
功
皇
后
に
ち
な
む
伝
承

　
「
記
紀
」
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
私

達
の
地
域
に
は
仲
哀
天
皇
や
神
功
皇
后
に
ち
な

ん
だ
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
い
く
つ
か
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

　

＊
刀
根
の
春
祭
り

　
「
敦
賀
郡
神
社
誌
」
は
、
敦
賀
市
刀
根
に
あ

る
気
比
神
社
の
く
だ
り
で
、「
仲
哀
天
皇
が
敦

賀
に
行
幸
さ
れ
た
と
き
、
久く

ぐ々

坂さ
か

峠
に
登
る
た

め
山
道
を
開
き
、
こ
の
地
に
行あ

ん

在ざ
い

所し
ょ

を
建
て
ら

れ
た
」
と
記
し
て
い

ま
す
。
久
々
坂
は
滋

賀
県
か
ら
刀
根
に
抜

け
る
県
境
の
峠
で

す
。

　

こ
の
気
比
神
社
の

春
祭
り
で
は
、
子
供

達
も
参
加
し
て
練
り

歩
く
神
事
が
行
わ
れ

ま
す
が
、
仲
哀
天
皇

の
刀
根
行
幸
の
様
子

を
再
現
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

＊
総
参
祭

　

神
功
皇
后
が
敦
賀

の
湊み

な
と
か
ら
穴
門
の
豊と

浦ゆ
ら

に
向
か
わ
れ
た
と
い
う

伝
承
を
踏
ま
え
て
７
月
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が

総
参
祭
（
そ
う
の
ま
い
り
の
ま
つ
り
）
で
す
。

　

気
比
神
宮
の
祭
神
・
仲
哀
天
皇
の
ご
神
体
を

乗
せ
た
御
座
船
が
敦
賀
湾
を
横
断
し
、
対
岸
の

常
宮
神
社
に
渡
る
神
事
で
す
。
常
宮
神
社
に
は

神
功
皇
后
が
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
七
夕

の
逢
瀬
の
よ
う
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

＊
東
浦
海
岸

　

敦
賀
市
の
東
浦
地
区
。
赤
崎
か
ら
江
良
に
か

け
て
の
海
岸
に
は
神
功
皇
后
に
ち
な
ん
だ
伝
承

の
あ
る
岩
礁
や
岬
、
谷
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
伝

承
に
よ
れ
ば
、
海
か
ら
異
国
が
攻
め
て
き
て
、

日
本
の
軍
と
交
戦
し
た
と
い
い
、
赤
崎
と
江
良

の
境
に
あ
る
仏
崎
で
は
、
皇
后
が
仏
崎
の
岩
の

上
に
登
り
神
力
の
加
護
を
祈
ら
れ
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

■
神
功
皇
后
の
祖
母

　
「
古
事
記
」
に
よ
れ
ば
、
昔
、
天あ

め

之の

日ひ

矛ほ
こ（
天

日
槍
）
と
い
う
人
が
い
て
、
但
馬
国
（
兵
庫
県
）

敦賀駅前に立つツヌガアラシト像

敦賀市刀根の気比神社

古
事
記・日
本
書
紀
に
み
る
私
達
の
地
域

古
事
記・日
本
書
紀
に
み
る
私
達
の
地
域
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で
子
を
な
し
、
そ
の
子
孫
に
菅す

竈か
ま

由ゆ

良ら

度ど

美み

と

い
う
女
性
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
由ゆ

良ら

度ど

美み

の
産
ん
だ
娘
が
高た

か
ぬ
か
ひ
め
の

額
比
売

命み
こ
と。
さ
ら
に
そ
の
高
額
比
売
命
の
娘
が

息お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
帯
比
売
命
（
神
功
皇
后
）
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
由
良
度
美
は
神
功
皇
后
の
祖
母
に
当
た

る
わ
け
で
す
。

　

美
浜
町
菅
浜
に
あ
る
須す

可か

麻ま

神
社
は
由
良
度

美
を
祭
神
と
し
て
い
ま
す
。神
社
の
由
来
書
は
、

「
菅
竈
由
良
度
美
と
い
う
人
が
菅
浜
に
住
み
つ

き
、
焼
き
物
作
り
を
さ
れ
、
若
狭
地
方
に
焼
き

物
を
広
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
記

し
て
い
ま
す
。

　

■
気
比
の
大
神

　
「
古
事
記
」
は
敦
賀
の
気
比
神
宮
の
神
の
名

の
由
来
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

仲
哀
天
皇
と
神
功
皇
后
の
御
子
、
応
神
天
皇

の
皇
太
子
時
代
の
こ
と
で
す
。
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　

重
臣
の
建

た
け
し

内う
ち
の

宿す
く

禰ね

（
武
内
宿
禰
）
が
皇

太
子
を
お
連
れ
し
て
禊み

そ
ぎ
を
し
よ
う
と
し
て

近
江
及
び
若
狹
を
巡
歴
し
た
と
き
、
越
前

国
の
敦
賀
に
仮
宮
を
造
っ
て
お
住
ま
わ
せ

し
た
。

　

そ
の
時
、
そ
の
土
地
に
お
ら
れ
る
伊い

奢ざ

沙さ

和わ

気け
の

大お
お

神か
み

が
、（
宿
禰
の
）
夜
の
夢
に

現
れ
て
、「
私
の
名
を
御
子
の
御
名
に
変

え
た
い
と
思
う
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
（
宿
禰
は
）「
恐
れ
い
り
ま
し
た
。

仰
せ
の
通
り
に
、
御
名
を
頂
い
て
、
名
を

変
え
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。

　

ま
た
そ
の
神
は
「
明
日
の
朝
、
浜
に
お

出
掛
け
な
さ
い
。
名
を
変
え
た
し
る
し
の

贈
り
物
を
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
仰
せ

に
な
っ
た
。

　

翌
朝
、
皇
太
子
が
浜
に
お
い
で
に
な
っ

た
時
、
鼻
の
傷
つ
い
た
イ
ル
カ
が
浦
い
っ

ぱ
い
に
寄
り
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
皇

太
子
が
神
に
申
し
上
げ
さ
せ
て
、「（
神
が
）

私
に
御み

食け

の
魚な

（
食
料
の
魚
）
を
下
さ
っ

た
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
ま
た
、

こ
の
神
の
御
名
を
た
た
え
て
御み

食け

津つ

大
神

と
名
付
け
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
神
は
今
に

気
比
の
大
神
と
言
う
。

　

ま
た
、
そ
の
イ
ル
カ
の
鼻
の
血
が
臭

か
っ
た
。
そ
れ
で
そ
の
浦
を
血ち

浦う
ら

と
言
っ

た
が
、
今
で
は
都つ

奴ぬ

賀が

と
い
う
。

　

御み

食け

と
は
神
ま
た
は
天
皇
の
食
料
。
御み

食け

津つ

大
神
は
、
そ
の
御み

食け

を
つ
か
さ
ど
る
神
の
意
。

こ
の
く
だ
り
は
、
敦
賀
の
海あ

人ま

が
朝
廷
に
魚
類

を
献
上
し
た
こ
と
を
表
す
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
記
事
は
敦
賀
の
地
名
の
由
来
も

記
し
て
い
ま
す
。
都
奴
賀
は
角つ

ぬ

鹿が

の
こ
と
で
、

今
の
敦
賀
で
す
。

　
「
日
本
書
紀
」
に
も
名
前
を
交
換
し
た
記
事

が
あ
り
、
気
比
神
宮
は
、「
記
紀
」
に
そ
ろ
っ

て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
歴
史
の
長
さ

が
う
か
が
え
ま
す
。

　

■
角
鹿
の
蟹

　
「
古
事
記
」
に
は
「
角
鹿
の
蟹か

に

」
の
記
事
が
あ

り
ま
す
。
応
神
天
皇
の
后
妃
の
一
人
に
宮み

や

主ぬ
し 

矢や

河か
は

枝え

比ひ

売め

の
名
が
あ
り
ま
す
が
、
天
皇
と
こ

の
姫
と
の
出
会
い
の
様
子
を
描
く
な
か
で
こ
の

話
が
出
て
き
ま
す
。

　

応
神
天
皇
は
山
城

国
の
木こ

は
た
の
む
ら

幡
村
（
京
都

府
宇
治
市
）
に
お
い

で
に
な
っ
た
時
、
美

し
い
娘
に
出
会
わ
れ

た
。
天
皇
が
「
あ
な

た
は
誰
の
子
か
」
と

お
尋
ね
に
な
る
と
、

「
丸わ

邇に

の
比ひ

布ふ

礼れ

能の

意お

富ほ

美み

の
娘
で
、
名

は
宮
主
矢や

河か
は

枝え

比ひ

売め

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と

答
え
た
。
そ
こ
で
天

皇
は
「
明
日
、
あ
な
た
の
家
に
立
ち
寄
り

ま
し
ょ
う
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。

　
（
帰
宅
し
て
）
姫
が
父
親
に
話
し
た
と

こ
ろ
、
父
は
、「
そ
の
方
は
天
皇
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
よ
う
だ
。
わ
が
子
よ
、
お
仕
え
申

し
上
げ
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。

　

翌
日
、
天
皇
が
お
い
で
に
な
っ
た
。
食

事
を
差
し
上
げ
た
と
き
、
姫
に
杯
を
持
た

せ
て
酒
を
た
て
ま
つ
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇

が
、
良
い
娘
に
出
会
っ
た
喜
び
を
歌
わ
れ

た
。

　

こ
の
歌
の
冒
頭
に
「
こ
の
蟹
や　

い
づ
く
の

蟹　

百も
も

伝づ
た

ふ　

角
鹿
の
蟹　

横
去
ら
ふ　

い
づ

く
に
至
る
…
」
と
あ
り
、
角
鹿
の
地
名
が
出
て

き
ま
す
。「
百
伝
ふ
」
は
多
く
の
土
地
を
伝
い

渡
る
の
意
で
「
角
鹿
」
の
枕
こ
と
ば
で
す
。

　

北
陸
地
方
の
海
か
ら
は
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
が
捕
れ

ま
す
が
、
当
時
も
角
鹿
の
海
人
部
が
朝
廷
に
献

上
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

■
室
毘
古
王

　
「
古
事
記
」
に
は
美
浜
町
の
古
代
に
ふ
れ
た

総参祭総参祭

仏崎仏崎

須可麻神社須可麻神社

気比神宮の大鳥居気比神宮の大鳥居
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く
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り
が
あ
り
ま
す
。

　

開か
い

化か

天
皇
の
孫
の
一
人
に
室む

ろ

毘び

古こ
の

王み
こ

の
名
が

記
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
室
毘
古
王
は
「
若
狹
の

耳み
み

の
別わ

け

の
祖
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
今
の
美

浜
町
の
中
央
部
は
、
豪
族
・
耳
別
氏
の
拠
点
と

し
て
早
く
か
ら
開
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

地
元
に
は
、
こ
の
室
毘
古
王
を
美
浜
町
の
獅し

子し

塚づ
か

古
墳
の
被
葬
者
に
あ
て
る
伝
承
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
耳
川
流
域
の
弥み

美み

神
社
は
室
毘
古

王
を
祭
神
と
し
て
い
ま
す
。

　

■
敦
賀
の
塩

　
「
日
本
書
紀
」
は
敦
賀
の
塩
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
話
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

仁に
ん

賢け
ん

天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
後
、
大お

お

臣お
み

で

あ
る
平へ

ぐ
り
の
ま
と
り
の
お
み

群
真
鳥
臣
が
国
政
を
牛
耳
り
、
国

王
の
よ
う
に
振
る
舞
い
出
し
た
。
皇
太
子

（
後
の
武ぶ

烈れ
つ

天
皇
）
の
た
め
に
宮
殿
を
造

る
と
言
い
な
が
ら
、
完
成
す
る
と
自
分
が

住
ん
だ
。
何
事
に
も
傲ご

う

慢ま
ん

で
、
臣
下
の
礼

さ
え
取
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
皇
太
子
の
意
を
受
け
た
大お

お
と
も
の伴

金か
な
む
ら
の村
連む

ら
じは
軍
勢
を
率
い
て
大
臣
の
屋
敷

を
囲
み
、
火

を
放
っ
た
。

真
鳥
大
臣
は

計
画
の
失
敗

を
悟
り
、
広

く
海
の
塩
を

指
差
し
て
呪

い
を
か
け
た

後
、
一
族
も

ろ
と
も
殺
害

さ
れ
た
。

　

呪
い
を
か

け
た
時
、
角
鹿
の
海
の
塩
だ

け
を
忘
れ
、
呪
い
を
か
け
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
角
鹿

の
海
の
塩
だ
け
は
天
皇
の
食

物
と
な
り
、
他
の
海
の
塩
は

忌
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

こ
の
話
か
ら
、
敦
賀
の
塩
が
早

く
か
ら
朝
廷
に
も
運
ば
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

武
烈
天
皇
に
は
御
子
が
な
く
、

武
烈
帝
の
跡
は
、
越
前
の
三
国
か

ら
応
神
天
皇
の
五
代
目
の
子
孫
が

迎
え
ら
れ
、
継
体
天
皇
と
し
て
即

位
さ
れ
ま
し
た
。

　

■
ツ
ヌ
ガ
ア
ラ
シ
ト

　

先
に
敦
賀
の
地
名
伝
説
を
紹
介
し
ま
し
た

が
、「
日
本
書
紀
」
に
は
、「
崇す

神じ
ん

天
皇
の
世

に
、
額
に
角
の
生
え
た
人
が
、
船
に
乗
っ
て
越

の
国
の
笥け

飯ひ

の
浦
に
つ
い
た
。
そ
れ
で
、
そ
こ

を
名
づ
け
て
角
鹿
と
い
う
」
と
の
記
事
が
あ
り

ま
す
。
角
鹿
は
敦
賀
の
古
名
で
、
和
銅
６
年

（
７
１
３
）
の
「
国
・
郡
・
郷
の
名
は
好
字
を
つ

け
よ
」
と
い
う
法
令
で
敦
賀
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
日
本
書
紀
」
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
続
き

ま
す
。

　

笥
飯
の
浦
に
着
い
た
人
に
「
い
ず
こ
の

国
の
人
か
」
と
尋
ね
る
と
、
こ
う
答
え
た
。

　
「
意お

富ほ

加か

羅ら

国
の
王
の
子
、
名
は
都つ

怒ぬ

我が

阿あ

羅ら

斯し

等と

、
ま
た
の
名
は
于う

斯し

岐き

阿あ

利り

叱し

智ち

干か
ん

岐き

と
い
う
。
日
本
の
国
に
聖
王
が

お
ら
れ
る
と
聞
い
て
や
っ
て
き
た
。
穴
門

（
山
口
県
）
か
ら
、
道
に
迷
い
な
が
ら
出

雲
国
（
島
根
県
）
を
経
て
こ
こ
に
来
た
」

　

崇
神
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
の
で
、
彼
は

次
の
垂す

い

仁じ
ん

天
皇
に
仕
え
３
年
た
っ
た
。
天

皇
か
ら
「
道
に
迷
わ

ず
速
く
来
て
い
た

ら
、
先
皇
に
も
会
え

た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で

お
前
の
本
国
の
名
を

改
め
て
、
御み

間ま

城き

天

皇
（
崇
神
天
皇
）
の

御
名
を
と
っ
て
、
国

の
名
に
せ
よ
」
と
言

わ
れ
た
。
彼
は
帰
国

し
た
が
、
彼
の
国
を

み
ま
な

4

4

4

と
い
う
の

は
、
こ
の
縁
に
よ
る

も
の
だ
。

　

気
比
神
宮
の
境
内
に
鎮
座
す
る
摂
社
の
角
鹿

敦賀湾の海から採れた塩

神
社
は
都つ

怒ぬ

我が

阿あ

羅ら

斯し

等と

を
祭
神
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
敦
賀
市
の
市
章

の
中
央
の
角
は
都
怒
我
阿
羅
斯
等
の
来
朝
に
ち

な
ん
で
、
そ
の
沿
革
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

敦賀市市章敦賀市市章

角鹿神社

弥美神社弥美神社

敦
賀
と
畿
内
政
権
と
の 

結
び
つ
き
は
早
く
か
ら

川
村
俊
彦
・
敦
賀
市
立
博
物
館
長

　

敦
賀
に
関
わ
る
記
事
は
越
の
国
（
北
陸
道
の

古
称
）
の
中
で
は
異
例
の
頻
度
で
出
て
き
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
越
の
国
の
入
口
で
あ
り
、

北
つ
海
（
日
本
海
）
へ
の
拠
点
だ
っ
た
敦
賀
は
、

畿
内
政
権
（
ヤ
マ
ト
政
権
）
が
北
へ
勢
力
を
伸

ば
し
て
い
っ
た
と
き
の
戦
略
上
の
要
衝
だ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

と
り
わ
け
応
神
天
皇
と
気
比
大
神
と
の
名
前

の
交
換
の
記
事
に
注
目
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
敦

賀
の
地
元
勢
力
と
畿
内
政
権
が
政
治
的
な
同
盟

関
係
に
入
っ
た
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
武
烈
天
皇
逝
去
の
あ
と
皇
位
後
継
者

探
し
が
あ
っ
て
、
越
の
国
の
応
神
天
皇
の
五
世

の
孫
（
継
体
天
皇
）
が
即
位
を
望
ま
れ
る
と

い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
そ

の
時
か
ら
五
世
代
前
の
応
神
天
皇
の
時
代

に
、
既
に
越
の
国
の
入
口
の
敦
賀
は
畿
内
政

権
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
だ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
遺
跡
発
掘
の
面
か
ら
も

言
え
そ
う
で
す
。
敦
賀
市
の
立た

て

洞ぼ
ら

２
号
墳
は

４
世
紀
代
の
古
墳
で
、
石い

し
く
し
ろ釧
（
石
の
腕
輪
）

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
石
釧
は
畿
内
政

権
か
ら
配
布
さ
れ
た
も
の
で
、
古
墳
時
代
前

期
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
、
既
に
敦
賀
は
強

大
な
畿
内
政
権
と
強
く
結
び
つ
き
、
傘
下
に

組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
記
紀
」
の
記
事
、
発
掘
調
査
の
結
果
は

と
も
に
、
敦
賀
が
早
い
段
階
か
ら
畿
内
政
権

と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　【参考】敦賀市史、わかさ美浜町誌、三方郡誌、敦賀郡神社誌、新編日本古典
文学全集「日本書紀」・「古事記」（小学館）、講談社学術文庫「日本書紀」・「古事記」 8


