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M発
刊
によ

せ
て

各
務
原
市
長

平
野
喜
八
郎

麗
し
い
自
然
、
あ
た
た
か
い
人
情
。
文
化
財
に
め
ぐ
ま
れ
た
教
育
的
風
土
。

そ
の
素
晴
ら
し
い
環
境
の
中
に
、
陵
南
小
学
校
が
地
域
の
人
々
の
願
い
の
も
と
に
〃
古
墳
の
あ
る
学
 

校
"
と
し
て
開
校
し
て
二
年
に
な
り
ま
す
。

特
色
あ
る
教
育
環
境
、
教
育
条
件
が
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
、
大
き
く
羽
ば
た
い
て
い
る
矢
先
「古
 

墳
は
語
る
」
—
大
牧
一
号
古
！̂

を
発
刊
さ
れ
た
こ
と
は
時
宜
を
得
た
壮
挙
で
あ
り
、
大
変
嬉
し
い
こ
 

と
で
す
。

本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

緑
山
清
溪
の
豊
か
な
こ
の
郷
土
と
そ
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
、
自
ず
か
ら
、
郷
土
に
対
す
る
愛
情
と
 

責
任
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
祖
先
を
敬
愛
し
、
先
人
に
学
び
な
が
ら
、
よ
り
豊
か
な
生
活
の
実
現
を
願
 

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「古
墳
は
語
る
」
発
刊
の
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

校
門
の
入
口
に
現
状
保
存
さ
れ
て
い
る
"

大
牧
一
号
古
墳
，
は
、
県
下
で
も
比
類
な
い
貴
重
な
埋
蔵
 

文
化
財
で
あ
り
ま
す
。

校
地
内
に
名
立
た
る
古
墳
が
存
在
し
、
そ
の
古
墳
を
基
点
と
し
て
ふ
る
さ
と
意
識
を
高
揚
で
き
る
こ
 

と
は
、
陵
南
小
学
校
に
と
っ
て
誇
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
が
各
務
原
市
に
と
っ
て
も
貴
い
宝
物
 

で
あ
り
誇
り
う
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
ご
尽
力
下
さ
っ
た
山
腰
校
長
先
生
を
は
じ
め
諸
先
生
に
、
心
か
ら
敬
意
を
 

表
し
、
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

本
書
が
広
く
愛
読
さ
れ
て
、
郷
土
の
歩
み
と
先
人
の
心
を
心
と
し
た
輝
か
し
い
未
来
の
あ
る
地
域
づ
 

く
り
.

希
望
と
活
力
の
あ
る
学
校
づ
く
り
の
、
そ
の
指
針
と
な
る
こ
と
を
祈
り
、
さ
ら
に
前
進
し
続
け
 

る
陵
南
小
学
校
に
心
か
ら
な
る
拍
手
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

発
刊
によ

せ
て

各
務
原
市
教
育
長

水
野
定
之

広
く
て
豊
か
な
各
務
野
の
南
、
眼
下
に
木
曾
川
を
望
む
丘
に
陵
南
小
学
校
が
あ
る
。
こ
の
学
校
の
校
 

地
の
中
に
千
古
の
歴
史
を
秘
め
た
古
墳
が
あ
り
、
「大
牧
一
号
古
墳
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
て
い
ね
い
に
 

保
存
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
同
校
の
先
生
方
の
お
骨
折
り
に
ょ
っ
て
、
「古
墳
は
語
る
」と
い
う
こ
の
書
物
が
発
刊
さ
れ
る
 

こ
と
に
な
っ
た
。
い
い
仕
事
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
た
い
へ
ん
喜
ん
で
い
る
。

私
は
教
育
と
い
う
仕
事
は
「文
化
の
伝
承
と
創
造
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
日
本
人
が
何
千
年
も
 

か
か
っ
て
創
り
上
げ
て
き
た
日
本
の
文
化
を
教
え
ら
れ
、
学
び
と
り
、
自
分
の
も
の
に
し
、
や
が
て
又
 

そ
の
上
に
新
し
い
も
の
を
構
築
し
て
い
く
。
こ
の
営
み
が
教
育
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
く
り
返
し
を
 

人
間
の
歴
史
の
発
展
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
陵
南
小
学
校
に
学
ぷ
子
ど
も
は
、
こ
れ
か
ら
何
千
人
、
何
万
人
を
数
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
 

ら
の
子
ど
も
た
ち
は
、
千
数
百
年
も
の
昔
に
こ
れ
だ
け
の
墳
墓
を
造
営
し
た
祖
先
の
文
化
の
す
ば
ら
し
 

さ
を
こ
こ
か
ら
学
ぶ
だ
ろ
う
。
も
の
言
わ
ず
静
か
に
眠
る
こ
の
遺
跡
が
教
え
て
く
れ
る
も
の
は
偉
大
で
 

あ
る
。

さ
ら
に
子
ど
も
た
ち
に
、
先
人
の
偉
業
へ
の
畏
敬
の
念
を
育
て
る
と
か
、
祖
先
の
方
々
の
立
派
さ
に
 

対
す
る
誇
リ
を
も
つ
と
か
、
郷
土
へ
の
愛
着
の
心
を
培
う
と
か
の
大
き
な
生
き
た
教
材
で
あ
る
と
も
言
 

ぃ
得
ょ
う
。

こ
の
齊
物
は
そ
う
い
う
教
育
へ
の
手
引
書
で
あ
る
。
有
効
に
活
用
さ
れ
'

 

地
域
の
教
育
的
風
土
を
育
 

て
、
す
ば
ら
し
い
教
育
の
展
開
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。



は
し
が
き

各
務
原
市
立
 

陵
南
小
学
校
長

山
腰
時
安

校
門
を
入
っ
た
左
手
の
北
西
角
に
六
世
紀
末
の
古
墳
が
現
状
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
 

陵
南
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
誇
り
で
も
あ
る
。

ま
た
、
地
域
の
貴
重
な
文
化
財
で
あ
り
、
宝
物
で
あ
る
。

こ
の
古
墳
の
存
在
は
、
学
校
と
地
域
と
の
連
帯
感
や
一
体
感
を
強
め
る
ば
か
り
で
な
く
'
歴
史
的
事
 

実
の
学
習
は
勿
論
の
こ
と
精
神
的
に
も
大
き
な
支
ぇ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
環
境
を
生
か
し
て
、
"

豊
か
で
あ
た
た
か
い
思
い
や
り
の
心
"
を
持
つ
子
ど
 

も
を
ど
の
よ
う
に
育
て
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
開
校
当
初
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
。

"

豊
か
で
あ
た
た
か
い
思
い
や
り
の
あ
る
子
"
を
育
て
る
た
め
に
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、
人
間
愛
 

や
自
然
愛
と
い
っ
た
〃
思
い
や
り
の
心
〃
を
育
て
る
と
共
に
子
ど
も
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
学
校
や
郷
 

土
の
歴
史
や
文
化
を
理
解
し
、
み
ん
な
で
護
り
育
て
る
よ
う
な
風
土
を
釀
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

こ
ん
な
願
い
か
ら
、
先
ず
、
私
た
ち
が
こ
の
"

大
牧
一
号
古
墳
"
の
遺
産
を
中
心
に
、
そ
の
時
代
背
 

景
や
人
々
の
生
き
ざ
ま
を
想
像
す
る
こ
と
は
と
て
も
意
義
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
こ
の
冊
子
の
発
刊
を
通
し
て
次
の
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

〇

貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
〃
大
牧
一
号
古
墳
〃
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

こ
の
地
に
住
み
つ
き
'

 

栄
々
と
高
い
文
化
を
築
い
て
く
だ
さ
っ
た
祖
先
の
偉
大
さ
を
知
り
、
そ
の
時
 

代
の
も
の
の
考
ぇ
方
.

感
じ
方
を
学
び
、
文
化
遺
産
の
理
解
に
役
立
て
る
。

〇

地
域
の
古
墳
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
ふ
る
さ
と
の
再
発
見
と
郷
土
の
歴
史
や
文
化
財
を
身
近
か
な
も
 

の
に
感
じ
、
ふ
る
さ
と
意
識
を
高
め
る
と
共
に
ふ
る
さ
と
へ
の
愛
情
を
深
め
る
。

〇
先
入
が
遺
し
た
古
墳
を
愛
護
.

継
承
し
、
祖
先
へ
の
感
謝
•

尊
敬
•

崇
高
•

畏
敬
と
い
っ
た
心
情
陶
 

治
に
役
立
て
る
。

〇

こ
の
地
に
生
ま
れ
育
つ
た
人
々
と
故
郷
は
ち
が
つ
て
も
、
こ
の
地
を
え
ら
び
定
住
し
、
ふ
る
さ
と
に
 

し
よ
う
と
す
る
人
々
と
が
力
を
合
わ
せ
て
、
あ
た
た
か
い
思
い
や
り
の
心
と
郷
土
を
愛
す
る
人
つ
く
 

り
に
役
立
て
る
。

以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
想
い
を
も
と
に
、
ひ
い
て
は
、
地
域
の
教
育
力
と
教
育
を
大
切
に
し
よ
 

う
と
す
る
風
土
を
育
て
"

あ
た
た
か
い
心
"
の
通
い
あ
う
よ
う
な
連
帯
感
に
み
ち
た
郷
土
づ
く
り
と
発
 

展
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
冊
子
発
刊
に
際
し
て
、
終
始
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
市
教
育
委
員
 

会
の
方
々
、
親
身
に
な
っ
て
応
援
い
た
だ
い
た
P
T
A
'
広
報
会
、
老
人
会
の
皆
様
方
に
厚
く
お
礼
を
 

申
し
上
げ
ま
す
。
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古
墳
時
代
と
は



一、
古
墳
出
現
の
背
景

古
墳
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
は
、
考
古
学
的
に
は
、
弥
生
時
代
 

に
続
く
古
代
国
家
の
形
成
期
を
さ
し
て
い
る
。
古
墳
時
代
の
人
々
 

の
社
会
生
活
及
び
精
神
生
活
は
、
い
ぅ
ま
で
も
な
く
前
時
代
、
す
 

な
わ
ち
弥
生
時
代
か
ら
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
古
墳
 

時
代
を
語
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
弥
生
時
代
か
ら
話
を
進
 

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
弥
生
時
代
、
と
り
わ
け
そ
の
時
代
の
社
会
生
活
 

の
特
徴
で
あ
る
稲
作
の
は
じ
ま
り
か
ら
稿
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

㈠
稲
作
の
は
じ
ま
り

紀
元
前
三
〜
二
世
紀
頃
に
な
る
と
、
西
日
本
の
方
か
ら
、
人
々
 

は
新
し
い
土
器
(

弥
生
式
土
器
)

を
作
り
始
め
た
。
出
土
し
た
こ
の
 

土
器
に
は
、
し
ば
し
ば
檻S

の
あ
と
や
焼
米
が
付
着
し
て
お
り
、 

人
々
が
水
稲
耕
作
を
始
め
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
'

C7)最
初
 

は
、
北
九
州
の
人
々
で
あ
っ
た
。
水
稲
耕
作
は
、
東
南
ア
ジ
ア
ま
 

た
は
朝
鮮
、
特
に
後
者
か
ら
伝
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。 

確
か
に
北
九
州
に
は
、
朝
鮮
の
墓
制
と
同
じ
支
石
墓
が
認
め
ら
れ
、 

弥
生
式
土
器
が
最
も
早
く
作
ら
れ
始
め
た
。

水
稲
耕
作
は
、
一
世
紀
ほ
ど
の
間
に
愛
知
県
知
多
半
島
の
辺
り
 

ま
で
伝
わ
り
、
下
北
半
島
ま
で
到
達
す
る
の
に
四
〇
〇
年
の
時
間
 

を
必
要
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
速
度
は
、
今
の
感
覚
で
は
 

随
分
遅
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
縄
文
時
代
ま
で
の
歴
史
の
動
き
 

は
ほ
ぼ一

〇
〇
〇
年
を
単
位
と
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
 

か
ら
考
え
る
と
、
四
〇
〇
年
と
い
う
時
間
が
い
か
に
速
い
も
の
で
 

あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
当
時
の
日
本
列
島
の
人
々
が
、
い
か
に
喜
 

ん
で
水
稲
耕
作
を
受
け
入
れ
た
か
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。

水
稲
耕
作
を
始
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
々
は
、
そ
れ
ま
で
の
 

狩
撒
.

漁
撈
を
全
く
や
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
人
々
が
 

狩
猟
•

漁
撈
の
他
に
、
生
産
の
基
礎
を
稲
作
と
い
う
生
産
経
済
に
 

移
し
た
こ
と
は
決
定
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
縄
文
時
代
と
は
比
較
 

に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
生
産
力
の
上
昇
が
も
た
ら
さ
れ
、
同
時
に
、

写
真
2
右
広
鋒
銅
鉾

中
上
銅
鉾
、
中
下
銅
剣
 

左
上
細
彩
銅
剣
左
下
INI戈

水
田
造
成
に
有
利
な
場
所
を
求
め
て
集
落
の
移
動
も
始
ま
っ
た
。 

つ
ま
り
、
今
ま
で
台
地
や
海
岸
線
に
あ
っ
た
集
落
が
、
農
耕
に
適
 

し
た
平
野
部
に
移
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
集
落
の
様
子
 

は
'

 

静
岡
県
の
登
呂
遺
跡
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
農
耕
文
化
は
、
稲
の
他
に
も
う
一
つ
重
要
な
文
化
要
素
を
 

日
本
列
島
に
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
金
属
器
の
導
入
で
あ
る
。
弥
 

生
時
代
に
登
場
し
た
金
属
器
は
、
青
銅
器
と
鉄
器
で
あ
り
、
そ
の
 

用
途
は
、
農
具
.

工
具
•

武
器
.

線
祀
用
具
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
 

の
金
属
器
は
、
生
産
力
の
み
な
ら
ず
人
々
の
精
神
生
活
の
向
上
に
 

も
重
要
な
役
割
を
果
し
た
だ
ろ
う
。
祭
器
.

宝
器
と
し
て
使
わ
れ
 

た
銅
剣
.

銅
鉢
•

銅
鐸
•

銅
鏡
等
が
、
こ
の
時
代
の
人
々
の
精
神
 

生
活
を
象
徴
し
て
い
る
。

㈡
貧
富
の
差
の
発
生
と
階
級
の
成
立

農
耕
の
開
始
は
ま
た
、
各
集
落
(

ム
ラ
)
の
内
部
を
大
き
く
変
 

化
さ
せ
た
。
ム
ラ
を
構
成
す
る
各
家
族
の
間
に
貧
富
の
差
が
生
じ
 

た
こ
と
で
あ
る
。

農
耕
は
、
水
利
な
ど
特
に
ム
ラ
全
体
で
共
同
し
て
行
う
仕
事
を
 

別
に
し
て
、
基
本
的
に
は
各
家
族
単
位
で
行
っ
た
た
め
、
当
然
多
 

人
数
の
家
族
の
ほ
う
が
ょ
り
多
く
の
収
穫
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
 

の
で
あ
る
。
収
穫
し
た
米
は
、
長
期
間
の
貯
蔵
が
可
能
で
あ
っ
た
。 

こ
こ
に
財
産
(

米
の
貯
蔵
)

の
差
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

貧
富
の
差
は
、
や
が
て
ム
ラ
の
中
に
階
級
を
成
立
さ
せ
た
と
考



「後
漢
書
」
東
夷
伝
ょ
り

倭
の
人
た
ち
は
、
朝
鮮
か
ら
東
南
へ
行
っ
た
広
い
海
に
 

浮
か
ぶ
島
に
住
ん
で
い
て
、I

〇
〇
余
国
の
国
に
分
か
れ
 

て
い
る
。
後
漢
の
こ
ろ
、
倭
の
中
の
奴
と
い
ぅ
国
か
ら
使
 

い
が
貢
物
を
持
っ
て
や
っ
て
き
た
。
皇
帝
は
、
奴
国
の
王
 

に
位
を
授
け
、
そ
の
し
る
し
と
し
た
。

「魏
志
」
倭
人
伝
(

部
分
要
約
)

倭
人
の
男
は
、
幅
の
広
い
布
を
結
び
合
わ
せ
て
服
と
し
、 

女
は
大
き
な
布
の
中
央
に
あ
な
を
あ
け
'

 

そ
こ
か
ら
首
を
 

出
し
て
着
て
い
る
。
稲
や
麻
を
植
ぇ
、
蚕
を
飼
っ
て
い
る
。 

は
だ
し
で
く
ら
し
、
食
物
を
手
づ
か
み
で
食
べ
る
。
人
々
 

か
ら
取
り
立
て
た
税
は
、
大
き
な
倉
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
 

る
。
身
分
の
低
い
者
が
身
分
の
高
い
者
に
道
で
あ
ぇ
ば
、 

あ
と
ず
さ
り
し
て
道
端
の
草
む
ら
の
中
に
ひ
ざ
ま
ず
く
。

も
と
は
男
の
王
で
あ
っ
た
が
、
諸
国
が
共
同
し
て
卑
弥
 

呼
を
王
に
た
て
た
。
卑
弥
呼
は
ま
じ
な
い
を
し
て
、
人
々
 

を
引
き
つ
け
る
ふ
し
ぎ
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
宮
殿
に
こ
 

も
っ
て
人
々
の
前
に
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
見
せ
ず
、
千
人
の
 

女
の
召
使
い
を
置
い
て
い
る
。
卑
弥
呼
は
、
魏
の
朝
廷
に
 

使
い
を
送
り
、
倭
の
王
と
い
う
称
号
や
金
印
を
授
け
ら
れ
 

た
。
卑
弥
呼
が
死
ぬ
と
、
大
き
な
塚
が
つ
く
ら
れ
、
百
人
 

あ
ま
り
の
奴
隸
が
い
つ
し
よ
に
う
め
ら
れ
た
。

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
治
水
.

灌
慨
な
ど
の
水
利
を
中
心
と
し
て
、 

い
く
つ
か
の
ム
ラ
が
結
合
し
、
水
の
各
ム
ラ
へ
の
分
配
な
ど
を
決
 

め
る
指
導
者
が
出
現
し
た
。
こ
う
い
っ
た
指
導
者
や
祭
祀
を
行
う
 

司
祭
者
の
中
か
ら
首
長
と
い
え
る
支
配
者
も
現
れ
、
ム
ラ
は
政
治
 

的
結
合
に
基
づ
く
共
同
体
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

㈢
ム
ラ
か
ら
ク
ニ
へ

政
治
的
に
結
び
つ
い
た
共
同
体
と
し
て
首
長
に
統
率
さ
れ
た
ム
 

ラ
は
、
周
辺
地
域
の
他
集
団
と
の
闘
争
や
、
そ
の
併
合
を
通
し
て
、 

よ
り
大
き
な
集
団
(

ク
ニ
)

と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
一
つ
の
川
の
流
域
で
は
、
米
作
り
の
普
及
、
技
術
の
 

進
歩
と
と
も
に
、
水
利
.

水
防
の
た
め
に
連
合
協
力
す
る
必
要
が
 

生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
逆
に
力
関
係
に
不
均
衡
が
起
こ
 

っ
た
時
、
そ
こ
に
抗
争
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
山
口
県
下
 

関
市
の
土
井
が
浜
遺
跡
の
弥
生
式
墓
地
か
ら
、
中
年
の
男
性
の
遺
 

体
が
出
た
が
、
そ
の
全
身
に
十
数
本
の
石
の
矢
じ
り
が
つ
き
さ
さ
 

っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
抗
争
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
ム
ラ
の
英
 

雄
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
つ
の
川
の
流
域
全
体
が
一
つ
に
ま
と
ま
 

れ
ば
、
実
力
の
あ
る
ム
ラ
の
長
が
そ
の
連
合
の
長
と
な
っ
た
こ
と
 

で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
ク
ニ
で
あ
る
。
そ
う
 

し
た
な
か
で
ク
ニ
の
長
は
、
弥
生
時
代
の
終
わ
り
頃
(

紀
元
三
〇
〇
 

年
頃
)

に
な
る
と
、
小
さ
な
ク
ニ
の
王
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
に
つ
れ
て
墓
も
り
っ
ぱ
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
の
日
本
 

の
様
子
は
、
中
国
の
古
い
書
物
で
あ
る
『後
漢
書
』
東
夷
伝
に
書
 

か
れ
て
い
る
。
(

四
頁
参
照
)

弥
生
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
な
る
と
、
中
国
の
史
書
に
日
本
 

の
「国
」
と
「王
」
が
登
場
し
始
め
て
い
る
。
こ
の
文
献
に
書
か
 

れ
て
い
る
分
立
し
た
一
〇
〇
余
国
や
奴
の
国
、
さ
ら
に
の
ち
の
邪
 

馬ム
CJ'>国
(

三
世
紀
頃
)

な
ど
も
、
こ
ぅ
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
ク
 

二
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
ぇ
ら
れ
る
。

邪
馬
台
国
に
関
し
て
は
'

 

そ
の
存
在
場
所
等
に
つ
い
て
江
戸
時
 

代
か
ら
論
議
さ
れ
諸
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。
こ 

の
当
時
(

三
世
紀
頃
)

の
日
本
の
様
子
を
伝
ぇ
る
『魏
志
』
倭
人
伝
 

を
参
考
ま
で
に
載
せ
て
お
き
た
い
。
(

四
頁
参
照
)

㈣
大
和
国
家
の
成
立

八
世
紀
に
成
書
化
さ
れ
た
『古
事
記
』
と
『日
本
書
紀
』
に
、 

大
和
国
家
成
立
に
関
す
る
次
の
ょ
ぅ
な
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
天
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
高
天

Ml?か
ら
九
州
日
向
の
 

高
千
穂
峰
に
降
臨
し
、
そ
こ
に
長
く
と
ど
ま
っ
た
後
、
カ
ン
ヤ
マ
 

ト
ィ
ワ
レ
ビ
コ
の
代
に
至
っ
て
日
向
か
ら
大
和
へ
の
東
征
が
行
わ
 

れ
た
。
や
が
て
、
イ
ワ
レ
ビ
コ
は
大
和
を
平
定
し
、
榲
原
宮
で
初
 

代
の
天
皇
(

神
武
)
と
し
て
即
位
し
た
。
そ
の
後
、
崇
神
に
よ
る
 

大
和
の
神
々
の
祭
祀
と
四
道
将
軍
の
派
遣
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
よ
 

る
西
征
と
東
征
、
成
務
に
よ
る
国
造
(

く
に
の
み
や
つ
こ
)
.
県
主

(

あ
が
た
ぬ
し
)

な
ど
の
地
方
官
位
命
、神
功
に
よ
る
新
羅
征
討
な
ど
 

が
行
わ
れ
て
、
次
第
に
国
土
は
統
一
さ
れ
、
発
展
し
て
い
っ
た
、 

と
。
さ
ら
に
『書
紀
』
に
よ
る
と
、
神
武
の
即
位
し
た
年
は
、
紀
 

元
前
六
六
〇
年
の
辛
酉
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
物
語
を
と
う
て
い
そ
の
ま
ま
信
じ
る
わ
け
 

に
は
い
か
な
い
。
断
片
的
に
は
史
実
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、 

全
体
と
し
て
は
政
治
的
色
彩
が
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
っ
て
、
こ
う
 

し
た
神
話
.

伝
説
の
類
か
ら
四
世
紀
の
状
態
を
探
す
こ
と
は
、
か 

な
り
困
難
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
'

 

四
世
紀
の
日
本
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、 

ど
う
し
て
も
中
国
の
史
書
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
に
残
さ
れ
た
記
述
と
、
中
国
の
史
書
 

に
あ
る
記
述
か
ら
、
お
よ
そ
次
の
こ
と
が
言
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『宋
書
』
の
「倭
国
伝
」
に
は
、
宋
の
武
帝
の
四
二
一
年
に
、

倭
王
讃
が
通
貢
し
て
い
る
と
の
記
載
が
あ
る
。
倭
王
讃
は
、
仁
徳
 

天
皇
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(

履
中
天
皇
と
す
る
考
え
方
 

も
あ
る
)
0

ま
た
、
高
句
麗
の
広
鄙
土
王
碑
に
は
、
辛
卯
の
歳
に
倭
が
海
を
 

渡
っ
て
き
た
り
、
百
済
、
新
羅
等
を
破
っ
て
臣
民
と
為
し
た
と
い
 

う
文
が
あ
る
。
辛
卯
の
歳
は
三
九
一
年
と
み
な
し
て
よ
い
。
こ
の
 

倭
は
当
然
統
一
国
家
の
成
立
し
た
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
 

る
と
、
三
世
紀
の
後
半
の
あ
る
時
期
か
ら
四
世
紀
の
間
に
、
日
本
 

は
小
国
家
の
分
立
か
ら
統
一
国
家
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る



表1大和国家の推移と天皇

•このころ大和国家が成立 
•広開土王碑の文（391年）
•宋の武帝に通貢（421年）

■大和朝廷の力が全国へ広が

•政治の組織が整ってくる。

（大牧一号古墳）
•聖徳太子の政治。
_大化の改新（645年） 
•薄葬令（646年）

の
で
あ
る
。

三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
と
い
ぅ
時
期
は
ま
た
、
古
墳
発
生
の
 

時
期
で
も
あ
る
。
前
方
後
円
墳
を
有
す
る
古
墳
文
化
は
、
ま
ず
畿
 

内
を
中
心
と
し
て
発
達
し
た
。
多
く
の
副
葬
品
を
収
め
る
厚
葬
思
 

想
に
基
づ
く
墳
丘
の
点
在
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
大
和
朝
廷
が
 

畿
内
で
成
立
し
、
各
地
に
勢
力
を
伸
展
さ
せ
た
と
い
う
歴
史
と
密
 

接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

さ
ら
に
、
真
福
寺
本
のr

古
事
記
』
に
は
、
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
 

(

崇
神
天
皇
)
が
戊
寅
の
年
に
崩
じ
た
と
い
う
注
記
が
み
ら
れ
る
。
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村
主
帰
化
人
 
血
同
団
し
ま
た
入

の
た
集
と
新
し
み
あ
係
 

か
れ
て
表
改
有
組
で
関
 

,
所
に
氏
の
 

を
中
に
と
 

民
の
う
廷
 

に
て
&
氏
は
人
構
よ
朝

つ
さ
し
代
の

«

 
「
物
部
連
守
星
く
成
*

と
の
化
 

-g—

連

-L
い
形t

上
人
大
 

ザ

 
伴

 
に
て
挺
氏
は

族
い
が
は
上
.
機
の
と
 

「
蘇
我
臣
馬
子
衆
つ
長
上
氏
地
配
記
ら
 

^
 
:

 
な
び
父
氏
，土
支
上
彼

え
そ
あ
 

与
に
で
 

に
も
的
 

ら

と

*}: 

彼
と

一

 

ら
姓
が
 

か
は
の
 

廷
ら
る
 

朝
彼
す
 

め
 
彳

T-和

JIf力

結

家

，
た
の
の

こ„

 
有
が
の
し
*

巨
勢

 
は

族

族

串

。
配
が
族
加

--
1- 

一

、
く” 
と
*
袞
統
た
て
廷

«-参
.
.
.

1
平
群

 
氏
縁
力
を
し
し
朝
力
に
中
 

血
有
人
仕
と
 
打
務
ん
 

.

葛
城

 
氏
非
，氏
奉
族
姓
の
政
-

<>■•

や
で
る
に
«

 
"
央
内
標

I'l/t

>

た

て

111

§

す
あ
め 

ダ
ボ
で 

s

姓 
'<Lが

前
期
古
墳
/
中
期
古
墳
XI後

期
古
墳
〜
消
滅

こ
の
年
紀
を
信
じ
れ
ば
、
崇
神
天
皇
の
在
位
は
三
世
紀
後
半
も
し
 

く
は
四
世
紀
の
初
頭
に
あ
た
り
、
畿
内
大
和
に
古
墳
文
化
が
発
生
 

し
た
時
期
と
ほ
ぼI

致
す
る
の
で
あ
る
。
(

崇
神
陵
は
四
世
紀
初
頭
 

の
古
墳
と
し
て
奈
良
県
に
現
存
し
て
い
る
。)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
四
世
紀
の
前
半
の
頃
に
統
一
国
 

家
が
成
立
し
、
大
王
(

お
お
き
み
)

が
立
っ
て
政
治
的
支
配
の
中
心
 

と
な
り
、
そ
の
周
辺
に
は
多
く
の
貴
族
や
豪
族
が
権
勢
を
持
っ
て
 

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

㈤
大
和
国
家
の
伸
展

四
世
紀
前
半
に
統
一
国
家
と
し
て
成
立
し
た
大
和
朝
廷
は
、
次
 

第
に
発
展
し
、
地
方
に
対
す
る
勢
力
も
ま
た
伸
展
し
た
。

五
世
紀
に
近
づ
く
頃
に
は
、
海
を
渡
っ
て
南
鮮
に
兵
を
進
め
る
 

ょ
ぅ
な
大
き
な
実
力
が
養
わ
れ
て
き
た
。

五
世
紀
前
半
の
頃
ま
で
、
応
神
天
皇
.

 0

徳
天
皇
が
治
め
、
そ
 

の
後
、
履
中
天
皇
か
ら
反
正
.

允
恭
.

安
康
.

雄
略
の
各
天
皇
へ
 

と
続
い
た
。
中
国
の
史
書
に
あ
る
「倭
の
五
王
」
の
時
代
で
あ
る
。 

こ
の
頃
、
社
会
機
構
も
整
い
始
め
、
政
治
的
な
支
配
形
態
も
、
東
 

北
地
方
は
仙
台
平
野
ま
で
、
九
州
地
方
は
大
隅
地
方
ま
で
拡
大
さ
 

れ
た
。

六
世
紀
に
な
る
と
、
政
治
の
組
織
も
次
第
に
整
い
、
国
々
に
お
 

か
れ
た
国
造
や
県
主
も
充
実
し
'

 

整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

㈥
大
和
(

古
墳
)

時
代
の
社
会
構
成

大
和
時
代
の
国
家
の
し
く
み
は
、
「氏
姓
制
度
」と
呼
ば
れ
る
独
 

特
の
も
の
で
、
皇
室
を
中
心
に
姓
を
も
っ
た
多
く
の
氏
が
政
治
を
 

分
担
し
て
い
た
し
く
み
で
、
七
世
紀
の
中
頃
の
大
化
の
改
新
が
行
 

わ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
。
(

上
表
)

ま
た
、
大
陸
と
の
交
渉
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
多
く
の
渡
来
 

人
{

帰
化
人
)

が
日
本
に
移
り
住
む
ょ
ぅ
に
な
っ
た
。
四
世
紀
か
ら
 

五
世
紀
の
後
半
に
か
け
て
、
朝
鮮
半
島
で
は
紛
争
が
激
化
し
、
そ
 

の
難
を
避
け
る
た
め
多
く
の
技
術
者
が
日
本
に
帰
化
し
て
い
る
。

彼
ら
は
、
来
日
し
て
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
集
団
で
居
住
地
を
与
え
ら
 

れ
、
特
殊
技
術
に
ょ
っ
て
朝
廷
に
奉
仕
し
、
わ
が
国
に
織
物
•

染
 

色
•

冶
金
.

土
木
な
ど
の
技
術
を
伝
え
、
一
部
は
儒
教
.

医
術
.

 

易
.

暦
な
ど
の
中
国
の
学
問
を
伝
え
、
日
本
の
文
化
の
向
上
に
貢
 

献
し
た
。
古
墳
造
り
の
技
術
も
彼
ら
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
の
で
あ
 

る
。㈦

縄
文
.

弥
生
時
代
に
お
け
る
信
仰
•

墓
制
の
推
移

古
墳
以
前
に
も
、
人
々
は
墳
墓
を
造
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
 

の
時
代
の
人
々
の
信
仰
と
深
い
関
り
が
あ
っ
た
。

縄
文
時
代
人
が
死
と
い
う
も
の
を
恐
れ

屈葬の持つ意味
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
が
屈
葬

で
あ
る
。
屈
葬
と
は
、
死
者
の
手
足
を
折
り
曲
げ
て
埋
葬
す
る
，

天 ^1

|
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写真5 方形周溝墓と圭岩*

第1章古墳時代とは

写真4 襃棺葬

頭の部分に，澡鉢 大きな石を，胸 足をおり曲げて，
冬かk廿ネ寸 の1-1::お衾主す„ ひ1て-1.ぱり主す.

表3 縄文〜弥生時代の信仰.墓制の推移
縄文時代 弥生時代

時期 B.C. 8〜7000からB. C. 3〜2世紀ごろまで 8.（：.3〜2世紀から八.D. 3世紀ごろまで
信

仰

縄文時代人は自然物に大きく依存する生 
活を営み，自然に左右される面が多かっ 
た。そのため彼らは，自然そのもののす 
ベてに精霊が内在すると考え，これを崇 
拝する自然崇拝の念を持っていたと思わ 
れる。（アニミズム）

農耕に従事した弥生時代人にとって最大 
の関心事は，稲の生育に欠かせない水と 
太陽だった。そのため，水と太陽を人間 
の思いどおりに支配し，豊かな収搜をあ 
げられるように呪術や農耕儀礼を行った。

埋

葬

法

屈葬死者の四肢とくに下肢をおり曲げ 
て埋葬する縄文時代の普遍的な葬法。

抱石屈葬一部には，死者の胸部に石を 
のせた葬法が確認されている。

甕棺葬後•晩期に盛行するが，遺在骨 
からみて多くは幼小児•棺と考えられる。

伸展葬死者の両脚を伸ばして埋葬する 
葬法。
甕棺葬甕を棺としたもので，成人の遺 
骸を納めるため2つの甕を組み合わせた 
ものもある。北九州に多い。
箱式石棺石板を並べ合わせて棺とした 
もので，北九州を中心に見られる。

墓

制

f

 
日

 
ぃ。 

上
 
東
な

 

り

が

 
は
 

盛
 
石 
差 

を
 
列
 
も
 

土
 
状
に

 

に
 
環
 
品
 

上
た

 
葬
 

た
し

 
副
 

め
 
ら

 
， 

埋
 
ぐ

く

 

を
め

 
な
 

者

に

は

 

死
 
状
。
域
 

。
環
い
墓
 

墓
の
を
多
の
 

ン
戚
も
石
に
定
 

ど
土
た
組
本
特

支石墓箱式石棺•甕棺の上に目印とな 
る大きな石をのせた墓。朝鮮半島から北 
九州に見られる。
方形周溝墓地表から多少掘り下げた墓 
穴の周囲に方形に溝をめぐらした某。古 
墳とのつながりが注目される。

と
を
さ
し
、
中
に
は
さ
ら
に
石
な
ど
を
胸
に
抱
か
せ
た
も
の
も
あ
 

る
。
つ
ま
り
、
死
者
の
霊
が
遺
骸
か
ら
さ
ま
ょ
い
出
て
自
然
界
や
 

人
間
の
世
界
に
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
行
つ
た
 

と
考
え
ら
れ
る
。

死
者
の
両
脚
を
伸
ば
し
て
埋
葬
す
る
葬
 

法
を
m

MI葬
と
い
う
。
弥
生
時
代
の
人

伸展
葬
への
移
行

墓
制の推移

々
は
、
縄
文
時
代
人
の
考
え
方
と
は
異
な
り
、
死
後
の
世
界
を
現
 

実
の
世
の
延
長
と
す
る
考
え
を
持
つ
ょ
ぅ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
 

る
。
そ
の
表
れ
が
、
伸
展
葬
で
あ
る
。

単
純
に
直
接
遺
骸
を
地
中
に
埋
め
る
だ
け
で
 

特
定
の
墓
域
も
設
け
な
か
っ
た
縄
文
時
代
の
 

墓
制
と
違
っ
て
、
弥
生
時
代
に
は
棺
を
作
っ
た
り
、
特
定
の
墓
域
 

を
設
け
た
り
す
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た
。
北
九
州
を
中
心
に
墓
域
の
発
 

展
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
死
者
に
そ
え
て
墳
墓
に
葬
っ
た
品
物
(

副
葬
品
)

に
も
変
 

化
が
あ
る
。
縄
文
時
代
に
は
、
死
者
が
生
前
身
に
つ
け
て
い
た
玉
 

や
耳
飾
り
な
ど
の
副
葬
品
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
副
葬
品
間
に
お
 

け
る
差
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
弥
生
時
代
に
な
る
と
、
副
葬
 

品
も
生
前
身
に
つ
け
て
い
た
も
の
の
他
に
、
銅
剣
.

銅
矛
.

銅
鏡
 

な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
副
葬
品
の
差
が
明
ら
か
に
 

な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
富
.

階
級
差
の
発
生
が
、
副
葬
品
 

に
も
反
映
し
て
き
た
の
で
あ
る
。



写真6 広壮な履中陵（手前）と仁徳陵（左奥）

古
墳
時
代
と
そ
の
推
移

「古
墳
と
は
何
か
」
を
定
義
づ
け
、
「古
墳
の
発
生
は
い
つ
か
」 

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
明
確
に
決
定
す
る
こ
と
 

は
難
し
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
「古
墳
」
は
墳
墓
で
あ
り
'

 

遺
骸
 

を
埋
葬
し
た
施
設
で
あ
る
が
、
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
埋
葬
施
 

設
は
「古
墳
」
と
は
い
わ
ず
に
主
と
し
て
「墓
」
と
表
現
し
て
い
 

る
。
ま
た
、
古
墳
時
代
の
終
末
の
頃
か
ら
行
わ
れ
始
め
た
火
葬
の
 

場
合
も
「火
葬
墓
」
と
「墓
」
を
用
い
て
い
る
。

と
に
か
く
、
古
墳
の
定
義
は
明
確
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
 

「墓
」
と
「古
墳
」
と
い
う
用
語
の
区
別
は
'

 

墳
丘
の
形
式
や
内
 

部
構
造
を
は
じ
め
'

 

そ
の
時
代
や
社
会
的
、
政
治
的
、
思
想
的
背
 

景
を
含
め
て
の
相
違
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
墳
の
一
般
概
 

念
と
し
て
は
、
鉛
セ
を
築
き
、
撒
搬
を
設
け
、
遺
骸
を
埋
葬
す
る
 

と
共
に
副
葬
品
を
も
納
め
た
施
設
を
さ
す
、
と
い
え
よ
う
。

古
墳
は
、
概
観
的
に
は
、
三
世
紀
な
い
し
四
世
紀
初
頭
頃
に
出
 

現
し
、
約
四
〇
〇
年
間
を
経
過
し
て
、
七
世
紀
な
い
し
八
世
紀
初
 

頭
に
消
滅
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
を
考
古
学
上
'

 

古
 

墳
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。

㈠
古
墳
の
発
生

わ
が
国
に
は
、
大
小
の
古
墳
が
約
十
五
万
基
以
上
存
在
す
る
と
 

い
わ
れ
て
い
る
が
、
古
墳
が
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
出
現
し
て
き
 

た
の
か
正
確
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

弥
生
時
代
の
終
末
期
に
は
、
族
長
墓
と
し
て
の
方
形
周
溝
墓
や

方
形
台
状
墓
と
呼
ば
れ
る
墳
墓
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
 

の
墳
墓
は
ほ
と
ん
ど
副
葬
品
が
な
く
、
墓
前
祭
用
と
推
定
さ
れ
る
 

土
器
が
お
い
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
墳
墓
が
、
あ
る
集
 

団
の
一
部
の
人
々
を
特
別
に
埋
葬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
 

豊
か
な
副
葬
品
と
手
の
こ
ん
だ
内
部
構
造
の
構
築
、
あ
る
い
は
個
 

人
の
た
め
に
独
立
し
た
大
墳
丘
を
築
く
古
墳
と
は
、
本
質
的
に
性
 

格
が
異
つ
て
い
る
。

写
真
7
茗
痛
(

奈
良
県
}

牟
弥
呼
と
同
一
人
物
説
も
ぁ
る
倭
迹
迹
日

7|!:斯
柩
 

の
€
か
と
い
わ
れ
て
い
る
発
生
期
の
古
墳
。 

前
方
後
円
墳
、
全
長
二
七
ニ
メ
—
ト
ル
。

ま
た
、
弥
生
時
代
の
最
終
末
期
に
お
い
て
'

 

土
壙
墓
の
周
溝
墓
 

と
、
多
数
の
中
国
製
の
鏡
を
有
す
る
石
室
の
あ
る
前
方
後
円
墳
が
 

極
め
て
近
距
離
に
並
存
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
 

時
期
が
極
め
て
近
接
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
や
性
格
 

に
は
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
数
々
の
小
国
家
が
大
和
国
家
へ
と
統
 

一
さ
れ
て
い
く
社
会
背
景
の
中
で
、
国
家
の
首
長
で
あ
る
王
の
大
 

き
な
墳
墓
が
築
造
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
 

墳
墓
が
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
前
方
後
円
墳
 

と
し
て
畿
内
を
中
心
と
す
る
西
日
本
の
各
地
に
突
如
と
し
て
現
わ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
墳
の
出
現
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
前
方
後
円
墳
の
起
源
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
研
 

究
者
に
よ
っ
て
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
'

 

今
だ
に
定
説
を
み
 

る
に
至
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
わ
が
国
 

独
自
の
古
墳
形
式
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
-る̂
。
最
近
で
は
、
朝
 

鮮
半
島
や
中
国
に
も
存
在
す
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
そ
の
影
響
 

で
わ
が
国
の
前
方
後
円
墳
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
資
 

料
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
規
模
な
前
方
後
円
の
墳
形
を
持
っ
た
古
 

墳
が
、
次
第
に
発
達
し
て
出
現
し
た
も
の
な
の
か
、
最
初
か
ら
定
 

型
化
し
た
形
態
で
こ
こ
に
初
現
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
も
ま
た
、 

今
だ
明
確
で
は
な
い
。
一
般
的
に
は
、
弥
生
時
代
の
円
形
周
溝
墓
 

や
方
形
周
溝
墓
が
発
展
し
て
前
方
後
円
墳
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
 

て
い
る
。
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棺

墳古期（盛）中

粘
土
槨
の
普
及

竪
穴
式
石
室

長
持
形
石
棺

鏡
.

玉
、
武
器
.

生
産
 

用
具

鏡
.

舶
載
鏡

(

後
漢
•

三
国
)

 

if'=
l
,
1l.

i
.
ll:
ll 

釧
.

筒
形
銅
器

京
都
椿
井
大
塚
山
古
墳
、
南
原
古
墳
 

奈
良
天
神
山
古
墳
 

岡
山
車
塚
古
墳

桜
井
茶
臼
山
古
墳
 

奈
良
日
葉
酢
媛
陵
 

大
阪
紫
金
山
古
墳

鏡
.

玉
.

武
器
.

防
製
 

の
^P

碧
玉
製
腕
輪
の
盛
行

筒
形
銅
器
の
出
現

佐
味
田
宝
塚
古
墳
、
静
岡
松
林
山
、
三
池
平
 

占
墳
、
天
理
東
大
寺
山
古
墳
、
和
泉
黄
金
塚
 

会
津
大
塚
古
墳

三
重
石
山
古
墳
、
福
岡
姚
子
塚
古
墳
 

岡
山
金
蔵
山
古
墳

鏡
.

玉
.

武
器
 

武
器
—
甲
胄
の
副
葬
 

鉄
鎚

鏡
の
減
少
、
南
朝
系
 

(

画
文
帯
神
獣
鏡
)

石
製
模
造
品
の
多
量
化

御
所
室
大
墓
(

宮
山
古
墳
)

、
佐
紀
古
墳
群
、
乙

女
山
古
墳
、
巣
山
古
墳

百
舌
鳥
古
墳
群
、
仁
徳
.

履
中
陵

古
市
古
墳
群
、
応
神
陵
、
黒
媛
山
古
墳
、
野
中

ア
リ
山
-
1

泊

京
都
久
津
川
古
墳

岡
山
造
山
•

作
山
.

月
輪
古
墳

宮
崎
西
都
原
古
墳
群

鏡
の
副
葬
更
に
減
少

金
銅
装
馬
具
の
普
及

須
恵
器
の
副
葬

和
歌
山
大
谷
古
墳
 

大
阪
塔
塚
.

芝
山
•

長
持
山
古
墳
 

岡
山
千
足
古
墳
 

熊
本
船
山
古
墳

A
前
方
後
円
墳
 

前
方
後
方
墳
 

円
.

方
填
の
出
現
？

前
方
後
円
墳

前
方
後
方
墳

(

定
形
化
)

円
.

方
墳

へ
円
筒
埴
輪

ぺ
器
材
埴
輪

前
方
後
円
墳
の
巨
大

へ
造
り
出
し

一

陪塚の出現

前
方
後
円
墳
の
縮
小
化

前
方
後
円
墳

円
.

方
墳

器
材
埴
輪
の
減
少

㈡
古
墳
の
推
移

古
墳
は
、
お
よ
そ
四
〇
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
築
造
さ
れ
て
い
る
 

が
、
そ
の
間
、
古
墳
の
規
模
や
内
容
•

性
格
は
一
様
で
あ
っ
た
わ
 

表
4
古
墳
年
表

け
で
は
な
い
。
時
代
推
移
と
と
も
に
、
古
墳
も
変
化
し
て
い
く
。 

古
墳
の
推
移
を
年
表
と
し
て
表
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
古
墳
の
 

特
徴
を
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

古
墳
の
編
年

古
墳
の
外
形

内
部
構
造

主

要

な

 
古

墳

T 紀 世 七 紀 世 六

/ 墳 古 期 後

/ 墳 古 期 後

/ 期 in 後 期 ii 後 期 I 後

火
葬
の
出
現

群
集
墳
の
消
滅

1
聾
令

群
集
墳
の
盛
行

I
築
造

1
加

大
阪
陶
器

信夫

丘
#
焼
山
占
墳
群

和
歌
山
岩
喬
千
塚

奈
良

新
沢
千
塚

群
集
m
の
出
現

前
方
後
円
墳
の
縮
小

夾 
糸中 
棺
横
p
式
石
梅

縛
槨
式
Ti

の
追
葬

TT

陶
柞
の
出
現

横
%
の
盛
行

棺刳
抜
式
家
形
石

横
%
石

横
m
の
発

及家
形
石
棺
の

木
棺
直
葬

I横穴
式
石
の

大
刀
な
ど
の
武
器

身
具
の
減
少

玉
類

金
環
ど
の
装

葬須
遶
器
土
器
の
11

銅
腕

武
器

禹
具
の
盛
行

葬
盛
行

須
▲
i

土
師
器
の
副

全
製
装
身
具

挂
甲
の
副
葬

馬
具
の
広
範
£
及

須
恵
器
Ml
葬
の
普
及

鉄
製
農
エ
具
の
減
少

群
馬
宝
塔
山
•

山
ノ
上
古
墳

高
松
塚

中
尾
山
古
墳

鬼
の
雪
隠

の
姐

牽
牛半
塚
古
墳

聖
徳
子
墓

天
武

統
陵

岡
山

大%

群
馬

m.

%

用
明
推
古
陵

赤
坂
天
王
a
k

文
殊
西
古
填

石
舞

填、

都
塚
墳、

岩
屋
山
古
墳

福見 
岡瀬 % 
岩山 
戸古 
山墳 
古 
墳

花
陵

欽
明
陵

当
麻

平
林
古
墳

新
庄

塚
古
墳

桜天 
井理
珠別 
城所 
山大 
古塚 
墳古 
填、

西
乗
鞍:

東
乗
鞍

|

 
:
 
i
'

 11
 1
_|四
世
紀
代
の
前
期
古
墳
は
、
神
に
か
わ
っ
て
国
 

前
期
古
墳

I  

I

 
を
治
め
る
と
い
ぅ
司
祭
者
的
性
格
を
そ
な
え
た
 

者
が
被
葬
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
墳
の
内
容
は
呪
術
的
 

側
面
が
強
く
、
化
粧
道
具
で
は
な
く
除
魔
と
し
て
の
鏡
を
多
量
に
 

副
葬
し
て
い
る
。
権
威
の
象
徴
と
し
て
の
宝
器
類
の
所
有
と
副
葬
 

が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
玉
類
.

歡
玉
製
の
装
飾
類
な
ど
も
非
実
 

用
的
で
宝
器
と
し
て
存
在
し
た
。
墳
墓
は
丘
陵
の
自
然
地
形
を
利
 

用
し
て
の
前
方
部
の
未
発
達
な
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
埋
葬
主
体
 

部
と
し
て
粘
土
槨
あ
る
い
は
竪
穴
式
石
室
が
構
築
さ
れ
た
。

日
本
最
古
の
大
古
墳
は
、
京
都
府
相
楽
郡
椿
井
の
「大
塚
山
古
 

墳
」
で
あ
ろ
ぅ
と
推
定
さ
れ
る
。
丘
陵
の
先
端
を
利
用
し
て
造
り
 

竪
穴
式
石
室
を
設
け
た
一
八
五
メ
—
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
、
こ 

の
古
墳
か
ら
中
国
の
魏
で
製
作
さ
れ
た
三
角
緑
神
獸
鏡
が
二
四
面
 

出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鏡
は
、
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
が
魏
の
 

明
帝
か
ら
T*賜
さ
れ
た
銅
鏡
一
〇
〇
枚
の
一
部
と
推
測
さ
れ
る
。 

同
笵
鏡
は
北
九
州
か
ら
関
東
に
分
布
し
て
お
り
、
大
塚
山
古
墳
の
 

被
葬
者
が
三
角
縁
神
獣
鏡
を
各
地
の
王
に
分
与
し
、
積
極
的
に
同
 

盟
関
係
を
結
ん
だ
の
で
あ
ろ
ぅ
と
推
測
で
き
る
。
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はこ式石棺

初期のころのたて穴式石篁を

祕i石棺咒未釦のよ

mfmn^nn^Hn^n^nniinnnonnn^

「横穴式石室I萇榑1岩箱

「横？:式石室］を持つ古墳に多く見られます。 
雜岩箱家のような形をし
ているので，この名があ1）ま 
す。後期の輪穴k石室を持つ

• •前
後前方 
円方後 
部部円

古墳の外形のいろ|

中
期
古
墳

五
世
紀
の
中
期
古
墳
は
、
巨
大
古
墳
の
時
代
で
 

造
墓
の
ピ
ー
ク
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
期
に
な

る
と
、
自
己
の
権
威
を
他
に
誇
る
支
配
者
と
し
て
の
意
図
が
明
白
 

で
あ
る
。
周
潦
を
持
ち
、
墳
丘
に
は
葺
石
を
敷
き
、
旭
輪
を
樹
立
 

し
、
主
体
部
も
竪
穴
式
石
室
に
豪
壮
な
長
m
形
石
棺
を
納
め
、
鏡
 

.

玉
.

刀
剣
の
ほ
か
に
、
甲
胄
や
馬
具
、
石
製
模
造
品
な
ど
の
副
 

葬
品
が
顕
著
に
な
る
。
こ
と
に
金
銅
装
の
遺
物
や
、
埋
葬
の
た
め
 

に
実
物
を
模
し
て
作
ら
れ
た
滑
石
製
の
遺
物
が
増
大
す
る
。
わ
が
 

国
最
大
の
規
模
を
持
つ
応
神
陵
や
仁
徳
陵
(

両
方
と
も
前
方
後
円
 

墳
)
は
、
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
円
墳
や
 

方
墳
も
盛
ん
に
造
ら
れ
る
ょ
ぅ
に
な
つ
た
。

前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
古
墳
は
畿
内
地
方
に
集
中
す
る
が
、 

同
時
に
こ
の
畿
内
型
古
墳
が
中
国
.

四
国
か
ら
、
北
九
州
.

中
部
 

•

関
東
.

東
北
地
方
に
ま
で
造
営
さ
れ
る
現
象
が
み
ら
れ
る
。
も
 

ち
ろ
ん
、
そ
の
背
景
に
は
、
幾
内
を
中
心
と
す
る
大
和
朝
廷
の
勢
 

力
の
拡
大
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
に
は
、
古
墳
文
化
は
 

大
き
く
変
化
し
た
。
家
族
墓
と
し
て
の
性
格
を

後
期
古
墳

持
つ
横
穴
式
石
室
が
用
い
ら
れ
る
ょ
ぅ
に
な
り
、
墳
丘
の
規
模
は
 

し
だ
い
に
縮
小
し
、
天
皇
陵
で
は
敏
達
天
皇
陵
を
最
後
に
前
方
後
 

円
墳
は
築
造
さ
れ
な
く
な
り
、
円
墳
や
大
規
模
な
方
填
が
築
造
さ
 

れ
る
。
石
棺
も
長
持
形
石
棺
か
ら
家
形
石
棺
へ
移
り
、
副
葬
品
と
 

し
て
は
'

 

馬
具
.

鉄
製
武
器
•

須
恵
器
な
ど
実
用
的
な
も
の
が
多

く
な
る
。

六
世
紀
は
群
集
墳
の
時
代
と
も
い
わ
れ
、
小
円
墳
が
全
国
い
た
 

る
と
こ
ろ
に
造
ら
れ
る
。
群
集
填
と
は
、
一
定
の
地
域
内
に
等
質
 

的
な
内
容
の
古
墳
が
短
期
間
に
多
数
形
成
さ
れ
る
古
墳
群
の
こ
と
 

で
あ
る
。
直
径
一
〇
〜
二
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
小
形
円
墳
群
は
横
 

穴
式
石
室
を
主
流
と
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
七
世
紀
末
ま
で
造
築
 

が
続
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
墳
被
葬
者
数
の
増
大
を
意
味
 

し
、
特
定
首
長
の
た
め
の
古
墳
の
他
に
、
各
地
の
集
団
内
の
家
父
 

長
層
も
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
 

い
る
。大
牧
一
号
古
墳
を
含
む
大
牧
古
墳
群
の
成
立
も
当
時
期
(

六 

世
紀
後
半
)
で
あ
る
。

_-
-
-
-1

厚
葬
思
想
を
背
景
と
し
て
出
現
し
た
古
墳
は
、

|

さ
ま
の
1m
l
M
一 
七
世
紀
に
入
る
と
獻g

へ
と
変
化
す
る
。
そ
 

の
理
由
は
明
確
で
は
な
い
が
、
巨
大
な
古
墳
を
造
る
こ
と
に
よ
る
 

経
済
力
.

労
働
力
の
消
費
、
そ
れ
に
と
も
な
う
生
産
の
低
下
な
ど
 

の
矛
盾
、
権
力
構
造
の
変
化
な
ど
の
政
治
的
要
因
、
大
陸
に
お
け
 

る
薄
葬
思
想
の
影
響
等
々
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
大
化
二
 

年
(

六
四
六
)

春
三
月
利S

の
詔
、
い
わ
ゆ
る
大
化
薄
葬
令
の
発
布
 

に
よ
っ
て
墳
墓
の
規
制
が
行
わ
れ
て
か
ら
は
、
事
実
上
古
墳
の
築
 

造
は
急
速
に
終
末
的
様
相
を
顕
著
に
し
'

 

や
が
て
火
葬
の
普
及
へ
 

と
向
か
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

※
同
i£鏡
B
同
じ
鋳
型
か
ら
作
っ
た
鏡
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表5 古墳関連年表
時代 天皇 できごと 代表古墳

239 弥 倭の女王牟弥呼，ttに;B使を送り，JH雉な
生 ど100枚Wう

248 代 印-弥呼没す，径100余歩の冢をつく '），奴成!

350 古 このころからv，宇填がつくられはじめる 古墳（奈良）

時 ®桜井*SDi古墳.BK#占境-メス1）山古墳（奈良）,辟#•太#山,1,-

i
wfl日本に七i刀，七-/-被を献上する 
（*¥.渡海して百済，新綾を破る

塚山占墳（福岡）.亦塚古墳（大分）
古《•皇后陵古墳•&&陵古墳.新山古墳•東寺山

西日本のみならず，M東•柬北の一部にま v-H . w r^.yn /.u- . '..tiuHA'n • Htiiii.'.'n' v/n;
ン. へ….. ..

413
こ時 
の代 
問で 
U U.

fSW,畚方麁に出兵し，耘'"Jigと教い，收 
退する
巨大古填がさかんに築造されるようにな％ 
楼上*,束Rに使を遺わして方物を献1-.する 
倭王*,宋に貢献する

（栃木）.明T•塚み墳（群馬），Ml柳抑‘私塚,1,•墳（技野）
• 陵古墳• 禳簽fe古墳•室大墓古墳•コナベ•巾〇

（奈良1,w中陵古墳•淨堂城山古墳■ f中4梭陵_A_« _依山,1, 
堝（大阪），造山古墳•月の輪古墳（岡山），北山古墳（烏取＞,赤堀 
茶臼山古墳•天神山古墳（群.《u

-
中

期

の\
/I. «fr； 
1:略.•

料
珍::と

（Tf.珍，宋に《献する 
倭E済，宋に*献する 
このころから.環*器生産か•はじまる 
倭王武，来にK献する

• Li.N'P4：l',m -1 ttPt.Mn - wifciiih'.'n - fc w.'.m - +?:山,1,m •
榊体陵,1,•)«(大阪＞.ウワナベ古墳■河合大塚山ajr _ ft味ilm•塚

4V9 倭王武，大将｝Itに叙さる 
このころ，大王«小形化する

古墳（奈良）,三ッ城古墳（広島）千人塚古墳,作山，1,'功（岡山），1! 
の岡占墳•石人山古墳（to岡），江田船山古本），金崎占垠-

造されはじめ？） ®丸隈山古墳（播岡）,横田下古墳（佐Wh ?•£古埔W山＞,.•••III,1,

512 am,任郎の4»埔う • w»:：'：jn--- *•- *ff ,•= .•〇 -

538
後

麩Si
二のころ，福岡県岩戸山古*つくられる 
fuff.仏像と論を献上する

岩戸山古墳（油岡），上島古墳（島根）.二■_，山古墳•八幡塚,1，m 
fe夫fin1■■墳•大須二.Y.山杰坩（愛知），

期 r
を求め灸し害た.仏像と経綸を献上する … ''ぐ：‘'..

-瓦搏士•画工を賊る
K我馬-f,坪愚に法典寺（飛烏寺＞を建てる

■佐食山古墳群（岡山），大念寺古墳（tt«a /_•:明寺古墳m取），
舟塚山古墳（茨城），各鈴塚古墳（-f葉），占墳（/»岡＞

用明天皇を河内«長谷•陵に改葬する
巨石•切石造0の石室，盛行する

: 新HUf:恥と戦うs出兵して新）*を降服さす 
項®太—f.-遂炉宮をつくる 
'I、野磋子らをP«に派;Bする

擧石舞台古墳•鱸岩*山古* •天武.持統合葬陵古項-
墳■ ¥:«*«■本塚占墳• 古墳（奈良），太子墓■お4石

-二_）••塚古墳•推古陵古）A ■松井塚古墳（大阪），騎人塚占墳
聖徳太子•《我馬子ら天皇記•国記など作成 
靼徳太子，斑鳩宮に没す

（岡山）.御年代古墳（広ft）,山ノ上古墳■蛇•八•山古墳■宝塔山古 
墳（群馬），竜角寺岩屋古墳（千葉），營41占墳（福岡）

630
646

終
末

Him 遑唐使はじまる
改新の論を発布。_耜の令などを定む
このころ1.こな％と古填の数は*少し，その 
中心は矢和に限られるようになる

663
667

大竹 新*を討伐する 
a符江にて窃軍と戦い大敗する

®高松塚古墳•華牟き-#古墳-中®山A'墳-Aallrii -
墳（奈良），御®山古*（大阪）

694 為《
元明

藤原にawする

71〇 平城に®都する
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図5 奈良•大阪を中心にした主要古墳分布図
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1

右
上
の
長
さ
三
.

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
四
世
紀
大
阪
府
紫

左
上
四
世
紀
、
福
岡
県
一
貴
山
銚
子
塚
古
墳
 

中
五
世
紀
、
京
都
府
竹
野
郡
産
土
山
古
墳
 

下
六
、
七
世
紀
、
京
都
府
中
郡
桃
谷
古
墳

4長
野
県
飯
田
市
妙
前
大
塚
三
号
古
墳

右
高
さ
九
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

群
馬
県
佐
波
郡
赤
堀
村
出
土
 

左
高
さ
六
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ルA

 

五
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

埼
玉
県
大
里
郡
江
南
村
出
土

群
馬
県
太
田
市
出
土

第
二
章

岐
阜
県
の
古
墳



第2章岐仏県の占墳

1内山古墳

岐阜市海古墳＞

琴塚古填金華山

※古墳の矢印は、古墳時代の力間係を示す。郷名は現在わかつている 
最も古い9世紀の地名

麓
や
丘
陵
上
の
各
所
に
み
ら
れ
、
不
破
郡
か
ら
可
児
市
に
い
た
る
 

美
濃
の
主
要
地
域
を
お
お
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
(

図
6
参
照
)

。
こ
の
よ
う
な
発
生
期
の
古
墳
分
布
を
み
 

る
と
、
か
な
り
濃
密
な
分
布
で
あ
り
、
一
定
の
地
域
内
に
一
、
二 

基
の
大
規
模
な
古
墳
(

前
方
後
円
墳
)

が
あ
り
周
辺
に
い
く
つ
か
の
 

小
規
模
古
墳
(

円
墳
)
が
築
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
、っ 

し
た
小
規
模
円
墳
の
被
葬
者
が
、
直
接
大
和
朝
廷
と
つ
な
が
り
を
 

持
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
二
、
三
キ
ロ
メ
ー
ト
 

ル
四
方
の
地
域
を
支
配
す
る
こ
の
よ
う
な
小
規
模
円
墳
の
被
葬
者
 

を
ま
と
め
る
大
豪
族
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
和
朝
廷
の
勢
力
 

が
県
内
に
伸
び
る
以
前
、
す
な
わ
ち
、
古
墳
が
出
現
す
る
以
前
は
、 

こ
う
し
た
豪
族
が
地
方
国
家
の
よ
う
な
も
の
を
形
づ
く
っ
て
い
た
 

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
地
域
が
大
和
朝
廷
と
手
を
結
ぶ
と
た
ち
ま
ち
内
部
 

変
化
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
地
域
全
体
を
代
表
す
る
長
が
生
ま
れ
 

る
と
、
大
和
朝
廷
は
、
権
力
の
象
徴
と
す
る
鏡
'

 

武
器
な
ど
を
与
 

え
、
そ
の
地
域
を
ま
と
め
る
た
め
に
て
こ
入
れ
を
し
た
。
そ
の
結
 

果
'
狭
い
地
域
内
で
も
身
分
格
差
が
し
だ
い
，に
は
っ
き
り
し
、
小
 

豪
族
、
大
豪
族
の
力
の
差
も
生
じ
て
き
た
。

例
え
ば
、
岐
阜
市
の
北
部
の
古
墳
の
場
合
、
高
さ
九
六
メ
ー
ト
 

ル
の
，
此
の
山
頂
に
あ
るSil

古
墳
の
主
が
、
大
和
朝
廷
と
直
接
 

手
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
一
帯
の
実
権
を
握
つ
た
と
み
ら
れ
 

る
。
周
囲
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
あ
る
内
山
古
墳
'

 

龍
門
寺

美
濃
の
ク
ニ
ダ
ニ
の
成
立
と
豪
族

岐
阜
県
に
は
、
三
五
〇
〇
余
基
も
の
古
墳
が
あ
り
「古
墳
の
宝
 

庫
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
古
い
 

古
墳
は
、
海
津
郡
南
濃
町
に
あ
る
円
満
寺
古
墳
で
、
四
世
紀
初
め
 

の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
三
枚
の
銅
製
の
鏡
(

中
国
 

製
の
三
角
度
神
獣
鏡
)

が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
一
枚
は
、 

大
和
朝
廷
の
勢
力
範
囲
に
あ
っ
た
京
都
府
大
塚
山
古
墳
か
ら
発
見
 

さ
れ
た
鏡
と
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
鏡
は
ど
ん
な
 

意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
『魏
志
倭
人
伝J

に
よ
る
と
、
中
国
 

の
魏
の
国
王
は
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
に
、
五
枚
一
組
の
銅
鏡
一
〇
 

〇
枚
を
贈
っ
た
(

三
世
紀
の
頃
)

と
あ
る
よ
う
に
、
鏡
の
授
受
に
よ
 

っ
て
主
従
関
係
が
結
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
大
和
朝
廷
が
地
方
の
豪
 

族
に
鏡
を
贈
り
、
臣
従
を
誓
わ
せ
る
と
同
時
に
、
豪
族
た
ち
に
、 

そ
の
地
域
の
権
力
を
保
証
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
大
和
朝
廷
は
、
円
満
寺
古
墳
周
辺
を
治
め
 

て
い
た
地
方
豪
族
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
力
を
東
国
に
伸
ば
 

す
一
大
拠
点
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
土
地
は
、
伊
勢
 

湾
へ
注
ぐ
水
路
を
お
さ
え
る
の
に
適
し
た
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
 

東
へ
の
陸
路
の
拠
点
に
も
な
る
条
件
を
備
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

大
和
朝
廷
の
勢
力
は
、
円
満
寺
古
墳
に
続
い
て
、
大
垣
市
の
長
 

塚
古
墳
(

四
世
紀
中
期
)

の
地
域
を
支
配
下
に
治
め
、
順
次
、
東
進
 

し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
舶
載
(

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
)
.

彷
 

製
(

日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
)

の
三
角
縁
神
獸
鏡
と
、
多
数
の
玉
類
や
 

碧
玉
製
腕
輪
類
を
蔵
し
た
前
n
期
の
古
墳
が
濃
尾
平
野
周
辺
の
山



0
^
3

古
墳
、
坂
尻
古
墳
、
中
野
古
墳
等
の
主
は
、
い
ず
れ
も
鎧
塚
古
墳
 

に
埋
葬
さ
れ
た
豪
族
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
ょ
う
に
大
和
朝
廷
の
影
響
が
地
方
に
お
ょ
ぶ
と
地
域
社
会
 

も
徐
々
に
組
織
化
が
進
み
、
い
く
つ
か
の
小
さ
な
集
落
を
一
つ
に
 

ま
と
め
た
地
域
を
「里
」
と
呼
び
、
い
く
つ
か
の
里
を
合
わ
せ
た
 

地
域
が
「郡
」
に
な
っ
た
。
里
に
も
、
郡
に
も
力
の
強
い
族
長
が
 

生
ま
れ
支
配
権
を
強
め
て
い
っ
た
。

勢
力
を
強
め
て
い
っ
た
地
方
豪
族
た
ち
は
、
朝
廷
か
ら
「国
造
」 

と
か
「県
主
」
と
い
う
地
位
を
与
え
ら
れ
、
朝
廷
を
バ
ッ
ク
に
多
 

く
の
集
落
を
支
配
下
に
組
み
入
れ
た
り
、
小
さ
な
豪
族
を
統
合
し
'

 

貢
も
の
を
求
め
多
く
の
富
と
力
を
得
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

県
内
の
代
表
的
な
豪
族
は
、
武
儀
、
山
県
、
郡
上
地
方
の「#

 

義
都
国
造
」、、東
濃
地
方
の
「三
野
後
国
造
」、
海
津
•

安
八
地
方
 

の
「三
野
前
国
造
」、
本
巣
.

揖
斐
地
方
の
「本
巣
国
造
」、
岐
阜
 

市
北
部
の
「美
濃
県
主
」、
可
児
地
方
の
「加
茂
県
主
」、
飛
騨
地
 

方
の
「斐
陀
国
造
」
な
ど
で
あ
る
。
各
豪
族
は
'

 

最
初
'

 

そ
れ
ぞ
 

れ
独
立
し
た
地
域
を
治
め
、
勢
力
範
囲
を
広
め
て
い
っ
た
。
当
然
、 

隣
接
の
豪
族
同
士
は
ぶ
つ
か
り
合
う
の
だ
が
武
力
で
争
っ
た
あ
と
 

は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
手
を
結
び
合
っ
て
い
っ
た
と
さ
え
考
 

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
古
墳
の
分
布
が
特
定
の
地
域
に
片
寄
っ
て
 

い
な
い
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
。
豪
族
同
志
が
手
を
結
ぶ
時
、
か
 

な
ら
ず
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
。
そ
し
て
、
互
い
の
一
族
の
家
系
図
 

を
合
わ
せ
て
、
同
族
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
合
い
先
祖
を
同
じ
天

篇就
I
 
m.

.

.1

皇
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
県
内
の
各
豪
族
を
抱
 

き
か
か
え
て
い
っ
た
の
が
「本
巣
s'造
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
 

る
。
は
じ
め
は
、
現
在
の
揖
斐
郡
大
野
町
の
南
出
口
古
墳
(

四
世
 

紀
後
期
の
前
方
後
円
墳
)

の
周
辺
の
狭
い
地
域
の
豪
族
に
す
ぎ
な
か
 

っ
た
が
、
ま
ず
、
本
巣
地
方
に
移
り
、
つ
づ
い
て
美
濃
県
主
、
牟
 

儀
.
国
造
、
加
茂
県
主
、
両
三
野
国
造
と
、
次
々
と
自
分
の
支
配
 

下
に
組
み
こ
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
美
濃
の
全
域
が
平
和
の
 

う
ち
に
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
頃
、
内
紛
が
続
い
て
い
た
大
和
朝
廷
で
は
、
中
大
兄
 

皇
子
ら
が
蘇
我
氏
一
族
を
倒
し
て
〃
大
化
改
新
〃
(

六
四
五
年
)

を
 

実
現
す
る
。
そ
し
て
、
各
地
に
国
司
と
い
う
中
央
官
僚
を
送
り
こ
 

ん
で
全
国
統
一
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
国
司
の
役
所
が
「国
 

府
」
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
、
飛
騨
の
国
府
が
、
吉
城
郡
国
府
町
 

広
瀬
町
、
ま
た
は
、
高
山
市
上
岡
本
町
の
二
説
が
あ
り
、
美
濃
国
 

府
は
不
破
郡
垂
井
町
府
中
で
あ
っ
た
。

国
府
の
近
く
に
は
国
分
寺
•

国
分
尼
寺
が
置
か
れ
、
多
数
の
僧
 

侶
が
行
き
か
い
、
ま
さ
に
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
大
垣
市
赤
 

坂
町
青
野
に
あ
る
美
濃
国
分
寺
跡
は
、
山
の
連
な
り
を
背
に
し
、 

こ
こ
に
五
重
の
塔
や
金
堂
が
建
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
る
で
、 

奈
良
の
法
隆
寺
の
あ
る
「い
か
る
が
の
里
」
を
思
わ
せ
る
風
景
で
 

あ
る
。

こ
う
し
て
、
岐
阜
県
の
歴
史
は
、
幕
が
開
く
の
で
あ
る
。



二
、
岐
阜
県
の
古
墳

長
野
県

(
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
C
.

 
)

'
•
為

石
川
県

㈠
三
五
〇
〇
基
の
古
墳
分
布

飛
騨
地
方
を
除
い
た
県
内
の
古
墳
分
布
を
み
る
と
、
東
西
に
帯
 

状
に
広
が
っ
て
い
る
。
大
垣
市
周
辺
•

揖
斐
郡
南
部
.

岐
阜
市
北
 

部
•

各
務
原
市
.

可
児
市
•

土
岐
市
と
続
き
、
ち
ょ
う
ど
濃
尾
平
 

野
を
と
り
ま
く
山
す
そ
に
は
り
つ
い
た
よ
う
な
形
で
分
布
し
て
い
 

る
。
こ
の
よ
う
な
分
布
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
地
形
と
深
く
か
 

か
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
県
内
各
地
の
山
の
中
か
ら
海
中
 

生
物
の
化
石
が
大
量
に
発
見
さ
れ
て
お
り
、
今
の
陸
地
の
多
く
は
 

人
間
が
出
現
す
る
前
の
大
昔
に
は
海
の
中
に
沈
ん
で
い
た
。
海
津
郡
 

南
濃
町
に
あ
る
庭
田
貝
塚
か
ら
考
え
る
と
'

 

縄
文
時
代
の
海
岸
線
 

は
、
現
在
の
標
高一

〇
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
 

海
岸
線
は
徐
々
に
退
き
、
古
墳
時
代
に
は
、
伊
勢
湾
の
最
北
端
が
 

津
島
市
南
部
ま
で
南
下
し
た
。
ま
た
、
川
筋
も
今
と
は
大
分
違
っ
 

て
い
た
。
木
曾
川
は
天
正
一
四
年
(

一
五
八
八
年
)

の
大
洪
水
で
現
 

在
の
流
れ
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
、
岐
阜
市
の
近
く
を
流
れ
 

て
い
た
。
長
良
川
も
古
墳
時
代
は
、
岐
阜
市
の
最
北
端
に
あ
る
内
 

山
古
墳
近
く
を
通
り
、
山
県
郡
高
富
町
を
経
て
、
今
の
伊
自
良
川
 

を
ル
—
卜
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
"

幻
の
長
良
川
"
と
も
い
わ
 

れ
て
い
る
。
治
水
工
事
は
行
わ
れ
ず
'

 

川
-{i自
然
の
ま
ま
ゆ
っ
た
 

り
と
流
れ
て
い
た
。
大
雨
が
降
れ
ば
川
は
あ
ふ
れ
平
地
に
は
湿
地
 

が
で
き
た
。
こ
う
し
た
湿
地
を
水
田
に
利
用
し
、
人
が
住
み
つ
い
 

た
と
こ
ろ
は
、
湿
地
よ
り
一
段
高
い
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
濃

美
澳
国
分
寺
跡
.
1

道
占
；

■r

尾
平
野
を
と
り
ま
く
山
す
そ
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。

避
鎖
状
の
こ
の
古
墳
分
布
が
、
県
内
で
も
っ
と
も
古
い
東
山
道
 

の
ル
|
卜
と
重
な
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
(

図
10)
東
， 

山
道
は
、
近
江
(

滋
賀
県
)

か
ら
信
濃
(

長
野
県
)

へ
抜
け
る
道
で
、 

大
和
朝
廷
が
東
方
を
支
配
す
る
重
要
な
路
線
で
あ
っ
た
。
東
山
道
 

に
駅
が
置
か
れ
、
こ
の
道
が
正
式
に
成
立
し
た
の
は
、.
律
令
制
が
 

し
か
れ
た
八
世
紀
の
は
じ
め
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
人
 

々
は
こ
こ
を
通
り
'

 

往
来
が
ひ
ん
ぱ
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
考
 

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
「岐
阜
」
は
、
大
和
朝
廷
の
 

東
方
進
出
の
要
路
に
あ
た
り
、
そ
の
拠
点
と
し
て
栄
え
た
。

県
内
に
古
墳
の
数
が
多
い
の
は
、
古
墳
群
が
多
い
こ
と
と
も
か
 

か
わ
り
が
あ
る
。
古
墳
時
代
の
初
期
に
は
'

 

ご
く
限
ら
れ
た
人
の
 

墓
し
か
造
ら
な
か
っ
た
が
'

 

後
期
に
な
る
と
小
さ
な
集
落
で
も
族
 

長
や
一
族
の
者
が
死
ぬ
と
古
墳
を
造
っ
て
埋
葬
す
る
よ
う
に
な
り
、 

い
く
つ
も
の
古
墳
が
か
た
ま
っ
て
築
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

県
内
の
代
表
的
な
古
墳
群
は
、
揖
斐
郡
池
田
町
の
®m1成
寺
古
墳
 

群
.

池
田
北
部
古
墳
群
、
同
大
野
町
の
野
古
墳
群
、
岐
阜
市
の
長
 

良
古
墳
群
な
ど
で
あ
り
、一

〇
〇
基
余
の
古
墳
が
か
た
ま
っ
て
い
 

る
。
こ
う
し
た
大
規
模
な
も
の
か
ら
、
二
〜
三
〇
基
の
小
さ
な
古
 

坡
群
が
県
内
に
分
布
し
て
お
り
、
県
内
、
三
五
〇
〇
基
余
の
古
墳
 

の
ほ
と
ん
ど
が
こ
う
し
た
古
墳
群
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
古
墳
の
大
き
さ
は
、
せ
い
ぜ
い一

〇
メ
—
ト
ル
前
後
で
 

あ
り
'

 

形
は
円
墳
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。



1

二又一号墳一

㈡
県
内
の
代
表
的
な
古
墳

三
五
〇
〇
基
余
存
在
す
る
県
内
の
古
墳
の
中
か
ら
、
代
表
的
な
 

古
墳
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
規
模
の
大
き
な
古
墳
、 

装
飾
古
墳
、
前
期
の
古
墳
な
ど
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
た
い
。

〃
東
海
地
方
唯
一
の
装
飾
古
墳
〃

県
内
ば
か
り
か
東
海
地
方
唯
一
の
装
飾
古
墳
 

は
、
養
老
郡
上
石
津
町
の
「二
又
一
号
古
墳
」
で
あ
る
。
二
又
支
 

群
六
基
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
形
は
円
墳
で
、
直
径
一
五
メ
ー
 

ト
ル
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
あ
る
。
内
部
構
造
は
横
穴
式
 

石
室
で
、
羨
道
の
入
口
か
ら
墳
丘
を
と
り
ま
く
よ
う
に
葺
石
が
敷
 

き
つ
め
ら
れ
て
い
た
。
石
室
は
、
全
長
六
•

五
メ
—
ト
ル
、
玄
室
 

の
長
さ
四
.

七
メ
—
ト
ル
、
奥
壁
幅
ニ
メ
ー
ト
ル
、
入
口
幅
一
.

 

五
メ
—
ト
ル
、
高
さ一

•

九
メ
—
1
գル
の
さ
し
て
大
き
い
も
の
で
 

は
な
い
。
た
だ
石
室
一
面
が
朱
の
顔
料
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
装
飾
は
、
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
で
大
和
朝
廷
で
 

さ
え
特
別
の
場
合
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
朱
塗
り
形
 

式
は
、
大
和
に
発
生
し
、
西
は
九
州
ま
で
広
が
り
、
東
は
岐
阜
県
 

が
限
界
で
あ
る
。
朱
塗
り
形
式
は
、
装
飾
古
墳
の
も
っ
と
も
古
い
 

も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
赤
青
の
二
色
塗
り
、
人
物
画
'

 

動
物
画
な
 

ど
の
刻
線
画
と
変
化
し
、
最
後
は
高
松
塚
の
よ
う
な
多
色
塗
り
の
 

写
実
画
と
な
つ
た
。
高
松
塚
の
よ
う
な
き
ら
び
や
か
さ
こ
そ
な
い
 

が
、
古
代
の
ロ
マ
ン
を
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ
る
。

「_
大
塚
裏|
〃
県
下
最
大
規
模
の
前
方
後
円
墳
〃

_——
^
^

-
-
-
^
県
下
最
大
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
昼
飯
大

塚
古
墳
は
、
大
垣
市
昼
飯
町
大
塚
地
内
に
あ
り
、
平
地
の
中
に
ど
 

っ
し
り
と
た
た
ず
ん
で
い
る
。

こ
の
古
墳
は
、
全
長
ニ
ニ
七
メ
—
ト
ル
、
後
円
部
は
直
径
八
三
 

.

七
メ
—
ト
ル
で
高
さ
 

一
ー
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
は
幅
六
九
メ
ー
 

ト
ル
で
高
さ
七
•

三
メ
I
ト
ル
で
あ
る
。
ま
る
で
小
山
の
よ
う
で
 

あ
る
。
古
墳
の
外
周
に
は
幅
一
四
メ
ー
ト
ル
の
濠
を
め
ぐ
ら
し
て
 

い
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
埴
輪
.

葺
石
を
伴
う
。

内
部
の
主
体
は
、
墳
丘
の
頂
上
か
ら
一
•

五
メ
—
ト
ル
下
に
つ
 

く
ら
れ
た
竪
穴
式
石
室
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
初
期
の
段
階
の
古
墳
は
、
前
方
後
円
墳
が
多
い
。 

円
満
寺
古
墳
(

南
濃
町
)

、
長
塚
古
墳
(

大
垣
市
)

、
遊
漱
古
墳
(

同
)

、 

鎧
塚
古
墳
(

岐
阜
市
)

、
琴
災
古
墳
(

同
)

な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
 

の
で
あ
る
。

岐
阜
市
に
あ
る
琴
塚
古
墳
は
、
円
形
と
四
角
形
を
つ
な
ぎ
合
わ
 

せ
た
形
の
"

前
方
後
円
"
の
姿
を
今
も
は
っ
き
り
と
と
ど
め
て
い
 

る
。
全
長
一一

五
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
直
径
六
九
メ
—
ト
ル
で
高
 

さ
一
〇
.

五
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
七
四
.

ニ
メ
—
ト
ル
で
高
さ
 

七
•

八
メ
ー
ト
ル
の
県
下
第
三
位
の
規
模
を
持
つ
古
墳
で
あ
る
。 

周
潦
は
県
下
唯
一
の
二
重
濠
で
、
内
濠
の
幅
一
八
.

ニ
メ
ー
ト
ル
 

外
^
の
幅
は
七
•

ニ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
境
の
堤
の
幅
は
一
四
.

五
 

メ
I
-
ル
あ
る
。
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写真19三角縁波文帯三神三獣鏡（円満寺古墳出土） 写真18三角縁獣文帯四神四獣鏡（龍門寺一号古墳出土）

一
龍
門
寺
裏|

〃
卑
弥
呼
に
近
ず
く
銅
鏡
出
土
"

_-
-
^-
-
^
昭
和
三
六
年
三
月
、
岐
阜
市
長
良
真
福
寺
字

龍
門
寺
の
「龍
門
寺
一
号
古
墳
」
が
、
宅
地
造
成
さ
れ
る
こ
と
に
 

な
り
発
掘
調
査
さ
れ
た
。

こ
の
古
墳
は
、
高
さ
約
三
メ
 

—
ト
ル
、
直
径
一
七
メ
ー
ト
ル
、 

封
土
の
ま
わ
り
に
は
三
〇
〜
五
〇
セ
ン
チ
メ
—
ト
ル
の
葺
石
を
敷
 

き
、
円
筒
埴
輪
や
形
象
埴
輪
を
並
べ
、
多
く
の
副
葬
品
を
持
つ
四
 

世
紀
後
半
の
円
墳
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

副
葬
品
の
中
か
ら
、「三
角
繼
獣
文
斯
四
術
四
獣
鏡
」
と
名
付
け
 

ら
れ
た
銅
鏡
が
見
つ
か
っ
た
。
直
径
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
 

さ
ー
セ
ン
チ
余
り
の
円
い
鏡
は
、
遠
く
三
国
時
代
(

紀
元
ニ
ニ
〇
〜
 

二
八
〇
年
)

に
つ
く
ら
れ
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
舶
載
鏡
で
あ
る
。 

中
国
の
史
書
『魏
志
倭
人
伝
■_に
ょ
れ
ば
、
卑
弥
呼
か
ら
の
朝
貢
 

に
対
し
、
魏
王
は
下
賜
品
と
し
て
、
卑
弥
呼
に
銅
鏡
一
〇
〇
枚
を
 

与
え
た
と
い
ぅ
。

こ
の
鏡
の
行
方
は
、
正
確
に
は
わ
か
っ
て
は
い
な
い
が
'

 
こ
の
 

龍
門
寺
一
号
古
墳
か
ら
出
土
し
た
銅
鏡
は
、
「卑
弥
呼
の
鏡
ら
し
 

い
」
も
の
の
一
枚
だ
と
い
わ
れ
る
。
(

舶
載
鏡
は
こ
ぅ
い
わ
れ
る
)

 

こ
の
鏡
と
同
じ
綺
型
で
つ
く
ら
れ
た
鏡
は
、
京
都
の
大
塚
山
古
墳
 

で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
古
鏡
が
な
ぜ
岐
阜
の
地
に
伝
え
 

ら
れ
、
古
墳
の
中
に
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
秘
の
ベ
ー
 

ル
に
包
ま
れ
た
弥
生
の
女
王
卑
弥
呼
は
、
遠
い
中
国
か
ら
渡
っ
て
 

き
た
こ
の
鏡
を
与
え
臣
従
を
誓
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

「龍
門
寺
一
号
古
墳
」
に
み
ら
れ
る
舶
載
鏡
を
有
す
る
古
墳
は
、 

県
内
で
は
今
の
と
こ
ろ
一
〇
基
ほ
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

南
濃
町
の
円
満
寺
古
墳
か
ら
三
角i

波
尤
帯
三
神
三
獣
鏡
ほ
か
 

二
面
、
赤
坂
町
の
長
塚
古
墳
か
ら
も
波
文
帯
三
神
三
獸
鏡
ほ
か
二
 

面
、
我
が
各
務
原
市
の
—1'輪

UJJ古
墳
か
ら
も
三
角
縁
波
文
帯
四
神
 

二
獸
鏡
が
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
て
い
る
。

こ
ぅ
し
た
古
墳
か
ら
出
土
す
る
三
角
縁
神
獣
鏡
(

舶
載
鏡
)

は
、 

こ
の
地
方
の
豪
族
が
大
和
朝
廷
に
従
っ
た
し
る
し
に
、
朝
廷
か
ら
 

贈
ら
れ
た
銅
鏡
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
大
和
朝
廷
の
勢
力
が
、
西
濃
.

南
濃
地
方
を
 

中
心
に
、
し
だ
い
に
東
へ
広
が
つ
て
い
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

古!!i群 墳 名 墳 形 内部構i 鏡

不 破
親
遊
艮
宮

ケ谷
塚
塚

代某墳

前ブ
「出,

']
後円 
後円

粘
粘
粘

土
土
土

mm
m

14

6（舶3）

ぼ 城 塚 前ブ1 麦円 竪ブ’式石室 1（舶）

本 巣 舟1K山24号 円 粘 土 w 5（舶1>

岐 北
坂
m
鎧
内

尻 
門寺 

塚 
山

前ブ
前:）

円
円
-後円 
■■•後円

粘
粘
竪プ
粘

土
土
C式T 
土

m
槨
室m

3（舶1） 
3（舶2）

2（舶）

各? 一 輪山 円 ? 1（舶）

可 児
白
御
野

山

中 前—
円
円
•7後円

粘
粘

土
土
t式石

槨
m
室

2
3（舶1）

1

海 津
円
行
柬
満寺 
基寺 
天神

前—5後円
円
円

S-/
粘
粘

、至：5 室
m
槨

3（舶）
4

2（*1）



三
、
古
墳
文
化
の
展
開

県
内
に
お
け
る
も
っ
と
も
古
い
古
墳
は
、
海
津
郡
南
濃
町
の
円
 

満
寺
古
墳
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
こ
の
古
墳
は
、
京
都
の
 

大
塚
山
古
墳
の
よ
う
な
中
国
製
の
三
角
縁
神
獣
鏡
と
若
千
の
鉄
製
 

品
の
み
を
副
葬
し
た
古
式
の
竪
穴
式
石
室
を
持
つ
前
I
期
の
も
の
 

で
あ
る
。
前
I
期
の
古
墳
は
、
県
内
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
円
満
寺
 

古
墳
た
だ
一
基
で
あ
る
。
そ
の
後
の
、
舶
載
•

彷
製
の
三
角
縁
神
 

獣
鏡
と
多
数
の
玉
類
や
碧
玉
製
腕
輪
類
•

甲
胄
•

武
器
類
を
有
す
 

る
前
n
期
の
古
墳
は
、
美
濃
の
主
要
地
域
の
ほ
と
ん
ど
を
お
お
っ
 

て
い
る
こ
と
も
先
に
み
た
。

図
11は
、
美
濃
地
方
の
古
式
、
あ
る
い
は
規
模
.

出
土
品
な
ど
 

か
ら
み
て
有
力
と
思
わ
れ
る
古
墳
の
分
布
の
よ
う
す
で
あ
る
。
こ 

の
図
を
よ
く
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
り
を
み
せ
な
が
ら
広
 

が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
古
墳
時
代
の
後
期
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
中
心
 

に
し
な
が
ら
、
古
墳
群
が
急
激
に
増
加
し
、
美
濃
地
域
全
体
を
お
 

お
い
つ
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
古
墳
文
化
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
ひ 

と
つ
ひ
と
つ
の
古
墳
を
取
り
上
げ
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、 

顕
著
と
思
わ
れ
る
古
墳
や
古
墳
群
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
る
こ
と
 

に
す
る
。

そ
こ
で
、
便
宜
上
美
濃
地
方
の
古
墳
群
を
四
地
域
に
分
け
て
ま
 

と
め
る
こ
と
に
す
る
。
㈠
揖
斐
川
流
域
㈡
長
良
川
流
域
㈢

木
 

曽
川
流
域
㈣
三
川
下
流
域
の
四
地
域
で
あ
る
。

_-
-

^
揖
斐
川
流
域
に
含
ま
れ
る
古
墳
分
.

-

|

 
布
区
域
は
'

 

薮
川
よ
り
西
の
不
破
 

.

揖
斐
両
郡
に
渡
り
、
南
北
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
五
キ
 

ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
「不
破
古
墳
 

群
」
「揖
斐
西
部
古
墳
群
」
「揖
斐
東
部
古
墳
群
」
と
呼
ば
れ
る
 

古
墳
群
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

〈揖
斐
川
流
域
の
主
要
古
墳
〉

•

雛
ヶ
欲
古
墳
(

垂
井
町
)

池
田
山
の
南
端
一
九
三
メ
ー
ト
ル
の
 

頂
部
に
位
置
す
る
円
墳
。
鏡
、
石
製
品
な
ど
多
数
出
土
。

•

南
大
塚
古
墳
(

垂
井
町
)

一
辺
二
五
メ
—
ト
ル
、
高
さ
約
六
メ
 

—
ト
ル
の
二
段
築
成
の
方
墳
。
巨
石
を
使
っ
た
横
穴
式
石
室
 

を
持
ち
、
全
長
一
五
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
も
の
で
あ
る
。

•

 m
l
古
墳
群
(

赤
坂
町
)

金
生
山
西
南
麓
の
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
 

丘
の
頂
部
に
前
方
後
円
墳
一
基
、
円
墳
二
基
が
あ
る
。
多
く
 

の
出
土
品
有
。
円
筒
埴
輪
、
葺
石
を
有
す
る
。

•

花
岡
山
古
墳
群
(

大
垣
市
町
)

前
方
後
円
墳
二
基
、
円
墳
 

三
二
基
、
第
五
号
墳
か
ら
人
骨
一
七
体
が
出
土
し
て
い
る
。

•

長
塚
古
墳
(

赤
坂
町
)

前
方
後
円
墳
で
埴
輪
を
伴
ぅ
。
舶
載
三
 

角
縁
神
獣
鏡
、
伉

M?.鏡
三
面
、
玉
類
等
が
多
数
出
土
。

•

 &

古
墳
群
(

揖
斐
郡
大
野
町
)

前
方
後
円
墳
五
基
、
円
墳
七
基
 

の
大
規
模
な
古
墳
を
中
心
に
し
て
二
〇
〇
基
を
こ
す
小
古
墳
 

を
伴
ぅ
大
古
墳
群
で
あ
る
。

•

瞰
舶
寺
古
墳
群
(

揖斐郡池田町
)

一
〇
七
基
の
大
古
墳
群
。
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|

長
良
"
荒
域
の
古
墳|

こ
の
地
域
に
含
ま
れ
る
範
囲
は
、
薮

-
-
-
-
-
^
川
以
西
、
長
良
川
以
北
で
、
岐
阜
市

北
半
分
•

山
県
郡
.

武
儀
郡
.

関
市
.

美
濃
市
•

美
濃
加
茂
市
.

 

郡
上
郡
と
い
ぅ
広
大
な
地
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
を
大
 

き
く
分
け
る
と
、
本
巣
古
墳
群
.

岐
北
古
墳
群
.

武
儀
古
墳
群
.

 

加
茂
古
墳
群
•

そ
の
他
の
五
群
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
中
心
を
な
 

す
の
は
、
本
巣
古
墳
群
(

文
珠
.

舟
木
山
.

黒
野
な
ど
の
支
群
を
有
 

し
て
い
る
)

と
岐
北
古
墳
群
(

長
良
.

常
磐
.

鷲
山
.

岩
野
田
.

三
輪
 

な
ど
の
支
群
を
有
し
て
い
る
)
の
二
つ
の
古
墳
群
で
あ
る
。

〈長
良
川
流
域
の
主
要
古
墳
〉

•

舟
木
山
古
墳
群
(

糸
貫
町
•

本
巣
町
•

岐
阜
市
の
境
所
在
)

二
七
 

基
の
円
墳
を
有
す
る
。
二
四
号
填
か
ら
舶
載
の
銘
獣
文
鏡
が
 

出
土
し
て
い
る
。

•

鎧
塚
古
墳
(

岐
阜
市
岩
崎
眉
山
所
在
)

全
長
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
 

前
方
後
円
墳
で
、
鎧
が
出
土
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

•

坂
尻
古
墳
(

岐阜市城田寺所在
)

舶
載
の
獣
文
帯
三
神
三
獣
 

鏡
を
出
土
し
た
。
直
径
三
〇
メ
—
ト
ル
の
円
墳
。

•

龍
門
寺
一
号
墳
〇
一
八
べ
ー
ジ
参
照
)

。

•

内
山
古
墳
(

岐
阜
市
太
郎
丸
所
在
)

前
方
後
円
墳
で
舶
載
の
三
 

角
縁
四
神
四
獣
鏡
他
一
面
の
銅
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。

•

瀬
尻
方
墳
(

関
市
小
瀬
所
在
)

関
市
の
代
表
的
な
方
墳
で
あ
る
。

n
I
I
n
^l1

岐
阜
市
東
方
か
ら
各
務
原
市
の
古
墳
群
.

木
曾
川
中
流
域
の
可
 

児
古
墳
群
.

多
治
見
以
東
の
諸
地
域
に
分
散
す
る
各
古
墳
群
の
三
 

地
域
で
あ
る
。
(

各
務
原
地
域
は
後
述
す
る
)

〈木
曾
川
流
域
の
主
要
古
墳
〉

•

瑞
龍
寺
山
古
墳
群
(

岐
阜
市
)

金
華
山
か
ら
南
に
の
び
た
標
高
 

一
五
〇
メ
—
ト
ル
程
の
支
丘
に
分
布
す
る
古
墳
群
。
四
四
基
 

の
円
墳
か
ら
成
る
。
弥
生
時
代
の
岐
阜
市
南
部
の
中
心
地
で
 

あ
っ
た
。
弥
生
の
集
落
跡
や
銅
鐸
が
出
土
し
て
い
る
。

•

琴
塚
古
墳
(

岐
阜
市
)

県
下
第
三
位
の
前
方
後
円
墳
。

•

前
波
古
墳
群
(

可
児
市
)

可
児
古
墳
群
の
中
心
的
地
位
を
占
め
 

る
。
首
吊
塚
古
墳
と
い
ぅ
珍
ら
し
い
名
の
古
墳
が
あ
る
。

•

野
中
古
墳
(

御
嵩
町
)

彷
製
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
出
土
し
た
。 

全
長
五
八
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。

•

身
隠
山
古
墳
(

可
児
市
)

白
山
古
墳
と
御
嵩
古
墳
の
二
基
か
ら
 

成
り
、
鏡
、
石
製
品
な
ど
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
た
。

•

東
寺
山
古
墳
(

御
嵩
町
)

二
基
の
ぅ
ち
一
基
は
、
県
下
唯
一
の
 

前
方
後
方
墳
で
あ
る
。
全
面
に
葺
石
が
み
ら
れ
る
。

•

荒
神
塚
古
墳
(

瑞
浪
市
)

直
径
五
七
メ
ー
ト
ル
の
県
下
第
二
位
 

の
円
墳
で
あ
る
。

東
濃
地
方
に
お
け
る
古
墳
は
、
数
も
や
や
少
な
く
、
六
.

七
世
 

紀
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
前
期
の
も
の
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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三
川
下
流
域
の
古
墳

揖
斐
•

長
良
.

木
曾
三
川
の
下
流
域
 

の
古
墳
群
は
、
牧
田
川
以
北
の
養
老
 

北
部
古
墳
群
.

牧
田
川
以
南
の
養
老
南
部
古
墳
群
.

海
津
古
墳
群
 

の
三
地
域
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈養
老
北
部
古
墳
群
〉

南
宮
山
の
南
麓
の
上
石
津
町
お
よ
び
養
老
町
の
一
部
を
含
め
 

た
牧
田
川
北
岸
一
帯
の
地
域
に
分
布
す
る
古
墳
群
で
あ
る
。
古
 

墳
群
と
し
て
は
小
規
模
で
あ
る
が
、
近
江
か
ら
濃
尾
平
野
へ
の
 

通
路
と
し
て
重
要
地
域
で
あ
る
。
二
又
古
墳
が
含
ま
れ
る
。

〈養
老
南
部
古
墳
群
〉

養
老
山
地
の
東
山
麓
扇
状
地
や
山
腹
に
古
墳
が
南
北
に
点
々
 

と
連
な
り
、
一
大
古
墳
群
を
形
成
し
て
い
る
。

〈海
津
古
墳
群
〉

養
老
山
地
の
南
半
分
、
海
津
郡
の
山
地
の
東
山
麓
に
あ
る
。 

こ
こ
に
は
、
県
下
唯
一
の
庭
田
.

羽
沢
貝
塚
が
あ
る
。
県
最
古
 

の
円
満
寺
古
墳
(

前
述
)

と
天
神
古
墳
か
ら
は
、
舶
載
の
三
角
縁
 

神
獣
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。

〈主
要
な
古
墳
〉

。二
又
一
号
填
—
養
老
郡
h
石
津
町
二
又
に
あ
る
装
飾
古
墳
。

。円
満
寺
古
墳
—
南
濃
町
庭
田
、
全
長
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
前
方

後
円
墳
で
、
舶
載
鏡
三
面
が
出
土
し
、
県
内
最
古
の
古
墳
と

し
て
有
名
で
あ
る
。

第
三
章

各
務
原
市
の
古
墳



、
古
墳
分
布
と
そ
の
特
徴

古
墳
の
出
現

弥
生
時
代
に
は
じ
ま
る
水
稲
耕
作
の
進
展
は
、 

生
産
力
を
高
め
、
生
活
習
慣
や
社
会
的
な
つ
 

な
が
り
ま
で
を
も
揺
り
動
か
し
、
根
本
か
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
表
れ
が
古
墳
で
あ
る
。
古
墳
は
、
土
を
盛
り
あ
げ
て
築
 

い
た
特
別
な
墓
(

高
塚
式
墳
墓
)

で
、
そ
こ
に
は
水
稲
耕
作
の
発
展
 

に
と
も
な
い
、
土
地
支
配
の
権
力
者
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
首
 

長
が
埋
葬
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
支
配
者
、
被
支
配
者
の
関
係
 

が
生
じ
た
こ
と
を
示
し
、
支
配
者
が
権
力
の
象
徴
と
し
て
、
地
上
 

に
壮
大
な
墳
丘
を
持
つ
古
墳
を
築
く
だ
け
の
生
産
力
を
持
っ
た
こ
 

と
を
示
し
て
い
る
。

古
墳
は
弥
生
時
代
に
続
く
四
世
紀
頃
か
ら
築
か
れ
は
じ
め
、
四
 

世
紀
末
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
は
壮
大
な
も
の
と
な
り
、
七
世
紀
 

ま
で
続
い
た
。

古
墳
が
は
じ
め
て
造
ら
れ
た
こ
ろ
は
、
前
方
後
円
墳
が
多
く
、 

そ
こ
に
住
む
人
々
と
神
と
を
結
ぶ
良
祀
の
場
所
で
も
あ
っ
た
。
つ 

ま
り
、
前
方
後
円
墳
の
後
円
部
に
竪
穴
石
室
を
造
り
首
長
を
埋
葬
 

し
、
前
方
部
は
共
同
体
の
人
々
の
祭
祀
の
場
所
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
古
墳
を
築
く
場
所
は
共
同
体
の
居
住
地
の
見
お
 

ろ
せ
る
近
く
の
山
や
丘
陵
、
台
地
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

そ
の
後
、
大
和
朝
廷
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
'

 

権
力
の
象
徴
と
し

て
の
古
墳
と
い
う
色
彩
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
大
規
模
な
 

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
時
が
経
つ
と
、
集
落
の
長
や
 

一
族
の
者
、
戸
主
ま
で
が
墳
墓
を
造
る
よ
う
に
な
り
、
急
激
に
 

墳
墓
の
群
れ
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
各
地
に
 

多
く
の
古
墳
群
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
古
墳
発
生
の
波
は
、
我
が
各
務
原
市
に
も
押
し
寄
せ
 

て
き
た
の
で
あ
る
。

各
務
原
市
に
は
、
総
数
六
〇
〇
基
あ
ま
り
の
 

古
墳
が
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

古
墳
の
分
布

市
の
古
墳
分
布
図
を
な
が
め
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
北
部
の
 

山
す
そ
や
南
部
の
丘
陵
地
に
分
布
し
、
市
の
中
央
部
を
占
め
る
東
 

西
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
〜
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
各
務
原
 

台
地
上
に
は
あ
ま
り
分
布
し
て
い
な
い
。
数
少
な
い
台
地
上
の
古
 

填
は
、
台
地
の
縁
部
に
位
置
し
中
央
部
に
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
ょ
ぅ
な
分
布
を
み
せ
る
の
は
、
当
時
の
水
稲
耕
作
が
弥
生
 

時
代
と
同
じ
ょ
ぅ
に
中
小
河
川
沿
い
や
山
沿
い
の
低
湿
地
に
広
が
 

り
、
居
住
地
域
が
付
近
の
自
然
堤
防
沿
い
や
下
位
段
丘
、
中
位
台
 

地
の
縁
部
に
位
置
し
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。
同
時
に
、
古
墳
 

が
共
同
体
の
見
渡
せ
る
場
所
に
築
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
 

あ
る
。

四
〜
五
世
紀
の
前
期
の
古
墳
分
布
は
、
柄
山
.

長
塚
.

琴
塚
古
 

填
を
中
心
と
す
る
「ナ
カ
勢
力
」
と
、
把
の
塚
.

衣
裳
f
 

•
一
輪
 

山
古
墳
を
中
心
と
す
る
「ウ
ヌ
マ
勢
力
」
に
分
け
ら
れ
る
。

墳
墳
一
 

*.古 
山
後

：

 

柄
山
 

⑤
10̂

群
群

}

稍

kite.

安
上

24山

会
群
古
 

墳
野
 

37古
天

 
東

群

 
洞

46 

一m
群 

古

墳

41 

i

林
古
 
群 

御
谷
 
墳
 

.J
墳
古

 

一
古
前

削 
利 

一
群
 
伊
 

墳
 
大

51古
墳

 
群

群
墳

 

野

古

64墳

墳
古

畑

場

14墳
0

 

南
市
 
古

群
島
群
熊
 

::

墳
 

古

27

向

18山群

22古

 

13墳

場

 

古
 
的 

山
墳

群
東
古
㉖

 

坩
 
前
 

古

17林

 

洞 
市
群 群 墳

古

36ご
山

 

北
跡

 
さ

50 

山
遺

 
ひ

45 

畑
群
洞
 

広

墳

«

 

1
古

⑩
群
. 

3
 

3

 
古

 

船
群
山
 

墳
墳
務
 

古

35古
各

 

塚 
西 

大

 
洞
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一…

つ
こ
—
~|つ
—

一 
市
内
六
〇
〇
基
の
古
墳
の
立
地
す
 

I

古
墳
の
立
地
上
の
特
色

I  
一、

__
_
_
_
_
_
^

 

る
地
形
を
み
る
と
次
の
よ
ぅ
に
分

け
る

f

 j

と
が
で
き
る
。

㈠
山
頂
お
ょ
び
丘
陵
尾
根
上
に
立
地
す
る
も
の
。

代
表
的
な
も
の
に
柄
山
古
墳
が
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
独
 

立
し
た
丘
陵
の
柄
山
(

標
高
四
ー
メ
ー
ト
ル
)

の
山
頂
を
利
 

用
し
て
築
い
た
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
こ
の
他
に
'

 

権
現
 

山
古
墳
群
(

那
加
)

、
東
山
古
墳
群
(

蘇
原
)

、
村
国
古
墳
群
 

(

各
務
)

、
桑
原
野
古
墳
群
(

鵜
沼
)

な
ど
が
属
す
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
低
位
丘
陵
上
に
立
地
し
て
い
る
。 

一
番
高
所
に
立
地
す
る
の
は
、
権
現
山一

五
号
填
で
標
高
 

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
所
で
あ
る
。

㈡
山
麓
.

山
腹
に
立
地
す
る
も
の
。

本
市
の
古
墳
の
大
部
分
が
こ
こ
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
は
 

後
期
の
古
墳
群
を
形
成
す
る
も
の
が
多
い
。

㈢
中
位
台
地
(

各
務
原
台
地
)

上
に
立
地
す
る
も
の
。

坊
の
塚
.

衣
裳
塚
.
一
輪
山
古
墳
'

 
ふ
な
塚
.

星
塚
古
 

墳
、
そ
し
て
、
大
牧
古
墳
群
が
こ
れ
に
属
す
る
。

㈣
中
、
下
位
段
丘
な
ど
の
平
地
に
立
地
す
る
も
の
。

南
塚
古
墳
、
西
市
場
.

山
後
古
墳
群
(

那
加
)

、
宝
積
寺
 

古
墳
群
、
狐
村
国
真
墨
田
神
社
古
墳
(

鶴
沼
)

坂
井
狐
 

塚
古
墳
(

蘇
原
)

な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。

特
色
の
あ
る
古
墳

古
墳
の
形

古
墳
は
地
上
に
壮
大
な
墳
丘
を
持
っ
た
高
塚
で
 

あ
る
た
め
'

 

そ
の
外
形
に
ょ
り
前
方
後
円
墳
.

 

前
円
後
円
墳
(

双
円
墳
)
•

円
墳
.

前
方
後
方
墳
•

方
墳
な
ど
に
分
 

類
さ
れ
る
。
一
般
的
に
は
'

 

前
方
後
円
墳
や
円
墳
が
多
く
、
ょ
く
 

知
ら
れ
て
い
る
。

各
務
原
市
域
の
前
方
後
円
墳
は
、
県
下
第
二
位
の
規
模
を
有
す
 

る
坊
の
塚
古
墳
(

全
長
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
)

、
柄
山
古
墳
を
代
表
と
 

し
て
、
そ
の
他
に
、
南
塚
古
墳
、
的
場
古
墳
、
野
口
南
大
塚
古
墳
、 

坂
井
狐
塚
古
墳
、
洞
ひ
さ
ご
塚
古
墳
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

土
山
古
墳
、
ふ
な
塚
古
墳
は
'

 

ま
だ
不
明
で
あ
る
。

円
墳
は
、
市
に
分
布
す
る
六
〇
〇
基
の
古
墳
の
大
部
分
を
占
め
 

て
お
り
、
後
期
の
古
墳
群
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。 

直
径
五
ニ
メ
ー
ト
ル
の
衣
裳
塚
古
墳
は
、
県
下
最
大
規
模
を
持
つ
 

円
墳
で
あ
る
。
金
氣

#?.古
墳
は
三
七
メ
—
ト
ル
の
円
墳
で
あ
る
。

古
墳
を
築
く
た
め
に
石
 

を
運
ん
だ
り
、
濠
を
掘

古
墳
の
外
部
施
設
と
内
部
主
体

I

つ
た
り
、
盛
土
を
も
り
あ
げ
る
た
め
に
多
く
の
労
力
を
必
要
と
し
 

た
。墳

丘
は
人
工
的
に
土
盛
り
を
し
て
築
く
た
め
雨
風
で
崩
れ
土
砂
 

が
流
れ
や
す
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
墳
丘
に
葺
石
を
ふ
い
た
古
墳
 

が
あ
る
。
柄
山
.

坊
の
塚
.

ふ
な
塚
古
墳
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。 

「馗
倫J

を
有
し
た
古
墳
は
、
坊
の
塚
.

柄
山
•

土
山
古
墳
と
三
 

井
山
北
古
墳
群
の
一
基
の
計
四
基
の
み
で
あ
る
。
柄
山
古
墳
か
ら
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め
ず
ら
し
い
鶏
頭
馗
輪
が
出
土
し
て
い
る
。

「石
室
」
を
有
す
る
古
墳
-
石
室
に
は
、
翌
穴
式
石
室
と
横

穴
式
石
室
が
あ
る
。

竪
穴
式
石
室
を
有
す
る
の
は
、
坊
の
塚
古
墳
だ
け
で
あ
る
。
こ 

の
形
式
の
石
室
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
し
 

た
が
っ
て
、
そ
れ
ょ
り
古
い
一
輪
山
古
墳
や
柄
山
古
墳
な
ど
は
石
 

室
が
不
明
で
あ
る
が
竪
穴
式
石
室
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

横
穴
式
石
室
は
後
期
(

六
世
紀
以
降
)

の
古
墳
の
特
徴
の
一
つ
を
 

示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
石
室
は
、
追
葬
が
可
能
で
家
族
墓
的
性
 

格
を
持
っ
て
い
る
。
山
日
向
古
墳
群
、
西
洞
山
古
墳
群
、
二
の
宮
 

神
社
古
墳
、
手
力
雄
神
社
西
.

東
古
墳
な
ど
多
数
の
古
墳
に
見
ら
 

れ
る
。
な
か
で
も
、
熊
田
山
南
古
墳
群
一
号
墳
は
巨
石
墳
で
あ
り
、 

市
内
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。

「石
棺
」
を
有
す
る
古
墳
——

穴
式
石
室
の
内
部
に
石
棺
を
 

有
す
る
古
墳
は
、
市
内
で
は
大
牧
一
号
墳
(

陵
南
小
学
校
校
庭
)
'

ふ 

な
塚
古
墳
(

大
牧
団
地
北
)

、
狐
塚
古
墳
(

鵜
沼
第
一
小
学
校
西
)
'

松
 

田
古
墳
'

 

山
日
向
一
六
号
墳
の
五
基
で
あ
る
。
松
田
古
墳
の
石
棺
 

は
組
石
石
棺
で
、
他
の
四
基
は
家
形
石
棺
で
あ
る
。
(

大
牧
一
号
填
、 

ふ
な
塚
古
墳
、
狐
塚
古
墳
の
石
棺
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
)

「副
葬
品
」
は
、
古
墳
の
石
室
内
に
死
体
と
一
緒
に
副
葬
さ
れ
 

た
品
々
で
、
前
期
と
後
期
と
で
は
様
相
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
前
 

期
で
は
、
鏡
を
は
じ
め
碧
玉
製
の
石
釧
.

車
輪
石
(

腕
飾
り
)

な
ど
 

呪
術
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
や
斧
.

ノ
ミ
.

刀
子
な
ど
の
石
製
模
 

造
品
の
よ
う
に
祭
祀
の
道
具
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。 

ま
た
、
鉄
製
の
武
器
.

武
具
な
ど
も
五
世
紀
頃
か
ら
埋k
さ
れ
る
 

よ
う
に
な
っ
た
。

各
務
原
市
の
前
期
の
古
墳
の
副
葬
品
は
数
少
な
い
が
、
一輪山 

古
墳
の
鏡
と
、
坊
の
塚
古
墳
の
石
製
模
造
品
や
玉
類
な
ど
が
あ
る
。

一
輪
山
か
ら
出
土
し
た
中
国
製
の
三
角
縁
波
文
帯
四
神
二
獣
鏡
は
 

島
根
県
八
日
山
一
号
墳
の
も
の
と
同
笵
(

同
じ
鋳
型
の
も
の
)

で
あ
 

り
大
和
政
権
と
の
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
。
坊
の
塚
古
墳
か
ら
 

は
石
製
の
斧
や
刀
子
.

勾
玉
•

管
玉
•

臼
玉
な
ど
が
出
土
し
て
い
 

る
。
そ
の
他
に
馬
形
埴
輪
が
出
土
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

後
期
に
な
る
と
、
石
室
の
変
化
と
と
も
に
副
葬
品
も
変
化
し
'

 

生
活
用
具
で
あ
る
土
器
な
ど
が
副
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
土
器
 

は
弥
生
土
器
の
流
れ
を
く
む
土
師
器
や
朝
鮮
半
島
か
ら
移
入
し
た
 

硬
質
土
器
の
須
恵
器
で
あ
る
。
そ
の
他
、
刀
剣
類
.

馬
具
.

玉
類
 

な
ど
も
副
葬
さ
れ
た
。
ふ
な
塚
古
墳
か
ら
は
、
杏
葉
(

馬
の
飾
り
)

 

が
出
土
し
、
大
牧
一
号
古
墳
か
ら
は
、
馬
具
が
多
数
出
土
し
て
い
 

る
。
(

次
章
で
詳
述
す
る
)

古
墳
時
代
後
期
の
古
墳
か
ら
の
出
土
品
は
、
ほ
と
ん
ど
が
須
恵
 

器で卜Z

め
ら
れ
て
い
る
。



坊の塚古墳

三
、
市
内
に
残
る
古
墳

各
務
原
市
に
は
六
〇
〇
基
の
古
墳
が
分
布
し
て
い
た
が
、
山
林
 

開
発
や
宅
地
造
成
、
土
地
改
良
事
業
な
ど
に
ょ
っ
て
、
多
く
の
古
 

墳
が
破
壊
さ
れ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
今
も
残
る
市
内
の
古
墳
の
 

数
は
、
約
一
五
〇
基
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
主
な
古
墳
を
取
り
上
げ
て
叙
述
す
る
こ
 

と
こ
す
る
。

鵜
沼
羽
場
町
に
所
在
し
、
県
指
定
史
跡
と
な
 

っ
て
い
る
。
県
下
第
二
位
の
規
模
を
持
つ
前
 

方
後
円
墳
で
、
全
長
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
直
径
七
ニ
メ
ー
 

ト
ル
、
高
さ
一
〇
メ
—
ト
ル
、
前
方
部
幅
六
六
メ
ー
ト
ル
あ
る
。 

周
濠
は
東
部
と
南
部
に
そ
の
お
も
か
げ
を
と
ど
め
て
い
る
。
後
円
 

部
の
中
心
の
深
さ
一
.

五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
翌̂R

式
石
室
が
 

あ
っ
た
。
墳
丘
は
、
一
面
葺
石
で
お
お
わ
れ
、
円
筒
埴
輪
が
並
べ
 

ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
'

 

多
く
の
石
製
模
 

造
品
や
勾
玉
•

小
玉
.

管
玉
な
ど
が
出
土
し
た
。

昔
、
こ
の
古
墳
を
村
人
が
掘
り
お
こ
そ
ぅ
と
し
た
と
こ
ろ
、
鍬
 

の
先
が
古
墳
の
蓋
の
石
に
あ
た
り
火
花
を
発
し
、
お
り
か
ら
の
風
 

に
あ
お
ら
れ
飛
火
し
て
村
全
体
が
焼
け
て
し
ま
つ
た
と
い
う
言
い
 

伝
え
を
持
つ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
う
し
た
た
た
り
を
お
そ
れ
、 

古
墳
に
ふ
れ
る
者
は
い
な
く
な
つ
た
と
い
う
。
(

五
世
紀
中
頃
)

衣裳塚古墳

船
山
北
古
墳
群
一
号
墳

鵜
沼
羽
場
町
の
空
安
寺
の
東
側
に
あ
る
直
径
 

五
ニ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
七
メ
—
ト
ル
ほ
ど
の
 

県
下
一
の
円
墳
で
あ
る
。
(

五
世
紀
前
頃
)

こ
の
古
墳
の
南
東
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
所
に
「
一
輪
山
古
墳
」
と
 

い
ぅ
直
径
二
〇
〜
二
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
円
墳
が
あ
っ
た
。
こ
こ
 

か
ら
は
、
舶
載
の
三
角
縁
波
文
帯
四
神
二
獣
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
古
墳
は
、
須
衛
町
に
あ
る
横
 

穴
式
石
室
を
持
つ
円
墳
で
あ
る
。

盛
土
が
流
さ
れ
て
残
っ
て
い
な
い
の
で
大
き
さ
は
わ
か
ら
な
い
が
 

直
径一

〇
メ
ー
ト
ル
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。
石
室
は
露
出
し
て
い
 

る
が
、
ほ
ぼ
完
全
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
。

こ
の
古
墳
も
須
衛
町
に
あ
り
、
横
穴
式
石
室
を

嘲
^
古
^

- 

^
持
つ
円
墳
で
あ
る
。
盛
土
は
ほ
と
ん
ど
流
出
し
 

て
い
る
が
石
室
の
石
組
み
は
完
全
に
残
っ
て
い
る
。
こ
の
古
墳
の
 

ほ
か
に
も
、
一
部
分
こ
わ
れ
て
い
る
が
石
室
を
見
る
こ
と
の
で
き
 

る
古
墳
が
数
基
こ
の
付
近
に
あ
り
、
古
墳
群
を
形
成
し
て
い
る
。

蘇
原
宮
塚
町
に
あ
り
、
市
指
定
史
跡
と
な
っ
て
 

い
る
。
こ
の
古
墳
は
、
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、

伝
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
墓
と
い
わ
れ
、
当
時
こ
の
地
方
は
、

蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
が
県
主
と
し
て
赴
任
し
て
い
.た
が
、
後
に
'

 

大
化
の
改
新
の
功
績
に
よ
っ
て
右
大
臣
に
な
り
、
そ
の
後
、
政
争
 

で
死
に
追
い
や
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
聞
い
た
村
人
た
ち
が
彼
を
 

し
の
ん
で
遺
骨
を
葬
つ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
(

円
墳
ら
し
い
)

宮
塚
古
墳



柄
山
古
墳

I

那
加
柄
山
町
に
あ
り
、
県
指
定
史
跡
と
な
つ
て

い
る
。
全
長
八
ニ
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
直
径
五
 

四
メ
—
ト
ル
、
同
高
さ
八
.

四
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
三
八
メ
ー
 

ト
ル
、
同
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
 

は
、
東
西
に
の
び
る
柄
山
の
尾
根
を
ほ
ぼ
中
央
で
切
断
し
、
そ
の
 

西
部
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
方
部
二
段
、
後
円
部
三
段
の
 

葺
石
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
古
墳
か
ら
は
鶏
頭
馗
輪
の
頭
 

部
が
出
土
し
、
す
で
に
当
時
、
鶏
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
 

語
っ
て
い
る
。
(

四
世
紀
末
〜
五
世
紀
初
頭
と
推
定
さ
れ
る
)

I  
古
墳
.一

篇
東
町
に
あ
り
、
市
指
定
史
跡
と
な
っ
て
 

I

い
る
。
直
径
約
三
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
四
.

五
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
、後
ろ
に
山
が
あ
り
、ま
わ
り
は
畑
に
囲
ま
 

れ
、
鶴
沼
地
区
一
帯
が
見
渡
せ
る
高
台
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
『濃
陽
徇
行
記
』
に
ょ
れ
ば
、
「桑
原
 

野
と
い
う
所
に
金
縄
塚
と
い
う
塚
が
あ
り
、
毎
夜
塚
の
中
か
ら
鶏
 

の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
鵜
沼
本
郷
に
住
む
 

甚
之
右
衛
門
と
い
う
人
が
、
ひ
と
も
う
け
を
た
く
ら
み
、
こ
の
塚
 

を
掘
つ
た
が
宝
ら
し
い
も
の
は
出
て
こ
ず
、
さ
び
た
金
の
縄
や
朱
 

や
焼
き
物
の
蓋
が
出
て
き
た
だ
け
で
し
た
。
こ
の
金
の
縄
を
手
に
 

と
つ
て
み
る
と
、
す
ぐ
こ
な
ご
な
に
な
つ
て
こ
わ
れ
て
し
ま
い
ま
 

し
た
。
こ
れ
以
後
、
鶏
の
鳴
き
声
は
聞
こ
え
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
 

た
L_°と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
話
は
出
て
く
る
金
の
縄
は
、
お
そ
ら
く
金
メ
ッ
キ
さ
れ
た

馬
具
や
金
環
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ビ
が
ひ
ど
く
手
に
と
つ
 

て
み
た
ら
、
こ
な
ご
な
に
な
つ
た
の
だ
ろ
う
。

那
加
手
力
町
の
手
力
雄
神
社
境
内
 

古
墳
は
、
丘
を
背
景
に
し
、
社
殿

手
力
雄
神
社
境
内
古
墳

|

を
中
心
に
し
て
東
西
に
二
基
あ
る
。
盛
土
が
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
 

残
り
、
横
穴
式
石
室
を
持
つ
特
徴
的
な
円
墳
で
あ
る
。

西
古
墳
の
大
き
さ
は
直
径
一
八
メ
—
ト
ル
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
 

で
、
石
室
は
大
き
な
岩
石
で
組
ま
れ
南
に
口
を
開
い
て
い
る
。
東
 

古
墳
は
盛
土
が
崩
れ
て
い
て
石
室
を
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、 

ほ
ぼ
西
古
墳
と
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
。
神
社
の
境
内
に
は
、
こ
れ
 

ら
二
基
の
ほ
か
に
も
数
基
の
古
墳
が
あ
り
古
墳
群
を
形
成
し
て
い
 

る
。
こ
れ
ら
の
石
室
か
ら
は
、
金
環
.

銀
環
.

勾
玉
.

管
玉
な
ど
 

が
多
数
出
土
し
て
い
る
。

鵜
沼
松
ヶ
丘
町
(

鶴
沼
中
学
校
東
)

に
所
在
す
る
。 

直
径
一
ニ
メ
—
ト
ル
の
円
墳
で
、
葺
石
と
横
穴

松
田
古
墳

式
石
室
が
あ
っ
た
。
昭
和
四
六
年
に
発
掘
調
査
さ
れ
、
現
在
は
、 

石
組
み
部
分
の
み
が
残
存
し
て
い
る
。
こ
の
古
墳
か
ら
は
'

 

組
み
 

合
わ
せ
式
石
棺
(

全
長
T
六
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
〇
.

四
ー
メ
ー
ト
ル
、 

高
さ
〇
•

四
メ
 

ー
ト
ル
)
が
発
見
さ
れ
た
。

市
内
に
今
も
残
る
古
墳
の
ほ
と
ん
ど
は
、
未
開
発
の
地
区
や
開
 

発
の
難
し
い
地
域
に
現
存
す
る
。
今
ま
で
、
開
発
の
名
の
も
と
に
 

貴
重
な
古
墳
が
、
次
々
と
姿
を
消
さ
れ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
い 

ず
れ
消
失
す
る
運
命
に
あ
る
と
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
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四
、
ウ
ヌ
マ
勢
力
と
ナ
カ
勢
力

古
墳
時
代
前
期
の
古
墳
の
分
布
を
み
る
と
、
大
き
く
二
つ
に
分
 

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
柄
山
古
墳
.

南
塚
古
墳
•

琴
塚
 

古
墳
(

岐
阜
市
長
森
)

な
ど
の
前
方
後
円
墳
を
中
心
と
す
る
「ナ
カ
 

勢
力
」と
、も
ぅ
一
つ
は
、坊
の
塚
古
墳
(

前
方
後
円
墳
)
•

衣
裳
塚
古
 

墳
.一

輪
山
古
墳
(

い
づ
れ
も
円
墳
)

を
中
心
と
す
る
「ゥ
ヌ
マ
勢
 

力
」
で
あ
る
。
そ
の
他
の
地
域
で
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
古
墳
と
 

い
わ
れ
る
も
の
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
古
墳
時
 

代
前
期
に
は
「ナ
カ
勢
力
」
と
「ウ
ヌ
マ
勢
力
」
の
二
大
勢
力
が
、 

各
務
原
台
地
を
挾
ん
で
東
西
に
位
置
し
て
い
た
と
い
え
る
。

前
期
の
古
墳
に
は
、
全
長
一
一
五
メ
—
ト
ル
級
 

の
琴
塚
古
墳
と
全
長
八
〇
メ
—
ト
ル
級
の
柄
山

ナ
カ
勢
力

古
墳
.

南
塚
古
墳
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
前
方
後
円
墳
で
周
濠
を
有
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
基
の
中
で
柄
山
古
墳
が
最
古
の
も
の
 

で
四
世
紀
末
、
つ
い
で
南
塚
古
墳
で
五
世
紀
前
半
、
琴
塚
古
墳
が
 

五
世
紀
中
頃
の
順
で
あ
る
。
(

他
に
土
山
古
墳
が
あ
る
が
、
す
で
に
 

消
滅
し
て
い
て
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
期
の
前
方
後
円
墳
と
推
 

定
し
た
い
。)
こ
れ
ら
が
「ナ
カ
勢
力
」
の
象
徴
で
あ
る
。

こ
の
地
域
の
古
墳
時
代
の
集
落
遺
跡
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
発
見
 

さ
れ
て
い
な
い
が
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
と
し
て
、

III川
の
上
流
か
 

ら
寺
田
遺
跡
.

雨
池
遺
跡
.

雨
池
東
遺
跡
(

岐
阜
市
)
.

桐
野
遺
跡
 

.

芦
原
遺
跡
.

土
山
西
遺
跡
(

各
務
原
市
)

な
ど
多
く
の
遺
跡
が
分
 

布
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
轟
川
を
中
心
と
し
て
東
の
境
川
、
西
の
岩
地
川

流
域
に
広
が
る
低
湿
地
や
下
位
段
丘
で
水
稲
耕
作
が
行
わ
れ
て
ぃ
 

た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

「ナ
カ
勢
力
」
は
、
こ
の
よ
ぅ
な
弥
生
時
代
か
ら
の
農
業
生
産
 

力
を
背
景
と
し
て
、
大
規
模
な
古
墳
を
造
営
す
る
ほ
ど
の
力
を
古
 

墳
時
代
前
期
ま
で
に
築
き
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

各
務
原
台
地
の
東
縁
部
に
、
県
下
第
二
位
の
 

坊
の
塚
古
墳
(

全
長
一
二
〇
メ
—
ト
ル
)
が
あ

ウ
ヌ
マ
勢
力

り
、
わ
ず
か
に
離
れ
た
所
に
は
'

 

県
下
最
大
の
円
墳
(

前
方
後
円
 

墳
説
も
あ
る
)
で
あ
る
衣
裳
塚
古
墳
(

直
径
五
ニ
メ
ー
ト
ル
)

と
一
輪
 

山
古
墳
が
並
ん
で
築
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
前
期
の
古
墳
の
中
の
一
輪
山
古
墳
か
ら
、
舶
載
の
三
角
 

縁
波
文
帯
四
神
一
一
獣
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
古
 

墳
は
四
世
紀
末
の
も
の
で
あ
り
、
衣
裳
塚
古
墳
は
五
世
紀
前
半
、 

坊
の
塚
古
墳
は
五
世
紀
中
頃
の
古
墳
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
 

「ウ
ヌ
マ
勢
力
」
の
象
徴
で
あ
る
。

こ
の
地
域
で
も
、
古
墳
時
代
の
集
落
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
 

い
が
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
宝
積
寺
.

鵜
沼
山
崎
.

八
 

龍
.

鶴
沼
第
一
小
学
校
遺
跡
が
残
存
し
て
い
る
。
こ
ぅ
し
た
こ
と
 

か
ら
、
「ウ
ヌ
マ
勢
力
」
は
、
各
務
原
台
地
の
原
野
を
背
に
、
前
 

に
広
が
る
大
安
寺
川
流
域
の
低
湿
地
や
山
あ
い
な
ど
の
下
位
段
丘
 

の
水
稲
耕
作
地
の
生
産
力
と
、
交
通
の
要
所
を
控
え
た
木
曾
川
流
 

域
の
生
産
力
を
背
景
に
し
て
大
規
模
な
古
墳
を
築
く
ほ
ど
の
力
を
 

た
く
わ
え
て
い
た
の
だ
ろ
ぅ
。



こ
の
よ
う
に
し
て
、
両
地
域
と
も
四
世
紀
末
頃
か
ら
、
大
和
朝
 

廷
の
勢
力
圏
に
組
み
こ
ま
れ
、
勢
力
を
広
げ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

前
期
の
古
墳
の
分
布
が
見
ら
れ
な
い
 

二
大
勢
力
に
挾
ま
れ
た
蘇
原
.

各
務

両
勢
力
の
は
ざ
ま
で

.

須
衛
.

稲
羽
の
各
地
区
は
、
後
期
に
な
る
と
多
く
の
古
墳
が
出
 

現
し
て
く
る
。
各
務
.

稲
羽
地
区
に
つ
い
て
は
、
ウ
ヌ
マ
勢
力
の
 

進
出
が
考
え
ら
れ
る
。
(

後
述
す
る
)

蘇
原
.

須
衛
地
区
に
つ
い
て
は
、
両
勢
力
と
は
別
の
勢
力
を
考
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
地
区
に
は
七
世
紀
か
ら
の
古
窯
跡
群
が
 

多
数
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「須
恵
器
製
作
集
団
」
の
移
住
に
注
目
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
両
地
区
に
は
、
二
大
勢
力
と
 

は
別
の
勢
力
「須
恵
器
製
作
集
団
」
が
他
地
域
か
ら
移
住
し
、
須
 

恵
器
を
焼
き
な
が
ら
古
墳
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

両
地
区
の
古
墳
の
概
略
を
み
る
と
、
蘇
原
地
区
で
は
■、
野
口
南
 

大
塚
古
墳
•

坂
井
狐
塚
古
墳
(

前
方
後
円
墳
)

の
周
辺
に
野
口
南
古
 

墳
群
や
熊
田
南
.

北
古
墳
群
が
分
布
し
て
い
る
。
須
衛
地
区
の
場
 

合
で
も
、
郷
戸
古
墳
(

前
方
後
円
墳
)

の
周
囲
に
天
野
古
墳
群
が
分
 

布
し
て
い
る
。
こ
の
ょ
ぅ
に
新
興
の
地
域
で
は
、
後
期
の
前
方
後
 

円
墳
を
と
り
ま
く
ょ
ぅ
に
古
墳
群
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
前
方
後
 

円
墳
に
葬
ら
れ
た
人
々
が
古
墳
群
の
盟
主
と
し
て
君
臨
し
た
こ
と
 

が
う
か
が
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
々
沽
頌
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
が
、
他
地
 

域
か
ら
移
住
し
て
き
た
須
恵
器
を
や
く
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
当
時

両
勢
力
の
広
が
り

I

須
恵
器
を
や
く
人
た
ち
は
、
集
団
で
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「須
恵
器
製
作
集
団
」
の
技
術
は
、
当
時
の
最
先
端
 

の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
は
渡
来
人
や
渡
来
系
の
人
々
 

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
渡
来
系
の
氏
族
と
し
て
は
、
各
務
氏
が
 

想
起
で
き
る
。
各
務
氏
は
(

文
献
上
で
は
七
〇
二
年
、
御
野
国
各
牟
 

郡
中
里
戸
籍
に
各
牟
勝
小
牧
の
名
で
記
載
さ
れ
て
い
る
)

七
世
紀
後
半
 

に
は
か
な
り
の
豪
族
で
あ
っ
た
。
各
務
氏
や
「須
恵
器
集
団
」
が
、 

ど
の
あ
た
り
に
住
み
つ
き
勢
力
を
広
げ
て
い
っ
た
か
は
未
だ
不
明
 

で
あ
る
が
、
ウ
ヌ
マ
.

ナ
カ
勢
力
の
中
間
地
域
で
あ
る
蘇
原
か
ら
 

須
衛
に
か
け
て
の
ど
こ
か
で
あ
ろ
、っ。

古
墳
時
代
後
期
に
な
る
と
ウ
ヌ
マ
.

ナ
 

力
地
域
周
辺
に
も
、
古
墳
が
急
激
に
ふ
 

え
て
く
る
。
こ
れ
は
、
ゥ
ヌ
マ
.

ナ
カ
両
勢
力
が
周
辺
地
域
に
勢
 

力
を
広
げ
て
い
っ
た
こ
と
と
つ
な
が
り
が
あ
る
。

「ナ
カ
勢
力
」
の
場
合
で
は
、
土
山
古
墳
群
.

衞S

山
古
墳
群
 

.

山
日
向
古
墳
群
な
ど
の
大
古
墳
群
や
、
観1

日
寺
古
墳
群
•

尾
崎
 

古
墳
群
の
よ
う
な
小
古
墳
群
が
、
周
辺
の
丘
陵
の
山
腹
や
山
麓
に
 

伸
び
て
分
布
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
浜
見
塚
古
墳
群
や
巾
下
 

古
墳
群
な
ど
の
よ
う
に
周
辺
地
域
へ
も
広
が
る
傾
向
を
示
す
。
こ 

れ
は
'
「ナ
カ
勢
力
」
の
広
が
り
そ
の
も
の
と
い
え
る
。

「ゥ
ヌ
マ
勢
力
」
の
場
合
も
同
様
に
、
金
縄
塚
古
墳
'

 

西
町
古
 

墳
群
.

桑
原
野
古
墳
群
•

山
崎
古
墳
群
な
ど
が
周
辺
の
山
す
そ
に
 

広
が
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
、
宝
積
寺
古
墳
群
や
八
龍
古
墳
群
•

大



牧
古
墳
群
と
い
っ
た
大
群
集
墳
が
、
木
曾
川
沿
い
に
分
布
し
て
い
 

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「ゥ
ヌ
マ
勢
力
」
は
'

 

周
辺
部
か
ら
順
次
、 

木
曾
川
沿
い
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
木
曽
川
流
 

域
へ
の
進
出
は
、
「ゥ
ヌ
マ
勢
力
」
が
木
曾
川
や
古
東
山
道
の
交
 

通
や
交
易
上
の
要
所
を
お
さ
え
、
木
曾
川
の
水
運
を
司
っ
て
い
た
 

た
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

勢
力
の
拡
大
と
と
も
に
「ゥ
ヌ
マ
勢
力
」
の
中
心
地
は
'

 

木
曽
 

川
沿
い
の
村
国
真
墨
田
神
社
の
あ
た
り
へ
と
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

各
務
地
区
に
も
「村
国
」
の
名
称
を
持
つ
村
国
神
社
が
所
在
す
 

る
こ
と
か
ら
、
「ゥ
ヌ
マ
勢
力
」が
各
務
地
区
へ
も
進
出
し
て
い
っ
 

た
こ
と
が
わ
か
る
。
稲
羽
地
区
に
つ
い
て
は
、
「ゥ
ヌ
マ
勢
力
」が 

木
曽
川
沿
い
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
容
易
に
察
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
木
曾
川
沿
い
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
「ゥ
ヌ
マ
勢
 

力
」
は
、
こ
こ
大
卷
山
周
辺
に
「大
牧
一
号
填
」
を
含
む
七
〇
数
 

基
の
大
規
模
な
古
墳
群
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
、っ。
こ
の
地
 

は
、共
同
体
を
見
下
ろ
す
の
に
都
合
が
よ
く
、南
に
木
曾
川
を
望
み
 

対
岸
の
地
域
に
も
目
を
向
け
て
い
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
 

と
の
で
き
る
地
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
「ゥ
ヌ
マ
勢
力
」 

は
、
壬
申
の
乱
で
登
場
す
る
歴
史
上
の
人
物
「村
国
連
男
依
」
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
 
大
牧
一
号
古
墳



、
地
勢
と
地
域
的
特
徴

宝
»

寺

、「陵
南
小
学
校
」

濃
尾
平
野
の
北
東
部
に
位
置
す
る
各
務
原
市
は
、
北
に
権
現
山
.

 

向
山
.

金
毘
羅
山
な
ど
、
三
〇
〇
メ
I
ト
ル
余
の
主
峰
を
結
ぶ
老
 

年
期
の
岩
山
が
連
な
り
、
南
に
は
木
曾
川
が
'

 

愛
知
県
と
の
県
境
 

を
な
し
て
流
れ
て
い
る
。
各
務
原
市
の
中
心
部
を
占
め
る
の
は
、 

今
か
ら
約
一
万
年
か
ら
五
万
年
ほ
ど
前
に
で
き
た
各
務
原
台
地
(

衡
 

横
台
地
)

で
あ
る
。

市
東
部
の
木
曾
川
南
縁
部
に
位
置
す
る
鵜
沼
大
伊
木
地
区
は
、 

台
地
の
東
端
に
接
続
す
る
低
い
小
山
が
並
ぶ
丘
陵
地
を
形
成
し
て
 

い
る
。
鵜
沼
地
区
南
端
に
位
置
し
、
木
曾
川
を
望
む
伊
木
山
は
、 

一
七
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
が
あ
る
が
、
丸
子
山
(

七
九
.

五
メ
—
卜
 

ル
)
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
他
は
小
山
が
連
な
っ
て
波
打
っ
て
い
る
地
 

帯
で
あ
る
。

伊
木
山
の
西
は
、
丸
子
山
の
西
端
か
ら
大
伊
木
の
集
落
が
発
達
 

し
て
お
り
、
そ
の
南
端
の
小
高
い
台
地
上
に
新
し
い
住
宅
地
で
あ
 

る
大
牧
団
地
と
、
大
牧
一
号
古
墳
の
あ
る
陵
南
小
学
校
が
造
成
さ
 

れ
、
南
北
に
向
い
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
丘
は
対
齡5

と
名
づ
け
ら
 

れ
て
い
る
。
低
い
谷
を
は
さ
ん
で
二
つ
の
丘
に
分
か
れ
て
お
り
、 

北
東
に
当
る
丘
を
北
大
巻
山
(

現
在
陵
南
小
)

、
南
西
に
当
る
丘
を
 

南
大
卷
山
(

現
在
大
牧
団
地
)

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、 

地
元
で
は
、
大
卷
山
を
西
山
と
呼
ん
で
お
り
、
東
に
あ
る
伊
木
山
 

に
対
し
て
西
に
あ
る
山
と
い
う
意
味
が
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
 

か
ら
五
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
赤
松
.

あ
べ
ま
き
な
ど
の
樹
木
が
 

繁
つ
て
お
り
、
た
き
ぎ
に
す
る
木
や
枝
が
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
後
、
開
墾
さ
れ
て
畑
に
姿
を
か
え
、
十
五
、
六
年
前
 

ま
で
は
サ
ツ
マ
ィ
モ
が
作
ら
れ
て
い
た
。
古
老
の
中
に
は
、
北
を
 

「大
巻
」、
南
を
「小
巻
」
と
呼
ぶ
人
も
お
り
、
こ
の
巻
は
土
地
の
 

木
曾
川
と
の
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
。
か
っ
て
'

 

濃
尾
平
野
に
出
 

る
木
曾
川
の
谷
口
が
、
大
山
市
に
あ
た
り
、
木
曾
川
の
急
流
が
大
 

巻
山
の
南
斜
面
の
崖
に
ぶ
つ
か
り
、
渦
を
巻
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、 

大
卷
、
小
巻
の
呼
び
名
が
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
十
六
年
 

の
鵜
沼
土
地
宝
典
に
は
、
鵜
沼
村
小
字
名
と
し
て
大
牧
•

小
牧
を
 

見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
牧
は
'

 

巻
が
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
 

る
。北

大
巻
山
の
北
側
に
は
、
岩
手
巾
下
の
台
地
が
北
に
伸
び
て
お
 

り
、
南
西
に
向
か
っ
て
ゆ
る
い
傾
斜
で
下
り
、
稲
羽
地
区
の
水
田
 

地
帯
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
鵜
沼
に
人
間
が
住
み
始
め
た
の
は
、
洪
積
世
(

約
一
万
〜
一
 

〇
〇
万
年
前
)

の
終
わ
り
に
近
い
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
旧
石
 

器
時
代
と
呼
ば
れ
'

 

無
土
器
時
代
で
あ
り
、
星
塚
•

植
野
•

嫁
振
 

な
ど
か
ら
ナ
ィ
フ
形
石
器
(

約
一
万
八
千
年
前
)

が
発
見
さ
れ
て
い
 

る
。
三
ツ
池
で
は
縄
文
中
期
の
住
居
址
で
あ
る
「炉
畑
遺
跡
」(
約
 

五
千
年
前
)

が
発
掘
•

復
元
さ
れ
て
お
り
、
他
に
星
塚
.

防
風
林
.

三
 

ツ
池
•

丸
子
山
•

植
野
な
ど
多
数
の
縄
文
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
 

る
。つ

い
で
水
稲
栽
培
が
始
ま
る
と
、
人
々
は
北
部
山
麓
の
湿
地
や
 

木
曾
川
北
岸
に
集
落
を
つ
く
り
、
や
が
て
古
墳
に
象
徴
さ
れ
る
地



方
豪
族
が
登
場
し
、
四
、
五
世
紀
に
は
大
和
朝
廷
の
支
配
下
に
く
 

み
こ
ま
れ
て
い
つ
た
。

こ
'

 

鵜
沼
古
墳
群
と
大
牧
古
墳
群

初
め
首
長
墓
と
し
て
出
発
し
た
古
墳
も
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
 

世
紀
に
か
け
て
、
近
畿
•

西
日
本
を
中
心
と
し
て
、
全
国
的
に
群
 

集
墳
が
出
現
し
て
い
る
。
群
集
填
と
は
、
一
定
地
域
に
等
質
的
な
 

内
容
の
古
墳
が
、
短
期
間
に
多
数
形
成
さ
れ
る
古
墳
群
で
あ
り
、 

直
径
！〇
メ
ー
ト
ル
内
外
の
小
形
円
墳
群
が
横
穴
式
石
室
を
主
流
 

と
し
て
、
山
腹
や
丘
陵
地
上
に
出
現
し
て
く
る
新
し
い
墓
制
で
あ
 

る
。こ

れ
ら
の
古
墳
は
、
い
ず
れ
も
狭
い
範
囲
に
、
一
〇
基
前
後
か
 

ら
数
一
〇
基
、
時
に
は
数
一
〇
〇
基
の
小
円
墳
が
密
集
し
て
築
か
 

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
ぅ
な
小
円
墳
群
は
、
六
世
紀
以
降
、
お
よ
そ
 

一
〇
〇
年
の
間
に
集
中
的
に
築
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
墳
と
 

し
て
新
し
い
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
の
大
形
古
墳
の
よ
ぅ
に
、
何
 

一
〇
年
か
の
間
を
お
い
て
、
一
世
代
に
一
古
墳
を
築
い
た
最
大
規
 

模
の
首
長
墓
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
群
集
墳
の
出
現
か
ら
、
社
会
的
地
位
が
そ
れ
ほ
ど
 

高
く
な
い
人
ま
で
、
古
墳
づ
く
り
の
仲
間
入
り
を
す
る
よ
う
に
な
 

つ
て
き
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

ま
た
'

 

古
墳
前
期
に
使
わ
れ
て
い
た
竪
穴
式
石
室
や
粘
土g

な

ど
の
埋
葬
施
設
は
、粘
土
で
厚
く
お
お
わ
れ
、死
者
が
封
じ
込
め
ら
 

れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
一
般
化
し
始
め
る
大
陸
系
の
横
穴
式
 

石
室
は
、
外
界
に
通
じ
る
出
入
口
を
持
ち
、
一
石
室
内
に
順
次
死
 

者
を
追
葬
す
る
こ
と
の
で
き
る
複
次
の
墓
制
で
、
い
わ
ゆ
る
家
族
 

墓
的
性
格
を
有
し
て
い
る
例
が
多
い
。
そ
こ
に
納
め
ら
れ
て
い
た
 

副
葬
品
に
は
、
生
活
用
具
と
し
て
の
実
用
品
が
目
に
つ
く
こ
と
か
 

ら
、
こ
こ
を
死
後
の
世
界
の
場
と
考
え
た
よ
ぅ
で
あ
る
。

各
務
原
市
の
鵜
沼
地
区
に
お
い
て
は
、
宝
積
寺
•

桑
野
原
.

西
町
.

 

伊
木
山
東
北
.

丸
子
山
•

欠
ヶ
±a.
一
文
字
•

北
岩
手
巾
下
•

南
岩
手
 

巾
下
.

北
大
巻
山
.

南
大
卷
山
に
各
古
墳
群
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

北
大
巻
山
で
は
、
六
 

基
、
南
大
卷
山
で
は
二
 

九
基
が
昭
和
初
期
の
調
 

査
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、

大
卷
山
周
辺
部
の
古
墳
 

を
合
わ
せ
る
と
、
総
数
 

七
四
基
の
大
き
な
古
墳
 

群
を
形
成
し
て
い
る
。

現
在
は
、
開
発
が
進
 

み
昔
の
様
相
を
と
ど
め
 

ず
、
ほ
と
ん
ど
の
古
墳
 

が
消
滅
し
て
い
る
。

し
か
し
、
と
こ
ろ
ど

f



こ
ろ
に
古
墳
に
使
用
さ
れ
て
い
た
河
原
石
が
'

 

現
在
の
畑
の
境
や
 

垣
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
に
昔
の
面
影
を
留
め
て
い
る
。 

古
老
に
ょ
る
と
、
こ
れ
ら
の
古
墳
は
開
墾
に
ょ
り
封
土
は
な
ら
さ
 

れ
、
古
墳
の
石
組
み
に
使
わ
れ
て
い
た
岩
石
は
運
び
出
さ
れ
た
り
、 

河
原
石
は
各
所
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
り
、
穴
を
掘
っ
て
埋
め
ら
れ
 

た
り
し
た
と
言
ぅ
。
ま
た
、
こ
の
地
域
一
帯
か
ら
は
、
須
恵
器
片
 

の
出
土
が
み
ら
れ
、
南
岩
手
巾
下
六
四
号
墳
か
ら
は
、
昭
和
四
十
 

一
年
に
長
さ
六
七
セ
ン
チ
の
直
刀
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
 

と
か
ら
も
、
古
墳
が
木
曾
川
べ
り
の
小
伊
木
か
ら
大
伊
木
に
か
け
 

て
最
も
多
く
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
大
牧
古
 

墳
群
は
、
大
伊
木
の
西
隣
 

り
の
稲
羽
地
区
の
西
洞
山
 

古
墳
群
に
つ
な
が
っ
て
お
 

り
、古
墳
群
の
分
布
は
、木
 

曽
川
を
下
っ
て
西
洞
山
で
 

終
わ
っ
て
い
る
。
西
洞
山
 

で
は
十
数
基
あ
っ
た
ぅ
ち
 

の
四
基
が
、
昭
和
四
十

一

 

年
に
住
宅
地
造
成
の
た
め
 

に
発
掘
調
査
さ
れ
'

 

経一 

〇
メ
—
ト
ル
.

高
さ
二
.

五
 

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
円
墳
 

が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

大
牧
一
号
古
墳

㈠
古
墳
の
現
状
と
周
囲
の
よ
ぅ
す

大
牧
一
号
古
墳
は
、
各
務
原
市
十
六
番
目
の
小
学
校
で
あ
る
陵
 

南
小
学
校
建
設
用
地
の
造
成
に
先
だ
ち
、
記
録
保
存
す
る
た
め
に
、 

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
よ
り
、
五
十
八
年
三
月
ま
で
の
期
間
を
か
 

け
て
、
各
務
原
市
教
育
委
員
会
の
手
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
 

れ
た
。

本
古
墳
は
、
各
務
原
台
地
の
南
縁
に
つ
な
が
る
木
曾
川
北
岸
の
 

丘
陵
上
に
造
ら
れ
て
い
る
古
墳
で
あ
る
。
周
辺
の
大
伊
木
西
南
部
 

は
、
前
資
料
か
ら
も
判
る
よ
う
に
七
四
基
も
の
古
墳
群
が
形
成
さ
 

れ
て
お
り
、
西
方
約
三
〇
〇
メ
I
ト
ル
の
台
地
端
に
は
、
美
濃
に
 

お
け
る
終
末
期
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
「ふ
な
塚
古
墳
」
(

全
長
約
 

六
〇
メ
ー
ト
ル
•

後
円
直
径
約
7-一〇メ—
ト
ル
と
推
定
)

が
存
在
し
て

大
牧
一
号
古
墳
は
、
発
 

掘
調
査
の
結
果
、
六
世
紀
 

末
(

今
か
ら
一
四
〇
〇
年
ほ
 

ど
前
)
の
直
径
約
三
〇
メ
 

I
ト
ル
の
大
形
の
円
墳
で
 

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
地
域
の
大
多
数
の
 

円
墳
ftの
直
径
が
'

 

八
〜

;

〇
メ
—
ト
ル
の
小
円
墳



第4章大牧1号古墳

須恵器高杯 
（器高9.6cm）

5.須恵器平瓶 
（器高13.6cm）

図22大牧古墳群よりの出土品（須恵器片）

一、
 径
ー
ニ
間
.

高
二
〇
尺
.

 

完
全

二
、
 径
七
間
•

高
八
尺

三
、
 径
七
間
.

高
七
尺
.

不
整

四
、
 
長
一
三
間
•

巾
東
南
七
間
.

 

西
北
八
間
.

高
一
二
尺
.

東
 

南
端
を
毀
す

五
、
 径
五
間
.

高
三
尺

六
、
 址。
川
石
.

斎
瓮
散
乱

t
大
卷
山
一
号
墳
岩
手
幅
下
と
大
卷
の
境
界
に
営
ま
れ
た
山
上
 

古
墳
で
す
。
封
土
の
高
さ
四
桃
.

直
径
二
六
/«で
円
錐
形
の
美
 

し
い
形
を
し
て
い
ま
す
。
封
土
は
、
ほ
ぼ
原
形
で
す
が
、
山
林
 

を
拓
い
て
耕
地
と
し
た
た
め
、
崩
れ
や
す
い
ょ
ぅ
で
す
。
発
掘
 

し
た
形
迹
は
無
い
が
、
西
側
の
封
土
の
裾
に
須
恵
器
の
破
片
が
 

落
ち
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
坏
の
蓋
と
身
の
破
片
で
、
い
ず
れ
 

も
六
世
紀
前
半
の
も
の
で
す
。

t-k

を
0J-一.
¥•
«•一
号
墳
の
南
西
の
麓
に
ぁ
り
、
直
径
約
一
四
 

衍、
高
さ
二
桃
、
墳
丘
内
部
の
石
組
に
使
っ
て
い
た
川
石
は
現
 

在
石
垣
に
使
っ
て
い
る
が
、
岩
石
も
少
し
残
っ
て
い
ま
す
。
封
 

土
は
低
く
な
っ
た
ま
ま
円
墳
の
形
を
遺
し
て
い
ま
す
。

北
-
^

卷
山
三
号
墳
川
原
石
が
遺
っ
て
い
ま
す
。

北
大
卷
山
四
号
墳
遺
址
は
不
明
で
す
。 

t
大
卷
山
五
号
墳
川
石
が
散
乱
し
、
石
垣
に
使
っ
て
い
ま
す
。 

北
-k

卷
山
六
号
墳
川
石
が
散
ら
ば
り
、
石
垣
に
使
用
さ
れ
て
い
 

ま
す
。

群
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
'

、
大
牧
一
号
古
墳
は
、
ふ
な
塚
古
 

墳
と
と
も
に
大
牧
古
墳
群
の
中
心
的
存
在
と
い
え
る
。

大
牧
古
墳
群
は
、
六
世
紀
前
半
か
ら
築
造
が
開
始
さ
れ
、
七
世
 

紀
ま
で
続
い
た
よ
ぅ
で
あ
る
が
、
本
古
墳
は
、
古
墳
の
形
状
や
構
 

造
、
出
土
品
か
ら
ほ
ぼ
六
世
紀
末
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
大
牧
一
帯
の
古
墳
群
の
各
古
墳
は
、
市
内
の
他
地
域
と
異
 

な
り
、il

底
部
や
一
道
部
、
さ
ら
に
玄
室
に
も
河
原
石
を
多
数
使
 

用
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
大
牧
一
号
古
墳
(

円
墳
)
の
存
在
は
、
す
で
に
昭
和
六
年
 

の
岐
阜
師
範
学
校
小
川
栄
一
先
生
の
調
査
で
、
上
記
の
ご
と
く
古
 

墳
の
概
観
は
判
明
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
径
が
約
ニ
ニ
メ
ー
ト
 

ル
.

高
さ
約
六
メ
—
ト
ル
の
円
墳
と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
〇
年
の
郷
土
史
家
吉
岡
勲
先
生
の
踏
査
で
は
 

直
径
二
六
メ
—
ト
ル
.

高
さ
四
メ
ー
ト
ル
の
美
し
い
円
錐
形
と
の
 

記
録
が
残
っ
て
お
り
、
後
期
の
円
墳
と
し
て
は
か
な
り
大
き
い
規
 

模
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
岐
阜
県
及
び
 

各
務
原
市
の
遺
跡
台
帳
と
地
図
に
も
明
記
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
 

発
掘
ま
で
内
部
不
明
の
ま
ま
現
状
保
存
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
開
墾
 

の
た
め
墳
丘
の
上
部
は
削
平
さ
れ
、
石
室
の
上
の
盛
土
が
比
較
的
 

浅
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

各
務
原
市
史
に
よ
る
と
、
北
大
卷
山
.

南
大
卷
山
の
古
墳
群
の
 

封
土
の
瓶
よ
り
、
須
恵
器
の
破
片
が
数
点
発
見
さ
れ
、
次
頁
の
よ
 

ぅ
な
須
恵
器
の
形
状
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。



第
一
古
墳
群

鵜
沼
大
伊
木
町
四
丁
目
(

字
大
牧
)
に
所
在
す
る
。

北
大
牧
山
に
立
地
し
、
六
基
の
古
墳
が
確
認
さ
れ
て
い
 

る
が
、
現
在
一
号
填
〜
三
号
墳
の
み
が
残
存
し
て
い
る
。

外
形
一
号
墳
—
円
墳
。
直
径
約
四
〇
m

、
高
さ
約
四
 

111。
二
〜
三
号
墳
—
円
墳
。
直
径
約
一
三
111、
高
さ
約
一
 

rn。
墳
丘
は
ほ
と
ん
ど
削
平
さ
れ
て
い
る
。
四
号
墳
—
墳
 

形
不
明
。
長
さ
約
ニ
ニ
.
四

111、
南
東
幅
約
ー
ニ
.
六

|11、 

北
西
幅
約
一
四
.
四

111、
高
さ
約
四
111。
五
〜
六
号
墳
|

 

円
墳
。
直
径
約
九
111、
高
さ
約
一
111。

内
部
主
体
不
明
。

出
土
遺
物
一
号
墳
封
土
ょ
り
(

図
22の
1

•

 
2
)
。

須
恵
器
壺
(
1
.
2
)

1
は
口
縁
部
の
破
片
で
あ
る
。
口
縁
部
外
面
に
二
段
の
 

稜
を
有
し
、
頸
上
部
に
斜
行
ヘ
ラ
描
文
が
み
ら
れ
る
。

2
は
肩
部
の
破
片
で
あ
る
。
上
部
に
タ
タ
キ
痕
を
残
し
、 

下
部
に
二
本
の
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
。

発
掘
以
前
の
、
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
も
わ
か
る
ょ
ぅ
に
、
市
内
 

各
所
に
分
布
し
て
い
る
古
墳
群
の
中
に
あ
っ
て
、
陵
南
小
学
校
に
 

立
地
し
て
い
る
大
牧
一
号
古
墳
は
、
古
墳
後
期
の
他
の
小
規
模
な
 

円
墳
と
比
較
し
て
'

 

そ
の
規
模
.

構
造
.

副
葬
品
そ
し
て
被
葬
者
 

を
安
置
し
た
石
棺
の
発
見
か
ら
も
、
歴
史
的
、
文
化
財
的
に
み
て
 

価
値
が
高
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地
に
大
和
朝
廷
と
結
び
つ
き
を
 

も
つ
ほ
ど
の
、
か
な
り
有
力
な
豪
族
の
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

発
掘
調
査
の
結
果
は
、
本
市
の
小
国
家
形
成
の
謎
を
解
く
手
が
か
 

り
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
地
域
一
帯
の
中
で
最
も
高
い
所
に
位
置
す
る
山
上
 

古
墳
で
あ
り
、
見
晴
ら
し
が
ょ
く
周
囲
か
ら
も
目
立
つ
所
に
築
造
 

さ
れ
て
い
る
立
地
条
件
か
ら
考
え
て
も
、
被
葬
者
は
、
木
曾
川
対
 

岸
も
含
め
て
、
こ
の
地
方
一
帯
を
治
め
て
い
た
中
心
人
物
で
あ
っ
 

た
こ
と
が
ぅ
か
が
え
る
。

す
な
わ
ち
、
六
世
紀
末
の
こ
の
地
方
の
最
有
力
の
首
長
で
あ
り
、 

周
囲
の
小
円
墳
や
、
付
近
一
帯
の
単
位
群
の
始
祖
に
つ
な
が
る
人
 

物
の
墓
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
牧
一
号
古
墳
と
同
時
に
発
掘
さ
れ
た
、
陵
南
小
学
校
敷
地
内
 

の
大
牧
二
号
墳
や
三
号
墳
は
、
い
ず
れ
も
径
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
 

小
円
墳
で
あ
り
、
石
室
と
、
小
円
墳
の
割
に
は
長
い
羨
道
部
は
、 

す
べ
て
河
原
石
で
造
ら
れ
て
お
り
、
大
牧
一
号
古
墳
や
ふ
な
塚
古
 

墳
に
も
多
数
の
河
原
石
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
同一 

系
譜
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
南
大
牧
.

岩
手
巾
下
.
一
文
字
の
各
古
墳
群
は
い
ぅ
に
 

及
ば
ず
、
大
伊
木
他
地
域
の
古
墳
群
と
の
系
譜
や
勢
力
範
囲
と
も
 

何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
同
じ
よ
う
な
様
態
を
と
り
な
が
ら
 

場
を
移
し
、
墳
形
を
変
え
、
埋
葬
施
設
や
被
葬
者
の
層
や
数
を
も
 

変
遷
さ
せ
な
が
ら
流
れ
て
い
つ
た
と
思
わ
れ
る
大
伊
木
一
帯
の
古
 

墳
群
は
、
ま
さ
に
「地
域
の
表
情
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

今
ひ
と
つ
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
学
校
の
北
東
に
あ
 

た
る
大
伊
木
二
丁
目
に
「大
伊
木
山
西
古
墳
」
(

六
世
紀
)

が
存
在
 

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
、
墳
丘
が
流
出
し
石
室
が
 

露
呈
し
て
い
る
も
の
の
、
直
径
一
八
メ
ー
ト
ル
.

高
さ
三
•

五
メ
 

I
ト
ル
の
横
穴
式
石
室
を
有
す
る
円
墳
で
あ
る
。
石
室
と
羨
道
部
 

が
は
っ
き
り
し
て
お
り
大
伊
木
一
帯
の
古
墳
群
の
中
に
あ
っ
て
は
、 

規
模
が
大
き
く
、
構
造
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
大
牧
一
号
古
墳
の
発
掘
調
査
後
、
に
わ
か
に
 

注
目
を
あ
び
て
き
た
の
が
、
先
に
も
触
れ
た
学
校
の
西
隣
り
に
あ



る
；文
字
古
墳
群
中
の
「ふ
な
塚
古
墳
」
で
あ
る
。
昭
和
五
十
九
 

年
ょ
り
発
掘
調
査
が
各
務
原
市
教
育
委
員
会
に
ょ
っ
て
進
め
ら
れ
 

て
い
る
古
墳
で
あ
る
。

こ
の
古
墳
は
、
す
で
に
大
正
八
年
頃
、
紙
瓦
工
場
の
土
取
り
で
 

封
土
が
削
り
取
ら
れ
、
外
形
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
現
在
、
東
 

半
分
は
残
っ
て
お
り
、
今
回
の
調
査
で
石
室
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。 

特
に
本
古
墳
か
ら
は
、
土
取
り
の
時
に
発
見
さ
れ
た
と
い
ぅ
極
め
 

て
立
派
な
「杏
葉
」
が
二
個
あ
り
、
現
在
、
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
 

に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
杏
葉
と
は
、
馬
の
鞅
に
革
緒
で
結
び
下
げ
 

た
装
飾
馬
具
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一
個
は
双
鳳
尤
で
、
縦
九
.
： 

セ
ン
チ
、
横
：〇
セ
ン
チ
、
一
個
は%

隆
文
で
、
縦
九
.

五
セ
ン
 

チ
、
横
一
ー
セ
ン
チ
の
大
き
さ
を
も
ち
、
ビ
ョ
ウ
は
共
に
四
•

五
 

セ
ン
チ
で
、
全
面
に
色
箱
を
施
し
た
見
事
な
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
、
全
長
約
六
〇
メ
ー
ト
ル
•

後
円
部
の
直
径
約
 

三
〇
メ
—
ト
ル
•

二
段
葺
石
の
、
後
期
と
し
て
は
大
形
の
前
方
後
 

円
墳
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
石
室
の
壁
は
す
べ
て
大
き
な
河
 

原
石
で
構
築
さ
れ
て
お
り
、
天
井
石
が
の
せ
ら
れ
て
い
た
が
転
落
 

し
、
家
形
石
棺
を
破
壊
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
時
期
的
に
は
大
牧
一
号
古
墳
と
同
時
期
の
六
世
. 

紀
末
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
大
形
円
墳
で
あ
る
大
 

牧
一
号
古
墳
と
の
つ
な
が
り
を
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
近
接
 

し
て
い
る
だ
け
に
、
密
接
な
関
連
の
あ
る
首
長
の
墳
墓
と
し
て
と
 

ら
え
た
い
。

〃
史
料
的
価
値
高
い
二
号
填
葺
石
〃

烟11

触
各
務
原
市
大
牧
の
裏
を
視
察

S
S
H

dE中の二
：f
«

で

3

れ
い
に
残
つ
て
い
蠢

J)

石
に
 rMtsas-?

前
方
後
円
墳
と
確
認

約
六

•l-
cr
-e

)
1
い
藩

全
長
毀
の
中
型

で

ESS:

%
華

■^一

卩



㈡
発
掘
の
経
過

各
務
原
台
地
の
南
縁
に
点
在
す
る
独
立
丘
陵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
 

北
大
巻
山
(

標
高
五
六
メ
—
ト
ル
)

に
立
地
す
る
大
牧
一
号
古
墳
の
 

発
掘
前
の
状
況
は
、
ヨ
シ
が
茂
る
雑
木
林
で
あ
り
、
西
側
の
一
部
 

は
栗
林
に
か
か
っ
た
な
だ
ら
か
な
小
山
状
の
「

#?■」
で
あ
る
こ
と
 

は
、
古
く
か
ら
地
元
で
も
知
ら
れ
て
い
た
。
墳
丘
の
南
斜
面
上
部
 

(

墳
頂
部
)

に
盗
掘
穴
の
あ
る
こ
と
が
下
刈
り
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、 

後
世
に
盗
掘
さ
れ
て
い
る
痕
が
確
認
さ
れ
た
。

下
刈
り
の
後
、
墳
丘
の
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
り
、
墳
頂
よ
り
約
一
 

•

五
メ
ー
ト
ル
下
に
天
井
石
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
墳
丘
 

の
南
側
の
盛
土
を
除
去
し
、
石
室
の
天
井
石
を
露
出
さ
せ
、
死
者
 

を
葬
る
玄
室
の
水
郭
が
つ
か
ま
れ
た
。
そ
し
て
崩
壊
せ
ず
に
南
に
 

伸
び
る
羨
道
部
が
掘
り
出
さ
れ
、
さ
ら
に
羨
道
に
続
く
前
庭
部
が
 

検
出
さ
れ
た
。

前
庭
部
は
、
近
く
の
木
曾
川
の
河
原
よ
り
運
ば
れ
た
と
思
わ
れ
 

る
河
原
石
が
両
側
壁
に
積
み
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
床
面
 

は
'

 

直
接
土
を
掘
っ
た
素
掘
り
で
、
何
も
敷
か
れ
て
お
ら
ず
、
石
 

室
へ
の
入
り
口
で
あ
る
羨
道
部
に
向
か
っ
て
ゆ
る
や
か
に
上
へ
傾
 

斜
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
羨
道
部
か
ら
玄
室
ま
で
は
河
原
石
の
敷
 

石
が
伸
び
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
ぅ
し
て
'

 

玄
室
の
天
 

井
石
や
側
壁
の
石
組
み
は
、
移
動
や
転
落
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
 

な
く
、
羨
道
部
と
前
庭
部
も
玄
室
同
様
に
、
原
形
の
ま
ま
発
掘
さ
 

れ
た
。

墳
丘
の
大
部
分
は
、
自
然
地
形
の
削
り
出
し
で
、
丘
陵
地
を
ぅ
 

ま
く
利
用
し
た
'

 

古
墳
の
築
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
墳
丘
 

の
両
袖
の
地
層
は
丘
陵
の
地
層
と
一
致
し
て
お
り
、
石
室
上
部
に
 

わ
ず
か
に
盛
土
し
て
い
る
浅
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。 

特
に
、
天
井
石
に
巨
石
を
用
い
、
か
つ
規
模
の
大
き
い
こ
と
か
ら
'

 

本
古
墳
の
構
築
法
や
各
部
の
特
徴
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
調
査
の
上
 

で
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
明
確
に
な
っ
た
。

墳
丘
の
裾
の
調
査
で
は
、
葺
石
や
、
裾
を
囲
む
列
石
な
ど
は
検



出
さ
れ
な
か
っ
た
。

前
庭
部
の
先
は
、
墳
丘
端
よ
り
墓
道
が
南
に
一
直
線
に
伸
び
て
 

い
た
が
、
工
事
の
関
係
で
十
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
伸
び
た
と
こ
ろ
で
 

カ
ッ
ト
さ
れ
た
が
、
か
な
り
長
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
墳
丘
 

の
周
囲
に
は
、
墓
道
で
切
断
さ
れ
た
周
濠
が
東
西
に
設
置
さ
れ
て

い
た
。

こ
れ
ら
の
発
掘
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
本
古
墳
の
中
心
部
で
あ
 

る
石
室
は
、
自
然
の
土
層
で
あ
る
基
盤
を
掘
り
込
ん
だ
土
壙
内
に
、 

長
方
形
の
コ
字
状
の
プ
ラ
ン
で
造
ら
れ
て
お
り
、
土
壙
壁
が
石
室
 

の
側
壁
を
支
え
る
岩
石
を
主
体
に
し
な
が
ら
も
'

 

大
小
の
河
原
石
 

と
の
組
み
合
わ
せ
で
巧
み
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

天
井
石
に
使
わ
れ
て
い
る
巨
石
は
、
自
然
の
基
盤
面
上
(

土
層
)

に 

懸
っ
て
い
る
の
で
'

 

天
井
石
の
荷
重
は
土
に
か
か
る
よ
う
に
な
っ
 

て
い
た
。
こ
の
構
築
方
法
は
、
玄
室
の
夫
井
が
高
い
石
室
の
場
合
 

に
、
よ
り
効
果
的
な
構
築
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
石
室
構
築
の
仕
方
は
、
傾
斜
面
あ
 

る
い
は
丘
陵
の
尾
根
上
に
お
い
て
可
能
な
方
法
で
あ
っ
て
、
平
地
 

に
造
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
石
室
床
面
が
墳
丘
底
に
あ
る
横
穴
 

石
室
で
は
、
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
本
古
墳
の
価
値
を
決
定
づ
け
た
こ
と
 

は
、
玄
室
の
中
央
に
安
置
さ
れ
て
い
た
「石
棺
」
の
発
見
で
あ
る
。 

玄
室
内
部
は
盗
掘
で
荒
ら
さ
れ
て
お
り
、
石
棺
の
®
の
一
部
は
割
 

ら
れ
、
棺
の
下
に
は
ず
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
'

 

石
材
を
組
み
合

わ
せ
た
「家
形
石
棺
」
が
ほ
と
ん
ど
完
全
な
姿
で
検
出
さ
れ
た
こ
 

と
は
、
大
発
見
で
あ
っ
た
。

石
室
内
調
査
は
千
四
〇
〇
年
余
の
間
に
床
面
の
上
に
積
も
っ
た
 

約
八
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
落
土
を
取
り
除
き
、
床
面
の
全
面
を
現
わ
 

し
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
石
室
の
内
部
の
構
造
の
よ
う
す
が
全
て
姿
 

を
現
わ
し
、
床
面
の
敷
石
の
配
列
や
、
こ
の
敷
石
が
南
に
ゆ
る
や
 

か
に
上
が
り
な
が
ら
羨
道
部
に
続
き
、
羨
門
の
所
で
南
に
開
口
し
 

た
極
め
て
堅
固
に
築
造
さ
れ
た
保
存
の
よ
い
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
 

確
認
さ
れ
た
。
本
古
墳
か
ら
の
出
土
遺
物
は
、
最
も
貴
重
な
家
形
 

石
棺
を
は
じ
め
と
し
て
、
盗
掘
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
豊
富
で
あ
 

り
、
須
恵
器
の
他
に
、
武
器
類
•

武
具
類
.

馬
具
類
.

装
飾
品
な
 

ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
被
葬
者
の
副
葬
品
か
ら
、
当
時
の
生
活
状
 

況
や
死
者
の
生
前
の
地
位
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
玄
室
と
羨
道
部
の
境
に
あ
る
玄
門
付
近
に
は
、
敷
石
の
 

下
に
縦
に
走
る
排
水
溝
の
存
在
も
認
め
ら
れ
た
が
詳
細
は
不
明
。

こ
こ
で
は
、
発
掘
経
過
の
概
略
し
か
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
 

っ
た
が
、
発
掘
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
務
原
市
教
育
委
員
会
に
 

お
い
て
現
在
「発
掘
報
告
書
」
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
古
墳
の
 

形
状
や
構
造
、
副
葬
品
な
ど
の
特
徴
か
ら
み
て
、
古
墳
時
代
後
期
 

の
実
態
を
知
る
上
で
た
い
へ
ん
貴
重
な
古
墳
で
あ
り
'

 

学
術
的
に
 

も
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
正
確
な
築
 

造
状
況
や
そ
の
特
徴
、
さ
ら
に
古
墳
に
つ
い
て
の
分
析
や
考
察
の
 

発
表
が
待
た
れ
て
い
る
。
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遺
溝
の
よ
う
す
と
特
色

構

造

本
古
墳
は
、木
曾
川
北
岸
の
北
大
巻
山
(

上
 

位
台
地
)
に
立
地
す
る
古
墳
後
期
の
も
の
で
 

あ
る
こ
と
は
前
に
も
触
れ
た
が
、
「横
穴
式
石
室
」
を
主
体
部
と
 

す
る
「家
形
石
棺
」
を
有
す
る
、
六
世
紀
末
の
堂
々
た
る
「大
形
 

円
墳
」
で
あ
る
。
丘
陵
地
形
を
ぅ
ま
く
利
用
し
て
土
壙
内
に
石
材
 

を
組
み
合
わ
せ
て
石
室
を
構
築
し
、
羨
道
部
.

前
庭
部
•

墓
道
.

 

周
濠
な
ど
種
々
の
施
設
を
備
え
て
い
る
。

墳
丘
の
直
径
は
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
約
五
メ
ー
ト
ル
あ
 

り
、
古
墳
時
代
後
期
の
円
墳
と
し
て
は
大
規
模
な
も
の
で
'

 

形
状
 

も
よ
く
整
え
ら
れ
て
い
る
本
格
的
な
古
墳
で
あ
る
。
墳
丘
の
西
側
 

の
末
端
部
は
'

 

丘
陵
地
層
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
完
全
な
形
で
は
 

独
立
し
て
い
な
い
が
、
全
体
と
し
て
は
ゆ
る
や
か
な
丘
状
を
示
し
 

て
お
り
、
裾
が
長
く
流
れ
て
た
い
へ
ん
美
し
い
形
を
し
て
い
る
。

墳
丘
に
は
、
葺
石
や
墳
裾
の
石
列
な
ど
は
な
く
、
現
在
の
石
垣
 

は
、
土
止
め
の
た
め
に
、
復
元
時
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

墳
丘
の
周
囲
に
は
'

 

幅
約
五
メ
ー
ト
ル
の
周
濠
(

空
！n

が
め
ぐ
ら
 

さ
れ
て
い
た
が
、
西
側
で
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
'

 

専
門
家
に
よ
っ
て
は
、
前
方
後
円
墳
の
「後
円
部
」
に
あ
た
る
の
 

が
大
牧
一
号
古
墳
で
あ
る
と
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
各
務
 

原
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
「円
墳
」
と
判
断
さ
れ
、
昭
和
五
十
九
 

年
六
月
二
十
六
日
に
市
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。



石
室
は
、
真
南
に
開
口
し
て
お
り
、
遺
体
を
納
め
た
玄
室
の
中
 

央
部
ょ
り
、
真
っ
す
ぐ
に
羨
道
と
前
庭
部
と
が
伸
び
て
い
る
が
、

羨
門
付
近
が
最
も
高
く
な
っ
た
ゆ
る
い
傾
斜
を
も
つ
通
路
に
な
っ
 

て
い
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
墳
丘
端
ょ
り
一
段
下
が
っ
て
さ
ら
 

に
長
い
墓
道
が
伸
び
て
い
る
。

玄
室
入
り
口
に
は
、
玄
門
(

人
口
の
袖
石
)

が
形
成
さ
れ
て
お
り
、 

羨
道
部
の
入
口
に
は
、
大
き
な
羨
門
(

石
室
へ
の
入
口
)

が
配
置
さ
 

れ
て
い
る
。
古
墳
各
部
が
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
区
分
さ
れ
た
典
型
的
 

な
特
徴
を
有
し
て
い
る
古
墳
で
あ
る
。
ま
た
、
玄
室
と
羨
道
部
の
 

床
面
に
は
、
河
原
石
が
敷
か
れ
て
お
り
、
側
壁
は
、
大
き
な
山
石
 

を
組
み
合
わ
せ
て
、
堅
固
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
外
に
出
て
い
る
前
庭
部
の
側
壁
に
は
、
河
原
石
が
整
 

然
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
床
面
に
は
何
も
敷
か
れ
て
お
ら
ず
、 

玄
室
や
羨
道
に
比
べ
大
き
な
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
古
墳
の
造
り
は
、
全
体
的
に
偉
容
性
と
変
化
、 

さ
ら
に
装
飾
性
が
認
め
ら
れ
、
す
で
に
設
計
段
階
か
ら
、
権
威
づ
 

け
の
た
め
の
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
墓
道
が
、
周
濠
を

た
ち
割
つ
て
造
ら
れ
て
い
る
 

こ
と
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
 

い
遺
構
で
あ
る
。

そ
の
周
濠
の
一
部
に
は
'

 

石
積
み
が
検
出
さ
れ
て
い
る
 

が
、
墓
道
に
よ
っ
て
東
西
に
 

切
断
さ
れ
て
い
る
周
潦
の
両
 

端
に
は
、
河
原
石
が
積
み
こ
 

ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
単
に
 

水
止
め
の
た
め
だ
け
で
は
な
 

く
、
前
庭
部
の
側
壁
の
河
原
 

石
と
共
に
、
装
飾
性
を
感
じ

こ
の
よ
う
な
施
設
を
も
つ
 

た
本
古
墳
の
玄
室
は
、
南
北
 

に
細
長
い
奥
行
の
あ
る
長
方

形
で
あ
り
'

 

羨
道
か
ら
玄
室
へ
入
る
と
左
右
が
広
く
な
つ
て
い
る
 

「両
袖
式
横
穴
石
室
」
の
様
式
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
形
の
 

石
材
で
構
築
さ
れ
て
い
る
両
側
壁
の
大
石
の
間
に
は
、
大
小
さ
ま
 

ざ
ま
の
河
原
石
が
詰
め
込
ま
れ
石
組
み
を
安
定
し
た
も
の
に
し
て
 

い
る
。

玄
室
の
中
央
部
に
安
置
さ
れ
て
い
た
大
形
の
「組
み
合
わ
せ
式
 

家
形
石
棺
」
は
、
棺
蓋
(

屋
根
型
)
•

棺
の
本
体
(

身
)
•

棺
床
は
、そ
 

れ
ぞ
れ
別
々
に
造
ら
れ
て
お
り
、
加
工
さ
れ
た
凝
灰
岩
の
石
板
が
組
み

合
わ
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
玄
室
に
通
じ
る
羨
道
部
は
、
ぎ
っ
し
り
と
河
原
石
を
積
 

み
込
ん
で
ふ
さ
が
れ
て
お
り
、
外
部
と
遮
断
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
 

玄
室
を
密
閉
し
、
そ
の
神
聖
さ
を
保
持
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
陵
南
小
学
校
に
現
状
保
存
さ
れ
て
い
る
 

本
古
墳
は
、
そ
の
構
造
や
出
土
し
た
家
形
石
棺
と
も
に
岐
阜
県
下
 

で
一
級
品
の
古
墳
で
あ
り
、
単
に
学
校
の
生
き
た
教
材
と
し
て
の
 

活
用
の
み
で
な
く
、
一
般
に
も
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
郷
土
 

の
歴
史
や
文
化
財
の
学
習
に
も
広
く
役
立
っ
て
お
り
、
専
門
家
の
 

研
究
資
料
と
し
て
も
話
題
を
呼
び
、
注
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
 

あ
る
。



石室のいろいろ

‘たて穴式若M

第4章大牧•兮占墳

二又一号墳

※「大牧一号古墳」は

陽徳寺 
裏山一号墳

東洞古墳

山村一号墳

富加
稲荷山古墳

尾張高蔵一号墳

図23美濃地域の石室型式（成瀬正勝氏の論文による）

大
牧
一
号
古
墳
が
も
つ
古
墳
後
期
の
特
徴
で
 

あ
る
「横
穴
式
石
室
」
は
、
朝
鮮
に
お
い
て
 

成
立
し
た
墓
室
で
'

 

五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
初
め
に
日
本
に
波
 

及
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
集
団
、
あ
 

る
い
は
朝
鮮
に
お
も
む
き
そ
の
墓
制
に
触
れ
た
人
々
が
も
た
ら
し
 

た
の
で
あ
ろ
ぅ
。

最
初
、
北
九
州
に
伝
わ
っ
た
の
ち
、
六
世
紀
に
入
る
と
畿
内
や
 

吉
備
(

岡
山
)
地
方
に
築
造
さ
れ
始
め
、
六
世
紀
中
頃
以
降
に
な
 

る
と
東
北
地
方
南
部
よ
り
九
州
南
部
に
ま
で
広
が
つ
て
い
る
。
特
 

に
日
本
の
場
合
は
、
一
個
の
墓
室
が
複
数
埋
葬
を
前
提
と
す
る
開
 

閉
装
置
を
も
つ
点
が
特
色
で
あ
る
。

古
墳
前
期
の
木
棺
を
竪
穴
式
石
室
に
納
め
、
蓋
枉
を
置
き
、
粘
 

土
で
密
閉
す
る
従
来
の
葬
法
に
比
べ
る
と
、
そ
の
間
に
一
石
棺
、
と
 

く
に
家
形
石
棺
を
置
く
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
は
、
大
き
な
変
化
で
 

あ
る
。
し
か
も
、
石
室
内
を
立
つ
て
歩
け
る
ほ
ど
の
高
さ
と
空
間
 

を
墓
室
に
与
え
て
い
る
こ
と
が
、
横
穴
式
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
広
い
空
間
を
も
つ
墓
室
へ
の
転
換
は
、
死
後
の
世
 

界
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
を
意
味
し
、
広
く
な
っ
た
空
間
に
は
 

須
恵
器
に
納
め
ら
れ
た
飲
物
.

食
料
が
供
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
 

た
。
こ
れ
は
、
石
室
を
死
者
の
家
と
考
え
、
死
後
の
世
界
で
も
生
 

前
と
同
じ
よ
う
な
生
活
が
続
く
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
現
 

れ
で
あ
る
。
ま
た
、
一
族
の
追
葬
に
よ
る
家
族
墓
と
し
て
死
者
の
 

霊
が
墓
室
を
共
有
す
る
思
想
を
も
ち
始
め
た
の
で
は
な
い
と
考
え
 

ら
れ
て
い
る
。

美
濃
地
方
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
は
、
木
曽
三
川
に
よ
っ
て
形
 

成
さ
れ
た
濃
尾
平
野
を
と
り
ま
く
山
腹
や
河
岸
段
丘
上
及
び
土
岐
 

川
流
域
の
山
間
部
に
至
る
広
範
な
分
布
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
 

地
域
的
特
徴
や
石
室
づ
く
り
に
た
ず
さ
わ
っ
た
工
人
組
織
の
研
究
 

は
、
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
、
「美
濃
地
方
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
の
型
式
と
変
 

遷
に
つ
い
て
」
(

岐
阜
史
学
.

第
七
九
号
)

の
成
瀬
正
勝
氏
の
論
文
で
 

し
か
、
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
は
調
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
横
穴
石
室
は
、
基
本
的
に
は
死
者
を
葬
る
玄
 

室
と
、
そ
れ
に
至
る
通
路
と
し
て
の
羨
道
部
か
ら
な
り
、さ
ら
に
墓

横穴式石室



道
及
び
墓
前
の
付
属
施
設
が
付
設
さ
れ
る
と
規
定
し
、
美
濃
地
方
 

の
横
穴
式
石
室
填
は
、
内
部
構
造
不
明
の
も
の
や
、
す
で
に
消
滅
 

し
て
記
録
に
残
ら
な
い
も
の
を
含
め
、
約
三
〇
〇
〇
基
(

岐
阜
県
 

教
委
『岐
阜
県
遺
跡
地
図J
昭
和
五
十
一
年
)
が
確
認
さ
れ
て
い
る
 

が
、
内
部
構
造
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ぅ
る
す
ベ
て
の
横
穴
式
石
室
を
検
 

討
分
類
さ
れ
た
も
 

の
が
、
前
べ
—
ジ 

の
六
型
式
の
分
類
 

図
で
あ
る
。
こ
こ
 

で
の
ポ
ィ
ン
ト
は
、

玄
室
と
羨
道
部
の
 

連
接
状
態
に
あ
る
。

大
牧
一
号
古
墳
の
 

場
合
は
、
羨
道
が
 

玄
室
の
前
面
中
央
 

部
が
せ
ば
ま
る
両
 

袖
式
石
室
(
n

型
 

式
)
に
あ
て
は
ま
 

る
。さ

ら
に
、
石
室
 

幅
を
よ
く
調
べ
る
 

と
、
玄
室
幅
(

奥
 

端
部
約
二
.

五
メ
 

ー

ト
ル
•

前
面
部
約
二
.

 

ー
メ
—
ト
ル
)
は
、
玄
門
部
(

約
 

一
•

こ
メ
 

I
ト
ル
)
•

羨
門
部
(

約
了
.

二
九
メ
—
ト
ル
)
.

前
庭
部
墳
丘
端
(

約
 

:

.

九
六
メ
—
ト
ル
)

と
比
較
し
て
広
く
、
玄
室
へ
の
入
り
口
の
玄
 

門
部
が
：番
狹
く
な
つ
て
い
る
。

ま
た
、
玄
室
の
平
面
図
は
左
図
の
通
り
で
あ
る
が
、
古
墳
後
期

の
初
期
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
正
方
形
を
示
す
も
の
が
採
用
さ
れ
 

る
が
、
終
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
玄
室
の
主
軸
の
方
向
に
長
い
長
 

方
形
を
な
し
て
、
長
辺
と
短
辺
と
の
差
が
広
が
っ
て
く
る
の
が
一
 

般
的
で
あ
る
。
大
牧
一
号
古
墳
の
場
合
は
、
厳
密
に
は
玄
室
の
奥
 

端
部
が
前
面
部
よ
り
約
四
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
長
い
の
で
、
長
方
形
と
 

す
る
よ
り
奥
が
広
く
な
る
台
形
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

本
古
墳
の
玄
室
規
模
を
ま
と
め
る
と
、
玄
室
長
約
五
メ
ー
ト
ル
 

.

最
大
幅
約
二
.

五
メ
—
ト
ル
•

天
井
高
約
三
.

五
メ
ー
ト
ル
の
 

大
き
さ
で
、
前
部
の
両
壁
は
、
羨
道
端
の
玄
門
部
よ
り
袖
状
に
約
 

四
五
セ
ン
チ
ず
つ
外
側
に
張
り
出
し
て
い
る
典
型
的
な
両
袖
式
の
 

横
穴
石
室
で
構
成
さ
れ
、
床
面
は
奥
に
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
玄
室
は
巨
石
石
室
の
お
も
か
げ
を
残
し
、
利
用
さ
れ
て
い
 

る
石
材
は
、
大
形
の
チ
ヤ
—
卜
と
砂
岩
で
あ
り
、
側
壁
は
箱
形
の
 

角
張
っ
た
チ
ヤ
ー
ト
材
で
、
天
井
石
は
表
面
が
平
滑
な
砂
岩
中
心
 

で
四
枚
の
ぅ
ち
一
枚
だ
け
は
チ
ヤ
—
卜
材
で
あ
る
。
五
枚
の
奥
壁
 

は
、
基
礎
部
の
二
枚
と
最
上
部
の一

枚
は
砂
岩
材
で
、
中
段
の
二
 

枚
は
チ
ヤ
ー
ト
材
で
あ
る
。
配
置
す
る
部
分
の
目
的
、
機
能
に
よ
 

っ
て
石
材
の
選
択
が
行
わ
れ
た
と
思
ぅ
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
 

は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
チ
ヤ
ー
ト
材
は
、
市
 

内
北
部
山
地
よ
り
産
出
す
る
が
、
砂
岩
材
は
、
隣
接
す
る
犬
山
市
 

東
部
か
ら
東
濃
地
方
産
出
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

奥
壁
に
は
、
い
わ
ゆ
る
鏡
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
巨
石
を
用
い
ず
、 

約
：
•

五
メ
ー
ト
ルx

ー
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
石
が
五
枚
三
段
積
み



玄
門
東
の
上
部
に
盗
掘
穴
が
認
め
ら
れ
る

に
さ
れ
、
最
下
段
の
二
板
の
石
は
門
柱
状
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
側
壁
は
、
両
側
壁
と
も
四
段
積
み
で
、
東
西
が
 

対
称
的
に
同
じ
ょ
ぅ
な
石
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
最
下
段
は
四
個
 

の
大
き
な
山
石
(

約
一
.

三
メ
—
ト
ル
X

約

一

 .

 

ー
メ
—
ト
ル
)
で
側
 

壁
を
支
え
て
い
る
。
し
か
し
、
側
壁
全
体
を
構
成
す
る
石
の
大
き
 

さ
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
全
面
に
わ
た
っ
て
石
を
横
長
に
し
て
組
 

ん
で
お
り
、
上
部
ほ
ど
石
は
小
さ
く
な
り
、
大
小
の
石
を
巧
み
に
 

組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
石
と
石
の
間
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
 

な
河
原
石
を
詰
石
に
利
用
し
、
石
組
み
を
安
定
さ
せ
て
い
る
こ
と

が
目
に
つ
く
。

さ
ら
に
、
玄
室
の
空
間
を
み
る
と
、
床
面
の
幅
が
最
大
で
、
天
 

井
に
向
か
っ
て
狭
く
な
っ
て
い
る
「権
型
形
式
」
を
と
っ
て
い
る
。 

こ
の
型
式
は
、
空
間
を
奥
に
伸
ば
す
工
法
に
用
い
ら
れ
、
外
へ
向
 

か
っ
て
広
が
る
ィ
メ
—
ジ
は
な
い
が
、
静
的
で
整
っ
た
美
し
さ
を
 

も
っ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
べ
側
壁
に
対
し
て
天
井
石
の
か
か
 

り
が
少
な
い
の
に
、
千
四
百
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
現
在
ま
で
崩
 

壊
す
る
こ
と
も
な
く
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
工
事
に
 

た
ず
さ
わ
っ
た
工
人
た
ち
の
設
計
や
構
築
上
の
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
。

天
井
石
は
、
玄
室
全
体
を
四
枚
の
扁
平
な
山
石
で
お
お
い
、
長
 

さ
約
三
メ
—
ト
ル
•

幅
約一
•

六
〜
一
.

七
メ
—
ト
ル
.

重
量
四
、 

五
ト
ン
の
「巨
石
」
で
、
本
古
墳
の
使
用
石
材
中
'

 

最
大
で
あ
る
。 

四
枚
と
も
大
き
さ
は
均
等
化
さ
れ
て
お
り
、
天
井
の
架
設
状
況
は
、 

側
壁
が
支
え
な
が
ら
も
、
三
、
四
〇
セ
ン
チ
は
土
壙
に
懸
つ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
'

 

石
の
採
取
.

加
工
•

運
搬
.

構
築
に
、 

か
な
り
の
時
間
と
手
間
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

床
面
は
、
羨
道
部
と
同
じ
よ
う
に
河
原
石
を
敷
石
に
利
用
し
て
 

い
る
が
、
床
の
外
側
の
隅
石
は
、
扁
平
で
大
き
い
も
の
を
一
列
に
 

並
べ
て
お
り
、
奥
端
部
の
み
は
四
列
の
配
石
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
 

他
の
部
分
に
は
小
石
を
不
ぞ
ろ
い
に
敷
き
つ
め
て
あ
り
、
と
こ
ろ
 

ど
こ
ろ
に
基
盤
面
で
あ
る
土
が
表
出
し
て
い
る
。
ま
た
床
面
は

一

 

枚
の
み
で
、
追
葬
の
た
め
の
二
次
的
な
も
の
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
 

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
牧
一
号
古
墳
の
玄
室
は
、
単
室
で
あ
る
が
奥
行
 

は
石
棺
を
収
納
す
る
た
め
に
長
く
、
一
人
の
首
長
を
葬
る
の
に
十
 

分
な
広
さ
を
も
っ
て
い
る
。
今
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
本
古
 

墳
の
立
面
構
成
の
大
き
さ
や
堅
固
さ
、
蛮
化
の
点
か
ら
も
、
当
時
 

の
首
長
の
力
を
う
か
が
わ
せ
る
と
共
に
、
美
濃
地
域
独
自
の
技
法
 

を
も
っ
た
工
人
組
織
の
活
躍
を
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
牧
一
号
古
墳
を
最
も
価
値
づ
け
た
凝
灰
乾
 

製
の
「組
み
合
わ
せ
式
家
形
石
棺
」
が
、玄

石

棺

室
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

石
棺
の
分
類
は
一
章
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
舟
形
.

長
 

持
形
.

家
形
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
舟
形
は
、
か
な
り
散
在
 

的
に
各
地
の
主
要
な
前
半
期
の
古
墳
に
用
い
ら
れ
、
長
持
形
は
、 

近
畿
地
方
で
五
世
紀
代
の
王
墓
と
わ
ず
か
な
地
方
の
同
時
代
の
有
 

力
古
墳
に
、
そ
し
て
家
形
は
、
主
に
後
期
の
主
要
古
墳
に
そ
れ
ぞ



奈良市野神古墳
岡山県長船町築山古墳

古墳名 所在地 時代 石棺型式 規 模

山日向 那加長塚町3 6世紀後半 家形 f全長約2m 
i幅 約0.8m

松 田 松ヶ丘町3 6世紀後半 組み石
（全長約1.65m 
イ幅 約0.41m
1高さ約0.4m

狐 塚 鶴沼西町4 6〜7世紀
家形 
（凝灰岩）

蓋 （全長） （幅）（高さ）
約1.97m 0.95m 0.34m

身 約1.93m 0. 82m 10.16m

ふな塚 大伊木町4 6世紀後半 家形 
（凝灰岩）

天井石が落ち破損 
（全長約2. 4m 
幅 約1.3m
（高さ約0.9m （推定）

大牧一号
大伊木町4 
（陵南小学校） 6世紀後半 家形 

（凝灰岩）

蓋 （全長）（幅）（高さ） 
約2.5m 1.3m 0.4m

身 （全長） （幅）（高さ）
約2.36m 1.2m 0.9m

二
上
山
ピ
ン
ク
石
家
形
石
棺

れ
使
用
さ
れ
て
い
る
。当
初
は
刳
抜
家
形
石
棺
で
あ
っ
た
が
、大
牧
 

の
場
合
は
石
棺
製
作
に
適
し
た
加
工
し
や
す
い
軟
質
の
凝
灰
岩
を
 

利
用
し
た
組
み
合
わ
せ
式
で
、
板
状
の
石
を
組
み
た
て
た
も
の
で
 

あ
る
。
形
状
は
寄
m
造
の
家
形
(

屋
根
形
)

で
あ
る
。

な
お
、
昭
和
六
〇
年
七
月
下
旬
か
ら
発
掘
調
査
さ
れ
た
聖
徳
太
 

子
に
関
係
す
る
人
物
の
墓
と
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
飛
鳥
斑
鳩
の
、 

「藤
ノ
木
古
墳
」
(

直
径
四
〇
メ
—
ト
ル
.

高
さ
四
メ
ー
ト
ル
.

六
世
 

紀
中
頃
の
後
期
古
墳
.

円
墳
)

か
ら
発
見
さ
れ
た
石
棺
も
、
家
形
石
 

棺
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
形
と
い
っ
て
も
上
図
の
よ
ぅ
に
多
く
の
 

も
の
は
、
屋
根
の
形
を
し
た
蓋
に
「縄
か
け
」
が
つ
い
て
お
り
、 

通
常
四
〜
六
個
の
突
出
部
が
認
め
ら
れ
る
が
、
本
石
棺
の
場
合
は
 

全
く
つ
い
て
い
な
い
の
が
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

大
牧
の
石
棺
の
大
き
さ
は
'

 

長
さ
約
二
•

四
メ
—
ト
ル
•

幅
約
 

一
•

ニ
メ
—
ト
ル
.

高
さ
約
一
.

三
メ
—
ト
ル
で
あ
り
、
表
面
に
 

は
部
分
的
に
朱
色
の
顔
料
(

主
成
分
は
酸
化
鉄
で
赤
鉄
鉱
を
含
ん
だ
 

赤
色
の
粘
土
を
焼
い
て
つ
く
る
)
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
石
棺
の
全
面
 

に
塗
ら
れ
て
い
た
か
ど
ぅ
か
は
定
か
で
な
い
が
、
現
在
残
存
し
て
 

い
る
朱
は
'

 

棺
蓋
の
裏
側
や
身
の
組
み
合
わ
せ
部
分
な
ど
石
板
の
 

境
目
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
装
飾
的
な
意
味
よ
り
も
 

死
者
へ
の
魔
除
け
や
鎮
漱
の
た
め
に
施
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
財
物
の
家
と
い
う
観
念
の
ほ
か
に
、
家
そ
の
も
の
に
対
す
る
 

特
別
な
霊
力
を
意
識
し
て
い
た
の
で
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

各
務
原
市
に
お
い
て
石
棺
を
出
土
し
た
古
墳
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
大
牧
一
号
古
墳
を
入
れ
て
五
基
あ
り
、
そ
の
う
ち
現
存
し
て
い
 

る
石
棺
は
、
1
塚
石
棺
(

鵜
沼
西
町
)

と
ふ
な
塚
石
棺
を
合
わ
せ
て
 

三
棺
で
あ
る
。
残
さ
れ
て
い
る
記
録
を
使
い
、
各
石
棺
の
規
模
を
 

整
理
し
比
較
す
る
と
上
図
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
比
較
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
牧
の
石
棺
は
大
形
で
あ
 

り
、
蓋
と
身
の
形
状
が
と
て
も
整
っ
て
お
り
、
極
め
て
美
し
く
製
 

作
さ
れ
て
い
る
。
棺
蓋
は
寄
棟
状
で
、
最
上
部
は
平
た
く
削
ら
れ
 

表
面
は
磨
か
れ
て
お
り
、
全
面
に
わ
た
っ
て
精
巧
な
加
工
の
手
が
 

施
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
'

 

石
棺
の
床
面
は
四
枚
の
敷
石
板
が
並
べ
ら
れ
、
こ
の
 

家
形
石
棺
の
豪
華
さ
を
物
語
っ
て
お
り
'

 

県
下
最
大
級
の
石
棺
と
 

い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。



第4孕大牧一号古墳

<身の横板（内簡3枚冷 < 身の播板（*爾2枚>>

石棺各部の構成（単位cm,学校での実測）
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第4章大牧号古墳

石室内部

武器類 "農具類

こ'：」5 若8
玄室への首長の葬り方の想像［

大
牧
の
石
棺
の
加
工
の
精
巧
さ
は
'

 

前
頁
の
図
で
も
理
解
で
き
 

る
が
、
ど
の
面
に
も
平
ノ
ミ
や
丸
ノ
ミ
で
削
り
、
加
工
し
た
痕
が
 

は
っ
き
り
残
さ
れ
て
お
り
、
最
後
に
表
面
を
磨
い
て
滑
か
に
仕
上
 

げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
首
長
の
た
め
に
石
棺
造
り
を
し
た
工
人
 

た
ち
が
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
製
 

作
技
術
の
す
ば
ら
し
さ
と
、
か
な
り
の
月
日
を
か
け
て
作
製
し
た
 

努
力
の
あ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、‘本
古
墳
の
西
方
に
あ
る
ふ
な
塚
古
墳
か
ら
出
土
 

し
て
い
る
金
銅
製
の
杏
葉
の
す
ば
ら
し
さ
や
、
同
じ
よ
う
な
家
形
 

石
棺
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
両
古
墳
の
被
葬
者
 

で
あ
る
首
長
は
'

 

何
ら
か
の
形
で
大
和
政
権
と
の
か
か
わ
り
や
接
 

触
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
有
力
な
首
長
で
あ
る
こ
と
が
改
 

め
て
想
像
で
き
る
。

ま
た
、
狐
塚
石
棺
と
、
大
牧
石
棺
'

 

ふ
な
塚
石
棺
は
、
共
に
凝
 

灰
岩
の
石
材
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
も
、
他
地
域
と
の
交
流
や
交
 

易
の
上
か
ら
た
い
へ
ん
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
石
棺
の
石
材
が
ど
の
地
域
か
ら
切
り
出
さ
れ
、 

運
搬
さ
れ
て
き
た
の
か
断
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
い
と
こ
ろ
で
 

犬
山
市
の
東
方
に
位
置
す
る
善
師
炉
が
有
力
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
 

と
し
て
、
一
つ
は
犬
山
市
善
師
野
が
凝
灰
岩
を
石
材
と
し
て
産
出
 

し
て
い
る
時
期
が
六
世
紀
頃
よ
り
始
ま
つ
て
い
る
こ
と
が
文
献
に
 

み
ら
れ
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
最
盛
期
で
あ
 

つ
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
。
今
一
つ
は
、
鵜
沼
地
区
の
一
般
農
家

の
風
呂
た
き
の
か
ま
ど
の
石
組
み
に
利
用
し
て
い
た
石
材
が
、
善
 

師
野
よ
り
き
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
地
域
と
の
結
び
つ
き
 

が
推
測
で
き
る
。
他
に
は
凝
灰
岩
を
含
む
地
層
か
ら
考
え
る
と
、 

東
濃
の
可
児
市
方
面
か
ら
の
木
曾
川
を
利
用
し
て
の
搬
送
も
十
分
 

考
え
ら
れ
る
。
天
井
石
や
奥
壁
に
利
用
さ
れ
て
い
る
砂
岩
の
産
地
 

と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
、
石
材
の
産
出
地
に
石
室
や
石
棺
に
た
 

ず
さ
わ
る
工
人
た
ち
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

石
材
の
凝
灰
岩
は
'

 

火
山
噴
出
に
よ
る
火
山
灰
.

火
山
砂
.

火
 

山
礫
等
が
集
積
、
凝
結
し
て
で
き
た
灰
色
の
堆
積
岩
の
ひ
と
つ
で
 

あ
る
。
こ
の
石
質
は
も
ろ
い
が
柔
か
く
て
軽
く
、
加
工
し
や
す
い
 

利
点
が
あ
り
、
全
国
各
地
で
利
用
さ
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

大
牧
石
棺
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
ぅ
に
見
事
な
造
り
で
は
あ
る
 

が
、
線
刻
や
彫
刻
図
形
、
彩
色
模
様
こ
そ
な
い
が
、
朱
は
塗
ら
れ
 

て
い
た
形
跡
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
教
的
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
 

と
は
確
か
で
あ
る
。

朱
塗
り
の
立
派
な
石
棺
に
死
者
を
納
め
、
堅
固
に
築
造
さ
れ
た
 

広
い
空
間
を
も
つ
玄
室
に
安
置
し
、
ひ
た
す
ら
鎮
魂
と
妖
魔
退
散
 

を
念
じ
て
祈
り
を
さ
さ
げ
た
当
時
の
人
々
の
心
が
、
私
た
ち
に
伝

わ
っ
て
く
る
。

と
く
に
悔
ま
れ
る
の
は
、
盗
掘
の
た
め
に
棺
蓋
の
一
部
が
破
壊
 

さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
豊
富
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
副
葬
品
が
持
 

ち
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
盗
掘
さ
れ
、
何
回
荒
ら
さ
 

れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。



'

羨
道
•

前
庭
部
.

墓
道
.

周濠

横
穴
石
室
は
、
死
者
を
石
室
の
側
面
か
ら
搬
入
す
る
墓
室
で
あ
 

る
た
め
、
「羨
道
」
は
基
本
的
に
横
穴
式
石
室
の
主
室
で
あ
る
玄
 

室
へ
の
通
路
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
羨
 

道
部
は
玄
室
と
現
世
を
つ
な
ぐ
通
路
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
 

で
あ
る
。

や
や
新
し
い
段
階
に
な
る
と
、
そ
こ
へ
追
葬
が
行
わ
れ
る
場
合
 

も
あ
る
か
、
入
り
口
は
石
を
も
っ
て
閉
塞
す
る
行
為
の
過
程
で
、 

祭
祀
が
行
わ
れ
た
遺
跡
例
も
あ
る
。

羨
道
に
続
い
て
墳
丘
外
へ
姿
を
あ
ら
わ
す
「前
庭
部
」
も
死
者
 

搬
入
の
一
種
の
通
路
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
死
者
の
霊
の
弔
い
と
 

同
時
に
、
後
継
者
が
亡
き
首
長
の
霊
力
を
ぅ
け
、
服
従
を
誓
ぅ
祭
 

祀
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
横
穴
石
室
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
、
墳
丘
の
頂
上
を
中
心
 

と
す
る
祭
祀
か
ら
、
羨
道
前
面
な
い
し
は
前
庭
部
を
中
心
と
す
る
 

祭
祀
へ
の
移
行
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
墳
丘
の
高
さ
や
 

大
き
さ
と
の
関
係
を
薄
め
、
や
が
て
墳
丘
の
巨
大
性
の
意
味
を
次
 

第
に
失
わ
せ
る
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
羨
道
に
も
、
工
人
集
団
 

の
慣
習
に
従
っ
て
技
法
の
違
い
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
 

に
は
玄
室
幅
に
対
し
て
羨
道
幅
と
の
比
率
を
み
る
と
、
時
代
が
降
 

る
に
従
つ
て
そ
の
差
は
縮
ま
る
と
い
う
傾
向
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

本
古
墳
の
場
合
は
、
約
九
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。

玄
室
へ
の
入
り
口
に
は
、
両
側
に
高
さ
約
一
.

三
メ
ー
ト
ル
(

東
 

側
)
と
約
一
.

八
メ
—
ト
ル
(

西
側
)

の
方
柱
状
の
立
石
が
配
置
さ
 

れ
て
お
り
、
そ
の
袖
石
の
上
に
は
箱
形
状
の
権
門
を
の
せ
、
天
井
 

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

羨
道
は
'

 

そ
の
玄
門
か
ら
、
石
室
入
り
口
の
羨
門
ま
で
ゆ
る
や
 

か
な
上
り
坂
で
、
道
幅
を
約
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
広
げ
な
が
ら
、
約
 

五
メ
—
ト
ル
の
長
さ
を
有
し
て
い
る
。
両
側
壁
は
高
さ
約
一
•

八
 

〜
一
.

三
メ
—
ト
ル
の
三
個
の
チ
ャ
—
卜
材
の
大
石
で
基
礎
部
を
 

固
め
、
そ
の
上
に
東
側
は
九
個
ほ
ど
、
西
側
は
二
〇
個
ほ
ど
の
小
 

さ
い
山
石
を
積
み
上
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
羨
道
部
へ
の
入
り
口
に
は
、
大
規
模
石
室
を
象
徴
す
 

I

 

る
か
の
ょ
ぅ
に
、
長
さ
約
二
.

六
メ
—
ト
ル
•

厚
さ
約
八
〇
セ
ン
85 

チ
.

縦
約
九
ニ
セ
ン
チ
の
巨
石
で
あ
る
羨
^
が
偉
容
を
誇
っ
て
い
 

I

 

る
。
床
面
か
ら
^
門
ま
で
の
高
さ
は
約
ニ
メ
—
ト
ル
ほ
ど
あ
り
、

一
番
奥
の
玄
門
部
の
天
井
の
高
さ
約|

•

六
メ
ー
ト
ル
と
比
較
し
 

て
も
約
四
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
。
天
井
石
も
四
枚
の
 

せ
、
羨
道
部
を
が
っ
ち
り
と
ふ
さ
い
で
お
り
、
発
掘
時
の
折
に
は
 

こ
の
ぽ
っ
か
り
口
を
開
け
た
羨
道
も
河
原
石
で
閉
塞
さ
れ
て
い
た
 

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

羨
道
に
続
く
前
庭
部
は
、
羨
門
部
ょ
り
墳
丘
南
端
ま
で
約
一
〇
 

メ
—
ト
ル
の
下
り
坂
で
、
約
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
幅
の
広
が
り
を
 

示
し
な
が
ら
伸
び
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
特
徴
は
、
両
側
壁
が
河
 

原
石
で
美
し
く
積
み
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
装
飾



的
な
意
味
も
考
え
ら
れ
る
。
両
側
壁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
河
原
石
 

は
、
長
さ
約
二
〇
セ
ン
チ
〜
三
〇
セ
ン
チ
前
後
の
横
長
の
扁
平
な
 

石
で
、
羨
門
か
ら
墳
丘
端
ま
で
、
整
然
と
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

床
面
の
敷
石
は
、
羨
門
部
か
ら
石
室
内
部
へ
向
か
っ
て
施
さ
れ
て
 

い
る
が
、
前
庭
部
に
は
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
石
室
と
墳
丘
外
部
を
 

明
確
に
区
分
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

さ
ら
に
、
羨
道
端
ょ
り
一
段
下
が
っ
て
真
南
に
一
直
線
上
に
墓
 

道
が
伸
び
て
い
た
が
、
十
五
メ
—
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
ま
で
検
出
さ
 

れ
た
後
、
工
事
の
関
係
で
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
。

古
墳
が
存
在
す
る
以
上
、
私
た
ち
は
柩
が
集
落
を
出
て
古
墳
に
 

至
る
ま
で
に
は
、
死
者
と
そ
れ
を
見
送
る
者
の
道
を
考
え
ね
ば
な
 

ら
な
い
が
'

 

そ
の
一
部
が
今
回
検
出
さ
れ
た
こ
と
も
貴
重
な
こ
と
 

で
あ
る
。
墓
道
に
つ
い
て
広
く
考
え
る
と
、
次
の
四
種
類
が
考
え
 

ら
れ
て
い
る
。

①
 
根道=

集
落
か
ら
古
墳
群
に
た
ど
り
つ
く
道
で
、
最
も

大
き
く
て
距
離
も
長
く
、
時
に
は
現
世
の
道
で

あ
る
。

②
 
幹道=
根
道
か
ら
分
か
れ
、
古
墳
群
に
た
ど
り
つ
く
道

で
あ
り
、
墓
域
の
中
を
い
く
つ
か
の
幅
員
を
せ

ば
め
た
道
で
あ
る
。

③
 
枝道=
幹
道
か
ら
分
か
れ
、
い
く
つ
か
の
古
墳
を
結
ぶ

道
で
あ
る
。

④
 
茎道=
枝
道
か
ら
分
か
れ
、
横
穴
式
石
室
古
墳
に
至
る

道
で
あ
る
。

今
回
、
検
出
さ
れ
た
墓
道
は
、
こ
の
分
類
で
い
く
と
茎
道
に
あ
 

た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

群
集
墳
の
場
合
、
各
古
墳
に
は
何
ら
か
の
形
で
こ
ぅ
し
た
墓
道
 

が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
各
古
墳
は
一
基
ず
つ
点
と
 

し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
墓
道
に
よ
っ
て
相
互
に
関
連
づ
け
 

ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
墳
丘
の
周
り
に
は
、
幅
約
五
メ
—
ト
ル
ほ
ど
の
周
濛
 

(

空
^
)
が
検
出
さ
れ
た
。
濠
を
掘
る
こ
と
は
墳
丘
築
造
の
最
終
 

段
階
に
な
さ
れ
、
そ
の
排
土
を
使
っ
て
、
墳
丘
の
表
面
を
お
お
っ
 

た
と
思
わ
れ
る
。
周
濠
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
墳
丘
上
の
排
水
を
 

よ
く
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
同
時
に
墳
丘
を
周
囲
の
外
部
 

環
境
か
ら
隔
て
る
意
味
を
付
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
 

て
い
る
。
ま
た
、
墳
丘
の
表
面
が
版
築
に
よ
っ
て
敷
き
固
め
ら
れ
 

て
い
た
か
ど
ぅ
か
は
本
古
墳
の
場
合
不
明
で
あ
る
が
、
一
番
自
然
 

の
破
壊
を
受
け
や
す
い
と
こ
ろ
だ
け
に
、
周
濛
内
に
は
、
乾
季
の
 

時
期
も
一
定
の
水
を
保
ち
、
墳
丘
に
一
定
の
水
分
を
供
給
し
て
、 

版
築
の
含
水
を
一
定
に
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
墳
丘
の
表
面
の
 

強
さ
を
確
保
す
る
役
割
を
も
た
せ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
墓
道
に
よ
っ
て
た
ち
割
ら
れ
た
周
濠
の
端
に
は
'

 

多
 

数
の
河
原
石
が
積
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
本
古
墳
の
ひ
と
つ
の
特
徴
 

で
あ
り
'

 

水
止
め
と
同
時
に
、
装
飾
的
あ
る
い
は
呪
術
的
な
意
味
 

を
も
た
せ
て
い
た
の
で
は
と
、
推
測
さ
れ
る
。



第4章大牧り•古墳

2.工事のよつす

3.当時の道具

えぶ') 備中グワ 図31.①古墳づくりの工事想像E

墳丘整形]—>[

図30古墳の施行順序

上図は、古墳の築造工程の一般的な作業順序を想定したものである。
「大牧一号古墳」の場合も、設計図の作製、土の運搬、周濠の掘削、墳丘の造成、河原石の採 
取、石室用石材の運搬と架構、石棺の製作、人夫の徴集などさまざまな段階が考えられる。現代 
の私たちが考える以上に、当時の土木技術が進歩していたことに注目したい。
その大きな土木工事の様子を再現すると、次頁のような「想像図」を描くことができる。



第4章大牧一号古墳

3.職人たち 古墳をつくる人たち

4. 土を掘ったり運んだりする人たち

図31

.變5
5.修羅を使っての大石の運搬



蓋がなく杯部のみの高杯で，口径が大きく開いており，脚部には一段透 
と二段透がみられる。本古墳から出土した完形の器は，器高約8. 4〜17. 7 
cm, 口径8. 5へ"l?. 5cmとさまざまな大きさである。

第4章大牧一号古墳

㈣
出
土
遺
物

有
力
な
首
長
墳
と
推
定
さ
れ
る
石
室
の
場
合
、
大
形
の
家
形
石
 

棺
が
玄
室
の
ほ
ぼ
中
央
に
置
か
れ
、
そ
の
卓
越
性
を
示
し
て
い
る
 

が
、
本
古
墳
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
、
被
葬
者
が
生
前
に
着
用
、

船
用
し
て
い
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
「副
葬
品
」
が
あ
る
。
す
で
 

に
盗
掘
さ
れ
て
い
た
の
で
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
 

い
が
、
首
長
の
権
威
を
示
す
品
々
は
豊
富
で
あ
り
、
後
期
古
墳
を
 

特
色
づ
け
る
鉄
地
色
銅
張
り
の
馬
具
一
式
、
武
器
や
武
具
類
と
し
 

て
の
一
で
あ
る
#
甲
の
小
札
.

矢
を
携
帯
す
る
た
め
の
胡
菘
•

直
 

リ
•

り
.

]--'•
鉄
mlな
ど
が
あ
り
、
須
恵
器
で
.

は高
！；!

 
•

脚
付
短
頸
 

ふ
.

ャ
帆
.

成
•

1<'齔
命
•

杯
身
.

杯
為
•

器
台
等
が
多
数
出
土
 

し
て
い
る
。
ま
た
装
身
具
と
し
て
、
ガ
ラ
ス
玉
(

丸
玉
)
.

銀
製
空
 

避
.

金
環
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
被
葬
者
の
生
前
の
地
位
を
し
の
 

ば
せ
て
い
る
。

一
般
に
副
葬
品
は
、
遺
体
を
安
置
し
た
石
棺
内
や
石
棺
の
周
囲
 

に
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
品
目
で
あ
る
鏡
類
や
玉
類
、
碧
 

玉
製
腕
飾
類
、
武
器
、
武
具
な
ど
は
宝
器
.

祭
器
的
性
格
を
有
し
、 

被
葬
者
が
司
祭
者
で
あ
る
こ
と
を
ぅ
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
、
五
 

世
紀
以
降
に
な
る
と
、
日
常
用
具
.

多
種
多
様
な
武
器
•

武
具
.

 

馬
具
な
ど
が
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
被
葬
者
は
階
層
的
な
 

支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
固
め
、
自
己
の
権
威
を
誇
示
す
る
性
格
 

に
変
化
し
て
く
る
。
ま
た
'

 

そ
の
背
景
に
は
、
朝
鮮
の
諸
技
術
の

移
入
に
よ
る
手
工
業
製
品
の
飛
躍
的
発
展
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

横
穴
式
の
墓
道
を
有
す
る
後
期
古
墳
に
な
つ
て
く
る
と
、
日
用
 

品
の
須
恵
器
が
多
数
出
土
し
、
器
形
も
多
種
多
様
に
な
つ
て
く
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
本
古
墳
の
場
合
で
も
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。
須
 

恵
器
は
、
主
に
飲
食
物
が
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
 

が
、
参
列
者
が
共
食
に
よ
っ
て
死
者
の
霊
力
を
受
け
る
と
い
う
古
 

墳
成
立
時
の
儀
式
は
あ
っ
て
も
、
今
ま
で
は
死
者
に
死
後
の
飲
食
 

物
を
用
意
す
る
と
い
う
思
想
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
、 

祖
霊
祭
祀
の
場
と
し
て
成
立
し
た
古
墳
の
中
に
、
家
族
霊
の
居
所
 

を
見
い
出
す
こ
と
に
な
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
刀
類
や
武
具
 

類
は
近
づ
く
も
の
を
強
く
し
り
ぞ
け
、
示
威
の
た
め
の
威
儀
の
具
、 

神
聖
の
表
示
的
性
格
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
時
期
に
、 

大
量
に
製
作
さ
れ
使
用
さ
れ
た
代
表
的
な
土
器
 

は
、
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
土
師
器
と
呼
ば
れ
る
弥
生
式
土
器
 

の
伝
統
を
引
い
て
い
る
褐
色
を
帯
び
た
土
器
で
あ
り
、
も
う
一
つ
 

は
、
須
恵
器
と
呼
ば
れ
る
ね
ず
み
色
を
帯
び
た
土
器
で
あ
り
'

 

四
 

世
紀
末
か
ら
五
世
紀
の
初
め
に
南
朝
鮮
か
ら
渡
来
し
た
工
人
た
ち
 

に
よ
っ
て
作
ら
れ
始
め
た
土
器
で
あ
る
。

土
師
器
は
、
野
天
に
穴
を
掘
っ
て
八
〇
〇
度
程
度
で
焼
く
の
に
 

対
し
、
須
恵
器
は
山
の
斜
面
に
掘
り
抜
か
れ
た
傾
斜
を
も
っ
た
窯
 

(

幅一〜

ニ
メ
—
ト
ル
•

長
さ
七
〜
一
〇
メ
—
ト
ル
の
、
ト
ン
ネ
ル
式
と
 

半
地
下
式11

の
二
種
類
が
あ
る
)
で
、
ろ
く
ろ
で
作
っ
た
器
体
を
千

須
恵
器

度
〜
千
二
百
度
の
現r

兀
娼
焼
成
で
製
作
す
る
の
で
、
堅
く
て
透
水
 

性
も
低
い
特
徴
が
あ
る
。

須
恵
器
の
形
は
数
十
種
に
も
及
ぶ
が
、
古
墳
に
副
葬
し
た
り
、 

祭
祀
に
用
い
た
土
器
は
い
ず
れ
も
貯
蔵
、
供
膳
、
調
理
な
ど
の
機
 

能
を
も
つ
普
通
の
須
恵
器
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
だ
け
用
い
た
と
 

み
ら
れ
る
器
種
は
な
い
。
し
か
し
、
高
杯
とg

(

水
や
酒
を
注
ぐ
の
 

に
用
い
る
)

は
'

 

祭
祀
用
と
し
て
最
も
多
く
用
い
ら
れ
た
よ
、っ
で
あ
 

る
。本

古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
器
形
の
中
に
は
、
脚
部
や
口
径
部
 

が
長
大
化
す
る
と
と
も
に
装
飾
化
し
て
い
る
も
の
が
多
く
認
め
ら
 

れ
、
か
な
り
円
熟
の
域
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

各
務
原
市
北
部
の
「稲
恥

01?左11

犯
齡
」
は
、
美
濃
須
恵
古
窯
 

址
群
の
一
角
を
担
ぅ
こ
と
で
有
名
で
、
各
務
地
区
で
は
す
で
こ
六
 

世
紀
代
に
須
恵
器
の
生
産
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
推
測
で
き
 

る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
製
作
工
人
集
団
と
の
関
連
や
、
こ
の
 

地
域
で
の
消
費
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

須
恵
器
の
需
給
関
係
を
み
る
と
、
農
民
の
住
居
跡
で
主
体
を
な

す
土
器
は
土
師
器
が
多
い
こ
と
か
ら
、
須
恵
器
の
生
産
機
構
は
、

そ
の
地
域
の
支
配
者
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
お
り
、I

般
の
農
民

に
は
縁
遠
い
土
器
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
東
海
地
方
で
は
、
須
恵
器
の
生
産
地
が
多
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
農
民
の
住
居
址
か
ら
も
須
恵
器
が
数
多
く
発
見
さ
れ
て

お
り
、
農
民
の
間
に
も
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
ぅ
か
が
え
る
。



u
t
f

 
j

線
あ
 

a.て 
行
し
 

平施に
あ
部
い
 

部
の
上
て
 

体
整
で
い
 

'

調
透
つ
 

文
目
段
に
 

描
キ
ニ
方
 

ラ
カ
は
四
 

へ
と
部
は

二

。

71:
 

|

 
わ
が
国
に
お
け
る
鉄
器
の
生
産
開
始
は
、
弥
生

-
-
^
時
代
前
期
の
後
半
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
当
初
、
鉄
器
の
素
材
は
大
陸
や
朝
鮮
か
ら
の
 

舶
載
品
(

輸
入
品
)

に
始
ま
り
'

 

舶
載
の
銕
製
品
か
ら
の
鋼
製
造
を
 

経
て
か
ら
、
国
産
砂
鉄
を
原
料
と
し
た
製
鉄
へ
と
発
展
す
る
の
は
、 

六
世
紀
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

古
墳
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
膨
大
な
数
の
鉄
器
が
埋
納
さ
れ
る
 

が
、
直
刀
な
ど
のi

造
技
術
の
飛
躍
的
進
歩
と
同
時
に
、
古
墳
出
 

土
の
鉄
器
は
砂
鉄
で
は
な
く
、
鉄
鉱
石
(

磁
鉄
鉱
)

を
原
料
と
し
た
 

鋼
が
素
材
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

本
古
墳
か
ら
の
「鉄
製
品
」
と
し
て
は
、
直
刀
.

刀
子
•

鉄
紙
 

.

鉾
の
先
端
部
•

挂
甲
と
呼
ば
れ
る
鎧
.

そ
し
て
鉄
地
金
銅
張
り
 

馬
具
類
が
出
土
し
て
い
る
。

全
国
的
に
み
て
も
、
横
穴
式
石
室
の
中
心
的
な
副
葬
品
で
は
、 

直
刀
.

刀
子
•

鉄
鏃
の
三
者
が
極
め
て
多
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
。 

後
述
す
る
が
、
馬
具
類
は
、
古
墳
後
期
の
特
徴
的
副
葬
品
で
あ
る
。

中
で
も
直
刀
は
、
首
長
の
最
も
権
威
的
な
も
の
で
あ
り
、
刀
子
 

は
ナ
ィ
フ
で
あ
っ
て
、
「常
に
佩
用
し
て
食
事
に
も
雑
用
に
も
用
 

い
ら
れ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
常
に
身
辺
に
保
持
さ
れ
て
い
 

た
ょ
ぅ
で
あ
る
。
し
か
し
、
副
葬
し
た
刀
子
の
多
く
は
棺
内
か
ら
 

発
見
さ
れ
て
お
り
、
工
具
と
し
て
の
刀
子
と
、
武
器
で
あ
り
魔
除
 

け
と
し
て
呪
術
的
な
意
味
を
も
た
せ
た
刀
子
と
は
、
区
分
さ
れ
て
 

い
た
ょ
ぅ
で
あ
る
。
六
、
七
世
紀
の
古
墳
群
の
被
葬
者
は
'

 

攻
繋



第4章大牧一号古墳

革綴短甲-七観古墳

三角板銘留襟付短甲•黒姫山古墳

写真71挂甲1温為〗髑i大阪府

歩兵装備から騎兵装備へ

^ ’"Wiw幽i.

図33挂甲群馬県九合村出土の埴輪

写真70鉄 鏃 
長さ約17cm, 17.5cm, 19cm 
嫉身約2. 5cm, 3 cm, 2. 5cm

用
武
器
と
し
て
の
鉄
鏃
と
'

 

防
御
用
武
器
と
し
て
の
刀
子
を
象
徴
 

的
に
副
葬
し
た
の
で
あ
ろ
、っ。
そ
れ
以
上
に
、
刀
を
副
葬
し
得
た
 

の
は
よ
り
限
ら
れ
た
人
で
あ
り
、
馬
具
は
さ
ら
に
限
定
さ
れ
た
人
 

と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
金
銅
張
り
の
装
 

具
を
つ
け
た
鉄
刀
を
も
ち
、
馬
具
類
一
式
を
も
つ
大
牧
の
首
長
の
 

階
層
は
、
か
な
り
高
い
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
椹
原
考
古
学
研
究
 

所
の
石
野
博
信
先
生
の
群
集
墳
調
査
記
録
を
み
る
と
、
馬
具
を
も
 

つ
階
層
は
二
〇
基
中
に
一
基
で
あ
り
、
刀
を
持
つ
比
率
は
一
〇
パ
 

—
セ
ン
ト
余
と
の
報
告
が
あ
る
。

鉄
鏃
は
、
三
本
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
矢
入
れ
の
ま
ま
副
葬
さ
 

れ
た
よ
ぅ
で
あ
る
。
本
古
墳
よ
り
出
土
し
た
鉄
鏃
は
、
長
頸i

の 

型
の
も
の
で
、
鏃
身
の
柄
が
長
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
鏃
身
が
小
 

さ
く
て
鋭
い
細
根
式
は
、
五
世
紀
中
頃
に
現
わ
れ
て
く
る
新
型
の
 

も
の
で
あ
る
。
短
頸
鏃
は
、

五
世
紀
後
半
に
は
姿
を
消
し
 

て
い
る
。
本
古
墳
よ
り
出
土
 

し
て
い
る
鏃
の
柄
は
ま
だ
太
 

い
の
で
、
飛
翔
力
よ
り
、
傷
 

口
を
大
き
く
す
る
の
が
特
徴
 

で
あ
る
。
こ
の
鏃
か
ら
推
定
 

す
る
と
、
弓
の
長
さ
は
ニ
メ
 

I
ト
ル
前
後
で
あ
り
、
矢
の
 

長
さ
は
八
〇
セ
ン
チ
前
後

(

竹
製
の
矢
柄
)
と
想
像
で
き
る
。
な
お
、
矢
を
入
れ
て
携
帯
す
る
 

靱
も
、
歩
兵
戦
用
に
は
肩
に
負
う
大
型
の
歩
靱
で
よ
か
っ
た
が
、 

騎
兵
用
に
は
腰
に
下
げ
る
小
さ
い
「胡
篠
」
の
形
式
を
有
利
と
し
 

た
。
そ
の
胡
篠
が
本
古
墳
よ
り
出
土
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
古
墳
よ
り
の
出
土
品
で
特
筆
す
べ
き
も
の
に
、
五
 

世
紀
中
頃
に
出
現
し
、
六
、
七
世
紀
の
古
墳
か
ら
多
く
出
土
す
る
 

「挂
甲
」
と
い
う
鎧
が
あ
り
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

鉄
製
甲
胄
は
、
弓
矢
の
発
達
と
と
も
に
、
古
墳
時
代
の
防
御
用
 

具
に
お
い
て
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。
甲
に
は
、
短
甲
と
挂
甲
と
 

が
あ
る
が
、
短
甲
と
は
右
上
図
の
よ
う
に
鉄
板
を
革
紐
で
綴
じ
合
 

わ
せ
る
も
の
と
、
鉄
銕
で
留
め
る
も
の
と
が
あ
る
。
こ
の
短
甲
は
 

歩
兵
戦
用
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
直
立
し
た
姿
勢
で
は
胴
か
ら
 

大
腿
部
ま
で
お
お
え
た
が
、
馬
上
で
用
い
る
に
は
動
作
の
敏
活
さ
 

を
妨
げ
る
の
み
で
な
く
、
草
摺
(

下
に
垂
れ
て
い
る
箇
所
)
の
構
造
 

が
不
適
当
で
、
騎
乗
者
の
腰
か
ら
下
を
露
出
さ
せ
る
欠
陥
が
あ
っ
 

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
騎
兵
用
の
挂
甲
に
変
え
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
か
っ
た
。

挂
甲
は
、
写
真
で
も
分
か
る
よ
う
に
腰
の
位
置
に
あ
た
る
特
有
 

な
湾
曲
を
も
っ
た
小
+Uを
含
め
、
数
種
類
の
小
札
を
革
紐
で
綴
じ
 

た
も
の
で
、
短
申
に
比
べ
て
動
き
や
す
く
、
小
札
の
重
な
り
具
合
 

か
ら
防
御
面
で
も
秀
れ
て
い
た
。
長
さ
約
五
セ
ン
チ
、
幅
約
ニ
セ
 

ン
チ
ほ
ど
の
小
孔
の
あ
い
た
長
方
形
の
小
札
が
、
八
〇
〇
個
ほ
ど
 

出
土
し
て
い
る
。
騎
兵
装
備
の
採
用
は
注
目
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
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3.杏葉（金銅張り，横約10.3cm,縦9.8cm） 
写真72馬具類

馬
具
類

江
上
波
夫
氏
(

『民
俗
学
研
究
』一

三
—
三
、
一九 

四
九
年
)
に
よ
る
と
、
前
期
古
墳
の
副
葬
品
は
 

実
用
的
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
宝
器
的
.

呪
術
的
意
味
を
も
っ
た
 

も
の
が
多
く
、
農
耕
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
五
世
紀
以
後
の
後
 

期
古
墳
文
化
は
、
武
器
や
武
具
と
か
服
装
品
な
ど
の
大
陸
的
な
要
 

素
を
基
本
的
な
も
の
と
す
る
騎
馬
民
族
的
性
格
を
示
し
て
い
る
と
 

い
う
。
そ
の
変
化
が
急
激
に
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
東
北
ア
ジ
 

ア
の
戦
闘
的
な
騎
馬
民
族
が
、
武
力
を
も
っ
て
日
本
を
征
服
し
た
 

た
め
に
生
じ
た
証
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
江
上
説
に
対
し
て
は
多
 

く
の
反
論
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
に
か
 

け
て
、
遺
物
の
種
類
や
型
式
に
大
き
な
変
化
や
差
異
が
み
ら
れ
る
 

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

首
長
の
権
威
を
表
現
す
る
た
め
に
特
別
な
装
具
を
も
ち
、
ま
た
 

そ
れ
を
飾
る
こ
と
の
最
た
る
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
乗
馬
の
風
を
示
 

す
「馬
具
」
が
あ
る
。
き
ら
び
や
か
な
金
銅
な
い
し
は
鉄
地
金
銅
 

張
り
の
馬
具
類
の
副
葬
は
、
馬
具
類
を
装
備
し
た
乗
馬
に
よ
る
日
 

常
的
な
権
威
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
集
団
成
員
と
の
格
差
を
自
他
 

と
も
に
決
定
的
に
印
象
づ
け
る
特
権
的
な
効
果
を
表
現
す
る
も
の

で
あ
つ
た
と
い
え
る
。

一
口
に
馬
具
と
い
っ
て
も
、
用
途
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
装
具
 

が
あ
り
、
大
別
す
る
と
、
①
馬
を
制
御
す
る
た
め
に
必
要
な
装
 

具
で
、
轡
と
そ
れ
に
着
用
す
る
面
繋
と
手
綱
と
か
ら
成
り
立
つ
 

②
騎
手
の
安
定
を
保
つ
た
め
の
鞍
で
、
発
達
し
た
形
で
は
胸
繋
、

尻
繋
、
障
泥
が
つ
き
、
さ
ら
に
足
を
懸
け
る
證
が
加
わ
る
③

 

装
飾
的
目
的
が
付
加
さ
れ
る
も
の
で
、
胸
繋
.

尻
繋
に
杏
葉
•

馬
 

傲
•

馬
鐸
が
つ
き
、
尻
繋
に
は
雲
珠
が
つ
け
ら
れ
る
、
と
な
る
。

本
古
墳
か
ら
は
、
馬
具
一
式
が
出
土
し
て
い
る
が
、
馬
具
と
し
 

て
は
、
鉄
地
金
銅
張
り
の
、
一
段
と
進
歩
し
た
技
法
を
有
し
て
い
 

る
。
轡
は
、
鉄
製
環
状
の
楕
円
形
の
鏡
板
を
も
ち
、
轡
に
つ
な
が

る
銅
張
り
の
辻
金
具
、
さ
ら
に
鞍
の
部
品
で
あ
る
磯
金
具
'

 

飾
り
 

り
物
で
あ
る
杏
葉
、
雲
珠
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
雲
珠
の
表
面
 

は
'

 

銀
r
嵌
(

彫
金
技
法
の
ひ
と
つ
で
、
線
状
を
以
て
文
様
を
現
わ
し
、 

銀
の
色
沢
を
応
用
し
て
い
る
)

を
施
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
豪
華
な
 

も
の
で
あ
る
。



装
身
具

〇

古
墳
時
代
の
「装
身
具
」
は
'

 

発
生
的
に
み
て
 

も
そ
の
起
源
は
、
社
会
的
地
位
や
権
威
な
ど
の
 

表
示
や
呪
術
の
よ
う
な
宗
教
的
な
目
的
の
た
め
に
始
ま
り
、
美
し
 

く
見
せ
る
た
め
の
用
具
と
し
て
身
体
を
飾
る
と
い
う
意
識
は
、
後
 

出
で
付
帯
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
古
墳
の
よ
う
に
後
期
古
墳
に
な
る
と
、
わ
が
国
独
 

特
の
硬
玉
の
%
玉
か
ら
、
碧
玉
製
.

滑
石
製
、
さ
ら
に
瑪
瑙
製
の
 

勾
玉
が
主
流
を
な
す
と
同
時
に
、
使
用
す
る
材
料
の
制
約
が
一
段
 

と
ゆ
る
み
、
着
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
の
社
会
的
階
層
も
広
 

範
囲
に
な
っ
て
い
き
、
身
を
飾
る
飾
り
玉
(

飾
玉
化
)

へ
大
き
く
転
 

換—i

て
く
る
時
期
で
あ
る
。

本
古
墳
か
ら
は
、
首
飾
り
を
構
成
す
る
い
ろ
い
ろ
な
玉
が
あ
る
 

中
で
、
「小
玉
」
と
い
う
ア
ル
カ
リ
石
灰
ガ
ラ
ス
で
'

 
銅
の
他
に
 

コ
バ
ル
ト
.

鉄
な
ど
を
発
色
剤
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、 

淡
青
色
.

黄
.

緑
.

赤
褐
.

紫
褐
.

紫
紺
な
ど
、
色
彩
に
富
ん
だ
 

玉
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
勾
玉
や
管
玉
•

切
子
玉
.

ト
ン
ボ
玉
 

な
ど
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
貴
重
な
も
の
と
し
て
銀
製
の
空
 

玉
(

中
が
空
洞
)

が
数
点
出
土
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
首
飾
り
を
構
成
す
る
玉
は
、
普
通
は
紐
で
つ
な
が
れ
 

て
い
る
が
、
紐
は
腐
り
消
滅
し
て
い
る
の
で
、
つ
な
が
り
の
状
態
 

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
埴
輪
の
表
現
を
見
る
と
一
重
か
二
重
で
短
 

く
巻
き
つ
け
る
場
合
と
、
や
や
垂
ら
し
た
場
合
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
玉
作
り
の
遺
跡
は
、
全
国
的
に
み
て
も
須
恵
器
生
産

•
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地
と
異
な
り
、
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
本
古
 

墳
の
場
合
、
お
そ
ら
く
は
他
の
武
器
、
武
具
類
と
同
様
に
大
和
朝
 

廷
や
そ
の
周
辺
か
ら
、
各
地
の
首
長
に
配
布
さ
れ
た
権
威
を
象
徴
 

す
る
ひ
と
つ
の
価
値
あ
る
品
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
古
墳
よ
り
径
一
.

八
セ
ン
チ
の
小
金
環
が
二
個
発
見
 

(

二
号
墳
よ
り
も
、
二
個
出
土
)
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
副
葬
品
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
光
り
輝
く
金
.

 

銀
の
愛
用
、
多
彩
な
玉
類
の
着
用
、
馬
を
財
物
と
し
て
誇
示
す
る
 

た
め
の
装
飾
本
位
の
金
銅
張
り
の
馬
具
セ
ッ
ト
は
、
明
ら
か
に
、 

前
期
古
墳
時
代
と
比
べ
、
首
長
の
性
格
の
変
化
を
表
現
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
集
団
と
一
体
で
あ
っ
た
呪
術
的
権
威
と
は
、
か
け
 

は
な
れ
て
、
自
ら
の
実
力
を
き
ら
び
や
か
な
世
俗
的
権
威
を
示
す
 

装
具
で
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
位
を
絶
対
化
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
呪
力
の
も
つ
比
重
は
相
対
的
に

低
下
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
長
頸
の
鉄
鏃
、
騎
馬
用
の
胡
箱
や
挂
甲
な
ど
か

ら
は
、
六
世
紀
末
の
時
期
に
、
大
牧
一
号
古
墳
の
首
長
は
、
最
新

式
の
武
器
を
装
備
し
、
騎
馬
を
行
い
、
各
務
原
一
帯
の
原
野
を
配

下
を
牢
い
て
か
け
て
い
た
勇
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
本
古
墳
よ
り
出
土
し
た
主
な
副
葬
品
は
、
市
保
健
文
化

会
館
内
(

那
加
桜
町
)

の
「歴
史
民
俗
資
料
館
」
に
展
示
し
、
一
般

に
公
開
さ
れ
て
い
る
。



㈤
被
葬
者
と
農
民
の
く
ら
し

日
本
列
島
に
残
さ
れ
て
い
る
古
墳
の
総
数
は
、一

五
万
基
以
上
 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
九
九
パ
—
セ
ン
ト
は
、
六
世
 

紀
以
降
の
お
よ
そ
百
年
の
間
に
集
中
的
に
築
か
れ
た
新
し
い
古
墳
 

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
古
墳
 

の
大
多
数
は
、
直
径
一
〇
メ
ー
ト
ル
内
外
と
い
う
小
規
模
な
円
墳
 

で
、
狭
い
範
囲
に
一
〇
基
〜
三
、
四
〇
〇
基
が
密
集
し
て
築
か
れ
 

て
い
る
群
集
墳
で
あ
る
。
四
、
五
世
紀
に
築
か
れ
た
首
長
墓
と
は
 

性
格
や
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
 

お
り
で
あ
る
。
横
穴
石
室
は
、
死
者
の
追
葬
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、 

約
百
年
ほ
ど
の
間
に
十
数
万
の
人
が
群
集
墳
に
眠
っ
て
い
る
と
推
 

定
で
き
る
。
と
す
る
と
、
と
て
も
首
長
や
支
配
者
の
み
の
た
め
の
 

墓
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
人
数
は
約
一
〇
〇
年
と
い
う
長
い
年
月
 

を
か
け
て
葬
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
多
い
と
い
っ
て
も
す
べ
 

て
の
人
々
の
墓
所
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

や
は
り
、
ム
ラ
の
有
力
者
と
そ
の
家
族
く
ら
い
ま
で
の
人
が
、 

群
集
墳
に
関
わ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
産
力
を
向
上
さ
 

せ
、
力
を
つ
け
て
き
た
農
民
の
成
長
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
背
景
の
中
に
あ
っ
て
、
大
牧
一
号
古
墳
 

の
場
合
は
、
周
囲
の
小
円
墳
と
比
較
し
て
最
大
規
模
の
大
形
の
円
 

墳
で
あ
る
こ
と
は
、
近
隣
に
あ
る
大
伊
木
古
墳
、
ふ
な
塚
古
墳
と
 

合
わ
せ
て
、
こ
の
地
域
で
最
有
力
の
首
長
系
列
の
墳
墓
と
し
て
考
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
本
古
墳
の
場
合
の
被
葬
者
は
「だ
れ
か
」
の
疑
問
 

が
当
然
起
こ
る
。
し
か
し
、
現
在
一
番
明
ら
か
で
あ
る
は
ず
の
大
 

王
の
陵
墓
古
墳
で
さ
え
学
問
的
に
証
明
で
き
る
も
の
は
極
め
て
少
 

な
い
だ
け
に
、
地
方
の
古
墳
に
葬
ら
れ
た
人
が
一
体
だ
れ
で
あ
る
 

か
を
知
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
い
ぅ
こ
と
に
な
る
。

強
い
て
各
務
原
市
の
文
献
に
み
ら
れ
る
歴
史
上
の
人
物
と
結
び
 

つ
け
る
な
ら
ば
、
本
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
年
代
よ
り
百
年
後
に
起
 

こ
る
六
七
三
年
の
「壬
申
の
乱
」
で
活
躍
し
た
「桃
醒
か
依
」
の 

祖
先
で
あ
る
。
先
述
の
ウ
ヌ
マ
勢
力
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ
ぅ
 

に
、
村
国
氏
は
、
天
智
天
皇
の
死
後
、
天
皇
の
弟
で
あ
る
大
海
人
 

皇
子
と
、
子
ど
も
の
大
友
皇
子
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
内
乱
で
、 

美
濃
の
豪
族
た
ち
と
協
力
し
て
兵
数
万
を
率
い
て
大
海
人
皇
子
の
 

味
方
を
し
、
近
江
朝
廷
を
破
る
大
き
な
戦
功
を
あ
げ
た
こ
と
で
有
 

名
で
あ
る
。
そ
の
功
績
で
男
依
は
、
外
小
紫
位
へ
冠
位
十
九
階
の
第
 

六
等
、
中
央
の
中
級
官
吏
)

を
贈
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

こ
の
村
国
氏
の
拠
点
は
、
木
曾
川
を
は
さ
ん
で
美
濃
の
村
国
**

墨
田
神
社
(

鵜
沼
山
崎
町
)

、
村
国
神
社
(

各
務
お
が
せ
町
)

、
尾
張

一
の
宮
の
村
国
真
墨
田
神
社
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
豪
族
村
国

氏
は
木
曾
川
の
両
岸
を
勢
力
範
囲
と
し
、
村
国
郷
を
形
成
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
よ
りI

〇
〇
年
ほ
ど
前
の
大
牧
一
帯
を
結

び
つ
け
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
る
が
、
こ
の
村
国
氏
の

祖
先
、
あ
る
い
は
村
国
氏
一
族
、
ま
た
は
村
国
氏
を
支
え
る
有
力



部
族
長
が
葬
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
大
牧
一
号
古
墳
を
日
本
 

史
と
の
接
点
で
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
群
集
墳
を
造
る
だ
け
の
力
を
そ
な
え
て
き
た
当
時
の
農
 

民
の
生
活
の
よ
う
す
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

五
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
農
民
た
ち
は
、
鉄
製
の
鋤
や
紙
が
 

各
農
家
に
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
U
字
型
鍬
先
や
 

舶
飢
瓣
と
呼
ば
れ
る
す
ぐ
れ
た
農
具
が
い
き
わ
た
り
、
土
地
の
開
 

発
は
一
層
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

当
時
の
農
村
の
集
落
跡
を
発
掘
し
た
各
地
の
報
告
書
を
み
る
と
'

 

古
墳
時
代
の
住
居
は
、
縄
文
時
代
以
来
の
竪
穴
住
居
が
中
心
で
あ
 

り
、
弥
生
時
代
か
ら
の
連
続
で
あ
り
な
が
ら
、
古
墳
時
代
に
入
る
 

頃
に
は
全
国
的
に
、
そ
の
平
面
図
形
が
隅
丸
方
形
(

小
判
形
)

か
ら
、 

隅
が
わ
ず
か
に
丸
い
程
度
の
方
形
竪
穴
住
居
に
変
化
し
て
い
る
。 

屋
根
も
寄
楝
式
と
い
う
四
角
錐
形
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
カ
ヤ
ぶ
 

き
で
あ
る
。

古
墳
中
期
に
な
る
と
、
従
来
の
炉
に
か

 
^

 
鍬 

わ
っ
て
効
率
の
よ
い
カ
マ
ド
が
設
け
ら
れ
、 
一\

始
め
る
。
そ
の
カ
マ
ド
が
全
国
的
に
一
般
化
す
る
の
は
、
古
墳
後
 

期
に
入
っ
て
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
古
墳
後
期
に
属
す
る
竪
穴
住
居
の
特
色
は
、
規
格
化
 

の
進
行
で
あ
る
。
竪
穴
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
方
形
で
あ
り
、
そ
 

の
対
角
線
上
に
四
本
の
主
柱
穴
を
も
ち
、
北
も
し
く
は
東
壁
中
央
 

に
設
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
、
そ
し
て
そ
の
か
た
わ
ら
に
掘
り
込
ま
れ
 

た
貯
蔵
穴
と
い
ぅ
の
が
ひ
と
つ
の
バ
タ
—
ン
で
、
竪
穴
ご
と
の
ば
 

ら
つ
き
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。



し
か
し
、
首
長
層
の
家
は
一
般
の
農
民
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、 

宮
内
庁
書
陵
部
に
保
管
さ
れ
て
い
る
家
屋
文k

や
、
各
地
か
ら
出
 

土
し
て
い
る
埴
輪
家
か
ら
み
る
と
、
か
な
り
立
派
な
も
の
で
あ
り
、 

左
資
料
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
る
と
思
ぅ
。
そ
れ
ぞ
れ
、
機
能
 

や
構
造
を
異
に
す
る
建
物
で
あ
る
が
、
首
長
層
の
住
居
を
表
現
し
 

て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

当
時
の
農
村
の
住
居
群
か
ら
は
、
多
種
類
の
建
物
を
配
置
す
る
 

首
長
の
屋
敷
と
は
別
に
、
一
般
の
農
家
の
竪
穴
住
居
が
、
四
、
五
 

軒
〜
十
数
軒
が
固
ま
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
家
父
長
を
 

中
心
に
ま
と
ま
つ
た
血
縁
の
大
家
族
の
家
跡
と
考
え
る
こ
と
が
で
 

き
る
。
一
軒
の
家
に
は
夫
婦
を
中
心
に
し
て
、
二
、
三
人
か
ら
四
、 

五
人
が
寝
起
き
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
は
親
戚
関
係
で
あ
り
、
農
 

作
業
や
農
地
の
開
拓
、
家
の
建
築
な
ど
、
す
べ
て
家
父
長
の
指
図

に
ょ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
農
K
は
、
生
産
活
動
に
励
み
、
有
力
農
民
は
次
第
に
 

生
活
を
向
上
さ
せ
、
実
力
を
つ
け
、
家
父
長
層
や
そ
の
近
親
者
を
 

葬
る
た
め
に
、
大
家
族
の
働
き
手
が
力
を
合
わ
せ
、
小
さ
い
古
墳
 

ぐ
ら
い
は
造
れ
る
ま
で
に
成
長
し
て
き
た
。

各
地
で
発
見
さ
れ
て
い
る
埴
輪
の
農
民
の
表
情
は
、
明
る
く
伸
 

び
伸
び
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
豊
か
な
生
活
を
切
 

り
開
い
て
い
る
農
民
の
お
お
ら
か
な
生
活
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
 

き
る
。

し
か
し
、
首
長
墓
築
造
に
は
、
首
長
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
れ
 

ら
の
農
民
が
、
大
規
模
な
土
木
工
事
の
人
夫
と
し
て
徴
発
さ
れ
大
 

き
な
負
担
と
な
っ
た
。
ど
れ
だ
け
徴
発
で
き
る
か
が
、
首
長
の
政
 

治
力
、
経
済
力
、
支
配
力
の
反
映
で
あ
っ
た
。

第五章 
結語



「古
墳
時
代
」
や
「古
墳
文
化
」
に
つ
い
て
は
、
開
始
の
時
期
 

を
初
め
、
古
墳
の
立
地
、
築
造
技
術
、
技
術
者
、
祭
祀
.

儀
礼
な
 

ど
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
あ
り
、
考
古
学
上
か
ら
も
未
 

解
決
の
問
題
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
古
墳
時
代
を
象
徴
す
る
「古
墳
」
は
、
単
な
る
墓
で
 

は
な
く
、
当
時
の
政
治
的
.

経
済
的
.

社
会
的
•

文
化
的
記
念
物
 

と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
三
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
の
ひ
と
つ
 

の
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
歴
史
を
解
く
鍵
を
秘
め
る
重
要
な
価
 

値
あ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
'

 
こ
の
時
代
は
、
ち
ょ
ぅ
ど
古
事
記
や
日
本
書
紀
が
と
り
 

扱
っ
て
い
る
時
代
で
も
あ
る
。
日
本
書
紀
の
箸
墓
に
ま
つ
わ
る
伝
 

承
に
は
、
「昼
は
人
が
造
り
、
夜
は
神
が
造
っ
た
」
こ
と
、
さ
ら
 

に
大
坂
山
の
石
を
「人
民
相
踵
ぎ
て
、
手
逓
伝
に
し
て
運
ん
だ
」 

こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
墳
の
築
造
は
神
が
助
力
 

を
与
え
る
神
聖
な
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
 

は
共
同
体
の
成
員
が
集
団
で
参
加
す
べ
き
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
 

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
武in

叩
の
三
つ
の
白
鳥
 

陵
の
伝
承
、
百
舌
鳥
野
の
仁
徳
陵
の
造
営
に
際
し
て
、
鹿
が
野
の
 

中
か
ら
走
り
出
し
て
役
民
の
中
に
入
っ
て
仆
れ
死
に
、
人
々
が
あ
 

や
し
ん
で
そ
の
き
ず
を
さ
が
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
耳
か
ら
百
舌
鳥
 

が
飛
び
去
っ
た
と
い
う
地
名
起
源
説
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
土
 

地
の
精
霊
と
し
て
の
鹿
を
屈
服
さ
せ
る
大
王
の
絶
対
的
な
力
を
裏
 

づ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
伝
承
で
あ
っ
て
も
、
初
期
の
古

墳
が
も
っ
て
い
た
共
同
体
の
集
団
祭
祀
行
為
の
考
え
方
を
表
現
し
 

て
お
り
、
大
王
の
成
長
の
ス
テ
ッ
プ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
古
墳
造
営
は
、
中
期
古
墳
か
ら
後
期
古
墳
へ
と
変
 

化
す
る
中
で
、
次
第
に
支
配
者
に
よ
る
墳
墓
へ
と
そ
の
性
格
を
変
 

え
て
い
っ
た
。
七
世
紀
前
半
に
お
け
る
蘇
我
馬
子
の
桃
源
墓
の
造
 

営
に
際
し
て
も
、
日
本
書
紀
に
「蘇
我
氏
の
諸
族
等
悉
に
集
い
て
、 

嶋
大
臣
の
為
に
墓
を
造
り
て
、
墓
所
に̂
:

れ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、 

一
族
の
祭
祀
と
し
て
の
古
墳
造
り
は
、
終
末
期
の
古
墳
に
ま
で
及
 

ん
で
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

日
本
史
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
三
世
紀
後
半
、
近
畿
地
方
を
 

中
心
に
、
特
異
な
形
を
し
た
大
き
な
墳
墓
が
出
現
し
て
く
る
。
前
 

方
後
円
墳
と
呼
ば
れ
る
こ
の
権
力
者
の
墓
は
、
四
世
紀
末
ま
で
に
 

北
九
州
か
ら
東
北
地
方
南
部
に
至
る
全
国
各
地
に
広
が
り
、
五
世
 

紀
に
入
る
と
、
応
神
.

仁
徳
陵
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
世
界
最
大
級
 

の
巨
大
古
墳
に
な
る
。

い
ず
れ
も
が
、
古
代
豪
族
と
大
和
朝
廷
の
発
生
と
成
長
を
象
徴
 

す
る
で
き
ご
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
古
墳
の
う
つ
り
か
わ
り
を
た
 

ど
る
と
、
そ
の
う
ら
に
小
国
家
に
分
立
し
て
い
た
日
本
が
、
ま
だ
 

河
内
王
朝
、
つ
い
で
大
和
王
朝
を
中
心
と
し
た
統
一
国
家
へ
と
統
 

合
さ
れ
て
い
く
壮
大
な
ド
ラ
マ
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

民
衆
の
指
導
者
で
あ
っ
た
首
長
が
、
農
民
の
支
配
者
に
変
わ
つ
 

て
い
く
足
取
り
を
示
す
謎
め
い
た
文
様
の
鏡
、
玉
、
い
か
め
し
い
 

武
器
や
武
具
、
馬
具
、
そ
し
て
黄
金
の
冠
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
品

が
出
土
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
時
代
に
生
き
た
人
々
の
証
で
あ
る
大
規
模
な
か
ん
 

が
い
用
水
や
堰
の
構
築
、
そ
し
て
朝
鮮
や
中
国
と
の
交
渉
を
通
じ
 

て
も
た
ら
さ
れ
た
須
恵
器
や
工
芸
品
の
数
々
な
ど
'

 

東
ア
ジ
ア
の
 

辺
境
で
あ
っ
た
わ
が
国
が
、
世
界
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
国
家
形
 

成
期
と
い
ぅ
激
動
の
時
代
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
冊
子
の
内
容
と
し
て
は
、
単
に
本
校
に
現
状
 

保
存
さ
れ
て
い
る
大
牧
一
号
古
墳
の
紹
介
や
解
説
に
終
わ
ら
な
い
 

た
め
に
、
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
通
説
に
基
い
て
、
で
き
る
だ
け
 

考
古
資
料
を
採
用
し
、
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
墳
時
代
史
 

を
私
た
ち
な
り
に
構
成
し
な
が
ら
、
日
本
の
古
墳
と
郷
土
の
古
墳
 

を
考
え
な
が
ら
、
「大
牧
一
号
古
墳
」
を
位
置
づ
け
て
み
た
。

そ
こ
で
、
本
冊
子
で
は
大
き
く
三
部
に
分
け
て
記
述
し
た
。

第I

章
で
は
日
本
の
古
墳
時
代
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
ひ
と
 

つ
の
流
動
す
る
時
代
と
し
て
と
ら
え
、
ま
ず
古
墳
発
生
の
歴
史
的
 

背
景
に
触
れ
、
つ
い
で
古
墳
の
変
化
と
特
徴
を
概
説
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
古
墳
時
代
の
ア
ウ
ト
ラ
ィ
ン
を
描
き
だ
し
た
。

第
二
、
第
三
章
で
は
、
郷
土
社
会
が
大
和
朝
廷
の
国
家
統
一
と
 

密
接
な
関
連
を
も
ち
な
が
ら
、
美
濃
に
ク
ニ
グ
ニ
が
成
立
し
、
地
 

方
豪
族
が
活
躍
し
、
各
地
に
古
墳
を
築
造
し
始
め
た
姿
や
動
き
を
 

概
説
す
る
と
と
も
に
、
県
下
と
市
内
の
主
要
古
墳
を
紹
介
し
た
。 

こ
こ
で
は
、
大
和
の
大
王
を
頂
点
に
、
全
国
的
規
模
で
結
ば
れ
た
 

政
治
的
な
連
携
の
ネ
ッ
ト
ワ
—
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
郷
土

の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
首
長
墓
と
し
て
出
発
し
た
古
墳
が
、
六
世
紀
に
入
り
、 

葬
ら
れ
る
人
々
の
社
会
的
地
位
や
立
場
が
大
き
く
変
わ
り
始
め
、 

各
地
の
有
力
な
家
父
長
層
ま
で
が
古
墳
を
造
る
よ
う
に
な
り
急
激
 

に
小
円
墳
の
集
合
で
あ
る
群
集
填
が
各
地
に
現
わ
れ
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
の
動
き
と
変
化
を
背
景
に
も
ち
な
が
ら
築
造
 

さ
れ
た
の
が
、
第
四
章
の
「大
牧
一
号
古
墳
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
域
に
群
在
す
る
小
円
墳
の
中
に
あ
っ
て
、
本
古
墳
 

は
六
世
紀
末
の
円
墳
と
し
て
は
巨
石
を
用
い
た
大
規
模
な
横
穴
式
 

石
室
墓
で
あ
り
、
大
形
の
家
型
石
棺
の
発
見
や
豊
富
な
副
葬
品
等
 

か
ら
、
こ
の
地
域
一
帯
の
最
有
力
の
首
長
の
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
 

れ
る
。

周
囲
に
横
穴
式
石
室
墓
の
単
位
群
が
広
範
に
出
現
し
て
い
る
こ
 

と
は
、
本
地
域
に
お
い
て
も
農
民
の
生
産
力
の
上
昇
や
、
家
父
長
 

層
の
身
分
的
秩
序
の
形
成
を
う
か
が
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
全
国
 

的
に
大
和
朝
廷
が
、
地
方
の
首
長
を
介
し
て
一
般
農
民
ま
で
支
配
 

を
ゆ
き
と
ど
か
せ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
支
配
機
構
が
整
っ
て
き
た
 

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
周
辺
の
安
定
度
と
統
率
力
を
 

も
.

っ
た
地
域
の
最
有
力
首
長
が
、
そ
の
支
配
力
や
財
力
、
技
術
力
、 

農
民
動
員
力
を
発
揮
し
て
、
先
代
の
首
長
の
霊
を
と
む
ら
い
、
支
 

配
権
の
授
受
の
証
と
し
て
墓
づ
く
り
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
古
墳
の
築
造
は
、
次
代
の
首
長
と
社
会
に
と
っ
て
 

極
め
て
政
治
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
り
、
祭
祀
•

儀
礼
と
一
本



的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ょ
ぅ
な
意
味
の
あ
る
大
牧
一
号
古
墳
の
特
徴
的
な
こ
と
が
 

ら
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
 
遺
構
や
遺
物
が
示
す
年
代
か
ら
す
る
と
、
本
古
墳
の
築
造
 

は
、
六
世
紀
末
の
古
墳
時
代
後
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

横
穴
式
石
室
の
玄
室
は
大
き
く
て
広
く
、
羨
道
部
•

前
庭
部

•

墓
道
.

周
濠
の
各
部
を
有
す
る
横
穴
式
墓
築
造
の
典
型
的
 

な
円
墳
で
あ
る
。
同
時
期
の
小
円
墳
と
比
較
し
て
格
段
に
立
 

派
で
あ
る
。
玄
室
中
央
に
は
、
大
形
で
精
巧
な
組
み
合
わ
せ
 

式
家
形
石
棺
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、 

本
古
墳
の
価
値
を
一
層
高
め
て
い
る
。

副
葬
品
に
つ
い
て
も
、
盗
掘
に
ょ
り
大
部
分
が
持
ち
出
さ
 

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
発
見
さ
れ
た
品
々
 

の
種
類
や
質
と
も
に
豊
富
で
貴
重
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。 

世
俗
的
権
威
を
表
現
す
る
金
銅
製
の
馬
具
一
式
、
刀
類
、
騎
 

馬
用
の
挂
甲
の
甲
胄
、
長
頸
の
鉄
鏃
と
矢
を
入
れ
る
胡
篠
、 

さ
ら
に
金
•

銀
.

ガ
ラ
ス
製
の
各
種
装
身
具
、
飲
食
物
供
献
 

の
装
飾
付
須
恵
器
な
ど
、
首
長
の
生
前
の
日
常
を
反
映
し
て
、 

こ
の
地
域
一
帯
の
最
強
の
首
長
の
古
墳
で
あ
る
と
考
え
る
こ
 

と
が
で
き
る
。

②
 
古
墳
の
築
造
法
は
、
基
盤
に
な
る
土
層
を
掘
り
込
み
土
擴
 

内
に
石
を
積
み
上
げ
た
も
の
で
、
側
壁
は
土
擴
壁
が
支
え
て
 

い
る
。
そ
の
上
に
天
井
石
を
の
せ
て
石
室
を
構
築
し
て
お
り
、

築
造
場
所
や
工
法
は
、
実
に
合
理
的
に
工
夫
さ
れ
て
築
造
さ
 

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
羨
道
部
.

前
庭
部
の
構
築
は
、
玄
室
と
 

各
部
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
て
石
 

材
の
選
択
•

石
積
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
玄
室
を
初
め
各
部
 

の
平
面
、
空
間
の
広
が
り
、
通
路
の
上
下
の
傾
斜
、
石
の
選
 

択
と
組
み
合
わ
せ
、
配
置
な
ど
、
全
体
と
部
分
の
形
状
な
ど
、 

構
築
技
術
の
計
画
性
と
綿
密
さ
を
ぅ
か
が
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。 

特
に
、
千
四
百
年
も
経
過
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
 

ん
ど
石
の
移
動
や
転
落
が
み
ら
れ
な
い
堅
固
さ
は
、
土
木
技
 

術
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
床
面
の
す
ぐ
下
は
、
岩
盤
に
 

な
っ
て
お
り
、
石
室
を
築
造
す
る
の
に
岩
盤
ま
で
掘
り
下
げ
 

て
か
ら
石
を
構
築
し
て
い
る
工
人
た
ち
の
知
恵
が
、
現
在
に
 

ま
で
完
全
な
形
で
保
存
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

③
本
市
に
約
六
〇
〇
基
ほ
ど
あ
っ
た
古
墳
の
中
に
あ
っ
て
、 

本
古
墳
の
各
所
に
、
木
曾
川
の
河
原
石
を
ふ
ん
だ
ん
に
利
用
 

し
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
特
に
、
大
牧
一
帯
 

の
古
墳
は
大
量
の
河
原
石
を
石
室
や
羨
道
、
さ
ら
に
、
葺
石
 

や
敷
石
に
活
用
し
て
い
る
。
本
古
墳
に
お
い
て
も
、
石
室
や
 

羨
道
の
床
面
に
は
、
す
べ
て
河
原
石
を
き
れ
い
に
敷
き
つ
め
 

て
い
る
し
、前
庭
部
の
両
側
壁
、さ
ら
に
羨
道
部
や
玄
室
の
両
 

側
壁
の
間
隙
に
詰
石
と
し
て
大
小
の
河
原
石
を
利
用
し
て
い
 

る
。
河
原
石
は
、
周
濠
や
墓
道
に
も
認
め
ら
れ
、
外
見
的
な
 

面
の
装
飾
性
と
、
構
造
的
な
機
能
を
河
原
石
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

④
本
古
墳
は
、
丘
陵
上
の
最
高
所
に
築
か
れ
、
眼
下
に
木
曾
 

川
を
見
下
ろ
し
て
い
る
。
同
時
期
の
均
質
的
な
小
規
模
な
円
 

墳
群
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
立
地
や
規
模
は
と
も
に
特
異
で
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
隣
り
の
ふ
な
塚
古
墳
と
と
も
に
、 

こ
の
地
域
の
古
墳
群
全
体
を
統
一
す
る
共
同
体
的
な
首
長
墓
 

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
勢
力
範
囲
も
、
木
曾
川
対
岸
 

の
現
在
の
犬
山
市
か
ら
扶
桑
町
、
江
南
市
一
帯
と
何
ら
か
の
 

つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
「大
牧
一
号
古
墳
」
が
、
昭
和
五
十
 

九
年
に
開
校
し
た
陵
南
小
学
校
に
現
状
保
存
さ
れ
、
広
く
一
般
に
 

公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
古
墳
へ
の
地
域
内
外
の
関
心
 

は
高
く
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
今
回
の
冊
子
刊
行
に
よ
り
、
す
 

こ
し
で
も
多
く
の
方
々
に
、
郷
土
の
歴
史
や
文
化
遺
産
を
理
解
し
 

て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
郷
土
に
対
す
る
愛
情
と
責
任
を
 

高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
い
。
全
国
的
に
も
、
考
古
学
 

や
古
代
史
の
分
野
で
、
全
国
民
を
沸
き
た
た
せ
る
よ
う
な
発
見
が
 

多
く
あ
り
、
ま
さ
に
考
古
学
.

古
代
史
ラ
ッ
シ
ュ
と
い
え
る
状
況
 

の
中
に
あ
っ
て
、
こ
こ
に
大
牧
一
号
古
墳
と
い
う
新
た
な
文
化
財
 

の
出
現
に
よ
り
、
郷
土
の
歴
史
を
私
た
ち
な
り
に
構
想
し
、
解
明
 

す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
遠
い
祖
先
と
、
現
代
を
結
ぶ
太
い
糸
が
 

ま
た
一
本
ふ
え
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
先
人
の
心
を
心
と
し
て
 

う
け
と
め
、
輝
か
し
い
未
来
と
希
望
の
あ
る
郷
土
づ
く
り
の
指
針

を
見
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
過
去
の
私
た
ち
の
生
活
は
、
文
化
財
 

を
残
し
て
く
れ
た
先
人
の
生
活
の
延
長
線
に
成
り
立
っ
て
お
り
、 

文
化
財
を
通
し
て
過
去
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
現
在
そ
し
て
未
来
 

を
築
く
糧
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

文
化
財
は
「歴
史
の
生
き
た
証
」
で
あ
る
と
い
ぅ
。
そ
の
形
や
 

大
き
さ
、
文
様
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
当
時
の
人
々
の
生
活
や
も
 

の
の
見
方
、
考
え
方
を
今
に
伝
え
て
く
れ
る
。
大
牧
一
号
古
墳
然
 

り
で
あ
る
。

現
在
、
県
下
の
埋
蔵
文
化
財
は
、
お
ょ
そ
六
五
〇
〇
か
所
に
眠
 

っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
め
ざ
ま
し
い
最
近
の
開
発
の
中
に
 

あ
っ
て
、
消
滅
速
度
を
増
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
残
念
な
こ
と
 

で
あ
る
が
、
自
然
環
境
の
保
護
と
と
も
に
、
文
化
財
に
刻
ま
れ
た
 

生
活
の
礎
を
尊
重
す
る
心
や
風
土
が
ょ
り
高
ま
り
、
強
ま
る
こ
と
 

を
願
っ
て
結
語
と
し
た
い
。

各
務
原
市
民
憲
章
の
第
一
番
に
、
「自
然
と
文
化
財
を
守
り
、 

美
し
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
大
牧I

号
古
 

墳
の
存
在
が
、
温
も
り
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
ふ
る
さ
と
づ
く
り
の
ひ
 

と
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
こ
と
を
確
信
す
る
と
と
も
に
'

 

現
代
 

に
生
き
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
後
世
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
責
務
を
強
く
感
じ
る
。



革
こ
の
シ
ン
ボ
ル
マ
—
ク
 

は
、
日
本
建
築
に
お
い
て
 

最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
 

抖
拱
(

柱
の
上
の
棟
木
を
 

支
え
る
四
角
の
材
木
)
の 

ィ
メ
 

ー
ジ
を
表
わ
し
て
い
 

る
。
こ
れ
を
三
つ
重
ね
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
'

 

文
化
財
 

と
い
ぅ
民
族
の
遺
産
を
過
 

去
、
現
在
、
未
来
に
わ
た
 

つ
て
永
遠
に
伝
承
し
て
行
 

く
文
化
財
愛
護
の
精
神
を
 

象
徴
し
た
も
の
で
文
化
庁
 

が
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

挿
入
図
版
出
典
一
覧
.

(

写
真
)
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「日
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歴
史
」 
家
永
三
郎
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生
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日
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の
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史
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史
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学
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史
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横
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史
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史
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編
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沼
の
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勲
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沼
の
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史
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会
 

各
務
原
市
教
育
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会
提
供
 

「各
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市
史
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(

考
古
編
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各
務
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教
育
委
員
会
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学
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各
務
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市
教
育
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会
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(

学
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各
務
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市
教
育
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会
提
供

「古
代
史
発
掘
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古
墳
と
、サ
h
i

 
萬
炎
土

 

国
家
の
成
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立
ち
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t
a
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社
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教
育
委
員
会
提
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学
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「古
墳
時
代
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也
東
京
美
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史
」 
家
永
三
郎
 
ほ
る
ぶ
出
版
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史
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版
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史
の
学
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ド
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間
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弘
学

 
研
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阜
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通
史
編
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原
始
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代
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ょ
り
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阜
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の
歴
史
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中
野
効
四
郎
 

中
日
新
聞
記
事
—
「ぎ
ふ
の
古
墳
時
代
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ょ
り
 

「岐
阜
市
史
」
(

通
史
編
•

原
始
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古
代
.

中
世
)

「各
務
原
市
史
」
(

考
古
編
)

「各
務
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市
史
」
(

考
古
編
)

の
資
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に
加
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加
町
史
」
(

小
林
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史
」
(
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古
編
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て
作
成
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沼
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史
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岡
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沼
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史
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一
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沼
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歴
史
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勲
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沼
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会
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史
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古
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教
育
委
員
会
提
供

「歴
史
の
学
習
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
本
間
敏
弘
学

 
研
 

「日
本
の
国
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な
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た
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」

甘

粕

健

至

誠

堂

「季
刊
.

考
古
学
」
第
三
号
•
一
九
八
三
年
雄
山
閣
出
版
 

「巨
大
古
墳
」 
森
 
浩

草

思

社

 

「日
本
の
国
の
な
り
た
ち
」 
甘
粕
健
 
至
誠
堂

 

「古
墳
の
話
」 
小
林
行
雄
岩
波
書
店

 

「季
刊
.

考
古
学
」
第
八
号
.

一
九
八
四
年
雄
山
閣
出
版
 

講
談
社

 

河
出
書
房
 

至
誠
堂

 

草
思
社

「古
代
史
発
掘
⑥
•
古
墳
と
h
予

国
家
の
成
り
立
ち
」
/

—
a
r

「日
本
考
古
学
V
J
 
(

馬
具
)
増
田
精
一

「日
本
の
国
の
な
り
た
ち
」

甘
粕
健

「巨
大
古
墳
」 
森
 
浩

「日
本
の
国
の
な
り
た
ち
」 
甘
粕
健

「古
墳
時
代
の
知
識
」

「日
本
史
」

「要
説
日
本
史
」

「古
墳
の
謎
」

「岐
阜
県
史
」
(

通
史
編
•

原
始
)

 

「各
務
原
市
史
」
(

考
古
編
)

至

堂

岩
崎
卓
也
東
京
美
術

桐
山
一
隆
 

横田健一

三
省
堂
 

創
元
社
 

暁
教
育
出
版

あ
と
が
き

私
た
ち
の
陵
南
小
学
校
は
、
昭
和
五
十
九
年
に
開̂
一したばか 

り
の
新
し
い
学
校
で
す
。
本
校
は
開
校
当
初
よ
り
す
ば
ら
し
い
教
 

育
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
名
勝
名
暮
富
士
 
(

伊
木
山
)

と
木
曾
川
の
美
し
 

い
景
観
と
と
も
に
、
四
季
折
々
の
変
化
を
見
せ
る
豊
か
な
自
然
環
 

境
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
'

 

も
ぅ
ひ
と
つ
は
、
遠
い
祖
先
と
私
た
 

ち
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
古
墳
が
、
学
校
の
入
り
口
に
保
存
さ
れ
て
い
 

る
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
す
ば
ら
し
い
教
育
条
件
 

を
い
か
に
活
用
し
、
創
意
あ
る
教
育
活
動
と
結
び
つ
け
る
か
の
課
 

題
を
も
っ
て
ス
タ
—
卜
し
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
の
よ
さ
や
特
徴
 

を
生
か
し
、
地
域
に
密
着
し
た
「ふ
る
さ
と
学
習
」
を
大
切
に
す
 

る
こ
と
は
、
今
日
的
課
題
で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
開
校
初
年
度
よ
り
、
教
育
課
程
の
中
へ
地
域
の
自
然
 

と
古
墳
(

大
牧
一
号
古
墳
)

を
積
極
的
に
と
り
入
れ
、
成
果
を
あ
げ
 

る
よ
ぅ
努
め
て
き
ま
し
た
。

特
に
、
古
墳
を
通
し
て
先
人
に
学
び
、
現
代
に
お
け
る
生
き
方
 

を
考
え
な
が
ら
未
来
に
希
望
を
つ
な
ぎ
、
祖
先
を
敬
愛
し
、
郷
土
 

愛
や
人
間
愛
を
育
て
'

 
こ
れ
に
尽
す
心
を
培
う
こ
と
は
、
本
校
の
 

教
育
目
標
「や
さ
し
い
心
で
た
く
ま
し
く
陵
南
を
誇
り
に
思
う
子
」

の
育
成
に
直
結
す
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

そ
し
て
、
具
体
的
な
実
践
活
動
の
め
あ
て
と
し
て
か
か
げ
た
の
 

が
、
「誇
り
の
も
て
る
事
実
づ
く
り
——

宝
物
づ
く
り
」
の
合
い
 

言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
を
や
る
気
と
確
か
な
実
践
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
—

源
と
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
ぅ
に
、
本
校
の
教
育
活
動
そ
の
も
の
を
特
色
づ
け
、
方
 

向
づ
け
て
い
る
大
牧
一
号
古
墳
に
つ
い
て
、
ま
ず
私
た
ち
が
知
識
 

を
も
た
ね
ば
と
、
全
職
員
が
初
年
度
手
作
り
で
作
成
し
た
の
が
、

校
内
資
料
「墳
墓
は
語
る
」
の
小
冊
子
で
あ
り
'

 

児
童
用
の
た
め
 

の
「古
墳
て
な
あ
に
」
の
読
み
物
で
す
。

そ
の
反
響
が
大
き
く
、
二
年
次
に
し
て
今
回
、
教
育
出
版
文
化
 

I

 

協
会
よ
り
、
「古
墳
は
語
る
—

大
牧
一
号
古
墳
」
の
冊
子
を
発

115 

刊
で
き
ま
す
こ
と
は
、
本
校
草
創
期
に
お
け
る
画
期
的
な
「宝
物
 
一 

づ
く
り
」
と
い
え
ま
す
。

内
容
的
に
は
、
さ
さ
や
か
な
調
査
結
果
で
す
が
、
こ
れ
を
一
応
 

の
ま
と
め
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
方
々
に
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
 

に
よ
り
、
郷
土
へ
の
関
心
と
愛
着
心
を
高
め
、
温
か
い
心
が
通
じ
 

合
ぅ
地
域
の
連
帯
感
を
強
め
る
こ
と
に
役
立
て
ば
幸
い
で
す
。

私
た
ち
の
研
究
不
足
の
た
め
、
内
容
的
に
、
不
十
分
な
と
こ
ろ
 

や
事
実
解
釈
に
誤
ま
り
の
あ
る
点
、
不
統
一
な
と
こ
ろ
が
多
々
あ
 

る
と
思
い
ま
す
。
お
気
づ
き
の
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
ご
指
摘
'

 

ご
 

指
導
い
た
だ
い
て
、
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
 

考
え
て
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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会本 
占窯址

〔凡例〕
旧中山道と古墳をたずねて 
肢史のあけぼの一炉畑遣跡をたずねて一 
めぐまれた自然と各務の舞台をたずねて 
伝説の地をたずねて 
国•県•市指定の文化財をたずねて
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