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1=r 

志位

序

設

日
本
の
古
墳
の
編
年
的
研
究
は
、
こ
れ
を
古
式
古
墳
と
後
期
古
墳
と
に
二
大
別
し
う
る
こ
と
に
気
付
い
た
大

E
期
の
見
解
を
も
っ
て
、

ょ、っ

や
く
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
爾
来
三

O
齢
年
に
わ
た
る
諸
墜
者
の
努
力
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
三
期
に
直
別

し
、
ま
た
四
期
に
分
割
す
る
な
ど
、
さ
ら
に
詳
細
な
考
察
を
行
う
必
要
を
認
め
る
方
向
に
向
っ
て
準
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
細
分
さ

れ
た
編
年
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
際
に
前
期
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
、
古
い
時
期
の
古
墳
に
針
す
る
従
来
の
認
識
が
、

き
わ
め
て
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
痛
感
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
半
は
、
過
去
の
古
墳
の
研
究
が
、
嘗
然
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
相
針
的
年
代
の
推
定
に
先
立
っ
て
、
副
葬
品
中
に
見
出
さ
れ
る
中
園
鏡
の
絶
針
的
年
代
を
論
擦
と
し
、
直
接
に
例
々
の
十
円
墳
の
絶
針

的
年
代
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
、
啓
蒙
期
の
方
法
を
、
容
易
に
脱
却
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

古
墳
の
骨
遣
の
時
期
と
直
接
の
関
係
を
も
た
ぬ
遺
物
の
製
作
年
代
に
よ
っ
て
、

古
墳
の
絶
針
的
年
代
を
類
推
し
よ
う
と
い
う
方
法
は
、
そ
の

結
論
の
う
ち
に
、
様
式
と
し
て
の
遺
物
の
年
代
観
が
包
戒
す
る
年
教
の
振
幅
と
、
遺
物
と
古
墳
と
の
二
つ
の
異
っ
た
年
代
の
聞
に
介
在
す
る
未

知
の
年
数
と
の
、

不
穏
定
な
数
値
の
加
算
を
二
重
に
容
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
百
年
二
百
年
と
大
要
を
限
っ
て
い
う
程
度
の
大
ま
か
な
も

前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
(
小
林
)
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①
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
後
約
四
世
紀
の
問
に
わ
た
る
に
す
ぎ
な
い
日
本
の
古
墳
を
、
三
期
ま
た
は
四
期
に
細
分
す
る
と
い
う
よ
う
な
研
究
の
場

七
二
二

会
に
も
遁
用
し
よ
う
と
す
る
の
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
嘗
面
の
研
究
に
は
、
も
っ
と
格
率
の
高
い
方
法
で
な
け
れ
ば
採
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
古
墳
の
絶
針
的
年
代
を
知
る
他
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
文
献
上
に
伴
え
ら
れ
た
被
葬
者
の

淡
年
を
も
っ
て
、

古
墳
轡
造
の
時
期
の
近
似
値
と
す
る
便
法
が
あ
る
。
こ
の
方
法
は
わ
が
闘
で
も
皇
陵
の
一
部
に
針
し
て
試
み
ら
れ
て
居
り
、

@
 

古
墳
の
編
年
的
研
究
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
方
が
精
度
は
高
い
が
、

い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
被
葬
者
の
明
ら
か
で
な
い
前
期

の
古
墳
に
劃
し
て
は
、
こ
の
方
法
も
遁
用
し
え
な
い
。
こ
う
し
て
、

ま
ず
個
々
の
古
墳
の
絶
針
的
年
代
を
定
め
た
後
に
、

古
墳
喜
一
聞
の
編
年
的

研
究
に
準
も
う
と
い
う
方
針
は
行
き
つ
ま
り
を
見
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
残
さ
れ
た
方
法
は
、
考
古
撃
の
常
道
に
則
っ
て
、
ま
ず
古
墳
を
そ
の
構
造
な
ら
び
に
副
務
品
の
差
異
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
株

式
に
わ
け
、
そ
れ
ら
の
様
式
の
相
針
的
午
代
の
先
後
を
考
察
す
る
手
績
を
と
る
以
外
に
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
嘗
初
に
古
式
の
古
墳

と
し
て
注
意
に
の
ぼ
っ
た
も
の
が
、
大
和
佐
味
回
古
墳
の
よ
う
な
豊
富
な
種
類
の
副
葬
品
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、

こ
れ
に
く
ら
べ

て
副
葬
品
の
少
い
他
の
古
墳
は
、
濯
物
の
品
目
の
貧
し
さ
の
み
が
意
識
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
品
目
の
侠
除
を
常
態
と
す
る
も
の
の
あ

る
こ
と
な
ど
は
注
意
を
捕
わ
れ
な
い
ま
ま
に
、
同
じ
古
式
古
墳
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
副
葬
品
の
品
目
の
差
が
、

賞
は
重
要
な
事
貰
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
る
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
も
の
は
、
竪
穴
式
石
室
を
件
わ
な
い
粘
土
榔
を
、
構
造
的
に
筒

草
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
進
化
論
的
解
稽
の
誤
用
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
相
互
に
原
因
と
な
り
結
果
と
な
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
古
式
古
墳
の
細
分
の
可
能
性
を
見
失
わ
せ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
前
期
古
墳
に
劃
す
る
認
識
の
貧
困
さ
を
も
た
ら
し
た

他
の
一
半
の
理
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
墜
界
の
現
状
が
こ
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
の
で
、
前
期
古
墳
の
詳
細
な
編
年
制
慨
を
後
表
す
る
準
備
と

し
て
、

こ
こ
に
は
ま
ず
、

古
式
古
墳
あ
る
い
は
前
期
古
墳
と
い
え
ば
、

簡
単
に
鏡
・
剣
・
玉
お
よ
び
碧
玉
製
腕
飾
類
を
副
葬
品
と
し
て
も
つ

も
の
を
代
表
と
し
て
考
え
る
よ
う
な
通
設
が
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
主
と
し
て
述
べ
て
み
た
い



と
思
う
。

コ
一
角
紘
紳
微
鏡
の
問
題

わ
が
園
の
古
墳
の
編
年
的
研
究
を
準
め
る
上
に
お
い
て
、
副
葬
品
の
中
で
は
鏡
が
も
っ
と
も
重
要
な
手
懸
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
珠
測

の
も
と
に
、
大
正
期
以
来
の
古
墳
研
究
の
主
要
な
部
分
は
、
鏡
の
研
・
究
を
中
軸
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
感
史
を
ふ

り
か
え
っ
て
見
て
も
、
山
城
園
相
幾
郡
高
麗
村
椿
弁
大
塚
山
古
墳
の
場
合
ほ
ど
、
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
だ
副
葬
鏡
鮮
の
後
見
例
は
、

か
つ
て

な
か
っ
た
と
断
言
し
て
も
決
し
て
い
い
す
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。

①
 

山
城
大
塚
山
古
墳
に
お
い
て
は
、
二
七
面
に
上
る
多
数
の
副
葬
鏡
の
こ
と
ご
と
く
が
中
園
鏡
で
あ
る
と
い
う
黙
が
、
湖
生
式
時
代
の
饗
棺
問

土
品
の
場
合
を
除
け
ば
、
古
墳
出
土
例
と
し
て
は
す
で
に
空
前
の
事
例
に
属
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
か
ら
明
ら
か
に
侍
世
銀
と
認
め
う
る

内
行
花
文
鏡
二
面
と
、
方
格
規
矩
四
紳
鏡
一
面
と
の
、
計
三
面
を
除
い
た
残
り
の
二
四
商
が
、
す
べ
て
三
角
縁
紳
獣
鏡
の
み
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
特
異
な
現
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
停
世
鏡
以
外
の
す
べ
て
が
三
角
線
紳
献
鏡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
開
連
し

て
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
鏡
式
の
明
ら
か
な
一
九
種
二
三
面
の
う
ち
、
半
ば
を
超
え
る
一

O
種
の
鏡
が
、
両
は
北
九
州
か
ら
東
は

関
東
に
ま
で
い
た
る
各
地
の
古
墳
二
二
基
と
大
塚
山
古
墳
と
の
聞
に
、
同
箔
鏡
を
介
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
寅
が
あ
る
。
こ
れ
に

大
塚
山
古
墳
自
身
に
お
い
て
同
箔
鏡
二
面
を
所
有
し
て
い
る
一
種
を
加
算
す
る
な
ら
ば
、

一
九
種
の
三
角
線
紳
獣
鏡
中
、

一
一
種
ま
で
が
す
で

に
そ
の
同
箔
鏡
が
日
本
に
遺
存
す
る
こ
と
の
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
山
城
大
塚
山
古
墳
に
多
数
の
同
箔
鏡
が
副
葬
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由
と
し
て
、

①
 

別
稿
に
お
い
て
は
、
同
箔
鏡
が
輸
入
に
際
し
て
同
一
の
鏡
匝
に
牧
め
ら
れ
て
居
り
、
ま
た
わ
が
闘
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
保
管
せ
ら
れ
た
こ

「
古
墳
の
稜
生
の
賂
史
的
意
義
」
と
題
す
る

と
の
多
か
っ
た
こ
と
を
想
定
し
、
山
城
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
一
人
の
首
長
が
、

か
つ
て
か
か
る
同
箔
鏡
の
所
有
者
な
い
し
保
管
者
と

前
期
古
埼
の
削
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
(
小
林
)

，じ
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し
て
存
在
し
た
こ
と
、

か
っ
こ
れ
ら
の
同
箔
鋭
の
配
分
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、
彼
が
大
和
政
権
の
統
治
カ
の
伸
張
の
過
程
に
お
い
て
、
有
力

に
行
動
し
た
こ
と
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
康
範
悶
に
わ
た
っ
て
、

地
方
の
首
長
と
政
治
的
交
渉
を
も
ち
え
た
よ
う
な
強

大
な
勢
力
の
所
有
者
が
、

四
世
紀
前
牢
に
お
い
て
山
域
南
部
に
存
在
し
た
と
い
う
獄
態
は
、

お
そ
ら
く
三
世
紀
中
葉
以
来
一
貫
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
を
推
論
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
で
こ
の
吠
態
を
三
世
紀
中
葉
に
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
邪
応
喜
一
闘
の
時

代
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
山
城
大
塚
山
古
墳
か
ら
殺
見
さ
れ
た
三
角
線
紳
獣
鋭
を
も
っ
て
、
邪
馬
蔓
閣
の
時
代
に
輸
入
せ
ら
れ
た
貌
の
鈍
で
あ
る
と
解
仰
す

る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
た
だ
ち
に
墜
界
一
般
の
承
認
を
う
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
解
権
し
う
る
可
能
怜
が
あ
る

と
は
い
い
え
て
も
、
巌
密
に
は
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
を
疑
う

所
設
が
す
で
に
稜
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
少
く
と
も
二
つ
の
、
未
解
決
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
三
角
線
紳
鰍
鋭
一
一
般

の
年
代
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
角
線
紳
獣
鏡
は
わ
が
閣
の
古
墳
か
ら
後
見
さ
れ
る
中
関
鏡
の
う
ち
で
は
も
っ
と
も
多
量
に
存
在
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
正
し
く
は
貌
の
時
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
大
量
に
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
み
で
は
邪
馬
肇

闘
賞
時
の
輸
入
品
と
は
見
倣
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、

た
と
え
三
角
縁
紳
献
鑑
の
製
作
が
貌
の
時
代
に
お
い
て
も
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、

わ
が
闘
に
存
す
る
澄
ロ
聞
は
山
城
大
塚
山
古
墳
の
鏡
の
み
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
全
部
の
輸
入

の
時
期
を
決
定
し
え
な
い
場
合
に
、
山
城
大
塚
山
古
墳
の
遺
品
に
つ
い
て
の
み
、
輸
入
の
時
期
を
限
定
し
う
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。

い
ま
第
一
の
黙
か
ら
設
明
を
試
み
る
と
、
従
来
こ
の
種
の
三
角
縁
神
献
鋭
の
年
代
観
と
し
て
は
、
多
分
に
安
全
卒
の
高
い
表
現
と
し
て
、
税

①
 

晋
鏡
と
い
う
名
稀
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
三
角
線
神
獣
鈍
に
も
、
貌
代
の
紀
年
銘
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
有
名
な
正
始
元
年
鈍
の
質

例
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
内
匿
の
紳
獣
の
配
列
が
階
段
式
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
精
紋
な
表
現
を
も
っ
た
、
む
し

ろ
三
角
線
紳
獣
鍛
と
し
て
は
特
殊
な
鏡
式
の
も
の
で
あ
っ
て
、

一
般
的
な
放
射
式
の
配
列
を
も
っ
た
三
角
線
紳
献
鋭
と
は
、

や
や
手
法
を
異
に



し
て
い
る
。
そ
う
い
う
考
慮
か
ら
、

こ
の
稽
の
鏡
が
中
闘
で
製
作
さ
れ
た
年
代
と
し
て
は
、
約
五

0
年
間
の
貌
の
時
代
に
の
み
限
定
す
る
危
険

が
避
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

主
と
し
て
日
本
の
古
墳
か
ら
後
見
さ
れ
る
三
角
紋
紳
献
鏡
の
年
代
観
と
し
て
、
そ
れ
が
貌
背
鋭
で

あ
る
と
い
う
結
論
を
も
っ
て
充
分
と
す
る
の
は
、
中
閣
の
鏡
の
研
究
の
立
場
か
ら
で
あ
っ
て
、
決
し
て
日
本
の
歴
史
の
立
場
か
ら
の
こ
と
で
は

「L

円、。

中
ん
し

日
本
の
歴
史
の
立
場
と
し
て
は
、

は
た
し
て
こ
の
種
の
鋭
が
、
邪
馬
豪
闘
賞
時
に
税
か
ら
輪
入
さ
れ
た
も
の
と
認
め
う
る
か
百
か
と
い

う
駄
に
ま
で
、
焦
黙
を
し
ぼ
っ
て
年
代
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
が
中
闘
の
鋭
の
研
究
の
立
場
か
ら
、
貌
普
鏡
と
呼
ぴ
慣
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
究
械
の
結
論
の
よ
う
に
法

断
し
た
一
部
の
歴
史
家
は
、

こ
の
二
つ
の
立
場
を
混
同
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、

コ
一
一
閃
・
背
の
時
代
と

い
っ
て
も
、
前
者
は
一
一
一
一
一
年
か
ら
二
六
四
年
ま
で
、
後
者
は
二
六
五
年
か
ら
コ
二
六
年
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
o

故
に
三
岡
・
以
日
時
代
に
つ
く

ら
れ
、
そ
し
て
こ
ち
ら
に
も
た
ら
さ
れ
た
、

こ
う
し
た
鈴
が
日
本
で
用
い
ら
れ
た
の
は
、
相
針
的
に
、
時
代
が
さ
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ

を
二
四
八
年
に
は
死
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
卑
掬
呼
の
生
探
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
卑
耐
呼
を
大
和
の
人
間
に
し
て
、
三
岡
・
.
背
昨
代
に
つ
く

ら
れ
た
大
部
分
の
鏡
が
、
彼
女
の
時
代
に
著
し
く
も
た
ら
さ
れ
は
じ
め
た
と
す
る
に
は
、

な
お
研
究
の
鈴
地
が
あ
る
。
即
ち
こ
の
的
依
で
ゆ
く

と
、
普
の
時
代
は
勿
論
、
三
閣
時
代
の
後
半
に
つ
く
ら
れ
た
紳
献
鋭
は
、
卑
附
呼
の
時
代
に
は
わ
た
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ら
b

故
に
卑
仰

-U 

呼
の
時
代
に
は
、
紳
献
鏡
は
あ
ま
り
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
に
は
若
干
の
誤
解
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
o

た
と
え
ば
、
三
角
縁
紳
献
鋭
が
貌
.
世
鋭
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、

こ
hJ-

看
.
乃

h

は
り

ιv
ィ

t
q

，L
A
品
市
，
〆
レ

製
作
が
、

中
闘
に
お
い
て
は
貌
督
代
に
わ
た
っ
て
、

均
等
に
縫
織
し
た
と
い
う
意
味
か
ら
で
は
な
い
。

J

，
t、
「
ノ
「
し
、

l
J
L
.ヵ

J

マ、

叫
日
代
手
一
通
じ
て
三
角
札
制

紳
献
鋭
が
大
い
に
流
行
し
て
い
た
か
否
か
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

い
わ
ば
未
知
の
問
題
で
あ
る
が
、
論
者
は
そ
れ
を
'
既
定
の
事
貨
と
す

る
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
三
角
線
紳
獣
鈍
の
わ
が
岡
へ
の
伴
来
の
時
期
が
、
市
ヰ
如
呼
以
後
で
あ
る
可
能
性
い
か
与
い
ど

考
え
る
こ
と
は
、
卑
掬
呼
以
後
に
も
鏡
が
大
量
に
総
入
さ
れ
る
よ
う
な
機
命
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
保
{
足
し
た
上
で
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
り
て

前
期
古
境
の
副
部
品
に
あ
、
b
わ
れ
た
文
化
の
ご
相
(
小
林
)

じ
二
.
九



五

十

周

年

記

念

論

集

七-一心ハ

う
し
た
限
定
の
場
合
に
執
着
し
て
、
貌
志
に
卑
湘
呼
の
時
代
に
輸
入
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
大
量
の
鏡
が
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と

い
う
問
題
の
遁
究
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
に
三
角
線
紳
獣
鏡
の
年
代
を
、

日
本
の
歴
史
の
立
場
か
ら
考
え
る
必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
卑
禰
呼
の
時
代
に
、
百
市
と
い

一
時

h
わ
が
図
へ
輸
入
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
す
で
に
わ
が
闘
で
溌
見
さ
れ
て
い
る
各

う
教
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
大
量
の
鏡
が
、

種
の
中
園
鏡
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
に
嘗
た
る
も
の
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
和
泉
黄
金
塚
市
墳
か
ら
殺
見
さ
れ
た
一

①
 

面
の
景
初
三
年
銘
紳
獣
鏡
の
み
を
例
示
す
る
程
度
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
多
量
に
遺
品
の
存
在
す
る
鏡
式
と
し
て
、
三
角
線
紳

獣
鏡
を
候
補
に
奉
げ
る
ほ
か
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
本
の
古
墳
か
ら
溌
見
さ
れ
て
い
る
三
角
線
紳
献
鏡
の
線
数
は
、
す
で
に
二

O
O
商
を
超
え

る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
卑
細
川
呼
の
時
代
に
輸
入
せ
ら
れ
た
も
の
の
み
と
は
断
一
一
ー
ロ
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、

三
角
線
一
岬
獣
鏡
の
中
に
は
、
卑
嫡
呼
以
外
の
人
の
手
を
通
じ
て
輸
入
せ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
い
う
懸
念
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
三
角
線
紳
献
鏡
の
う
ち
に
は
、
同
一
種
の
同
箔
鏡
が
敷
面
そ
ろ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
が
か
な
り
あ
り
、

か
っ
そ
う
い
う
同
箔

鏡
の
セ
ッ
ト
が
幾
組
も
同
じ
所
有
者
に
よ
っ
て
保
有
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
山
城
大
塚
山
古
墳
の
事
寅
は
、

一
回
に
百
面
と
い
う
数
で

表
現
さ
れ
る
よ
う
な
大
量
の
鏡
の
輸
入
が
、
同
箔
鏡
の
セ
ッ
ト
を
ま
と
め
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、

わ
れ
わ

れ
に
敬
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
第
二
の
問
題
を
解
く
鍵
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

説
明
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、

い
ま
山
城
大
塚
山
古
墳
出
土
の
一
一
種
の
同
箔
鏡
に
つ
い
て
、
す
で
に
所
在
の
判
明
し
た
も
の
の
枚
数

を
数
え
る
と

(
第
一
表
)
、
二
面
五
種
、
三
面
一
種
‘

四
面
三
種
、
五
面
二
種
と
な
っ
て
、

四
商
・
五
面
と
い
う
後
見
例
が
珠
想
外
に
多
い
こ
と

に
驚
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
山
城
大
塚
山
古
墳
に
は
な
い
が
、
山
城
長
法
寺
古
墳
そ
の
他
か
ら
出
土
し
て
い
る
一
鏡
も
、

五
回
の
殺
見
例
を
も

っ
て
い
る
。
ま
た
豊
前
赤
塚
古
墳
出
土
の
一
鏡
も
、
出
所
不
明
例
一
を
加
え
れ
ば
、

四
面
の
同
箔
鏡
が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
か
り
に
、

こ
れ

ら
が
み
な
五
面
づ
っ
の
同
箔
鏡
の
セ
ッ
ト
と
し
て
同
時
に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
す
る
と
、

一
一
種
で
五
五
百
に
な
り
、

こ
れ
に
大
塚
山
古
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五

十

周

年

記

念

論

集

七
二
八

美
濃
打
越
|
|
日
・
月
・
隊
文
帯
三
紳
三
献
鏡

「
遠
江
銚
子
塚

(

甲

斐

向

山

豊
後
錨
甲
|
|
波
文
帯
三
榊
三
献
鏡

、
但
馬
小
見
塚

ム
ア
尾
強
白
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厳
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友
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一
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献
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|
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|
|
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筑
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|
|
波
文
帯
三
榊
三
献
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嬬
廓
西
ノ
山
1

l
唐
草
文
帯
四
榊
四
獣
鏡

|

|

山

城

車

塚

墳
か
ら
一
面
づ
っ
出
土
し
て
い
る
八
種
八
百
を
加
え
る
と
、
計
六
三
面
に
な
る
。
ま
た
大
塚
山
以
外
の
諸
古
墳
の
問
で
同
箔
鏡
を
分
有
し
て
い

①
 

八
O
面
以
上
の
三
角
縁
榊
献
鏡
が
、
同
時
に
輸
入
せ

る
五
種
の
鏡
も
、
五
面
づ
っ
輸
入
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
計
二
五
面
を
加
算
す
る
と
、

ら
れ
た
可
能
性
の
強
い
鏡
群
と
し
て
復
原
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
八

O
面
以
上
と
い
う
と
過
大
な
数
字
の
よ
う
で
あ
る
が
、
現
寅
に
後
見
さ
れ

て
い
る
も
の
が
、
そ
の
う
ち
六

O
面
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
し
て
誇
張
し
た
計
算
で
は
な
い
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
試
み
に
算
出
し
た
鏡
の
枚
数
が
不
動
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、

一
・
方
に
お
い
て
卑
掬
呼
に
贈
ら
れ
た
銅
鏡
百
而
が
、

主

と
し
て
三
角
線
紳
献
鏡
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
他
方
に
お
い
て
山
城
大
塚
山
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
見
出
さ
れ
た
三
角
繰
紳
献
鏡
群
が
、
同

箔
鋭
の
セ
ッ
ト
と
い
う
形
で
、

一
時
に
大
量
に
輪
入
せ
ら
れ
た
も
の
の
残
部
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
者
の
問
に
は
か

な
り
高
度
の
類
似
性
が
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
し
必
要
が
あ
れ
ば
、
雨
者
を
同
一
事
賞
に
も
と
づ
く
も
の
と
す
る
解
得
を
怨

れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
推
論
の
各
過
程
が
こ
と
ご
と
く
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
な
お
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ



る
。
た
と
え
ば
、

山
城
大
塚
山
古
墳
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
山
城
南
部
の
一
首
長
が
所
有
し
て
い
た
多
量
の
三
角
縁
紳
獣
鋭
が
、

た
し
か
に
邪

馬
意
思
園
を
通
じ
て
貌
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
邪
馬
官
霊
園
嘗
時
に
お
い
て
彼
の
掌
中
に
牧
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

彼
の
手
か
ら
み
一
圏
各
地
の
首
長
に
分
輿
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
時
期
は
、

か
な
ら
ず
し
も
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

時
期
の
決
定
は
、

ひ
い
て
は
山
城
大
塚
山
古
墳
の
作
ら
れ
た
時
期
の
解
樺
に
も
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
簡
単
に
は
解
決
で
き
な
い
こ

と
で
あ
る
が
、
徐
々
に
緒
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

佑

製

鏡

の

問

題

中
園
製
の
三
角
縁
紳
献
鏡
に
同
犯
鏡
の
セ
ッ
ト
と
し
て
わ
が
閣
に
輸
入
せ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
と
針
略
服
す
る
よ
う
に
、
後
に
こ
れ
を
模

し
て
作
ら
れ
た
片
山
製
の
三
角
縁
紳
献
鏡
も
ま
た
、
物
製
鏡
の
中
で
は
も
っ
と
も
瀬
著
に
、
多
数
の
同
箔
鏡
を
澄
存
し
て
い
る
。

い
ま
そ
の
同
箔

鏡
の
分
有
開
係
を
表
示
し
て
比
較
し
て
見
る
と

(
第
二
表
〉
、
中
園
製
同
箔
鏡
を
分
有
し
て
い
る
古
墳
の
名
も
そ
こ
に
再
び
接
場
は
し
て
く
る
が
、

喜
一
慢
と
し
て
は
中
園
鏡
の
場
合
と
は
や
や
ち
が
っ
た
経
路
の
存
在
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
物
製
鏡
の
場
A
口
に
は
、
阪
知
の
資
料

が
ま
だ
量
的
に
充
分
で
な
い
た
め
か
、
中
園
鏡
の
場
合
に
そ
の
配
布
網
の
中
心
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
山
城
大
塚
山
古
墳
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
、

顕
著
な
中
心
的
古
墳
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
い
て
い
え
ば
、
嬢
津
紫
金
山
古
墳
の
名
を
一
廉
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
筑
前
銚

子
塚
古
墳
な
い
し
肥
前
谷
口
古
墳
を
ふ
く
む
一
群
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
と
は
別
な
中
心
の
存
在
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
o

い
ず
れ
に
し

て
も
、
中
岡
製
の
三
角
線
紳
獣
鏡
の
場
合
と
、
そ
の
物
製
鏡
の
場
合
と
で
は
、
同
箔
鋭
の
配
布
の
扶
態
に
異
る
黙
が
あ
る
と
い
う
事
質
は
、
ま

た
新
し
く
考
察
す
べ
き
問
題
の
存
在
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
初
製
三
角
線
一
柳
献
鏡
の
も
っ
て
い
る
意
義
を
追
究
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
一
一
般
妨
製
鏡
の
年
代
観
に
関
す
る
通
説
に
つ
い
て
、
検
討

を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
妨
製
鏡
の
年
代
観
と
し
て
は
、
筒
草
に
そ
れ
を
そ
の
手
本
と
な
っ
た
中
岡
鋭
と
ほ
ぼ
同
じ
年
代
の
も
の
と
考
え

前
期
古
境
の
則
非
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
(
小
林
)
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1) 

た
大
疋
期
の
見
解
は
、
今
日
で
は
す
で
に
一
台
定
す
ベ

き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

賞
時
の
先
入
観
は
な
お
尾
を
引
い
て
い
て
、
初
製
鏡

と
し
て
は
漢
中
期
の
方
格
規
矩
鏡
や
内
行
花
文
鋭
を

手
本
と
し
た
も
の
が
ま
ず
作
ら
れ
、
そ
の
後
に
新
に

輸
入
せ
ら
れ
た
三
角
線
紳
獣
鏡
を
模
し
た
も
の
が
務

⑩
 

場
し
た
と
い
う
よ
う
に
設
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
寅

際
に
は
、
古
墳
殺
見
の
片
山
製
鏡
の
う
ち
で
、
最
初
に

大
量
に
作
ら
れ
た
の
は
、
三
角
線
紳
献
鏡
の
一
昨
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
初
制
慌
の
三
角
級
一
岬

献
鏡
は
、
詳
し
く
い
え
ば
三
紳
三
献
献
柑
鋭
の
形
式

に
印
刷
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
り
て
の
鋭
式
が

き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
細
部
に
時
代
を
兵

に
す
る
他
の
鏡
式
の
手
法
を
混
用
し
て
い
な
い
こ
と
、

鏡
径
が
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
、
明
ら
か
な
特
色
を
具
え
て
い
る
黙
で
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
同
箔
鋭
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が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
特
色
の
一
つ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
劃
し
て
、
方
格
規
矩
鏡
や
内
行
花
文
鏡
を
模
し
た
佑
製
鏡
の
場
合
に
は
、
巌
密
に
一
定
の
鏡
式
の
約
束
を
踏
襲
し
た
も
の
が
す
く
な

く
、
細
部
に
自
由
に
他
の
鏡
式
の
手
法
を
混
用
す
る
ほ
か
、
鏡
径
も
大
小
任
意
に
作
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
特
別
の
大
型
鏡
を
作
る
こ
と
に
努
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力
が
捕
わ
れ
た
傾
向
す
ら
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
合
金
の
質
か
ら
い
え
ば
、

こ
の
方
に
は
精
良
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
大
型
初
夢
、
鋭
に
は
良
質
の

も
の
が
あ
る
こ
と
を
重
調
し
す
ぎ
た
た
め
に
、
大
型
口
聞
を
も
た
ず
、
質
も
や
や
劣
っ
た
初
製
三
角
縁
紳
獣
鏡
か
、
技
術
的
に
退
化
し
た
段
限
の

も
の
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

佑
製
鏡
と
し
て
は
、
三
角
級
一
岬
獣
鏡
の
一
鮮
が
他
の
鋭
式
に
先
行
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

ま
ず
一
一
一
角
線
神
獣
鏡
が
大
量
に
輸
入
さ

れ
、
関
内
に
配
布
さ
れ
た
後
に
、
物
製
鏡
の
製
作
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
、
す
で
に
わ
が
闘
に
輸
入
せ

ら
れ
て
い
た
漢
中
期
の
鏡
式
が
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
紡
製
の
針
象
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
鋭
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
に
よ

っ
て
特
殊
な
賀
器
と
し
て
似
管
さ
れ
、
州
内
世
さ
れ
て
い
て
、
答
臼
勿
に
模
作
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し

仔』

た
体
世
鋭
が
体
世
の
意
義
を
失
う
て
い
っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
が
、
そ
れ
ら
は
停
世
の
意
義
を
失
う
た
後
に
、
は
じ
め
て
紡
製
鋭

の
参
考
品
と
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
岡
鋭
と
し
て
は
年
代
の
古
い
も
の
が
、
新
し
い
鏡
式
の
手
法
を
も
滋
用
し
て
模
作
さ
れ
ね
は
な
ら
な

か
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

三
角
級
紳
獣
鋭
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
、
圏
内
に
配
布
さ
れ
た
蛍
時
に
は
、

ま
だ
わ
が
闘
で
は
紡
製
鏡
の
製
作
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
う
し
て
紡
製
鏡
の
製
作
が
は
じ
ま
っ
た
時
に
は
、
ま
ず
三
角
線
紳
獣
鋭
を
模
し
た
も
の
が
大
量
に
作
ら
れ
た
。
他
の
鋭
式
の
初
製
鋭

が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
つ
ぎ
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
初
製
鏡
に
劃
す
る
新
し
い
解
得
で
あ
る
。
こ
う
考
え

る
と
、

(
1
)
中
岡
製
三
角
線
紳
獣
鏡
の
輸
入
と
配
布
、

(
2
〉
紡
製
三
角
線
紳
献
鏡
の
製
作
と
配
布
、
と
い
う
こ
つ
の
現
象
は
、
通
説
と
は

ち
が
っ
て
、
き
わ
め
て
密
懐
な
関
係
を
も
っ
て
縫
縮
刷
し
た
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
二
群
の
鏡
の
配
布
綱
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
重
複
す
る
部
分
が
少
い
と
い
う
の
は
、
見
逃
す
こ
と
の

で
き
な
い
重
要
な
事
寅
で
あ
る
。
も
し
初
製
鏡
の
製
作
が
、
中
岡
鋭
の
配
布
に
際
し
て
、
そ
の
不
足
量
を
補
う
意
味
で
、
同
じ
配
布
中
枢
に
よ

つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

い
ま
少
し
く
耐
者
の
配
布
網
の
重
彼
、
ま
た
は
交
錯
が
見
ら
れ
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

前
期
古
怖
引
の
副
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
丈
佑
の
二
相
(
小
林
)
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五

十

周

年

記

怠

論

集

一じ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
賓
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
中
岡
鏡
と
佑
製
鋭
と
の
配
布
が
、
時
期
を
異
に
し
て
い
た
ば
か

⑪
 

り
で
な
く
、
中
心
を
も
異
に
し
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ふ
た
た
び
山
城
大
塚
山
古
墳
の
鏡
群
に
つ
い
て
考
え
る
と
、

ほ
と
ん
ど
百
商
に
近
い
中
園
鏡
を
掌
中
に
牧
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
像
さ
れ

る
こ
の
地
の
首
長
は
、
す
で
に
そ
れ
ま
で
に
停
世
鏡
を
も
所
有
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
後
は
伐
製
鋭
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
鋭
式
の
中
岡
鋭
を

も
入
手
し
た
形
逃
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
多
く
の
人
に
分
輿
し
う
る
ほ
ど
の
多
数
の
鋭
を
す
で
に
所
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
上
さ
ら
に
鏡
の
教
を
ふ
や
す
こ
と
に
は
努
力
'
し
な
か
っ
た
と
、

い
え
ば
い
え
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
山
城
大
塚

山
古
墳
ば
か
り
で
な
く
、
豊
前
石
塚
山
古
墳
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
状
態
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
古
墳
か
ら
は
一
四
而
の
鋭
が
殺
見
さ
れ

⑬
 

た
と
い
う
が
、
い
ま
残
っ
て
い
る
七
面
は
全
部
中
岡
製
の
三
角
線
神
殿
鏡
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
山
城
大
塚
山
古
墳
の
鈍
と
同
箔
の
も
の

は
二
種
三
面
で
あ
る
が
、
自
分
は
こ
の
七
面
を
全
部
山
城
大
塚
山
の
首
長
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
と
認
め
う
る
と
考
え
て
い
る
。
山
城
大
塚
山
に

は
三
角
縁
紳
献
鏡
ば
か
り
が
墜
官
間
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
介
輿
を
受
け
た
豊
前
石
塚
山
の
鏡
が
、
三
角
線
紳
獣
鋭
の
み
で
あ
る

こ
と
は
嘗
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、

。

山
城
大
塚
山
古
墳
と
の
聞
に
、
二
種
の
三
角
繰
紳
献
鏡
を
分
有
し
て
い
る
大
和
佐
味
岡
古
墳
の
場
合
に
な
る
と
、
二

O
面
近
い
中

図
鏡
を
所
有
し
て
い
る
う
ち
で
、
体
世
の
流
雲
文
四
紳
鏡
を
除
い
た
大
部
分
が
三
角
線
一
岬
献
鏡
で
あ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に

有
名
な
家
屋
文
鏡
を
は
じ
め
と
し
て
、

一
一
面
に
上
る
佑
製
鏡
を
も
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

一
方
に
は
山
城
大
塚
山
の
首
長
の
よ
う
に
、
す

で
に
中
園
鏡
を
た
く
さ
ん
所
有
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
か
否
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
そ
れ
以
上
の
J

析
し
い
鋭
の
入
手
に
は
努
力
し
な
か
っ
た
、

あ

る
い
は
そ
の
機
曾
を
得
な
か
っ
た
人
が
あ
る
反
面
に
お
い
て
、
他
方
に
は
大
和
佐
味
岡
の
首
長
の
よ
う
に
、
依
存
の
蔵
鏡
の
多
寡
に
開
寸
る
と

否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
鏡
の
入
手
に
努
力
し
た
、

あ
る
い
は
努
力
し
え
た
人
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

山
城
大
塚
山
古
墳
と
大
和
佐
味
回
古
墳
と
に
は
、
二
種
の
三
角
紘
一
柳
獣
鏡
の
同
箔
鏡
が
分
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
古
墳
の
被
葬
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第三表古墳面1]葬鏡群の新古と碧友製腕飾類の作出閥係一覧表

二正式鏡群-lhi IR境一 」古式鏡恥1¥土古墳

上申 選奨 美伊 近大 大山 w山婦長筑肥;焔焔
野 斐 江 濃 濃 勢 江 和 和 城 城城津門前前:津津

筑
前

山山河播周壁睡
城城内勝防前前前

期
古
喰
の
制
持
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
(
小
林
)

者
が
同
じ
時
代
に
生
存
し
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

一
腹
推
論
し
う
る
で
あ
ろ

う
。
同
じ
時
代
に
生
存
し
た
首
長
で
あ
っ
て
も
、

山
城
大
塚
山
の
首
長
に
は
新
し

い
紡
製
鏡
を
入
手
す
る
便
宜
が
な
か
っ
た
場
人
円
や
、
大
和
佐
味
回
の
首
長
が
新
し

い
紡
製
鏡
の
作
ら
れ
る
時
代
ま
で
長
生
し
た
場
合
に
は
、

こ
の
よ
う
な
所
蔵
鏡
群

の
内
容
の
ち
が
い
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
和
佐
味
回
の
首
長
が

も
っ
て
い
る
佑
製
鏡
の
中
に
は
、
三
角
線
神
殿
鏡
の
ほ
か
に
方
格
規
矩
鏡
な
ど
も

あ
っ
て
、
物
製
鏡
自
身
に
お
い
て
も
若
干
の
時
の
経
過
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
を
平
面
的
に
見
た
場
合
に
、
山
城
大
塚
山
古
墳
の
も
の
の
よ
う
な
、

体
世
鏡
と
中
岡
製
三
角
縁
紳
鰍
鏡
と
か
ら
な
る
鏡
群
が
古
く
成
立
し
え
た
も
の
で

あ
り
、
大
和
佐
味
回
古
墳
の
も
の
の
よ
う
な
、
物
製
鏡
を
交
え
た
鏑
群
が
、
そ
れ

に
比
し
て
新
し
く
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
断
.
百
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
鏡
群
を
副
葬
品
と
す
る
こ
古
墳
の
う
ち
、

山
城
犬
塚
山
古
墳
の
管
遣
が
大
和

佐
味
田
古
墳
よ
り
も
古
い
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
無
関
係
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鋭

群
の
間
に
は
、
古
い
相
と
新
し
い
相
と
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
黙
か
ら
、
相
互
に
中
園
製
あ
る
い
は
物
製
の
三
角
線
紳
欺
鋭
の

@
 

同
箔
鏡
を
分
有
す
る
聞
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
三
七
某
の
古
墳
を
、
古
い

相
の
鋭
群
を
も
つ
も
の
と
、
新
し
い
相
の
鏡
鮮
を
も
つ
も
の
と
に
分
け
て
見
る
と
、

第
三
表
の
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
一
古
墳
同
土
の
鏡
教
が
三
面
に
達
し
な
い
も
の

ー七
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の
場
合
は
、
新
古
の
匝
別
が
不
確
貰
に
な
る
も
の
と
し
て
除
外
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
筑
前
武
蔵
・
豊
前
石
塚
山
・
豊
前
赤
塚
・
周
防
竹

嶋
・
播
勝
吉
島
・
河
内
御
殿
山
・
山
城
長
法
寺
・
山
城
大
塚
山
の
諸
古
墳
は
、
ま
ず
明
ら
か
に
古
い
相
の
鋭
群
を
も
っ
た
も
の
と
い
い
う
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
古
墳
が
、
す
べ
て
山
城
大
塚
山
古
墳
と
の
間
に
、
直
接
に
同
約
鏡
を
分
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
古
二
桐
の
分
類
の
際
に
意
識
し
て
取
り
あ
つ
か
っ
た
結
果
で
は
な
い
。

こ
れ
に
針
し
て
新
し
い
相
の
鏡
群
を
構
成
す
る
係
件
と
し
て
は
、

ま
ず
そ
の
う
ち
に
妨
製
鏡
を
含
む
こ
と
を
標
識
と
し
て
分
類
す
る
と
、
肥

前
谷
口
(
東
棺
〉
・
筑
前
銚
子
塚
・
長
門
長
光
寺
山
・
揺
津
紫
金
山
・
山
城
百
々
池
・
山
城
一
本
松
塚
・
山
城
西
車
塚
・
大
和
佐
味
回
・
大
和
新

山
・
注
江
六
地
蔵
・
伊
勢
筒
野
・
美
濃
長
塚
・
遠
江
大
塚
・
甲
斐
銚
子
塚
・
上
野
柴
崎
の
諸
古
墳
の
鏡
群
を
、
こ
れ
に
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
o

た
だ
し
、
物
製
鏡
の
有
無
の
み
を
保
件
と
し
て
新
古
の
鏡
群
を
分
け
よ
う
と
す
る
と
、
第
三
表
で
雨
者
の
聞
に
残
っ
た
揺
津
求
女
塚
と
協

涼
へ
ポ
ソ
塚
の
二
古
墳
は
、
初
製
鏡
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
砂
田
然
古
式
鏡
鮮
を
も
つ
も
の
の
う
ち
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
墳
の
鏡
群
を
古
い
相
の
う
ち
に
所
属
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

古
式
鏡
群
を
有
す
る
諸
古
墳
に
お
い
て
、

そ
の
鎖
群
を
構
成
す
る
中
園
鏡
の
種
類
を
再
倹
討
す
る
と
、

(
1
〉
体
世
銀
と
秘
め

ら
れ
る
方
格
規
矩
鏡
ま
た
は
内
行
花
文
鋭
を
除
け
ば
、

(
2
〉
一
一
一
角
縁
紳
獣
鏡
の
ほ
か
に
、

(
3
)
龍
虎
鏡
ま
た
は
古
式
の
獣
帯
鋭
を
合
ん
で

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
新
式
鏡
群
の
場
合
に
は
、
こ
の
ほ
か
に

(
4
〉
妻
女
帯
紳
獣
鋭
お
よ
び
平
線
式
紳
献
鋭
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
う
し
て
、
問
題
の
摂
津
求
女
坂
に
は
聾
文
榊
神
鰍
鏡
一
両
が
あ
り
、
揺
油
開
ヘ
ポ
ソ
塚
、
に
は
華
文
帯
環
扶
礼
紳
撒
鏡
と
平
線
式
紳
献
鋭

各
一
面
が
あ
っ
て
、

こ
の
黙
か
ら
古
式
鏡
群
と
は
匝
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
分
析
の
結
果
に
よ
り
、
改
め
て
こ
の

二
古
墳
の
鏡
鮮
を
、
新
し
い
種
類
の
中
岡
鋭
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
貼
を
標
識
と
し
て
、
新
し
い
桐
の
も
の
と
認
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
お
。

こ
う
し
て
見
出
さ
れ
た
鋭
詳
の
二
相
は
、

は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
つ
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以
引
王
製
腕
飾
類
の
問
題

古
墳
の
副
都
品
と
し
て
後
見
せ
ら
れ
る
鏡
鮮
を
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
新
古
の
二
相
に
わ
け
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
、
注
意
し
た
よ
う

に
、
遺
物
の
年
代
芸
に
闘
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
古
墳
の
年
代
差
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
が
古
墳
の
年
代
差
と
ど
う
闘
注
し
て
い
る
か
を
考

え
る
た
め
に
は
、

ま
ず
こ
れ
ら
の
古
墳
に
お
い
て
、
他
の
副
葬
品
を
取
り
あ
げ
た
場
合
に
も
、
同
様
の
結
果
が
あ
ら
わ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
副
葬
品
中
の
鏡
群
の
新
古
の
差
が
、
副
葬
品
会
開
の
新
古
の
差
と
一
致
す
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

い
ま
こ
れ
ら
の
古
墳
の
副
葬
品
会
開
を
と
り
上
げ
て
比
較
す
る
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
う
ち
で
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、

一
例
と
し
て
鍬
形

石
・
一
心
釧
・
車
輪
石
な
ど
の
梨
玉
製
腕
飾
類
を
選
ん
で
、
も
う
一
歩
問
題
を
掘
り
下
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

い
ま
こ
こ
で
指
摘
し
う
る
こ
と
は
、

さ
き
に
古
式
鏡
群
を
有
す
る
古
墳
と
し
て
列
摩
し
た
、
山
城
大
塚
山
古
墳
以
下
の
八
基
の
古
墳
に
は
、

副
葬
品
中
に
こ
の
種
の
碧
玉
製
腕
飾
類
を
有
す
る
も
の
が
絶
無
で
あ
る
と
い
う
事
質
で
あ
る
(
第
三
表
)
。

こ
れ
に
針
し
て
、

は
じ
め
に
初
製
鋭

の
存
在
に
よ
っ
て
、
新
式
鋭
群
を
有
す
る
古
墳
と
し
た
、
大
和
佐
味
田
古
墳
以
下
の
一
五
基
の
う
ち
、

一
O
基
は
副
葬
品
と
し
て
界
王
製
腕
飾

類
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
う
ち
碧
玉
製
腕
飾
類
を
も
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
五
基
の
古
墳
は
、
畿
内
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
、

こ
の
稽
の
泣

口
問
の
分
布
が
稀
薄
な
地
方
に
あ
る
も
の
や
、
完
全
な
皐
術
調
査
に
よ
っ
て
い
な
い
の
で
副
務
品
の
全
部
が
後
見
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
明
ら
か

で
な
い
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
紡
製
鏡
は
も
っ
て
い
な
い
が
、
新
し
い
中
関
鏡
を
合
ん
で
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
焼
却
の
二
古

煮
立
、

j

l

 
ま
た
と
も
に
碧
玉
製
腕
飾
類
を
副
務
品
と
し
て
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
黙
か
ら
も
、

こ
の
二
古
墳
を
初
製
鈴
を
有
す
る
古
墳

と
同
列
に
取
り
あ
つ
か
う
こ
と
の
疋
し
さ
が
立
詮
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
碧
玉
製
腕
飾
類
の
存
否
の
問
題
を
、
鏡
群
の
新
古
の
区
別
に
組
み
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、

改
め
て
鋭
群
の
新
古
の
匝
別

ω

生
じ
た
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

古
墳
に
副
葬
せ
ら
れ
た
鏡
群
の
新
古
と
は
、

か
り
に
体
世
鋭
の
問
題
を
除
い
て
論
ず
れ

前
期
古
境
の
副
非
品
に
あ
、
b
わ
れ
た
丈
化
の
一
一
相
(
小
林
)

七
三
一
九
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じ
了
・
ぃ
ハ

ば
、
三
世
紀
中
葉
に
輸
入
せ
ら
れ
た
中
園
鏡
の
所
有
な
ら
び
に
分
配
に
終
始
し
た
古
い
型
の
所
有
者
と
、

こ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
以
後
新
し
く

輸
入
せ
ら
れ
た
中
園
鏡
や
、
新
し
く
製
作
せ
ら
れ
た
伐
製
鏡
の
所
有
な
ら
び
に
分
配
に
も
参
加
し
た
新
し
い
担
の
所
有
者
と
の
、
古
代
に
お
け

る
二
つ
の
型
の
首
長
の
文
化
活
動
の
差
異
に
も
と
づ
い
て
生
じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
っ
新
し
い
鈍
を
輸
入
し
、

ま
た
新
し

い
鏡
を
製
作
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
新
し
い
相
の
文
化
活
動
と
い
う
な
ら
ば
、
烈
玉
製
腕
飾
頬
の
製
作
配
布
J

旬、

ま
た
新
し
い
文
化
活
動
の
一

様
相
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
文
化
活
動
の
古
い
様
相
と
は
、
古
墳
の
副
葬
品
に
反
映
し
て
い
る
範
闘
で
い
え
ば
、

文
化
の
高
い
中
闘
か
ら
問
え
ら
れ

た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
と
っ
て
い
る
型
で
あ
り
、
新
し
い
様
相
と
は
、
妨
製
鏡
や
碧
玉
製
腕
飾
類
の
よ
う
に
、
自
分
の
カ
で
作
り
出
し
た

も
の
を
そ
れ
に
加
え
た
型
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
考
察
に
お
い
て
は
、
中
岡
か
ら
輿
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
非
賞
用
的
な
餓
の
み
を

取
り
上
げ
た
よ
う
に
、

日
本
製
品
と
し
て
も
鏡
と
か
碧
玉
製
品
と
か
の
、
同
様
に
日
常
生
活
の
生
産
両
に
は
直
終
に
関
係
の
な
い
、
脊
修
的
な

器
物
が
問
題
に
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
闘
製
の
古
い
錆
鮮
が
所
持
せ
ら
れ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
武
器
そ
の
他
に
お
い
て
も

日
木
製
品
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
主
張
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
武
器
や
生
産
商
に
必
要
な
器
物
は
、
す
で
に
わ
が
闘
で
作
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
し
、
枇
曾
的
地
位
の
高
い
人
々
の
身
遜
を
飾
る
玉
の
如
き
も
の
も
、

わ
が
闘
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
特
殊
な
用
途
の
器
物
と
し
て
、
中
岡
製
品
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ば
中
固
か
ら
輿
え
ら
れ
た
も
の
に
あ
る

種
の
構
成
を
認
め
て
、
そ
の
ま
ま
特
殊
な
用
途
に
利
用
し
た
形
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

一
時
代
前
の
信
仰
的
な
体
世
鏡
が
、

こ
と
こ
と
く

中
岡
製
品
を
利
用
し
た
こ
と
と
傾
向
を
同
じ
う
し
て
い
る
。
こ
れ
に
針
し
て
、
そ
の
よ
う
な
器
物
に
も
日
本
製
品
を
用
い
出
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
一
需
要
量
の
増
大
と
い
う
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
と
共
に
人
々
の
欲
す
る
も
の
を
供
給
し
う
る
立
場
の
縫
立
が
、

こ
れ
に

先
行
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
新
し
い
文
化
活
動
の
中
枢
に
は
、
そ
れ
ら
の
器
物
の
生
産
に
必
要
な
機
構
が
成
立
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
佑
製
鏡
や
碧
玉
製
腕
飾
類
の
所
有
者
た
る
各
地
の
首
長
が
、
新
し
い
文
化
活
動
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、
椛

バ
ド
れ
誕
威
仇
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威
の
象
徴
と
な
り
え
た
よ
う
な
器
物
を
生
産
し
供
給
す
る
機
構
を
も
っ
た
新
し
い
文
化
活
動
の
中
枢
に
、
彼
等
が
直
結
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
十
日
い
相
の
鏡
群
の
所
有
者
た
ち
は
、
古
い
文
化
活
動
の
組
織
に
は
編
入
さ
れ
て
い
た
が
、
祈
し
い
女
化
活
動
に
聞
し
て
は
そ
れ
を
光

分
に
反
映
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
古
い
文
化
活
動
が
進
行
し
て
い
る
途
上
に
む
い
て
、

別
に
新
し
い
文
化
活
動
が
接
頭

し
、
そ
れ
が
一
部
分
は
在
来
の
加
櫓
者
を
吸
牧
し
て
新
し
い
組
織
を
形
成
し
た
が
、

こ
と
ご
と
く
は
古
い
組
織
を
お
お
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、

こ
う
い
う
結
果
が
生
ず
る
の
は
栓
同
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
詳
し
く
分
析
し
て
行
く
と
、
新
し
い
文
化
活
動
の
中
に
お
い
て
も
、
初
製
鋭
の
製
作
配
布
と
、

mh王
製
腕
飾
知
の
製
作
配
布
と
は
、

完
全
に
一
致
し
た
現
象
で
は
な
か
っ
た
u

た
と
え
ば
雨
者
の
分
布
を
見
る
と
、

い
ず
れ
も
畿
内
を
中
心
と
す
る
鮎
で
は
か
わ
ら
な
い
が
、
初
制
対

鏡
の
分
布
は
中
凶
製
三
角
繰
紳
献
鏡
の
場
合
よ
り
も
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
に
釣
し
、

mh工
ぃ
一
製
腕
飾
類
の
分
布
は
む
し
ろ
せ
ば
ま
っ
て
い
る
。
そ
う

し
て
、

こ
う
い
う
平
而
的
に
見
た
分
布
状
態
が
成
立
す
る
ま
で
に
、
若
干
の
時
聞
の
経
過
が
芳
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
例
と
し
て
鍬
形
石
の
場
介
に
つ
い
て
説
明
し
て
見
ょ
う
。
鍬
形
石
の
主
要
な
刑
士
式
と
し
て
は
、

A
か
ら
れ
ま
で
の
有
一
種
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
副
葬
品
中
に
含
ま
れ
て
い
る
妖
態
は
、
某
木
的
な
も
の
と
し
て
、

h

1

2

.

，、

一J

・1
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(
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 じ

(
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1
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・、4
4

Y

E
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v

，
』

と
い
う
二
一
群
に
組
み
介
わ
さ
れ
て
い
る
u

賓
例
に
つ
い
て
い
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
紋
態
で
あ
る
〈
弔
問
中
武
)
。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
鍬
形
石
の
担
式

ω
阪
別
は
、

あ
る
程
度
ま

E 

E 

群-

で
時
間
の
経
過
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
他

I 

群

群

佐
味
旧

新

山

西
車
場

(
じ
)

(
じ
)

(
じ
)

美
濃

長

塚

(υ
・
日
)

の
石
釧
や
車
輪
石
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
年
代
的
な
型
式
差
が

長 N，~
門津
長
光紫
寺余
山山

A 

山大大 1

城和和

児
出
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
他
の
機
人
目
に
譲
っ
て
、

こ
こ
で
は
烈

一
大
和
巣
山
(
じ

-
u
・
日
)

玉
製
腕
飾
績
に
は
少
く
と
も
古
い
型
式
と
新
し
い
型
式
と
が
あ

伊
賀
行
山

(
A

・D
-
C
)

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
程
度
に
と
ど
め
た
い
。

前
期
古
埼
の
削
加
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
(
小
林
)
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向
山
王
製
服
飾
類
に
は
、
古
い
型
式
と
新
し
い
型
式
と
が
あ
る
と
す
る
と
、

つ
ぎ
の
問
題
は
そ
れ
が
紡
製
鋭
と
の
組
み
合
わ
せ
の
上
に
ど
う
反

映
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

そ
れ
に
は
ま
ず
烈
五
製
腕
飾
類
の
分
布
に
関
連
す
る
若
干
の
事
寅
を
紹
介
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

碧
玉
製
腕
飾
類
の
分
布
の
西
限
が
、
肥
前
谷
口
古
境
東
松
の
石
釧
一
一
個
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
で
は
甲
斐
銚

子
塚
古
墳
の
車
輪
石
五
側
、
石
釧
六
個
、
計
一
一
個
が
、
正
確
に
は
分
布
の
東
限
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
注
目
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ

う
し
て
こ
の
間
に
お
い
て
、

-m主
製
腕
飾
類
を
も
っ
と
も
多
く
出
土
し
た
古
墳
と
い
え
ば
、
美
濃
長
塚
古
風
の
石
釧
七

O
側
、
鍬
形
石
三
側
、

計
七
三
個
を
製
げ
る
こ
と
が
で
き
る

Q

た
だ
し
、
美
濃
長
塚
古
墳
の
遺
品
の
う
ち
、
鍬
形
石
は
石
釧
と
は
牧
納
さ
れ
た
桁
を
具
、
に
し
て
い
た
か

ら
、
そ
れ
を
除
い
た
石
釧
の
み
の
七

O
個
と
い
う
教
を
と
る
と
し
て
も
、

な
お
伊
賀
石
山
古
墳
西
棺
の
鍬
形
石
一

O
側、

石
釧
一
三
側
、
車
輪

石
四
四
側
、
計
六
七
個
を
し
の
ぐ
大
量
で
あ
る
o

さ
て
、
も
う
一
皮
こ
れ
ら
の
古
墳
を
検
討
す
る
と
、
北
九
州
に
お
け
る
紡
製
三
角
総
紳
献
鏡
出
土
古
墳
と
し
て
は
、
肥
前
谷
口
古
墳
の
ほ
か

に
、
谷
口
古
墳
と
の
間
に
同
箔
鏡
を
も
分
有
し
て
い
る
筑
前
銚
子
塚
古
民
が
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
、
妨
製
鏡
の
内
容
か
ら
い
え
ば
す
ぐ

れ
て
い
る
。

て
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

筑
前
銚
子
塚
古
墳
に
碧
玉
製
腕
飾
類
の
副
務
が
な
く
、
肥
前
谷
口
古
墳
に
そ
れ
が
あ
る
の
は
、

仇-
製

三
角
線
紳
轍
鏡
の
配
布
と
腕
飾
類
の
そ
れ
と
が
、

必
ず
し
も
令
一
面
的
に
は
一
致
し
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
o

も
し

碧
玉
製
腕
飾
類
の
分
布
欣
態
が
、
佑
製
鋭
の
分
布
の
密
度
の
多
寡
に
従
っ
て
、
優
秀
な
物
製
鋭
の
多
い
古
墳
に
は
腕
飾
類
も
あ
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
問
題
は
筒
車
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
古
墳
を
飛
び
こ
え
て
、
粗
末
な
鋭
の
あ
る
古
墳
に
腕
飾
類
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
に
な
っ

て
い
る
。
問
題
を
こ
う
い
う
観
黙
に
移
し
て
眺
め
る
と
、
東
の
甲
斐
銚
子
塚
古
墳
の
場
合
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東

海
地
方
の
立
派
な
初
製
鏡
が
相
蛍
分
布
し
て
い
る
地
域
に
は
、
碧
玉
製
腕
飾
類
の
後
見
が
比
較
的
少
く
、
た
と
え
ば
大
型
の
内
行
花
文
鈍
を
出

A
V
 

土
し
た
泣
江
松
林
山
古
墳
で
も
、
石
釧
二
例
を
も
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
そ
う
し
た
地
域
を
飛
が
こ
え
て
、
甲
斐
銚
子
塚
古
墳
に
一
一

例
の
遺
ロ
聞
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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六
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今
度
は
肥
前
谷
口
古
墳
と
甲
斐
銚
子
塚
古
墳
と
の
物
製
鏡
を
比
較
し
て
見
ょ
う
。
ま
ず
肥
前
谷
口
古
墳
の
東
棺
か
ら
一
而
、
耐
棺
か
ら
同
箔

二
面
が
後
見
さ
れ
た
三
神
三
献
獄
帯
鏡
は
、

た
と
え
ば
筑
前
銚
子
塚
古
墳
に
八
百
も
あ
っ
た
類
の
三
角
線
紳
臨
閉
鎖
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
ら
よ

り
も
は
る
か
に
類
品
の
少
い
、
初
製
三
角
線
紳
獣
鏡
と
し
て
は
特
殊
な
型
式
の
鏡
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ

ら
と
同
箔
で
は
な
い
が
、
共
一
直
し
た
特
色
を
も
っ
三
一
柳
三
献
献
帯
鏡
は
、
甲
斐
銚
子
塚
古
墳
か
ら
も
一
面
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
偶
然
の
結
果
と
も
見
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
美
濃
長
塚
古
墳
B
棺
に
お
い
て
も
、
こ
の
型
式
の
三
神
三
献
帥
説
明
鏡
一
一
聞
が
石

釧
七

O
個
と
伴
出
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
肥
前
谷
口
古
墳
東
棺
の
一
面
と
同
犯
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、

製
腕
飾
類
と
の
問
に
、
緊
密
な
開
係
が
あ
る
こ
と
が
剣
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
物
製
三
角
線
一
紳
献
鋭
の
中
で
は
特
殊
な
、

こ
の
担
式
の
鏡
と
烈
玉

や
や
新
し
く
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
型
式
の
三
紳
三
献
献
帯
鏡
が
配
布
さ
れ
た
時
期
は
、
碧
玉
製
腕
飾
類
が
特
に
数
多
く
、
同

じ
配
布
の

y
l
ト
に
の
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
恕
玉
製
腕
飾
類
と
し
て
は
、
ま
た
や
や
析
し

い
型
式
の
も
の
が
用
い
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
美
濃
長
塚
古
墳
の
遺
品
が
も
っ
と
も
よ
く
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
針
し
て
、
掻
津
へ
ポ
ソ
塚
古
墳
や
嬢
偉
求
女
塚
古
墳
か
ら
、

少
数
で
は
あ
る
が
古
式
の
石
釧
や
車
輪
石
が
後
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

興
味
が
あ
る
。
こ
の
二
古
墳
が
妨
製
鏡
は
含
ん
で
い
な
い
が
、
中
間
鏡
か
ら
見
て
新
し
い
相
の
鏡
群
を
有
す
る
古
墳
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
温

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
事
寅
は
、
古
式
の
恕
玉
製
腕
飾
類
、
の
配
布
が
、
あ
る
い
は
佑
製
鏡
に
先
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
先
行
し
た
と
い
う
の
が
い
い
す
ぎ
で
あ
っ
て
、
妨
製
鏡
の
初
期
と
同
時
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

肥
前
谷
口
古
墳
出
土
例
の
よ
う
な
新
し

、ョ

い
三
一
紳
三
献
獣
帯
錦
よ
り
は
、
充
分
に
先
行
す
る
時
期
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
掻
棒
紫
金
山
古
墳
や
長
門
長
光
寺
山
古
墳
に

お
い
て
、
第

1
群
に
岡
山
す
る

B
型
の
鍬
形
石
が
、
初
製
三
角
線
紳
献
鏡
と
し
て
は
古
い
型
式
の
鏡
と
作
出
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま

ぬ一

ぃ
。
さ
ら
に
他
の
古
墳
の
例
で
い
え
ば
、
近
江
安
土
瓢
箪
山
古
墳
に
お
い
て
、
第

1
詳
の
鍬
形
石
・
車
輪
石
・
石
釧
各
一
例
が
、
初
製
鈴
を
快

い
て
、

卒
株
式
二
神
二
献
鏡
と
伴
出
し
て
い
る
こ
と
も
意
味
深
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
平
線
六
二
一
紳
二
献
鏡
は
、
撮
、
律
へ
ポ
ソ
塚
に
も
ま
た
存
在

前
期
古
境
の
制
作
州
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
(
小
林
)

七
三
九
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す
る
、
新
し
い
鏡
群
を
特
色
づ
け
る
中
園
鏡
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
物
製
鏡
お
よ
び
碧
玉
製
腕
飾
類
の
型
式
分
類
に
も
と
づ
く
古

墳
の
編
年
的
考
察
は
、
機
命
聞
を
改
め
て
詳
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
注
意
し
て
お
け
ば
よ
い
わ
け
で

占め
d
Q
o

五

副
山
知
鏡
群
の
新
古
と
古
噴
の
年
代

各
地
の
い
わ
ゆ
る
古
式
古
墳
の
副
葬
品
の
う
ち
か
ら
、

ま
ず
鋭
群
を
抽
出
し
て
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
鏡
群
の
構
成
内
谷
に
相
具
が
あ
る

こ
と
、
そ
れ
を
中
岡
製
三
角
線
紳
獣
鏡
を
基
準
に
し
て
わ
け
る
と
、

こ
の
種
の
鏡
の
配
布
の
時
期
を
も
っ
て
鏡
鮮
の
成
立
が
終
了
し
て
い
る
も

の
と
、
そ
れ
以
後
さ
ら
に
中
園
鏡
や
紡
製
鋭
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
こ
れ

を
そ
れ
ぞ
れ
古
い
相
の
鏡
群
と
、
新
し
い
相
の
鏡
群
と
い
う
語
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
二
相
の
鋭
群
と
、
別
玉
製
腕
飾
類
と
の
作
間

関
係
を
調
べ
る
と
、
古
い
相
の
鏡
群
を
も
っ
古
墳
に
は
腕
飾
類
を
副
葬
す
る
も
の
が
な
く
、
新
し
い
相
の
鋭
群
を
も
っ
古
墳
に
は
腕
飾
類
の
作

出
す
る
例
が
多
い
こ
と
も
知
ら
れ
た
n

し
た
が
っ
て
、
鏡
群
の
新
古
の
二
相
は
、
輩
に
鏡
の
種
類
の
相
異
を
一
ホ
す
の
み
で
な
く
、

よ
り
大
き
な

文
化
活
動
の
相
具
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
中
園
か
ら
輿
え
ら
れ
た
器
物
に
あ
る
権
威
を
秘
め
て
、
そ
れ
を
特
殊

な
用
途
に
利
用
し
た
段
階
と
、
そ
の
よ
う
な
権
威
の
象
徴
た
り
う
る
器
物
を
製
作
す
る
機
構
を
も
っ
に
い
た
っ
た
段
階
と
を
代
表
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
以
上
は
本
論
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
の
一
部
で
あ
る
。

ま
た
、
佑
製
鏡
や
碧
玉
製
腕
飾
類
を
も
っ
て
い
る
古
墳
は
、

た
と
え
ば
そ
の
妨
製
鏡
の
型
式
と
腕
飾
類
の
型
式
と
の
組
み
介
わ
せ
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
こ
れ
を
細
分
し
、
編
年
的
考
察
に
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ

る
古
式
古
墳
を
二
、
三
の
時
期
に
細
分
し
た
結
果
は
、
そ
の
あ
る
も
の
を
前
期
で
は
な
く
中
期
に
区
分
す
る
必
要
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し

い
ま
昔
前
の
問
題
は
、

こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
鋭
群
の
相
の
新
古
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
副
葬
す
る
古
墳
の
新
十
日
に
聞
き
か
え
ら
れ
る

曹事苦言"
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か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
古
墳
の
骨
造
の
時
期
を
知
る
手
懸
り
に
な
る
も
の
は
、
副
葬
品
ス
笠
刷
版
か
ら
は
輿
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
後
遺
期
と
は
か

な
り
へ
だ
た
っ
た
時
期
の
濯
物
を
も
含
み
う
る
と
い
う
副
葬
品
の
性
質
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
任
意
の
濯
物
に
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、

い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
鏡
群
の
相
の
新
古
は
、
首
長
の
文
化
活
動
の
相
違
と
い
う
一
一
層
大
き
な
事
貨
を
も
あ
ら
わ
し

て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
古
墳
の
副
葬
品
会
開
の
新
古
を
た
だ
ち
に
は
意
味
し
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

‘F 

、-ー

こ
で
考
え
ら
れ
た
鏡
群
の
相
の
新
古
が
、

ま
っ
た
く
異
っ
た
型
式
の
鏡
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
二
鮮
で
は
な
く
、

と
も
に
中
凶
製
三
角
級

紳
献
鏡
を
含
ん
で
い
る
二
群
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
再
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鋭
群
の
成
立
が
終
了
し
た
時
期
に
は
相
還
が
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
成
立
の
過
程
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
も
若
干
の
共
通
す
る
時
期
を
経
過
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
に

角
織
紳
獣
鏡
の
輸
入
期
と
、
そ
の
配
布
期
と
し
て
の
古
い
相
の
鏡
群
の
成
立
期
と
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
蕨
し
た
古
墳
の
持
遣
期
と
い
う
、
三

つ
の
時
期
が
直
別
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
時
期
を
ど
う
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
古
墳
の
年
代
観
も
ま
た
鍵

ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

、
土
品
、
h

り
こ
、

し
寸
d

，刀

P
M

一
つ
の
解
樺
と
し
て
、
三
角
繰
紳
獣
鏡
一
の
輸
入
期
か
ら
古
墳
の
管
遣
期
ま
で
の
期
間
が
き
わ
め
て
一
知
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
三
角
線
紳
獣
鏡
の
輸
入
を
貌
と
邪
馬
豪
岡
と
の
間
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
る
立
場
を
前
抗

に
し
て
、

古
墳
の
勝
目
遣
期
も
ま
た
そ
れ
に
近
い
と
す
れ
ば
、
貌
志
に
径
百
鈴
歩
の
大
家
で
あ
っ
た
と
停
え
る
卑
粥
呼
の
墳
慈
の
時
期
に
、
す
で

に
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
o

卑
粥
呼
の
大
家
の
記
事
に
劃
し
て
は
、
自
分
は
そ
の
異
質
性
を
疑
う
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ

を
こ
の
よ
う
に
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
す
で
に
古
い
相
の
鏡
群
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
像
せ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
岡
製
三

角
線
紳
献
鏡
一
の
配
布
も
ま
た
、

主
と
し
て
三
世
紀
中
葉
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
古
い
相
の
鏡
鮮
を
も
っ
古
墳
の
多
く
は
、
三
世
紀
の
古
墳

と
し
て
古
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

前
期
古
噴
の
副
部
品
に
あ
ら
わ
れ
た
丈
化
の
一
一
相
(
小
林
)

七
|手l
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第
二
の
解
樺
は
、
鏡
の
輸
入
か
ら
古
墳
の
借
造
ま
で
の
聞
に
若
干
の
時
間
の
経
過
を
認
め
、
そ
の
聞
に
お
い
て
鏡
の
配
布
を
古
墳
の
傍
遣
と

近
接
し
た
時
期
に
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
角
線
紳
獣
鏡
の
分
布
の
現
妖
が
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
い
る
の
は
、
大
和
政
棋
に
よ
る
邪

馬
牽
閣
の
侃
服
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
鏡
が
浅
牧
せ
ら
れ
、
再
配
分
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
所
設
の
如
き
は
、
こ
の
傾
向
の
考
え
方
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
こ
の
解
穣
は
ま
た
、
個
々
の
古
墳
に
お
け
る
副
葬
品
の
品
目
の
相
異
を
、
草
な
る
首
長
の
権
力
の
や
況
な
ど
に
蹄
し
て
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
鋳
群
の
相
の
相
異
を
考
慮
し
な
い
見
方
、
す
な
わ
ち
鏡
群
の
相
の
新
古
が
古
墳
の
年
代
の
新
古
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
脅
え

方
に
遁
じ
て
い
る
。

第
三
の
解
輝
と
し
て
提
示
し
た
い
の
は
、
錆
の
輸
入
か
ら
古
墳
の
轡
遣
ま
で
の
若
干
の
期
間
中
に
お
い
て
、
鏡
の
配
布
期
を
や
や
幅
焼
く
と

ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鏡
の
配
布
期
は
、

文
化
活
動
の
性
格
と
し
て
は
、
中
園
か
ら
輸
入
せ
ら
れ
た
器
物
に
あ
る
権
威
を
・
総
め
た
段

階
に
麗
し
、
こ
れ
に
か
わ
る
器
物
を
製
作
し
え
た
段
階
に
封
し
て
、

あ
る
程
度
先
行
す
る
の
み
で
な
く
、

さ
き
の
考
察
に
よ
っ
て
、
そ
の
活
動

の
中
植
を
も
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
相
の
鋳
群
の
成
立
期
と
、
新
し
い
相
の
鏡
詳
を
臓
ー
し
た
古
墳
の

比
百
遣
期
と
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
文
化
活
動
の
中
枢
の
性
格
は
、

比
喰
的
に
で
は
あ
る
が
、
邪
馬
茎
図
的
な
も
の
と
、

大
和
政
権
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
首
長
の
性
格
に
お
い
て
、
諮
問
の
壬
た
ち
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た

と
い
う
邪
馬
基
一
闘
の
女
王
と
、
征
服
に
よ
っ
て
地
位
を
築
い
た
と
い
う
大
和
の
天
皇
と
の
相
異
で
あ
り
、
ま
た
針
外
関
係
に
お
い
て
、
半
島
に

準
出
し
た
貌
の
勢
力
を
お
そ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
三
世
紀
の
邪
馬
憂
悶
と
、
自
由
に
朝
鮮
経
管
に
も
着
手
し
よ
う
と
し
て
い
た
四
世
紀
の
大

和
政
権
と
の
相
異
に
も
針
北
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

は
た
し
て
こ
う
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
、
問
題
の
古
い
相
の
鏡
群
を
蔵
し
た
古
墳
の
符

遣
期
は
、
そ
れ
が
鏡
の
配
布
期
と
は
区
別
さ
れ
る
限
り
、
邪
馬
憂
図
的
な
文
化
活
動
の
中
枢
が
、
大
和
政
権
的
な
文
化
活
動
の
中
枢
へ
移
行
す

る
時
期
に
、
近
筏
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
方
後
回
墳
と
い
う
墳
形
を
創
案
し
、
長
大
な
制
竹
形
木
棺
を
賎
穴
式
石
室
で
お
お
う
た

④
 

内
部
構
造
を
用
い
た
古
墳
の
替
遣
を
、
首
長
の
地
位
の
世
襲
制
の
殺
生
に
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
う
と
す
る
立
場
も
、
ま
た
こ
こ
か
ら
導
か
れ
た



も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
従
来
の
諸
問
学
者
の
所
設
を
三
種
の
解
樺
に
分
類
し
て
列
携
し
た
が
、

そ
の
い
ず
れ
が
妥
嘗
と
認
め
ら
れ
る
か
は
、

諸
賢
の
判
断
に
ま

か
せ
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、

こ
れ
を
要
す
る
に
撃
界
の
現
状
を
も
っ
て
し
て
は
、

古
い
相
の
鏡
鮮
を
蔵
す
る
古
墳
の
外
形
や
内
部
構
造
の
上

市

』

、

明
ら
か
な
特
色
の
あ
る
こ
と
が
後
見
さ
れ
な
い
以
上
、

そ
れ
ら
を
会
開
と
し
て
特
に
古
い
時
期
の
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
時
期
向
早
で

あ
る
が
、

そ
の
一
部
は
前
期
古
墳
と
し
て
も
比
較
的
古
い
時
期
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
と
い
う
の
が
穣
嘗
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

)
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栂
原
末
治
博
士
「
因
伯
二
閣
に
於
け
る
古
墳
の
調
査
」
(
「
鳥
取
牒
史
蹟
勝
地
調
査

叫び

紳
獣
鏡
を
も
加
算
す
る
‘
へ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
復
隠
し
う
る
鏡
検
は
も
っ
と

こ
の
鋭
敏
に
は
聾
前
打
塚
山
古
墳
そ
の
他
に
お
い
て
仲
川
し
て
い
る
仙
の
一
一
.
角
株

註
報
告
」
第
二
加

大
正
二
二
年
)
。

多
く
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

(2) 

演
田
耕
作
博
士
「
前
方
後
圃
墳
の
諸
問
題
」

(
考
古
車
雑
誌

第
二
六
雀
第
九
蹴

(10) 

梅
原
末
治
博
士
「
上
代
古
墳
川
土
の
古
鏡
に
就
い
て
」

王
の
研
究
」
昭
和
一
五
年
「
日
本
考
古
島
論
孜
」
所
牧
)
。

的
興
一
一
一
角
紘
一
例
撒
鏡
と
し
て
も
っ
と
も
類
品
の
多
い
型
式
の
鱒
の
手
本
と
な
っ
た

巾
園
鏡
は
、
山
城
大
塚
山
古
墳
か
ら
設
見
さ
れ
て
い
る
多
数
の
鏡
の
小
に
は
な
く
、

む
し
ろ
大
和
新
山
古
墳
か
ら
殺
見
さ
れ
て
い
る
三
榊
コ
一
隊
撤
帯
鏡
で
あ
っ
た
と
推
定

(
考
古
躍
瞥
編
「
銃
剣
及

昭
和
一
一
年

「
考
古
島
研
究
」
所
牧
)
。

樋
口
隆
康
「
山
城
間
相
禦
郡
高
麗
村
博
井
大
塚
山
古
墳
調
査
略
報
」

(
史
林

第

、‘.，，1
 

4
E
4
 

(
 

(3) 

巻
第

挽

昭
和
ご
八
年
)
。

(4:) 

小
林
行
雄
「
古
墳
の
殺
生
の
歴
史
的
意
義
」

(
史
林

第
三
八
雀
第
一
一
揖

昭
和

。
年
)
。

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
小
悶
鏡
と
的
製
鏡
と
に
お
け
る
配
布
の
小
心
の
相
異
と
無
関

(5) 

富
岡
線
械
「
古
鏡
の
研
究
」

(
大
正
九
年
)
に
は
「
三
閤
よ
り
た
朝
巾
期
に
一
旦
れ

係
で
は
あ
る
ま
い
。

る
も
の
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

(1司

梅
原
末
治
博
士
「
型
前
京
都
郡
の
二
三
の
古
墳
」

(
巾
央
史
樫

第
九
省
第
六
蹴

、、，，，
パ
h
u

，，‘‘、

藤
間
生
大
「
埋
も
れ
た
金
印
」
(
昭
和
二
五
年
)
。

大
正
二
二
年
)
及
び
、
九
州
考
古
臨
時
筒
繍
「
北
九
州
古
文
化
闘
鑑
」
第
三
輯
(
昭
和

的
醜
志
倭
人
俸
に
は
卑
欄
呼
が
鏡
を
贈
ら
れ
た
記
事
を
景
初
一
一
一
年
と
正
始
元
年
と
の

二
回
に
分
け
て
牧
め
て
い
る
。
自
分
も
か
つ
て
は
こ
れ
を
、
そ
う
い
う
事
賓
が
二
度

二
六
年
)
。

(13) 

梅
原
末
治
博
士
「
佐
味
岡
及
新
山
古
塙
仰
究
」
(
大
正
一

O
年)。

梅
原
末
治
博
士
「
武
庫
郡
住
吉
町
呉
国
の
求
女
塚
」
(
「
兵
庫
脈
史
晴
名
勝
天
然
紀

念
物
調
査
報
告
書
」
第
二
輯
大
正
一
四
年
)
。

梅
原
末
治
博
士
「
武
庫
部
本
山
村
マ
ン
パ
イ
の
ヘ
ボ
ソ
塚
古
墳
」
(
向
上
市
)
。

あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
現
在
で
は
こ
れ
は
同
一
の
事
寅
を
指
す
も
の
と
解

)
 
a-z i
 
(
 

(8) 
揮
し
て

る

末
、
氷
稚
雄
博
士
・
島
国
境
・
森
浩
一

「
和
泉
黄
金
塚
古
墳
」
(
昭
和
二
九
年
)
。

。。

前
期
古
噴
の
副
知
押
品
に
あ

b
わ
れ
た
丈
化
の
二
相
(
小
林
)

，七
四



五

十

周

年

記

念

論

集

在。

本
稿
で
碧
玉
製
腕
飾
類
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
質
際
に
は
車
な
る
挟
身
具
で
は
な
く
、

腕
飾
を
原
担
と
し
て
現
謹
し
た
賓
器
的
な
器
物
が
多
い
こ
と
は
特
に
こ
と
わ
る
ま
で

間
も
あ
る
ま
い
。

小
林
行
雄
「
鍬
形
石
の
研
究
」
(
「
日
本
考
古
島
協
官
護
報
」
別
箭
2

口
和
二
九

年)。

加)

梅
原
末
治
博
士
「
肥
前
玉
島
村
谷
口
の
古
墳
」
(
「
佐
賀
牒
文
化
肘
調
査
報
告
書
」

第
二
軒

昭
和
二
八
年
)
。

ω) 

昭
和
五
年
)
。

上
回
一
一
一
平
「
銚
子
塚
肯
噴
」
(
「
史
蹟
調
査
報
告
」
第
五
輯

藤
井
治
左
衛
門
「
岐
阜
際
不
破
郡
育
基
村
大
字
矢
沼
長
塚
古
墳
」

昭
和
四
年
)
及
び
、
藤
井
治
左
衛
門
編
「
長
塚
古
墳

位。

(
考
古
原
雑
誌

第
一
九
程
第
六
・
七
・
九
披

篤
民
帖
」
(
昭
和
五
年
)
。

。。

小
林
行
雄
「
稲
岡
麻
糸
島
郡
一
黄
山
村
田
中
銚
子
塚
古
墳
の
研
究
」

(
昭
和
二
七

年)。

七
円
四

後
藤
守
一
・
内
藤
政
光
・
高
橋
勇
「
静
岡
牒
磐
田
郡
松
林
山
十
日
境
問
捌
調
査
報

(湖

告
」
(
昭
和
一
四
年
)
。

」
の
こ
と
は
註
仰
の
報
告
書
中
に
表
示
し
て
お
い
た
。

(2~ 。。

小
川
五
郎
「
長
門
閥
厚
狭
郡
厚
狭
町
西
下
樟
古
墳
調
査
報
告
」
(
「
山
首
郷
土
史
研

究
留
考
十
円
座
研
究
報
告
書
」
ム
日
間
紀
念
挽

昭
和
二
年
)
及
む
、
弘
常
民
文
「
防
長

。。
原
史
時
代
資
料
」
(
昭
和
五
年
)

u

栴
原
末
治
博
士
「
安
土
瓢
箪
山
古
墳
」
(
「
滋
到
縦
史
附
調
査
制
告
」
飢
七
加

日日

和
一
三
年
)
。

。。

た
と
え
ば
後
藤
守

「
古
墳
の
尚
一
生
」

は
こ
の
説
で
あ
る
。

(
駿
台
炭
車

r
J
-
-
H
U
も

抑
川
日
↑
一
例
妙

不日

，じ

午-

(
昭
和
一
三
年
一
一
月
一
日
)


