
前
期
畿
内
政
権
論

110 （714）

i
古
墳
時
代
政
治
史
研
究
i

ーノ

西

宏

幸

【
要
約
】
　
畿
内
に
所
在
す
る
大
型
古
墳
の
編
年
私
案
に
も
と
づ
い
て
、
古
墳
時
代
前
期
の
畿
内
に
政
治
上
の
結
黒
体
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
し
、
こ
れ

を
前
期
畿
内
政
縫
と
し
て
把
握
し
た
。
そ
う
し
て
、
大
和
東
部
勢
力
を
盟
主
と
す
る
、
連
合
政
権
的
特
質
を
そ
な
え
た
こ
の
政
権
の
も
と
で
農
開
さ
れ
た

諸
活
動
に
つ
い
て
、
生
産
、
地
方
経
営
、
対
外
関
係
の
各
方
面
か
ら
考
察
を
加
え
た
。
論
旨
は
多
岐
に
及
ぶ
が
、
な
か
ん
ず
く
力
点
を
お
い
て
立
論
し
た

の
は
、
前
期
畿
内
政
権
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
生
産
活
動
に
体
制
上
相
違
す
る
三
態
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
政
権
の
活
動
の
な
か
で
新
し
い
時

期
に
属
す
る
内
容
と
し
て
、
大
和
北
部
、
同
北
東
部
、
同
西
部
の
各
勢
力
が
地
方
経
営
に
、
大
和
西
部
勢
力
が
対
外
関
係
に
そ
れ
ぞ
れ
携
わ
る
機
会
を
も

っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
期
畿
内
政
権
の
実
像
と
し
て
、
　
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
天
皇
主
滋
の
政
治
構
造
を
想
像
す
べ

き
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
考
古
学
上
か
ら
も
ま
た
一
定
の
傍
証
を
提
示
し
う
る
の
で
あ
る
。
　
史
林
六
四
巻
五
号
　
一
九
八
【
年
九
月

↓
序
説

（

　
畿
内
大
型
古
墳
の
意
義
　
古
墳
時
代
と
は
、
古
墳
と
い
う
特
殊
な
墓
舗
を
自
ら
の
奥
つ
城
に
採
用
す
る
こ
と
に
重
要
な
意
義
を
み
と
め
る
少
数

の
有
力
老
が
登
薄
し
た
時
代
で
あ
り
、
彼
等
の
主
導
の
も
と
で
、
生
産
、
内
致
、
外
交
な
ど
の
面
に
、
弥
生
時
代
と
も
奈
良
時
代
と
も
網
曳
す

る
独
自
の
展
開
を
み
せ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
展
開
の
主
役
を
演
じ
た
の
は
畿
内
に
本
貫
地
を
お
く
最
有
力
者
層
で
あ
り
、
彼
等
は
九
州
地

方
か
ら
東
北
地
方
に
及
ぶ
広
域
な
政
治
秩
序
の
中
核
と
し
て
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
畿
内
に
は
他
地
方
に
抜
き
ん
で
て
大
型

の
古
墳
が
し
か
も
数
多
く
存
在
し
、
ま
た
畿
内
に
隆
盛
の
あ
と
を
と
ど
め
る
文
化
が
他
地
方
に
伝
播
し
て
ゆ
く
の
が
、
古
墳
蒔
代
の
文
化
伝
播
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の
趨
勢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
察
知
し
う
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
畿
内
の
最
有
力
者
層
の
問
題
が
古
代
史
上
の
研
究
課
題
と
し
て
積
極
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
主
と
し
て
文
献
史
学

の
分
野
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
天
皇
の
系
譜
に
関
す
る
研
究
、
葛
城
氏
や
ワ
ニ
氏
な
ど
個
別
氏
族
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
多
く
の
成

果
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
考
古
学
の
分
野
で
は
、
一
世
紀
に
及
ぶ
古
墳
時
代
研
究
の
蓄
積
は
多
大
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
立
論
さ
れ
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
研
究
者
が
問
題
の
所
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
せ
い
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
資

料
上
の
制
約
に
よ
っ
て
立
論
の
手
が
か
り
に
苦
慮
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
情
に
よ
る
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
畿
内
の
最
有
力
老
層
が
古
墳
時
代
を
主
導
す
る
重
要
な
役
割
を
果
し
た
意
義
を
勘
案
し
て
、
考
古
学
の
立
場
か
ら
も
ま
た

こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
説
を
試
み
る
ば
あ
い
、
彼
等
の
奥
つ
城
で
あ
る
大
型
古
墳
が
そ
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。

　
畿
内
大
型
古
墳
編
年
の
試
み
　
そ
も
そ
も
古
墳
の
編
年
を
行
な
う
ば
あ
い
、
立
地
、
墳
形
、
埋
葬
施
設
、
副
葬
品
な
ど
古
墳
を
構
成
す
る
あ
ら

ゆ
る
要
素
を
比
較
検
討
し
て
行
な
う
の
が
理
想
で
あ
り
、
か
つ
も
っ
と
も
正
確
さ
を
期
待
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
型
古
墳
の
ば
あ
い
、
立
地

や
墳
形
の
判
明
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
埋
葬
施
設
や
副
葬
品
の
種
類
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
大
型
古
墳
の
編
年
を
試
み
る
さ
い
、
理
想
的
な
精
度
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
う
し
た
現
状
の
な
か
で
、
大
型
古
墳
の
意
義
を
重
視
し
た
先
学
達
は
、
立
地
や
鏡
形
の
面
か
ら
、
衷
た
と
き
に
文
献
資
料
を
援
用
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
に
よ
っ
て
、
編
年
を
試
み
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
前
方
後
円
墳
に
形
態
上
の
変
遷
が
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
指
摘
し
た
、
浜
田
耕
作
の
論
文

（
昭
和
＝
年
）
は
、
墳
形
に
よ
る
古
墳
編
年
の
端
緒
を
ひ
ら
い
た
先
駆
的
業
績
で
あ
り
、
ま
た
、
昭
和
二
〇
年
代
以
降
で
は
、
前
方
後
円
墳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

平
面
形
に
関
す
る
築
造
企
画
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
の
類
型
化
と
各
類
型
間
の
編
年
と
に
っ
と
め
た
上
田
宏
範
の
一
連
の
仕
事
、
あ
る
い
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

婆
心
、
周
濠
の
形
態
、
占
地
上
の
優
劣
に
注
目
し
、
さ
ら
に
陵
墓
関
係
伝
承
の
文
献
批
判
を
加
味
し
た
編
年
を
示
し
た
、
白
石
太
一
郎
の
労
作

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
現
存
す
る
墳
墓
の
う
ち
か
ら
、
箸
墓
、
応
身
天
皇
陵
、
安
閑
天
皇
陵
、
聖
徳
太
子
墓
、
小
野
毛
人
墓
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

武
・
持
統
天
皇
合
葬
陵
を
選
定
し
、
こ
れ
ら
を
年
代
の
信
頼
し
う
る
墳
墓
と
み
た
喜
田
貞
吉
の
所
説
は
、
公
表
さ
れ
た
大
正
三
、
四
年
以
来
、
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古
墳
時
代
の
年
代
決
定
の
根
拠
と
し
て
、
永
く
考
古
学
老
に
継
承
さ
れ
て
き
た
点
で
、
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
大
型
古
墳
の
編
年
研
究
に
試
案
の
蓄
積
を
み
る
い
っ
ぽ
う
、
主
と
し
て
、
埋
葬
施
設
や
副
葬
品
を
対
象
と
す
る
編
年
研
究
が
進

み
、
と
み
に
精
緻
さ
を
加
え
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
埋
葬
施
設
や
副
葬
品
の
判
明
し
た
古
墳
の
編
年
研
究
は
、
大
幅
な
進
展
を
み
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
面
に
貴
重
な
成
果
が
あ
が
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
型
古
墳
の
編
年
研
究
の
な
か
に
そ
の
成
果
を
導
入
し

た
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
大
部
分
の
大
型
古
墳
で
副
葬
品
な
ど
が
判
明
し
て
い
な
い
現
状
に
多
く
由
来
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
あ
る
い
は
大
型
古
墳
の
編
年
老
に
こ
う
し
た
視
点
が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
大
型
古
墳
の
編

年
研
究
の
克
服
す
べ
き
大
き
な
課
題
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
円
筒
埴
輪
の
編
年
研
究
に
は
注
目
し
て
よ
い
。
古
墳
に
伴
な
う
器
物
の
な
か
で
、
存
続
が
長
期
に
わ
た
り
し
か
も
入
手
が
容

易
な
円
筒
埴
輪
に
関
す
る
編
年
研
究
は
、
昭
和
四
八
年
以
降
、
長
足
の
進
捗
を
と
げ
、
古
墳
編
年
の
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の
地
歩
を

獲
得
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
進
捗
が
思
い
が
け
な
い
結
果
を
も
た
ら
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
円
筒
埴
輪
と
副
葬
品
と
が
と
も
に
判

明
し
た
古
墳
を
と
り
あ
げ
、
円
筒
壇
輪
の
編
年
と
副
葬
品
の
変
遷
と
の
対
応
関
係
の
解
明
が
い
ち
お
う
の
落
着
を
み
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
副
葬

品
の
知
ら
れ
て
い
な
い
古
墳
で
も
、
円
筒
埴
輪
を
み
れ
ば
、
未
知
の
副
葬
品
の
内
容
を
あ
る
程
度
予
測
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
型
古
墳
の
ば
あ
い
に
も
、
む
ろ
ん
あ
て
は
ま
る
。

　
畿
内
大
型
古
墳
の
編
年
　
円
筒
埴
輪
に
限
ら
ず
埴
輪
を
古
墳
に
樹
立
す
る
風
習
の
確
立
は
、
古
墳
時
代
の
開
始
よ
り
や
や
遅
れ
、
そ
の
廃
絶
は

古
墳
時
代
の
終
焉
に
や
や
先
行
す
る
。
そ
う
し
て
、
風
習
の
確
立
か
ら
廃
絶
に
至
る
間
に
は
埴
輪
に
変
遷
が
み
ら
れ
、
こ
れ
を
、
円
筒
埴
輪
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

年
に
も
と
づ
い
て
、
ふ
つ
う
五
時
期
に
区
分
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
埴
輪
の
時
期
区
分
を
古
墳
編
年
に
援
用
す
る
ば
あ
い
、
言
為
区
分
の

設
定
と
し
て
は
、
五
時
期
の
う
え
に
埴
輪
出
現
前
と
消
滅
後
と
の
各
一
時
期
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
う
し
て
古
墳
編
年
に
七
時
期
区
分
を
採
用
し
た
う
え
で
、
畿
内
の
大
型
古
墳
を
所
在
地
別
に
編
年
し
た
結
果
が
、
第
1
表
で
あ
る
。
表
の

示
す
結
果
に
話
を
移
す
ま
え
に
、
表
の
作
成
上
の
約
束
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
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第1表　畿内における大型古墳の消長

瀦
前

期

畿

内

政

権

戸に

弱婆

畿

内

政

権

後

期

畿

内

政

権

o

1

大 和

刺繭北無為剰輯軟1南
箸

墓
爾

v
西
殿
塚
（
0
3
2
）　景崇東

　行神殿
l
l
　陵陵塚

　Anns
　vvv

皿

ILr

v

樋

備

桜
井
茶
臼
山
（
7
0
2
）

3EA7‘

P’
№撃氏f4ati’ii’“sl　ii／io

　　I

メ
ス
リ
山
（
0
3
2
）

　　　　神垂成日築巣

麺史
278227219207　　　21020＃
））））：））

新
木
山
（
㎜
）

コ
ナ
ベ
（
4
0
2
）

市
　
庭
（
0
5
2
）

河
合
大
塚
山
（
5
9
1
）

磐
之
媛
陵
（
9
1
2
）

ウ
ワ
ナ
ベ
（
0
8
2
）

西＊

山
（
O
S
1
）

島
ノ
山
（
5
聖
1
）

室
大
鰐
（
8
3
2
）

河内　　和　泉　摂津

酬噸北圃鯛東
山南

緯

西別ウ

所ワ
乗
大ナ

鞍塚リ

痂盆働
Y－X．一s一一

東
乗
鞍
（
7
2
）

石
上
大
塚
（
7
0
1
）

飯
豊
陵
（
9
0
）

津
堂
城
山
（
D
O
2
）

仲墓
津

．媛

陵山
爺諭
v．　v

大
塚
山
（
8
6
1
）

山
中
陵
（
5
6
3
）

華
湯
山
（
G
O
2
）

応允白

神鵜P

殿騒
嬰2響

i鐡

宣
　
化
　
陵
（
0
0
1
）

仲仁清

哀賢山

陵陵陵

三三
wvv

欽
明
陵
（
獅
）

見
瀬
丸
山
（
8
1
3
）

敏
達
陵
（
3
1
1
）

椿
井
大
塚
山
（
5
9
1
）i

実
年
代
9
0
0

A
3

33e

1360
E

平
川
車
壕
（
3
S
1
）

継
体
陵

宇
度
墓

西
　
陵　1
餓諭i
VV h　V　I

今
城
塚
（
0
9
1
）

400

430

soe

550

600

考

櫛

山
（
鋭
H
）

孝
謙
陵
（
0
3
正
）

狐
井
城
山
（
窃
4
1
）

束錨屋
奪鯉
山　塚山

爾1輪
↓忍包

安
閑
陵
（
掴
）

河
内
大
塚
（
0
3
3
）

市
尾
墓
山
（
6
5
V
）

反
正
陵
（
㎜
揮
）

イ
タ
ス
ケ
（
鯛
y
）

寧
前
方
後
方
開

平
羅
誠
山
（
0
）

芭
蕉
壕
（
斑
配
）

113　（717）



　
さ
て
、
一
般
に
大
型
古
墳
と
い
っ
た
ば
あ
い
、
た
と
え
ば
円
墳
の
な
か
に
も
規
模
の
大
小
が
あ
り
、
直
径
五
〇
皿
を
越
す
も
の
は
、
円
墳
の

う
ち
で
は
大
型
古
墳
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
尉
面
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
規
模
の
絶
対
値
、
換
尋
落
す
れ
ば
営
造
に
費
し
た
土
量
を

問
題
に
し
て
大
型
古
墳
と
い
え
ば
、
ま
ず
ほ
と
ん
ど
が
前
方
後
円
墳
の
形
態
を
と
る
と
み
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
私
案
の
ば
あ
い
は
、
全
長
二
〇

〇
m
以
上
の
古
墳
を
、
大
型
古
墳
の
範
麟
に
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
て
、
全
長
の
数
値
の
細
目
を
各
古
墳
の
下
に
表
示
し
た
。

　
た
だ
し
、
全
長
二
〇
〇
m
以
上
を
大
型
古
墳
と
す
る
と
、
V
期
ま
た
は
W
期
に
編
年
し
う
る
古
墳
の
数
が
、
W
期
以
前
の
各
時
期
に
編
年
し

う
る
古
墳
の
数
に
較
べ
て
、
き
わ
め
て
少
な
い
、
と
い
う
不
均
衡
が
生
じ
て
し
ま
う
。
こ
の
不
均
衡
は
、
大
型
古
墳
の
減
少
あ
る
い
は
古
墳
の

規
模
の
摺
対
的
な
縮
少
と
い
う
点
で
、
歴
史
的
な
意
味
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
当
面
は
表
の
体
裁
の
方
を
重
視
し
て
、
こ
れ
を
解
消
す
る
よ
う
に

つ
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
て
、
V
期
お
よ
び
W
期
に
つ
い
て
は
、
大
型
と
み
な
す
規
模
の
基
準
を
ひ
き
さ
げ
て
全
長
一
〇
〇
m
以
上
と

し
、
編
年
の
対
象
と
す
る
古
墳
の
数
を
増
し
た
。

　
ま
た
、
各
大
型
古
墳
の
規
模
と
し
て
現
在
知
ら
れ
て
い
る
数
値
の
ほ
と
ん
ど
は
、
旧
帝
室
林
野
局
が
大
正
一
五
年
に
作
製
し
た
測
量
図
な
ど

に
も
と
づ
い
て
、
濠
の
水
際
ま
た
は
隆
起
に
移
る
傾
斜
変
換
部
を
墳
端
と
み
な
し
て
計
測
し
た
数
値
で
あ
り
、
発
掘
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
墳

端
か
ら
計
測
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
数
値
は
、
築
造
時
の
古
墳
の
規
模
と
大
き
く
は
隔
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
誤
差
の
存

在
を
予
想
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
誤
差
を
み
こ
ん
で
、
そ
の
範
囲
を
か
り
に
全
長
の
一
割
程
度
に
設
定
し
て
、
こ

の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
に
し
た
。
掲
示
し
た
古
墳
の
な
か
に
全
長
が
二
〇
〇
瓢
な
い
し
一
〇
〇
瓢
に
満
た
な
い
も
の
を
含
む
の
は
、
こ
の
点

に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
大
型
の
範
購
に
入
れ
た
古
墳
に
次
ぐ
規
模
を
有
す
る
古
墳
に
つ
い
て
は
、
各
古
墳
名
の
下
に
規
模
と
時
期

と
を
添
え
て
下
欄
に
特
記
し
、
後
考
に
そ
な
え
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
同
じ
欄
中
に
複
数
の
古
墳
を
併
記
す
る
ば
あ
い
に
は
、
向
か
っ
て
左

か
ら
規
模
の
大
き
い
順
に
な
ら
べ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
表
示
し
た
古
墳
の
す
べ
て
を
、
円
筒
埴
輪
の
有
無
な
い
し
特
徴
の
み
に
よ
っ
て
、
編
年
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
点
を
根
拠
に
し
た
古
墳
は
、
備
考
欄
の
古
墳
を
除
い
て
も
、
全
体
の
八
割
強
で
あ
り
、
残
る
二
割
弱
に
つ
い
て
は
墳
形
や
副
葬
鹸
な
ど
に
頼
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ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
割
弱
の
古
墳
は
、
円
筒
填
輪
の
有
無
な
い
し
特
徴
が
判
明
す
れ
ば
、
編
年
上
の
位
置
を
改
め

る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
手
が
か
り
が
乏
し
い
た
め
に
編
年
し
え
な
か
っ
た
若
干
の
古
墳
が
あ
る
。
こ
う
し
た
古
墳
も
ま
た
備

考
欄
に
示
し
た
。
編
年
不
能
の
古
墳
を
残
し
、
ま
た
編
年
方
法
を
統
一
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
内
容
の
う
ち
で
大
型
古
墳
の

編
年
結
果
に
も
と
つ
く
部
分
に
は
、
立
論
上
お
の
ず
か
ら
慎
重
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
表
示
し
た
各
大
型
古
墳
の
編
年
上
の
根
拠
を
略
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
根
拠
が
円
筒
埴
輪
の
特
微
に
あ
る
ば
あ
い
は
円
、
埴
輪

を
欠
く
点
に
あ
る
ば
あ
い
は
埴
欠
、
墳
形
に
あ
る
ば
あ
い
は
墳
、
埋
葬
施
設
の
形
態
に
あ
る
ば
あ
い
は
埋
、
副
葬
品
の
内
容
に
あ
る
ば
あ
い
は

副
と
し
て
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
よ
う

　
桜
井
市
箸
中
箸
墓
古
墳
（
埴
欠
・
墳
）
、
天
理
市
三
生
町
西
里
塚
古
墳
（
円
・
墳
）
、
天
理
市
渋
谷
町
景
行
陵
（
円
）
、
天
理
市
柳
本
町
崇
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
び
　
　
　
　
　
畠
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
さ
さ
ぎ

陵
（
円
）
、
天
理
市
萱
生
町
東
殿
塚
古
墳
（
円
）
、
桜
井
市
外
山
茶
臼
山
古
墳
（
副
）
、
桜
井
市
高
田
メ
ス
リ
山
古
墳
（
埴
）
、
奈
良
市
山
陵
町
神

功
陵
（
墳
）
、
奈
良
市
宝
来
町
垂
仁
陵
（
墳
）
、
奈
良
市
山
陵
町
成
務
陵
（
墳
）
、
奈
良
市
山
陵
町
日
葉
酢
媛
陵
（
円
・
墳
・
副
）
、
奈
良
市
佐
紀

町
市
庭
古
墳
（
円
）
、
奈
良
市
法
華
寺
町
コ
ナ
ベ
古
墳
（
円
）
、
奈
良
市
法
華
寺
北
町
ウ
ワ
ナ
ベ
古
墳
（
円
）
、
奈
良
市
佐
紀
町
磐
之
媛
陵
（
墳
）
、

大
和
高
田
市
築
山
築
山
古
墳
（
墳
）
、
北
萬
城
郡
広
陵
懸
巣
山
古
墳
（
円
）
、
北
葛
城
郡
広
陵
町
新
木
山
古
墳
（
墳
）
、
北
葛
城
郡
河
舎
尊
大
塚

山
古
墳
（
円
）
、
天
理
市
杣
之
内
町
礪
山
古
墳
（
円
・
副
）
、
天
理
市
抽
之
内
町
西
乗
鞍
古
墳
（
円
）
、
天
理
胆
石
上
町
別
所
大
塚
古
墳
（
埋
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
せ

天
理
市
石
上
町
ウ
ワ
ナ
リ
古
墳
（
埋
）
、
天
理
市
石
上
町
大
塚
古
墳
（
埴
欠
・
埋
）
、
天
理
市
乙
木
町
東
乗
鞍
古
墳
（
埴
欠
・
埋
）
、
御
所
市
室

大
愚
古
墳
（
円
）
、
北
葛
城
雪
駄
庄
町
飯
豊
陵
（
円
）
、
磯
城
郡
川
西
町
島
ノ
山
古
墳
（
円
）
、
橿
原
市
鳥
屋
町
宣
化
陵
（
円
）
、
橿
原
市
見
瀬
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
い
ち

丸
山
古
墳
（
埴
欠
・
埋
）
、
高
市
郡
二
子
香
村
欽
明
麗
（
壇
欠
・
埋
）
、
藤
井
寺
市
津
堂
城
山
古
墳
（
円
）
、
藤
井
寺
市
沢
田
仲
津
媛
陵
（
円
）
、
羽

曳
野
布
誉
闘
墓
山
古
墳
（
円
）
、
羽
曳
野
市
誉
田
応
神
陵
（
円
）
、
藤
井
寺
市
国
分
允
恭
陵
（
円
）
、
羽
曳
野
市
軽
里
白
鳥
陵
（
円
）
、
藤
井
寺
市
岡

仲
隠
田
（
円
）
、
藤
井
寺
市
野
中
仁
賢
陵
（
円
）
、
羽
曳
野
市
西
浦
濤
寧
陵
（
円
）
、
南
河
内
郡
太
子
町
敏
達
陵
（
墳
）
、
堺
市
石
津
町
履
中
陵
（
円
）
、

堺
市
上
野
芝
町
大
塚
山
古
墳
（
墳
・
副
）
、
堺
市
大
仙
町
仁
徳
陵
（
円
）
、
堺
市
鳶
舌
鳥
西
之
町
ニ
サ
ソ
ザ
イ
古
墳
（
円
）
、
堺
市
百
舌
鳥
本
町
御
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半
神
古
墳
（
円
）
、
岸
和
田
市
摩
湯
町
摩
湯
山
古
墳
（
円
）
、
泉
南
郡
岬
町
淡
輪
西
陵
古
墳
（
円
）
、
泉
南
郡
騨
町
淡
輪
照
度
墓
古
墳
（
円
）
、
茨
木
市

太
田
継
体
陵
（
円
）
、
高
槻
市
郡
家
新
町
今
城
塚
古
墳
（
円
）
、
域
陽
市
平
川
砂
塚
古
墳
（
円
）
、
相
楽
郡
山
城
町
思
懸
大
塚
山
古
墳
（
埋
・
副
）
。

　
表
の
作
成
上
の
説
閉
が
冗
長
に
な
っ
た
が
、
最
後
に
、
大
型
古
墳
編
年
上
の
第
一
義
の
根
拠
と
し
た
円
筒
埴
輪
編
年
の
性
格
に
つ
い
て
、
注

意
を
う
な
が
す
意
味
で
付
記
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
円
筒
埴
輪
の
変
遷
は
五
時
期
に
区
分
し
う
る
が
、
時
期
の
推
移
の
し

か
た
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
皿
期
か
ら
W
期
に
移
行
し
て
も
な
お
皿
期
の
特
装
を
そ
な
え
た
円
筒
埴
輪
が
遺
存
し
、
そ
の
消
滅
ま
で
に
は
W
期

の
な
か
で
｝
定
の
時
間
の
経
過
を
要
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
他
の
時
期
の
推
移
に
つ
い
て
も
む
ろ
ん
こ
の
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
し
、

ま
た
、
埴
輪
の
出
現
に
つ
い
て
は
そ
の
普
及
に
、
埴
輪
の
消
滅
に
つ
い
て
は
消
滅
に
至
る
衰
退
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
時
聞
の
経
過
を
要
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
も
ま
た
、
円
筒
埴
輪
編
年
に
依
拠
し
た
大
型
古
墳
編
年
の
取
り
あ
つ
か
い
方
に
い
く
ぶ
ん
の
慎
重
な
配
慮
を

必
要
と
す
る
。

　
畿
内
大
型
古
墳
の
編
年
結
果
　
以
上
述
べ
た
諸
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
第
1
表
の
示
す
結
果
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
さ
て
、
畿
内
に
お
け
る
大
型
古
墳
の
営
造
は
、
ま
ず
大
和
東
部
な
ら
び
に
山
城
南
部
で
は
じ
ま
る
。
つ
い
で
、
1
期
に
大
和
南
東
部
で
、
さ

ら
に
遅
れ
て
冬
期
に
大
和
北
部
、
同
西
部
、
同
北
東
部
、
河
内
南
部
、
和
泉
南
部
で
そ
れ
ぞ
れ
営
造
が
は
じ
ま
る
。
そ
う
し
て
、
最
初
に
大
型

古
墳
が
営
造
さ
れ
た
二
地
域
の
う
ち
、
大
和
東
部
で
は
営
造
が
E
期
に
続
い
て
皿
期
に
至
ら
ず
、
山
城
繭
部
で
は
営
造
が
0
期
で
終
る
。
1
期

に
営
造
が
は
じ
ま
る
大
和
南
東
部
で
は
、
営
造
が
H
期
に
続
い
て
無
期
に
至
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
同
期
に
営
造
が
は
じ
ま
る
五
地
域
の
う
ち
、

大
和
北
東
部
、
和
泉
南
部
で
は
営
造
が
H
期
で
終
り
、
大
和
北
部
、
同
西
部
で
は
営
造
が
W
期
に
続
い
て
V
期
に
至
ら
ず
、
河
内
南
部
で
は
営

造
が
V
期
に
続
い
て
W
期
に
至
ら
な
い
。

　
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
大
型
古
墳
の
営
造
の
開
始
が
さ
ら
に
遅
れ
る
。
狙
期
に
大
和
南
西
部
、
同
中
央
部
、
和
泉
北
部
、
山
城
東
部
で
、

W
期
に
和
泉
南
西
部
、
摂
津
東
部
で
、
V
期
に
大
和
南
部
、
河
内
南
東
部
で
、
そ
れ
ぞ
れ
営
造
が
は
じ
ま
る
。
な
お
、
大
和
北
東
部
、
同
南
西

部
で
は
、
営
造
が
い
っ
た
ん
終
止
し
た
の
ち
、
V
期
に
再
開
す
る
。
皿
期
に
営
造
が
は
じ
ま
る
四
地
域
の
う
ち
、
大
和
南
西
部
、
同
中
央
部
、
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山
城
東
部
で
は
営
造
が
皿
期
で
終
り
、
和
泉
北
部
で
は
営
造
が
W
期
に
続
い
て
V
期
に
至
ら
な
い
。
W
期
に
営
造
が
は
じ
ま
る
二
地
域
の
う
ち
、

和
泉
南
西
部
で
は
営
造
が
y
期
で
終
り
、
摂
津
東
部
で
は
営
造
が
V
期
に
続
い
て
W
期
に
至
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
V
期
に
営
造
が
は
じ
ま
る

大
和
南
部
で
は
営
造
が
M
期
に
続
く
。
な
お
、
V
期
に
営
造
が
再
開
し
た
二
地
域
の
う
ち
、
大
和
北
東
部
で
は
営
造
が
W
期
に
続
き
、
大
和
南

西
部
で
は
営
造
が
V
期
を
も
っ
て
終
る
。

　
第
1
表
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
大
型
古
墳
の
営
造
に
地
域
ご
と
の
相
違
す
る
消
長
が
あ
り
、
そ
の
消
長
と
は
以
上
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。

さ
て
、
大
型
古
墳
を
営
造
し
あ
る
い
は
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
る
ほ
ど
の
卓
越
し
た
勢
威
を
誇
る
有
力
者
層
が
奥
つ
城
の
地
を
選
定
す
る
さ
い
に
、

は
た
し
て
選
地
上
の
原
則
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
も
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
則
と
は
何
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
即
答
す
る
の
は
難

し
い
。
し
か
し
、
か
り
に
本
貫
地
に
拘
泥
せ
ず
畿
内
一
円
で
随
意
に
選
擁
し
え
た
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
証
を
欠
く
大
胆
な
仮
説
の
域
を

出
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
膝
下
の
民
衆
に
む
か
っ
て
つ
ね
に
偉
容
を
誇
示
し
う
る
よ
う
に
、
本
貫
地
な
い
し
そ
の
近
傍
に
奥

つ
城
を
営
む
の
が
選
地
上
の
第
一
義
の
原
則
で
あ
っ
た
、
と
み
る
見
解
に
い
っ
そ
う
の
妥
当
性
を
み
い
だ
し
う
る
と
思
う
。
そ
う
し
て
、
こ
の

見
解
を
と
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
大
型
古
墳
の
地
域
ご
と
の
消
長
と
は
、
各
地
域
を
占
め
た
有
力
者
層
の
隆
替
を
端
的
に
示
す
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
か
．
ろ
う
か
。

　
な
お
、
そ
の
消
長
を
い
き
な
り
有
力
者
層
の
隆
替
に
結
び
つ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
論
難
を
う
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
消
長
が
単
に
地
域
の
盛
衰
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
り
、
た
と
え
ば
有
力
者
層
は
他
に
本
貫
地
を
移
し
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
想
像
で
き

な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
予
想
さ
れ
る
批
判
を
避
け
る
に
は
、
隆
替
と
す
る
よ
り
も
変
動
と
い
う
あ
い
ま
い
な
蓑
現
に
と
ど
め
る
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
の
適
否
は
、
な
お
実
証
上
の
問
題
で
な
く
視
点
の
選
択
の
問
題
に
属
す
る
と
考
え
る
の
で
、
あ
え
て

訂
正
せ
ず
に
論
を
進
め
た
い
。

　
さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
見
地
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
大
型
古
墳
の
地
域
ご
と
の
消
長
を
畿
内
一
円
で
通
覧
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
画
期
を
設
定

し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
設
定
に
さ
い
し
て
は
、
営
造
の
開
始
よ
り
も
営
造
の
継
続
状
態
の
終
止
に
よ
り
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
み
い
だ
し
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う
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
ま
ず
第
一
の
画
期
は
、
大
和
東
部
、
同
定
東
部
で
な
お
営
造
が
継
続
し
た
∬
期
と
、
終
止
し

た
皿
期
と
の
聞
に
設
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
第
二
の
画
期
は
、
大
和
北
部
、
同
西
部
、
和
泉
北
部
で
な
お
営
造
が
継
続
し
た
W
期

と
、
終
止
し
た
V
期
と
の
閣
に
設
定
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
。

　
大
型
古
墳
の
地
域
ご
と
の
消
長
が
各
地
域
を
占
め
た
有
力
者
層
の
隆
替
を
示
す
と
し
た
見
地
か
ら
い
え
ば
、
以
上
設
定
し
た
消
長
の
画
期
と

は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
畿
内
有
力
者
層
の
あ
い
だ
で
大
が
か
り
な
変
革
が
惹
起
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
二
画
期
の
設
定
に

も
と
づ
い
て
古
墳
塾
代
を
三
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
に
し
、
0
期
と
1
期
と
∬
期
と
を
あ
わ
せ
て
前
期
、
紅
潮
と
W
期
と
を
あ
わ
せ
て
中
期
、

V
期
と
W
期
と
を
あ
わ
せ
て
後
期
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
離
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ
う
し
て
、
と
く
に
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
三
時
期
の
う
ち
で
前
期
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
の
時
期
の
畿
内
に
お
け
る
有
力
者
層
の
動
向
に
つ
い

て
、
政
治
構
造
、
生
産
、
地
方
経
営
、
対
外
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
論
述
を
試
み
た
い
。

　
①
　
浜
田
耕
作
「
前
方
後
円
墳
の
諸
闘
題
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
二
六
巻
第
九
号

　
　
昭
和
＝
年
）
。

　
②
　
上
田
宏
脚
範
「
前
方
後
円
墳
築
造
の
計
画
性
」
（
『
古
代
学
研
究
』
第
一
一
号
　
昭
和

　
　
二
五
年
〉
。
同
『
前
方
後
円
墳
属
第
一
…
版
　
昭
和
五
四
年
。

　
③
白
石
太
一
郎
「
記
・
紀
お
よ
び
延
喜
式
に
み
ら
れ
る
陵
墓
の
記
載
に
つ
い
て
」

　
　
（
『
古
代
学
』
第
一
六
巻
第
一
号
　
昭
和
四
四
年
）
。
岡
「
畿
内
に
お
け
る
大
型
古

　
　
樒
蝋
群
の
消
長
」
　
（
『
考
古
学
研
究
嘱
第
…
六
巻
第
…
号
　
隠
魚
酋
賜
年
）
。

　
④
　
喜
田
貞
吉
「
古
墳
墓
年
代
の
研
究
」
（
『
歴
史
地
理
』
第
二
四
巻
第
三
、
五
、
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
前
期
畿
内
政
権
の
繊
造

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
前
期
畿
内
政
権
の
提
唱

の
目
標
と
し
た
た
め
に
、

　
号
　
餓
叩
二
五
巻
第
＝
｝
～
六
目
万
　
鵡
八
心
止
｝
二
、
四
年
）
。

⑤
川
西
宏
幸
「
円
筒
埴
輪
総
論
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
四
巻
第
二
、
四
号
昭

　
和
五
三
、
五
四
年
）
。

⑥
表
の
右
端
欄
に
各
時
期
の
実
年
代
を
示
し
た
。
年
代
比
定
の
論
拠
に
つ
い
て

　
は
、
本
章
注
⑤
の
文
献
で
詳
述
し
て
お
い
た
の
で
参
照
願
い
た
い
。

⑦
埴
輪
を
欠
く
け
れ
ど
も
、
副
葬
最
と
し
て
彷
製
鏡
お
よ
び
碧
玉
腕
飾
類
が
出
土

　
し
て
い
る
点
を
軍
上
し
て
、
1
期
に
比
定
し
た
。

前
節
に
お
い
て
畿
内
各
地
域
で
大
型
古
墳
の
消
長
を
た
ど
っ
た
作
業
は
、
画
期
設
定
の
可
否
を
さ
ぐ
る
こ
と
を
当
面

消
長
を
概
括
す
る
こ
と
に
力
点
を
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
所
定
の
規
模
を
越
す
古
墳
を
大
型
古
墳
と
し
て
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前期畿内政権論（Jl晒）

一
括
す
る
に
と
ど
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
の
相
違
に
ま
で
言
及
し
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
古
墳
の
規
模
の
相
違
が
、
各
古
墳
を

営
造
し
あ
る
い
は
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
有
力
者
の
勢
威
の
程
度
と
、
厳
密
に
正
比
例
の
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
、
な
お
規
模
以
外
の
面
か
ら
の

比
較
検
討
も
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
が
有
力
者
の
勢
威
の
程
度
を
推
量
す
る
膚
力
な
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
期
の
有
力
者
層
の
諸
動
向
を
考
究
し
よ
う
と
す
る
主
旨
か
ら
い
え
ば
、
規
模
の
比
較
を
加
味
し
た
う
え
で
あ
ら
た

め
て
畿
内
各
地
の
前
期
の
大
型
古
墳
の
消
長
を
検
討
し
、
前
期
有
力
老
熟
の
隆
替
を
正
確
に
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
さ
て
、
前
期
の
有
力
者
層
の
な
か
で
、
大
型
古
墳
を
営
造
し
う
る
ほ
ど
の
卓
越
し
た
勢
威
を
い
ち
は
や
く
そ
な
え
た
の
は
、
大
和
東
部
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
山
城
南
部
勢
力
と
で
あ
る
。
山
城
南
部
勢
力
と
し
た
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
老
が
三
角
縁
神
獣
鏡
の
配
布
活
動
に
携
わ
っ
た
と
説
か
れ
て

　
②

い
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
両
勢
力
は
古
墳
時
代
の
成
立
に
主
動
的
役
割
を
果
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
期
に
な
る

と
、
大
和
東
部
勢
力
が
勢
威
を
保
持
す
る
い
っ
ぽ
う
、
山
城
南
部
勢
力
が
衰
退
し
、
あ
ら
た
に
大
和
南
東
部
勢
力
が
胎
浴
す
る
。
そ
う
し
て
、

大
和
南
東
部
勢
力
は
、
大
和
東
部
勢
力
と
な
ら
ん
で
、
H
期
に
至
っ
て
も
な
お
勢
威
を
保
っ
て
い
る
。

　
そ
の
反
面
、
H
期
に
至
っ
て
、
あ
ら
た
に
胎
蝕
す
る
勢
力
の
数
が
急
激
に
増
加
し
、
大
和
北
部
、
同
西
部
、
岡
北
東
部
、
河
内
南
部
、
和
泉

南
部
の
各
勢
力
が
加
わ
る
。
し
か
も
、
0
期
に
胎
近
し
た
山
城
南
部
勢
力
が
1
期
を
待
た
ず
に
衰
退
し
、
ま
た
1
期
に
胎
翻
し
た
大
和
南
東
部

勢
力
が
暴
動
に
続
い
て
皿
期
を
待
た
ず
に
衰
退
す
る
の
に
対
し
、
豆
期
に
三
頭
し
た
勢
力
の
う
ち
で
、
大
和
北
部
、
同
西
部
の
両
勢
力
は
W
期

に
、
ま
た
河
内
南
部
勢
力
は
V
期
に
及
ん
で
な
お
勢
威
を
保
持
す
る
。
つ
ま
り
、
前
期
の
な
か
で
新
し
く
網
頭
し
た
勢
力
ほ
ど
、
そ
の
勢
威
を

永
く
保
持
す
る
傾
向
が
、
こ
こ
に
看
取
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
な
か
に
あ
っ
て
、
山
城
南
部
勢
力
と
な
ら
ん
で
い
ち
は
や
く
胎
頭
を
み
た
大
和
東
部
勢
力
が
、
H
期
に
至
っ
て
も
な
お

勢
威
を
保
持
し
つ
づ
け
た
こ
と
は
、
こ
の
勢
力
の
性
格
ひ
い
て
は
前
期
に
お
け
る
畿
内
の
政
治
構
造
を
考
察
す
る
う
え
で
、
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
盛
衰
の
絶
え
な
い
各
勢
力
が
混
在
す
る
き
わ
め
て
不
安
定
な
構
造
で
は
な
く
、
大
蒲
棄
部
勢
力
が
一
貫
し
た
中
核
と

し
て
存
在
し
、
周
辺
の
各
勢
力
が
盛
衰
す
る
と
い
う
構
造
を
考
え
る
の
が
、
大
型
古
墳
の
消
長
の
様
態
か
ら
み
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
。
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そ
こ
で
、
こ
の
大
和
東
部
勢
力
を
中
核
と
し
て
構
成
さ
れ
た
畿
内
に
お
け
る
政
治
上
の
結
合
体
の
存
在
を
想
定
し
、
こ
れ
を
前
期
畿
内
政
権

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
前
期
畿
内
政
権
の
特
質
　
さ
ら
に
推
論
の
歩
を
進
め
る
た
め
に
、
こ
の
大
和
東
部
の
大
型
古
墳
の
規
模
を
、
各
時
期
ご
と
で
他
の
地
域
の
大
型

古
墳
と
比
較
し
て
み
る
と
、
0
期
に
は
山
城
南
部
の
椿
井
大
塚
山
古
墳
を
か
な
り
凌
駕
す
る
の
に
対
し
、
1
期
に
は
大
和
南
東
部
の
桜
井
茶
臼

山
古
墳
の
規
模
と
近
似
し
、
さ
ら
に
H
期
に
お
い
て
も
各
地
の
大
型
古
墳
の
規
模
と
大
差
な
い
。
し
か
も
、
1
期
に
は
大
型
古
墳
を
営
造
す
る

地
域
が
激
増
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
和
菓
部
勢
力
が
前
期
を
通
じ
て
政
権
の
一
貫
し
た
中
核
と
し
て
存
在
す
る
反
面
、
そ
の
保
持
し
た
勢
威
の

卓
越
性
の
程
度
が
変
動
し
た
こ
と
を
示
齢
す
る
と
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
和
東
部
勢
力
の
勢
威
は
、
0
期
に
は
山
城
南
部
勢
力
に
か
な
り

車
越
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
1
期
に
な
る
と
、
大
和
南
東
部
勢
力
を
大
き
く
凌
駕
す
る
と
ま
で
は
極
雷
し
え
ず
、
ま
た
H
期

に
至
れ
ば
、
勢
威
の
近
似
す
る
勢
力
が
激
増
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
卓
越
性
を
さ
ら
に
低
下
さ
せ
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
中
期
に
お
け
る
大
型
古
墳
の
規
模
の
比
較
結
果
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
な
お
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
。
皿
期
で
は
和
泉
北
部

の
履
中
陵
が
、
W
期
で
は
和
泉
北
部
の
仁
徳
陵
お
よ
び
河
内
南
部
の
応
神
陵
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
時
期
の
他
地
域
の
大
型
古
墳
を
大
き
く
凌
駕
す

る
規
模
を
そ
な
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
中
期
を
通
じ
て
、
他
に
大
き
く
卓
越
す
る
勢
力
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
政
治
構
造
と

し
て
こ
の
特
定
の
勢
力
の
強
力
に
主
導
す
る
か
た
ち
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
前
期
を
通
じ
て
一
貫
し
た
中
核
と
し
て
大
和
東
部
勢
力
が
存
在
す
る
い
っ
ぽ
う
、
時
期
を
追
っ
て
勢
力
の
近
似
し
た
勢
力
が
輩
出

す
る
現
象
を
、
東
部
勢
力
の
勢
威
の
低
下
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
、
単
純
に
す
ぎ
る
し
、
問
題
を
き
わ
め
て
倭
小
に
す
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
諸
勢
力
の
輩
出
を
許
し
た
主
因
は
、
大
和
東
部
勢
力
の
勢
威
の
低
下
に
あ
る
と
み
る
よ
り
も
、
前
期
畿
内
政
権
内
の
政
治
体
制
の
本
質

に
由
来
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
緒
論
を
急
ぐ
と
、
前
期
畿
内
政
権
内
の
政
治
体
鰯
と
は
、
主
導
的
な
役
割
を
果
す
特
定
の
卓
越
し
た
勢

力
の
存
在
を
前
提
と
す
る
体
制
で
は
な
い
。
大
和
東
部
勢
力
を
中
核
と
し
て
結
集
し
た
諸
勢
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
連
合
体
制
に
こ
そ
、
政

権
の
基
本
構
造
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
前
期
畿
内
政
権
の
政
治
構
造
上
の
特
質
を
み
い
だ
し
う
る
と
思
う
。

120 （724）



前期畿内政権論（JII西）

　
前
期
畿
内
政
権
内
の
有
力
勢
力
　
前
期
の
大
型
古
墳
を
二
基
以
上
営
造
し
た
勢
力
と
し
て
、
大
和
東
部
、
同
心
東
部
、
同
北
部
、
同
西
部
の
各

勢
力
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
和
に
所
在
す
る
こ
れ
ら
の
勢
力
は
、
前
期
畿
内
政
権
を
構
成
し
た
と
り
わ
け
有
力
な
勢
力
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
い
ま
、
連
合
政
権
と
し
て
特
色
づ
け
た
前
期
畿
内
政
権
の
内
容
を
深
め
る
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
有
力
勢
力
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
大
和
東
部
を
み
る
と
、
大
型
古
墳
は
南
北
に
広
く
分
布
し
、
そ
れ
ぞ
れ
周
辺
に
中
小
古
墳
が
所
在
し
て
、
一
心
群
を
形
成
す
る
観
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
0
期
と
し
た
箸
墓
古
墳
の
近
傍
に
は
、
円
墳
に
加
え
、
帆
立
貝
形
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
古
墳
が
所
在
し
、
前
方
後
円
墳
が

欠
け
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
王
期
と
し
た
西
殿
塚
古
墳
の
近
傍
に
は
、
円
墳
と
と
も
に
、
前
方
後
円
墳
、
前
方
後
方
墳
が
断
言
し
、
さ
ら
に
、

五
期
と
し
た
竃
神
陵
の
ば
あ
い
に
は
円
墳
、
前
方
後
円
墳
、
双
方
中
円
墳
が
、
同
期
と
し
た
景
行
雨
の
ば
あ
い
に
は
円
墳
、
方
墳
、
前
方
後
円

墳
が
そ
れ
ぞ
れ
近
傍
に
所
在
す
る
。

　
つ
い
で
大
和
北
部
を
み
る
と
、
豆
期
と
し
た
神
功
、
成
務
、
日
葉
滋
養
の
各
陵
は
近
接
し
て
立
地
す
る
の
で
佐
紀
盾
列
古
墳
群
西
群
と
し
て

一
括
し
た
ば
あ
い
、
こ
の
群
中
に
は
ほ
か
に
円
墳
、
前
方
後
円
墳
の
所
在
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
西
群
か
ら
南
方
に
二
㎞
ほ
ど
離
れ
て
位
置
す

る
垂
豊
前
の
ば
あ
い
、
近
傍
に
は
円
墳
を
み
る
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
大
和
西
部
を
み
る
と
、
∬
期
と
し
た
築
山
古
墳
お
よ
び
巣
山
古
墳
の
周

辺
に
は
そ
れ
ぞ
れ
中
小
古
墳
が
所
在
し
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
ま
た
独
立
し
た
窪
々
を
形
成
す
る
観
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
築
山
古
墳
の
近
傍
に

は
円
墳
、
前
方
後
円
墳
が
、
巣
山
古
墳
の
近
傍
に
は
円
墳
、
方
墳
、
帆
立
貝
形
古
墳
、
前
方
後
円
墳
が
そ
れ
ぞ
れ
所
在
す
る
。
な
お
、
大
和
南

東
部
に
つ
い
て
は
、
叙
述
を
進
め
る
都
合
上
、
後
に
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
大
型
古
墳
の
近
傍
に
所
在
す
る
中
小
古
墳
の
島
形
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
が
ら
知
り
え
た
こ
と
の
う
ち
、
こ
こ
で
と
く
に
問
題
に
し
た

い
の
は
、
前
方
後
円
墳
、
前
方
後
方
墳
の
麿
無
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
0
期
と
し
た
箸
墓
古
墳
の
近
傍
に
は
こ
れ
を
欠
く
ら
し
い
の
に
対
し
、

1
期
と
し
た
西
殿
塚
古
墳
、
あ
る
い
は
大
和
東
部
、
同
北
部
、
同
西
部
の
各
地
で
1
期
と
し
た
大
型
古
墳
の
近
傍
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い

に
そ
の
所
在
を
み
る
。
ま
た
、
崇
神
陵
の
近
傍
に
双
方
中
円
墳
が
所
在
す
る
こ
と
も
見
お
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
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近
傍
に
所
在
す
る
中
小
古
墳
の
多
く
は
、
正
確
な
営
造
時
期
を
あ
き
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
に
乏
し
い
。
た
だ
、
円
筒
埴
輪
の
特
徴
や
副
葬

品
の
内
容
が
判
明
す
る
、
時
期
比
定
の
可
能
な
古
墳
が
若
干
あ
り
、
逆
軍
陵
近
傍
の
双
方
中
円
墳
で
あ
る
櫛
山
古
墳
は
H
期
に
、
佐
紀
盾
列
古

墳
壷
焼
群
中
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
瓢
箪
山
古
墳
お
よ
び
猫
塚
古
墳
も
ま
た
H
期
に
比
定
し
う
る
。
も
っ
と
も
、
営
造
時
期
の
正
確
な
比
定
に

こ
だ
わ
ら
ず
に
い
え
ば
、
近
傍
の
中
小
古
墳
の
う
ち
で
、
雪
形
か
ら
前
期
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
古
墳
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
も
し
そ
う
で
あ
る
と
み
て
、
さ
ら
に
、
中
小
古
墳
の
う
ち
に
は
近
接
す
る
大
型
古
墳
と
同
時
期
の
古
墳
が
含
ま
れ
る
と
い
う
蓋
然
性
の
高
い

予
測
に
立
脚
し
て
い
え
ば
、
0
期
に
は
大
和
東
部
勢
力
内
で
特
定
の
有
力
者
の
み
が
き
わ
め
て
卓
越
し
た
勢
威
を
有
す
る
体
制
に
あ
っ
た
の
に

対
し
、
1
期
に
な
る
と
、
同
勢
旱
害
で
有
力
老
の
膝
下
に
中
間
層
の
形
成
を
み
た
。
そ
う
し
て
、
H
期
に
至
れ
ば
、
同
勢
三
内
ば
か
り
で
な
く
、

新
し
く
胎
頭
し
た
大
和
北
部
、
同
西
部
の
各
勢
力
内
に
も
中
間
層
が
存
在
し
た
、
と
推
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
推
定
の
当
否
に
実
証
上
の
危
倶
を
覚
え
る
な
ら
ば
、
中
間
層
の
有
無
の
問
題
を
時
間
的
な
変
容
と
は
別
の
観
点
か
ら
と
り
あ

げ
る
手
だ
て
は
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
大
和
南
東
部
で
あ
る
。
こ
の
地
域
を
み
る
と
、
互
期
と
し
た
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
近
傍
に
は

円
墳
、
方
墳
が
所
在
し
、
工
期
と
し
た
メ
ス
リ
山
古
墳
の
近
傍
に
は
円
墳
、
方
墳
、
前
方
後
円
墳
が
所
在
す
る
。
円
墳
、
方
墳
の
う
ち
、
メ
ス

リ
山
古
墳
の
近
傍
に
あ
っ
て
池
の
内
古
墳
群
と
し
て
一
括
さ
れ
た
円
墳
群
は
前
期
に
比
定
し
う
る
け
れ
ど
も
、
同
古
墳
近
傍
の
唯
一
の
前
方
後

円
墳
で
あ
る
兜
山
古
墳
は
前
期
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
1
期
に
お
い
て
も
、
ま
た
1
期
に
お
い
て
も
、
大
和
南
東
部
勢
力
で
は
、
特
定
の
有
力
者
の
み
卓
越
し
、
中
間
麟
を
欠
く
体
制

に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
先
に
示
し
た
大
和
東
部
の
崇
神
陵
や
大
和
北
部
の
神
功
、
成
務
、
日
葉
酢
媛
各
陵
の
ば
あ
い
を
、
中
訓
蒙
の

存
在
を
推
定
さ
せ
る
確
言
と
す
る
な
ら
ば
、
H
期
の
有
力
勢
力
の
体
制
と
し
て
、
中
間
層
の
存
否
と
い
う
二
重
の
あ
っ
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
以
上
約
書
す
る
と
、
前
期
畿
内
政
権
を
溝
成
し
た
有
力
勢
力
の
体
制
と
し
て
、
0
期
に
は
東
部
勢
力
内
で
特
定
有
力
老
の
み
卓
越
し
た
勢
威

を
有
し
、
1
期
に
は
同
勢
力
内
で
中
間
層
の
形
成
を
み
た
可
能
性
が
あ
り
、
∬
期
に
は
大
和
東
部
勢
力
お
よ
び
同
北
部
勢
力
の
内
部
に
中
間
層

122　（726）



が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
う
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
1
、
H
春
期
を
通
じ
て
、
大
和
南
東
部
勢
力
内
に
は
中
間
層
が
存
在
し
た
形
跡
は
な
い
。

な
お
、
特
定
の
有
力
老
の
み
卓
越
し
た
体
綱
か
ら
、
膝
下
に
中
間
層
を
擁
す
る
体
重
に
至
る
こ
と
が
、
前
期
畿
内
政
権
を
構
成
し
た
各
有
力
勢

力
の
内
部
に
お
け
る
体
制
変
容
の
趨
勢
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
中
聞
層
を
欠
く
大
和
南
東
部
勢
力
の
ば
あ
い
は
、
こ
の
趨
勢
に
反
し
て
、

旧
体
制
が
存
続
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
、
大
和
南
東
部
勢
力
が
保
持
し
た
体
制
上
の
特
色
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
①
た
と
え
ぼ
大
和
東
部
勢
力
と
い
う
ば
あ
い
、
大
和
東
部
を
本
貫
地
と
す
る
勢
ヵ
　
　
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
複
数
の
支
族
に
分
か
れ
各
支
族
の
首
長
に
よ
っ
て
講

　
　
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
他
地
域
の
勢
力
の
ば
あ
い
も
、
使
用
す
る
意
味
に
つ
い
て
　
　
　
　
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
ま
で
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。

　
　
は
、
こ
れ
に
な
ら
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
勢
力
が
、
一
系
列
の
首
長
を
戴
い
て
い
　
　
　
②
　
小
林
行
雄
「
同
箔
鏡
考
」
　
（
問
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
昭
和
三
穴
年
）
。

前期畿内政権論（川西）

（＝一）

前
期
畿
内
政
権
に
よ
る
生
産
活
動

　
前
期
に
お
け
る
副
葬
晶
の
変
遷
　
埴
輪
出
現
前
す
な
わ
ち
0
期
に
比
定
し
う
る
畿
内
の
古
墳
の
な
か
で
、
副
葬
時
の
品
目
の
全
容
が
か
な
り
判

明
し
て
い
る
古
墳
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
名
が
ま
ず
念
頭
に
う
か
ぶ
。
ま
た
、
埴
輪
を
欠
く
前
期
の
古
墳
と
い
う

点
で
は
、
大
阪
府
枚
方
市
枚
方
上
之
町
万
年
山
古
墳
や
兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
住
吉
町
雨
女
塚
古
墳
を
、
副
葬
品
が
判
賦
し
た
0
期
の
古
墳
の

候
補
と
し
て
あ
げ
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
は
、
副
葬
品
目
の
判
明
す
る
0
期
の
古
墳
を
検
索
し
て
例
数
を
ふ
や
す
こ
と
に
つ
と
め
る
よ

り
も
、
包
井
大
塚
山
古
墳
の
副
葬
品
に
よ
っ
て
、
0
期
の
古
墳
の
副
葬
品
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
し
た
ば
あ
い
、
同
古
墳
の
副

葬
品
と
し
て
、
中
国
鏡
（
酒
盛
花
文
鏡
、
方
格
規
矩
四
神
鏡
、
画
鋼
帯
神
獣
鏡
、
三
角
縁
神
獣
鏡
）
、
濃
茶
、
鉄
刀
、
鉄
剣
、
鉄
槍
、
鉄
鎌
、
甲

冑
（
小
札
革
綴
冑
、
型
式
不
明
短
甲
）
、
鉄
鎌
、
鉄
斧
、
鉄
刀
子
、
粗
鉋
、
鉄
錐
、
鉄
繋
、
鉄
錆
、
鉄
措
、
鉄
釣
針
を
あ
げ
う
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
幾
内
に
お
い
て
埴
輪
を
有
す
る
前
期
の
羅
臼
の
ば
あ
い
、
円
筒
埴
輪
の
編
年
上
の
特
徴
な
ら
び
に
副
葬
品
の
内
容
が
と
も
に

判
明
す
る
古
墳
は
、
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
古
墳
を
選
び
、
円
筒
埴
輪
の
時
期
別
に
一
括
し
た
う
え
で
、
各
古
墳
の
副
葬
品
目
の

概
要
を
表
示
す
る
こ
と
に
し
た
。
第
2
表
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
こ
の
方
針
に
そ
っ
て
作
成
し
た
一
覧
表
で
あ
る
。
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第2表　埴輪編年と副葬品変遷との対応関係蓑

鏡 碧　玉襲　品 滑　　石　　製　　品 冴銅製品 革綴甲胃硬
玉
勾
墨

胃 甲
　　冨癖
@古　　品目編墳年　　名 中

飼
鏡

紡
製
鏡

腕
飾
類
琴
柱
合
子

鐵
紡
錘
車
勾
玉
管
玉

釧琴
柱

増合
子

紡
錘
車

鎌 斧刀
子

整 鉋勾
玉
小
玉

釧筒
形
雀
形

鐵 小
品

方
形

長
方

三
角

0 椿　井

ﾎ塚山

i
…
…
…

寺戸大塚iiiii

1 妙兄山

平尾城山
＼

マエ塚

離丸由iiiii

F

古　市iiiiii
θ N

東火寺山

メス川iiiii

巣　　山
H

津堂城蠣i
蜜：：：：：：

鳥店前

i
i
i
i
l

飯岡車塚

蹴；垣内iiiiii

詫谷11号

石　　山　．
ウ

，
、’・’・｛；・1く

　
さ
っ
そ
く
第
2
表
の
結
果
に
注
目
す
る

と
、
表
示
し
た
ー
期
の
古
墳
に
み
え
、
0

期
の
古
墳
す
な
わ
ち
前
述
の
京
都
府
椿
井

大
塚
山
古
墳
に
み
え
な
い
副
葬
品
目
と
し

て
、
彷
製
鏡
、
硬
玉
勾
玉
、
碧
玉
腕
飾
類
、

碧
玉
紡
錘
車
、
碧
玉
管
玉
、
筒
形
銅
器
が

あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
豆
期
の
古
墳
に
み

え
、
1
期
の
古
墳
に
み
え
な
い
副
葬
品
目

と
し
て
、
碧
玉
琴
柱
形
晶
、
碧
玉
合
子
、

碧
玉
鎌
、
碧
玉
勾
玉
、
各
種
の
滑
石
製
品
、

銅
釧
、
巴
形
銅
器
、
方
形
板
革
綴
短
甲
、

長
方
板
革
綴
短
甲
、
三
角
板
革
綴
短
甲
が

あ
げ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
群
の
副
葬
品
の
こ

と
ご
と
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い

て
は
じ
め
て
、
副
葬
品
に
加
え
ら
れ
る
に

至
っ
た
品
目
で
あ
る
、
と
み
る
の
は
軽
率

に
過
ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
ー
期
と
E
期
と

の
関
係
を
例
に
し
て
い
う
と
、
H
期
の
古
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前期畿内政権論σll西）

墳
に
み
え
1
期
の
古
墳
に
み
え
な
い
副
葬
品
の
う
ち
に
は
、
0
期
あ
る
い
は
1
期
の
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
資
格
を
そ

な
え
た
品
目
が
、
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
第
2
表
か
ら
駒
取
し
え
た
副
葬
贔
爵
の
時
期
別
の
有
無
に
よ
っ
て
、
前
期
に
お
け
る

副
葬
品
呂
の
推
移
の
序
列
を
正
し
く
把
握
す
る
に
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
1
期
の
古
墳
に
み
え
0
期
の
古
墳
に
み
え
な
か
っ
た
副
葬
品
昌
の
う
ち
、
硬
玉
勾
玉
な
ら
び
に
碧
玉
管
玉
は
、
形
態
上
ま
た
は
製
作

技
法
上
の
相
違
の
有
無
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
弥
生
時
代
に
も
存
在
す
る
の
で
、
0
期
の
古
墳
で
副
葬
品
の
～
部
を
購
成
し
て
い
た
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
脚
が
古
墳
の
副
葬
品
に
加
わ
る
時
期
を
1
期
に
求
め
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
彷
胃
鏡
、
碧
玉
腕
飾
類
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

前
期
の
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
新
し
い
相
に
属
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
小
林
行
雄
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
碧
玉
紡
錘
車
、
筒
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

銅
器
に
つ
い
て
は
、
出
土
古
墳
の
う
ち
に
0
期
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
が
み
あ
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彷
翼
鏡
、
翠
玉
腕
飾
類
、
碧
玉
紡
錘

車
、
筒
形
銅
器
の
各
晶
は
、
王
期
に
副
葬
品
に
加
わ
る
と
み
て
大
過
な
い
と
思
う
。

　
い
っ
ぽ
う
、
H
期
の
古
墳
に
み
え
1
期
の
古
墳
に
み
え
な
か
っ
た
副
葬
霞
目
の
う
ち
、
管
玉
合
子
、
碧
玉
鐡
、
滑
石
製
品
、
巴
形
銅
器
、
長
方
板

革
綴
短
甲
は
豆
期
に
副
葬
品
に
加
わ
る
。
碧
玉
勾
玉
も
ま
た
そ
う
み
て
大
過
な
い
。
た
だ
し
、
碧
玉
琴
柱
形
品
、
方
形
板
革
綴
短
甲
は
、
H
期
よ

り
古
く
副
葬
品
に
加
わ
っ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
三
角
板
革
綴
短
甲
は
、
耳
期
に
副
葬
品
に
加
わ
っ
た
可
能
性
を
わ
ず
か
に
と
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

め
る
が
、
主
と
し
て
風
骨
お
よ
び
W
期
の
副
葬
品
で
あ
る
。
以
上
の
結
果
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
で
詳
述
し
て
お
い
た
。
銅
釧
は
、
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

品
が
出
土
し
た
古
墳
を
検
索
し
て
み
る
と
、
1
期
に
さ
か
の
ぼ
る
古
墳
が
み
あ
た
ら
な
い
点
で
、
H
期
に
副
葬
晶
に
加
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
生
産
体
制
の
創
出
　
以
上
述
べ
た
前
期
に
お
け
る
副
葬
下
図
の
変
遷
を
み
る
と
、
時
期
の
経
過
と
と
も
に
、
加
え
ら
れ
る
国
産
品
の
最
目
数

が
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
素
材
の
開
発
や
確
保
が
順
調
に
進
み
、
そ
の
加
工
技
術
が
進
展
し
た
こ
と
を
物
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
と
も
に
、
前
期
に
お
け
る
国
産
品
生
産
が
時
を
お
っ
て
拡
充
し
て
い
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
副
葬
品
と
は
、
被
葬
者
の
生
前
の
所
有
品
と
な
ら
ん
で
、
葬
儀
に
使
わ
れ
た
品
あ
る
い
は
死
者
へ
の
貢
献
品
を
含
む
こ
と
も
あ
り

う
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
古
墳
の
被
葬
者
と
し
て
厚
葬
さ
れ
る
よ
う
な
有
力
者
の
用
途
に
供
さ
れ
た
器
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
産
品
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生
産
が
拡
充
の
経
過
を
み
た
背
後
に
は
、
古
墳
時
代
文
化
の
形
成
に
主
導
的
役
割
を
果
し
た
前
期
畿
内
政
権
の
尽
力
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
そ
う
し
て
、
前
期
畿
内
政
権
の
も
と
で
生
産
さ
れ
た
各
種
の
国
産
品
は
、
大
陸
製
品
と
な
ら
ん
で
あ
る
い
は
そ
れ
に
か
わ
っ
て
、
畿
内
文
化

の
優
越
を
誇
示
す
る
器
物
と
し
て
、
そ
れ
を
眼
前
に
し
た
各
地
の
有
力
者
に
畏
敬
と
渇
望
の
念
を
生
ぜ
し
め
、
ひ
い
て
は
地
方
経
営
の
進
捗
を

大
い
に
扶
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
国
産
品
生
産
の
推
進
は
、
前
期
畿
内
政
権
に
と
っ
て
、
存
続
に
か
か
わ
る
重
要
な
事
業
で
あ
っ
た
、

と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

　
し
か
し
、
生
産
の
進
め
か
た
は
、
な
お
一
様
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
青
銅
器
生
産
　
青
銅
器
生
産
は
、
鉄
器
生
産
と
な
ら
ん
で
、
前
期
畿
内
政
権
の
成
立
と
軌
を
一
に
す
る
か
た
ち
で
あ
ら
た
な
進
展
を
み
た
ら

し
い
こ
と
が
、
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
副
葬
品
の
な
か
に
、
各
種
の
鉄
器
と
と
も
に
弥
生
時
代
銅
鎌
と
相
違
す
る
形
態
の
平
根
式
銅
鍬
一

七
本
を
含
む
と
こ
ろ
が
ら
、
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
1
期
に
な
る
と
、
銅
鎌
の
う
え
に
銅
鏡
が
潴
わ
り
、
青
銅
器
生
産
は
い
っ
そ
う
の
拡
大

を
と
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
国
産
青
銅
器
は
銅
、
錫
、
鉛
を
主
要
成
分
と
す
る
が
、
古
墳
時
代
前
期
の
国
産
青
銅
器
は
、
弥
生
時
代
後
期
に
生
産
さ
れ
た
銅
鐸
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

銅
鐡
な
ど
の
青
銅
器
の
成
分
に
較
べ
、
銅
の
比
率
が
低
く
、
錫
の
比
率
が
高
い
傾
向
を
示
す
。
伸
張
力
と
硬
度
と
に
す
ぐ
れ
た
錫
を
多
く
添
加

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
製
粉
を
白
銅
質
に
仕
上
げ
る
色
彩
上
の
効
果
に
加
え
、
鏡
の
ば
あ
い
に
は
複
雑
な
背
文
を
鮮
明
に
鋳
出
し
、
銅
鎌
の
ば

あ
い
に
は
武
器
に
ふ
さ
わ
し
い
鋭
利
な
堅
緻
さ
を
印
象
づ
け
る
効
果
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
錫
を
多
く
含
む
青
銅
器
の
素

材
を
恒
常
的
に
確
保
す
る
こ
と
は
、
銅
銀
や
鏡
の
生
産
を
興
起
し
、
ま
た
円
滑
に
進
め
る
う
え
で
、
欠
か
せ
な
い
条
件
で
あ
り
、
．
か
つ
、
こ
の

条
件
を
よ
く
克
服
し
え
た
こ
と
が
、
前
期
畿
内
政
権
の
力
の
源
泉
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
手
だ
て
に
よ
っ
て
、
こ
の
素
材
を
確
保
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
早
い
時
期
に
立
論
を
試
み
た
研
究
者
と
し
て
、
梅
原
末
治
が
あ
げ
ら
れ
る
。
梅
原
は
、
彷
製
鏡
の
成
分
比
が
中
国
鏡
の

成
分
比
に
近
い
、
と
い
う
小
松
茂
、
山
内
淑
人
の
両
者
が
示
し
た
鏡
の
定
量
分
析
の
結
果
を
う
け
て
、
中
国
鏡
を
鋳
潰
し
て
彷
製
鏡
の
素
材
に
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前期畿内政権論（川西）

　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
て
た
と
推
定
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
＝
二
年
に
公
表
さ
れ
た
梅
原
の
中
国
鏡
鋳
潰
し
説
は
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
近
年
に
至
っ
て
、
鉛
の
同
位
体
比
に
よ
っ
て
青
銅
素
材
の
産
地
を
分
析
す
る
試
み
が
、
山
崎
一
雄
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
古
墳
時
代
の
彷
製
鏡
は
後
漢
鏡
の
一
部
、
東
晋
・
西
晋
な
ど
の
鏡
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
同
じ
同
位
体
比
の
群
に
属
す
る

　
　
⑧

と
い
う
。
そ
う
し
て
、
山
崎
ら
は
、
古
墳
時
代
の
金
製
鏡
は
後
漢
鏡
ま
た
は
そ
れ
と
同
じ
原
料
の
他
の
銅
器
を
熔
解
し
直
し
た
と
い
う
解
釈
が

成
り
た
つ
か
の
よ
う
で
あ
る
、
と
慎
重
な
表
現
で
中
問
報
告
を
結
ん
で
い
る
。

　
古
墳
時
代
前
期
の
国
産
青
銅
器
の
素
材
の
問
題
が
決
着
を
み
る
ま
で
に
は
、
な
お
地
金
輸
入
説
、
国
産
素
材
説
な
ど
多
く
の
異
説
を
み
る
で

あ
ろ
う
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
中
国
鏡
鋳
潰
し
説
が
有
利
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
も
し
こ
の
仮
説
に
従
が
う
な
ら
ば
、
前
期
畿
内
政
権

の
も
と
に
は
地
金
と
し
て
消
費
さ
れ
た
大
照
の
中
国
鏡
が
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
派
生
す
る
問
題
は
大
き
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
国

産
青
銅
器
の
素
材
の
問
題
が
、
前
期
畿
内
政
権
の
成
立
と
進
張
と
を
考
究
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
に
と
ど
め
る

の
み
で
あ
る
。

　
さ
て
、
弥
生
時
代
の
青
銅
器
の
ば
あ
い
、
た
と
え
ば
現
在
七
遺
跡
を
数
え
る
中
期
の
銅
鐸
鋳
型
の
出
土
地
は
、
肥
前
、
播
磨
、
摂
津
、
河
内
、

大
和
の
下
国
に
ま
た
が
っ
て
散
在
す
る
。
ま
た
、
後
期
の
近
畿
式
銅
鐸
が
畿
内
ま
た
は
そ
の
周
辺
で
製
作
さ
れ
た
の
に
対
し
、
主
と
し
て
東
海

地
方
西
部
に
分
布
す
る
後
期
の
三
遠
式
銅
鐸
は
同
地
の
な
か
で
製
作
さ
れ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
古
墳
時
代
前
期
の
青
銅
器
の
ば
あ
い
、
鋳

型
の
出
土
を
欠
く
が
、
銅
鑛
に
お
い
て
も
、
ま
た
彷
製
鏡
に
お
い
て
も
、
畿
内
に
分
布
し
な
い
地
方
的
な
形
式
の
存
在
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
古
墳
時
代
前
期
の
青
銅
器
生
産
は
、
も
っ
ぱ
ら
畿
内
で
操
業
さ
れ
、
こ
の
点
で
、
操
業
地
が
畿
外
に
も
分
散
す
る
弥
生
時
代
の
青

銅
器
生
産
よ
り
も
、
集
約
化
の
進
ん
だ
体
綱
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
前
期
畿
内
政
権
の
膝
下
で
行
な
わ
れ
た
青
銅
器
生
産
の
体
制
に
つ
い
て
、
帰
納
法
の
か
た
ち
で
立
論
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
な
お
か
な
り
の
時

間
の
経
過
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
推
論
の
方
向
と
し
て
、
単
一
工
房
の
存
在
を
肯
定
し
う
る
程
度
に
集
約
度
の
き
わ
め
て
高
い
体
制
で

あ
っ
た
と
み
た
ば
あ
い
、
そ
の
工
房
を
前
期
畿
内
政
権
の
中
核
で
あ
乃
大
和
東
部
勢
力
が
直
轄
し
て
い
た
か
い
さ
も
な
け
れ
ば
、
他
の
有
力
勢
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力
が
工
房
を
管
掌
し
て
い
た
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
前
期
畿
内
政
権
を
構
成
し
た
有
力
勢
力
の
も
と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ま

た
は
そ
の
い
く
つ
か
に
、
工
房
が
組
織
さ
れ
て
い
た
、
網
対
的
に
集
約
度
の
低
い
体
制
を
想
定
す
る
の
も
一
案
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
鏡
鋳
型
の
発
見
を
欠
く
現
状
の
な
か
で
、
工
房
の
存
否
に
つ
い
て
推
論
を
進
め
る
ば
あ
い
、
そ
の
有
力
な
手
が
か
り
と
し
て
、
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

鏡
と
そ
れ
を
模
作
し
た
鏡
、
複
数
面
の
同
工
鏡
や
同
箔
鏡
、
彷
製
鏡
の
素
材
と
な
り
う
る
中
国
鏡
の
存
在
が
鷹
飼
さ
れ
る
。

　
碧
玉
腕
飾
類
の
生
産
　
玉
材
に
関
す
る
考
古
学
上
の
用
語
と
し
て
碧
玉
と
い
う
ば
あ
い
、
出
雲
石
と
通
称
さ
れ
る
石
英
の
一
変
種
に
加
え
、
緑

色
凝
灰
岩
や
珪
板
岩
が
含
ま
れ
る
。
そ
う
し
て
、
い
ず
れ
も
畿
内
で
は
産
出
し
な
い
ら
し
く
、
緑
色
凝
灰
岩
の
露
頭
は
、
古
墳
分
布
地
帯
の
な

か
で
は
、
日
本
海
沿
岸
お
よ
び
糸
魚
川
1
静
岡
構
造
線
ぞ
い
に
分
布
す
る
と
い
う
。

　
さ
て
、
弥
生
時
代
の
玉
生
産
に
つ
い
て
、
玉
樹
の
産
地
で
加
工
も
行
な
い
、
完
成
品
を
搬
出
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
実
状
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ぐ
わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
産
地
加
工
を
行
な
っ
た
佐
渡
の
玉
生
産
の
例
が
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
兵
庫
県
尼
崎
市
田
能
遺
跡
、
滋
賀
県
蒲
生
郡
安

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

土
町
大
中
の
湖
南
遺
跡
、
和
歌
山
県
那
賀
郡
岩
出
町
吉
田
遺
跡
な
ど
、
玉
壷
の
産
地
か
ら
遠
く
隔
た
る
弥
生
時
代
遺
跡
で
、
碧
玉
の
原
材
な
い

し
管
玉
の
未
成
品
が
出
土
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
原
材
の
ま
ま
産
地
か
ら
搬
出
し
て
消
費
地
で
加
工
す
る
ば
あ
い
が
少
な
く
な
か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
弥
生
出
代
の
石
斧
や
石
包
丁
な
ど
の
未
成
晶
が
消
費
地
の
集
落
か
ら
出
土
す
る
こ
と
と
、
通
じ
る
点
で
も
あ
る
。

　
古
墳
時
代
に
な
る
と
、
有
力
者
の
装
身
具
と
し
て
、
あ
る
い
は
宝
器
と
し
て
、
玉
が
大
量
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
要
求
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
、
産
地
か
ら
搬
出
す
る
原
材
の
鐙
を
増
す
方
策
も
講
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
石
川
県
加
賀
市
片
山
津
町
上
野
片
山
津
遺
跡
な
ど
古
墳

時
代
前
期
に
属
す
る
多
く
の
玉
造
遺
跡
が
原
材
の
産
地
の
近
傍
に
出
現
し
、
か
っ
こ
れ
ら
の
遺
跡
で
製
晶
も
出
土
す
る
点
で
、
玉
材
の
産
地
に

お
い
て
製
品
化
す
る
方
策
が
強
く
推
進
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
て
、
前
期
畿
内
政
権
に
よ
っ
て
各
地
に
配
布
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
碧
玉
腕
飾
類
の
生
産
も
ま
た
、
こ
う
し
た
産
地
加
工
の
体
制
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

つ
た
こ
と
は
、
石
州
県
加
賀
市
片
山
津
町
成
山
遺
跡
出
土
の
鍬
形
石
が
、
完
成
品
に
き
わ
め
て
近
い
未
成
品
で
あ
る
事
実
か
ら
、
推
測
に
難
く
な

い
。
た
だ
し
、
碧
玉
腕
飾
類
め
こ
と
ご
と
く
を
産
地
加
工
と
断
定
す
る
こ
と
に
保
留
を
要
す
る
の
は
、
憩
玉
腕
飾
類
の
原
材
の
産
地
の
ひ
と
つ
と
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第3蓑　1期およびH期の円筒埴輪の諸特徴

顔
部

朝
肩

焼成工
数

小
程

部
整

底
心

スカシ翻
心形i孔数

ガタ内面調整
外面調整

一次撫次
し
て
丸
み
を
有
す
る

円
筒
部
よ
り
張
り
だ

山
梨
里
｛
斑
　
（
野
焼
き
）

二
回
以
上

無
タ
ガ
間
に
瓢
一
個
…
以
上

方
形
、
ま
れ
に
巴
形

三
角
形
、
逆
三
角
形

墨
描
度
が
高
い

稜
が
鋭
角
的

上
辺
が
内
驚

ハナケ
　　ズ
ケデリ

ナ
　
　
デ

タ
テ
ハ
ケ

タ
テ
ハ
ケ

1

期

く張
り
と
丸
み
と
を
欠

有
黒
斑
（
野
焼
き
〉

二
二
以
上

無
タ
ガ
間
に
二
個

方
形
、
円
形
な
ど

三
角
形
、
逆
一
二
角
形

形
に
近
い
タ
ガ

タ
ガ
と
、
断
面
が
ム
ロ

ー
期
と
変
わ
ら
な
い

ハナケ
　　ズ
ケデリ

A
種
目
コ
ハ
ケ

タ
テ
ハ
ケ
・
ナ
デ

タ
テ
ハ
ケ

聾

期

さ
れ
る
出
雲
で
製
品
お
よ
び
未
製
品
の
出
土
を
み
な
い
ら
し
い
こ
と
に
も
よ
る
。
こ
れ
は

出
雲
と
北
陸
と
の
生
産
体
鰯
ま
た
は
生
産
量
の
相
違
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
付
記
し
て
意
を
尽
く
す
な
ら
ば
、
碧
玉
腕
飾
類
に
使
用
す
る
碧
玉
の
材
質
に
変

遷
が
あ
り
、
古
い
形
態
の
も
の
は
い
わ
ゆ
る
出
雲
石
を
使
い
、
新
し
い
形
態
の
も
の
は
壕

板
岩
を
使
う
傾
向
が
あ
る
。
出
雲
石
、
緑
色
凝
灰
岩
、
桂
板
岩
に
も
し
産
地
の
相
違
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
便
用
す
る
材
質
の
傾
向
の
変
遷
は
、
前
期
畿
内
政
権
に
よ
っ
て
薯
玉
腕

飾
類
の
生
産
地
と
し
て
重
視
さ
れ
た
地
域
が
、
な
お
前
期
の
う
ち
で
変
化
し
た
軌
跡
を
物

語
る
こ
と
に
な
る
。

　
埴
輪
生
産
　
　
五
時
期
に
区
分
し
た
円
筒
埴
輪
の
変
遷
の
な
か
で
、
1
期
お
よ
び
丑
期
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

前
期
の
円
筒
植
輪
の
時
期
区
分
と
し
、
各
時
期
の
諸
特
徴
を
別
表
に
略
記
し
た
。
こ
う
し

て
表
示
し
た
諸
特
徴
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
玉
期
の
円
筒
埴
輪
が
技
法
な
ど
の
面
で
土
師

器
ま
た
は
器
台
形
土
製
品
と
の
類
似
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
H
期
の
円
筒
埴
輪
も
な
お
こ

う
し
た
特
徴
を
と
ど
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
皿
期
の
円
筒
埴
輪
を
み
る
と
、

外
面
の
二
次
調
整
に
は
、
円
筒
埴
輪
に
独
特
の
技
法
で
あ
る
B
種
ヨ
コ
ハ
ケ
が
多
用
さ
れ
、

内
面
調
整
に
は
、
元
来
土
師
器
や
器
台
形
土
製
品
の
技
法
で
あ
っ
た
ケ
ズ
リ
が
用
い
ら
れ

な
く
な
る
。
ま
た
、
掘
形
は
円
形
で
、
タ
ガ
問
に
二
孔
を
数
え
る
こ
と
も
、
円
筒
埴
輪
に

独
特
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
皿
期
の
円
筒
埴
輪
の
ば
あ
い
、
焼
成
が
な
お
野
焼
き
に
と
ど
ま

る
が
、
外
面
調
整
な
ど
の
点
で
、
土
師
器
や
器
台
形
土
製
品
と
の
関
係
が
疎
遠
に
な
り
、

円
筒
埴
輪
と
し
て
の
独
自
の
技
法
体
系
が
か
な
り
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
1
期
の
円
筒
埴
輪
が
土
師
器
や
器
台
形
土
製
品
と
の
類
似
を
示
し
、
H
期
の
円
筒
埴
輪
も
な
お
そ
の
痕
跡
を
み
せ
る
こ
と
は
、

前
期
の
埴
輪
生
産
が
、
土
師
器
生
産
か
ら
分
枝
し
、
個
有
の
技
法
体
系
を
そ
な
え
た
生
産
の
ひ
と
つ
と
し
て
確
立
す
る
途
上
に
あ
っ
て
、
な
お

土
師
器
生
産
か
ら
完
全
に
は
脱
脚
し
え
な
か
っ
た
状
況
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
観
点
を
変
え
て
さ
ら
に
言
を
重
ね
る
な
ら
、
生
産
の
一
部
門
と
し
て
は
な
お
未
確
立
の
面
を
残
し
た
と
推
測
さ
れ
る
前
期
の
埴
輪
生
産
に
つ

い
て
、
た
と
え
ば
大
和
一
国
に
お
け
る
年
輪
の
需
要
を
一
個
所
の
工
房
群
で
ま
か
な
う
、
と
い
う
よ
う
な
集
約
度
の
き
わ
め
て
高
い
体
制
を
想

定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
植
輪
生
産
の
発
達
段
階
の
序
列
を
無
視
し
た
空
論
に
す
ぎ
な
い
。
植
輪
生
産
が
集
約
度
に
進
展
を
み
せ
た
画
期
と
い

え
ば
、
朝
鮮
半
島
南
部
か
ら
須
恵
器
生
産
の
一
技
術
と
し
て
伝
来
し
た
審
窯
焼
成
法
が
、
旧
来
の
野
焼
き
焼
成
法
に
か
わ
っ
て
、
埴
輪
生
産
に

導
入
さ
れ
た
W
期
の
成
立
に
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
万
余
の
埴
輪
を
供
給
し
う
る
ほ
ど
生
産
性
が
高
ま
る
画
期
で
も
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
前
期
の
埴
輪
生
産
の
ば
あ
い
は
、
各
有
力
老
の
も
と
で
古
墳
造
営
を
契
機
と
し
て
随
時
組
織
さ
れ
る
よ
う
な
、
集
約
度
に
お

い
て
も
な
お
相
対
的
に
低
位
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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①
　
小
林
行
雄
「
前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
根
」
　
（
岡
『
古
墳

　
時
代
の
研
究
』
昭
和
三
六
年
）
。

②
　
1
期
に
比
定
し
う
る
大
阪
府
茨
木
市
宿
久
庄
紫
金
山
古
墳
か
ら
、
碧
玉
紡
錘
車

　
お
よ
び
筒
形
鋼
器
が
出
土
し
て
い
る
。
と
も
に
最
古
の
一
例
と
い
え
る
。

③
第
烹
早
注
⑤
に
同
じ
。

④
　
奈
良
賢
島
和
田
町
富
雄
丸
山
古
墳
の
銅
釧
は
、
ゴ
ホ
ウ
ラ
を
縦
切
り
に
し
た
貝

　
釧
の
形
態
に
近
い
。
奈
良
県
北
葛
域
郡
広
陵
町
巣
山
古
墳
の
銅
釧
の
形
態
は
あ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ず

　
ら
か
で
な
い
。
正
期
に
比
定
し
う
る
奈
良
県
橿
原
市
一
町
新
沢
五
〇
〇
号
墳
か
ら

　
カ
サ
ガ
イ
製
貝
輪
に
酷
似
し
た
鋼
釧
が
出
土
し
て
お
り
、
古
墳
出
土
の
銅
釧
と
し

　
て
は
こ
れ
は
最
士
同
の
　
例
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
円
環
南
下
粥
釧
門
の
比
鳳
油
墨
士
同
い
年

　
代
を
与
え
う
る
例
と
し
て
、
盤
期
の
京
都
市
西
京
区
大
原
野
上
里
北
ノ
町
鏡
山
古

　
墳
か
ら
出
土
し
た
銅
釧
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑤
　
H
期
に
は
大
陸
系
技
術
が
導
入
さ
れ
た
。
小
林
行
雄
「
神
功
・
牛
神
紀
の
時

　
代
」
（
同
『
古
墳
文
化
論
考
』
昭
和
五
一
年
）
。
小
林
論
文
の
骨
子
に
つ
い
て
は
第

　
五
章
で
紹
介
す
る
。

⑥
　
弥
生
時
代
後
期
の
国
産
青
銅
器
と
し
て
突
線
面
罵
銅
鐸
を
と
り
あ
げ
、
定
量
分

　
析
の
結
果
を
管
見
の
範
囲
で
集
成
し
て
み
る
と
、
銅
の
比
率
が
高
い
例
と
し
て
銅

　
九
三
・
二
九
％
、
三
三
・
二
四
％
、
鉛
二
・
九
七
％
を
は
か
る
静
岡
県
浜
松
市
芳

　
用
町
出
土
の
三
遠
式
銅
鐸
が
あ
り
、
銅
の
比
率
が
低
い
例
と
し
て
銅
八
六
・
四
九

　
％
、
首
位
・
〇
九
％
、
鉛
八
・
三
七
％
を
は
か
る
奈
良
県
天
理
上
石
上
町
出
土
の

　
突
士
爵
－
式
鐸
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
古
墳
時
代
の
彷
誤
写
の
定
量
分
析
値
を

　
小
松
茂
・
山
内
淑
人
論
文
か
ら
抜
粋
し
て
み
る
と
、
羅
竜
鏡
（
銅
六
七
・
八
一
％
、

　
錫
二
三
・
八
一
％
、
鉛
四
・
一
四
％
）
、
内
行
花
文
鏡
（
銅
五
九
・
一
三
％
、
錫

　
二
一
・
五
七
％
、
鉛
四
・
四
八
％
）
、
直
行
花
文
鏡
（
銅
七
一
・
六
七
％
、
錫
二



　
一
・
〇
六
％
、
鉛
五
・
二
九
％
）
。
小
松
茂
・
山
内
淑
人
「
古
鏡
の
化
学
的
研
究
」

　
（
『
東
方
学
報
』
第
八
冊
　
昭
和
｛
二
年
）
。

⑦
梅
原
末
治
「
古
鏡
の
化
学
成
分
に
関
す
る
考
古
学
的
考
察
」
（
同
『
支
那
考
古

　
学
論
難
』
昭
和
一
三
年
）
。

⑧
山
晦
一
雄
ほ
か
「
目
本
お
よ
び
中
国
出
土
青
銅
器
中
の
鉛
の
同
位
体
比
」
（
『
考

　
古
学
と
自
然
科
学
』
第
＝
一
号
　
昭
和
五
四
年
）
。

⑨
　
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
佐
味
田
宝
塚
古
墳
の
出
土
鏡
に
、
中
圏
製
画
像
鏡
と

　
そ
れ
を
模
作
し
た
訪
製
鏡
、
背
文
の
獣
類
の
描
法
が
避
妊
す
る
彷
職
方
格
規
矩
鏡

　
と
発
企
獣
帯
鏡
を
み
る
。
ま
た
、
奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
大
越
新
山
古
墳
の
娼

　
土
鏡
に
、
岡
箔
の
彷
製
内
行
花
文
鏡
、
直
弧
文
鏡
と
そ
の
模
作
贔
、
背
文
の
相
似

　
す
る
彷
製
内
一
行
花
文
鐘
…
、
・
甲
国
製
獣
…
文
脅
冤
二
神
～
二
獣
鎖
…
と
そ
の
模
作
ロ
㎎
を
み
る
。

　
な
お
、
彷
製
鏡
の
素
材
に
中
国
鏡
を
鋳
潰
し
て
使
っ
た
と
す
れ
ば
、
奈
良
県
天

　
理
市
櫛
本
町
天
神
山
古
墳
出
土
の
申
岡
鏡
が
素
材
の
候
補
に
の
ぼ
る
か
も
し
れ
な

　
い
。

⑩
計
良
磁
松
・
計
良
勝
鰹
「
佐
渡
新
穂
玉
作
遣
跡
遣
物
の
研
究
」
（
『
佐
渡
史
学
』

　
第
三
・
四
集
合
四
号
　
昭
和
三
七
年
）
。

⑧
　
尼
崎
市
田
能
遣
跡
調
査
委
員
会
編
『
田
能
遺
跡
概
報
』
（
『
尼
崎
箭
文
化
財
調
査

　
報
告
』
第
五
集
　
昭
和
四
二
年
）
。

⑫
　
佐
藤
宗
男
「
大
中
の
湖
南
遣
跡
に
お
け
る
玉
作
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
文
化
賑
第

　
ニ
開
巻
第
一
愚
　
昭
和
四
五
年
中
。

⑬
林
博
通
・
辻
林
浩
『
吉
沼
遺
跡
第
二
次
調
査
概
報
』
昭
和
四
六
年
。

⑭
　
大
場
磐
雄
編
『
加
賀
片
山
津
玉
造
遣
跡
の
研
究
』
（
『
加
賀
帯
文
化
財
紀
要
』
第

　
一
諾
　
昭
和
三
八
年
）
。

⑯
　
中
司
照
世
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

⑯
　
第
一
年
算
⑤
の
文
献
参
照
。

前期畿内政権論（川西）

（四）

前
期
畿
内
政
権
に
よ
る
地
方
経
営

　
捲
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
の
活
動
　
　
同
箔
の
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
有
関
係
が
成
立
し
た
要
因
に
つ
い
て
考
究
し
た
小
林
行
雄
は
、
偶

然
に
依
存
す
る
度
あ
い
の
も
っ
と
も
少
な
い
解
釈
と
し
て
、
分
有
関
係
の
中
心
を
占
め
る
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
に
よ
る
配
布
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

動
を
想
定
し
、
そ
の
活
動
が
初
期
の
大
和
政
権
の
政
治
力
の
伸
張
に
重
要
な
役
割
り
を
果
し
た
、
と
説
明
し
た
。
そ
う
し
た
う
え
で
、
こ
の
同

箔
鏡
論
に
対
す
る
種
々
の
反
論
や
疑
問
の
提
示
を
予
想
し
た
小
林
は
、
そ
の
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
老
の
背
後
に

第
三
者
の
存
在
を
考
え
、
第
三
者
的
存
在
に
あ
た
る
首
長
の
古
墳
は
、
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
近
辺
は
も
と
よ
り
、
大
稲
に
も
ま
た
見
い
だ
さ
れ

て
い
な
い
と
し
た
。
そ
う
し
て
、
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
か
え
っ
て
第
三
者
的
存
在
の
性
格
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
述
べ

て
、
さ
ら
に
こ
の
性
格
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
第
三
老
害
存
在
は
、
同
署
鏡
の
供
給
者
で
あ
り
、
同
番
鏡
の
保
管
者
で
は
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あ
っ
て
も
、
個
人
的
所
有
と
い
う
意
味
に
お
け
る
同
箔
鏡
の
所
有
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
京
都
府
誌
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
の
活
動
の
背
後
に
第
三
者
的
存
在
を
想
定
し
か
つ
そ
の
性
格
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
小
林
の

「
同
箔
鏡
考
」
が
公
表
さ
れ
た
の
が
昭
和
三
六
年
で
あ
る
か
ら
、
現
在
ま
で
に
二
〇
年
を
経
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
に
は
、
大
和
の
前
期
の

大
型
古
墳
か
ら
出
土
し
た
土
器
や
埴
輪
の
一
部
が
公
開
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
編
年
資
料
の
集
積
を
み
た
。
奈
良
県
箸
墓
古
墳
を
椿
井
大
塚
山
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

墳
と
な
ら
ん
で
0
期
に
編
年
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
資
料
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
小
林
が
、
第
三
者
的
存
在
に
あ
た
る
首
長
の
古
墳
は
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
た
点
に
は
、
二
〇
年
後
の
こ
ん
に
ち
で

は
変
更
を
求
め
た
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
同
箔
鏡
の
配
布
活
動
の
背
後
に
第
三
者
的
存
在
と
し
て
奈
良
県
箸
墓
古
墳
の
被
葬
者
を
想
定

し
た
ば
あ
い
に
も
な
お
、
活
動
を
実
施
し
た
首
長
の
古
墳
が
大
和
を
離
れ
て
山
城
南
部
に
断
在
す
る
こ
と
の
意
義
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。

　
す
な
わ
ち
、
前
期
畿
内
政
権
の
創
設
に
き
わ
め
て
大
き
な
事
跡
を
残
し
た
、
奈
良
県
箸
墓
古
墳
の
被
葬
老
像
と
し
て
、
　
「
躬
擬
甲
冑
、
践
渉

山
川
、
不
邊
寧
処
」
と
い
う
倭
王
武
の
上
表
文
が
伝
え
る
よ
う
な
、
政
権
の
伸
張
に
み
ず
か
ら
お
も
む
く
武
人
的
性
格
を
察
知
す
る
こ
と
は
、

難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
被
葬
老
は
、
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
の
存
在
を
き
わ
だ
た
し
め
た
鏡
に
、
聖
性
と

稜
威
と
を
付
与
し
た
不
動
者
で
あ
り
、
か
つ
、
祭
る
人
で
な
く
祭
ら
れ
る
人
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
大
和
西
部
勢
力
の
活
動
　
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
佐
味
田
に
所
在
す
る
宝
塚
古
墳
は
、
全
長
一
〇
三
m
を
は
か
る
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

古
墳
か
ら
三
㎞
ほ
ど
南
方
に
隔
た
る
、
北
葛
城
郡
広
陵
町
大
塚
に
所
在
す
る
新
山
古
墳
は
、
全
長
一
二
七
皿
を
は
か
る
前
方
後
方
墳
で
あ
る
。

と
も
に
大
和
西
部
に
位
置
し
、
亘
期
に
編
年
し
う
る
。
宝
塚
古
墳
か
ら
三
〇
面
以
上
、
新
山
古
墳
か
ら
三
四
面
の
鏡
が
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
て
お

り
、
鏡
の
出
土
薗
数
の
多
さ
は
古
墳
と
し
て
屈
指
で
あ
る
。

　
第
4
表
は
、
宝
塚
古
墳
、
新
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鏡
の
う
ち
で
、
同
範
関
係
の
知
ら
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
を
と
り
あ
げ
、
分
有
関
係
に
あ

る
古
墳
を
旧
国
別
に
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
表
示
し
た
各
古
墳
の
な
か
で
、
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
な
ら
び
に
同
古
墳
と
同
箔

鏡
を
分
有
す
る
古
墳
に
つ
い
て
は
、
方
形
で
囲
っ
た
。
そ
の
結
果
に
注
濁
す
る
と
こ
ろ
が
ら
話
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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さ
て
、
宝
塚
、
署
員
の
各
古
墳
か
ら
出
土
し
た
警
笛
鏡
に
は
、
京
都
府
権
井
大
塚
山
古
墳
出
土
鏡
と
の
同
箔
関
係
の
有
無
、
さ
ら
に
は
そ
の

つ
な
が
り
方
の
う
え
で
、
相
違
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
梱
違
を
新
山
古
墳
出
土
鏡
に
例
を
と
っ
て
い
え
ば
、
吾
作
四
神
四
獣
鏡
は
椿

井
大
塚
山
古
墳
鵠
土
鏡
と
同
範
関
係
を
有
し
、
天
王
・
日
月
・
獣
文
帯
四
神
四
獣
鏡
、
彷
毒
手
文
帯
三
神
馬
繋
鏡
の
一
面
は
、
椿
井
大
塚
由
古

第
4
表
　
宝
塚
、
新
山
両
古
墳
出
土
三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
箔
鏡
分
布
表
　
　
口
　
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
お
よ
び
問
古
墳
鵬
土
三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
箔
鏡
が
出
土
し
た
古
墳

￥／

地

方

名
　
　
九
　
　
州

中

国

近

畿

申

部
　
　
関
東

豊

肥
豊
器
長
旦
痩
…
鍾
⊥
美
作
播
豊
丹
波
頂
孟
禽
ア
童
山
城
美
濃
冨
豊
臨
建
上
野

天
塚
虫

丙
蛮

㎜
吉
量
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
大
塚
山
「

一
赤
門
上

烈

一
茶
鼠
些

塚
宝

三
雲

掛
迫
6
　
　
　
丸
山
2

ヘ
ボ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
西
車
塚
　
　
6
　
　
芳
年
些
親
董
塚
　
　
　
貝
吹
　
　
　
　
　
薪
山
一

脹
満
欝
之
宮
円
満
寺

山

習
作
四
神
四
獣
鏡

天
王
・
日
月
・
獣
文
帯
四
神
四
獣
鏡

国
方
作
二
神
二
獣
鏡

回
文
帯
三
神
三
獣
鏡

彷
製
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

彷
製
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

軍
塗

天
塚
虫

　
　
君
塚
唐

葦
　
北

真
名
井

歪
塚
　

東
車
塚

山
ケ
平
長
光
寺

柴
崎

親
王
塚
紫
金
山
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墳
に
岡
箔
鏡
を
欠
く
が
、
同
古
墳
と
同
箔
鏡
を
分
有
す
る
他
古
墳
の
出
土
鏡
と
は
同
箔
関
係
を
有
し
て
、
尚
動
作
二
神
二
獣
鏡
、
獣
文
帯
三
神

三
顧
鏡
、
彷
雨
量
文
帯
三
神
三
岳
鏡
の
残
る
一
面
は
、
梼
井
大
塚
山
古
墳
出
土
鏡
と
も
、
同
古
墳
と
同
箔
鏡
を
分
有
す
る
他
古
墳
の
出
土
鏡
と

も
、
同
箔
関
係
を
欠
く
。
そ
う
し
て
、
宝
塚
古
墳
出
土
鏡
の
ば
あ
い
に
も
ま
た
同
じ
網
違
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
相
違
に
よ
っ
て
、
宝
塚
古
墳
お
よ
び
新
山
古
墳
の
被
葬
者
の
も
と
に
同
箔
鏡
の
集
ま
る
機
会
が
一
度
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
、

と
結
論
づ
け
る
方
向
に
立
論
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
両
古
墳
出
土
の
同
範
鏡
に
つ
い
て
配
布
活
動
の
中
枢
が
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
を
そ
れ
ぞ

れ
排
除
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
さ
し
て
難
し
い
作
業
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
そ
う
し
な
く
て
も
、
両
古
墳
出

土
の
同
箔
鏡
の
う
ち
に
、
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
の
配
布
活
動
に
よ
っ
て
は
、
集
積
の
機
会
を
説
明
し
が
た
い
種
類
の
一
部
が
含

ま
れ
て
お
り
、
こ
の
種
の
鏡
の
抽
串
に
つ
と
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
行
な
う
立
論
の
材
料
と
し
て
は
不
足
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
種
の
鏡
と
し
て
、
宝
塚
古
墳
出
土
鏡
で
は
以
下
の
四
鏡
が
あ
る
。

　
　
天
・
王
・
臓
・
月
・
唐
草
文
帯
二
神
二
獣
鏡

　
　
碧
・
宜
・
官
・
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

　
　
波
文
帯
三
神
二
獣
博
山
炉
鏡

　
　
彷
製
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

　
い
っ
ぽ
う
、
新
山
古
墳
出
土
鏡
で
は
以
下
の
四
鏡
が
あ
る
。

　
　
尚
方
作
二
神
二
獣
鏡

　
　
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

　
　
彷
製
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

　
　
彷
製
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

　
さ
て
、
以
上
に
列
挙
し
た
同
形
鏡
を
分
有
す
る
古
墳
は
、
総
計
二
一
基
を
数
え
る
。
い
ま
、
各
古
墳
に
つ
い
て
、
彷
製
鏡
や
碧
玉
腕
飾
類
の
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⑤

伴
出
の
有
無
を
検
索
し
て
み
る
と
、
伴
出
古
墳
は
一
四
基
を
数
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
以
上
に
列
挙
し
な
か
っ
た
残
り
の
同
箔
鏡
を
分
有
す
る

古
墳
は
総
計
七
基
を
数
え
る
が
、
彷
製
鏡
や
碧
玉
腕
飾
類
が
伴
出
し
た
の
は
奈
良
県
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
一
基
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、

列
挙
し
た
同
箔
鏡
の
分
有
関
係
が
、
残
る
同
素
鏡
の
分
有
関
係
よ
り
も
、
遅
れ
て
成
立
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
気
鏡
の
分

有
関
係
の
成
立
が
前
期
畿
内
政
権
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
地
方
経
営
の
所
産
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
列
挙
し
た
同
範
鏡
の
分
有
関

係
に
は
、
前
期
畿
内
政
権
に
よ
る
地
方
経
営
と
し
て
は
新
し
い
時
期
に
属
す
る
内
容
が
、
反
映
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
は
た
し
て
そ
う
み
て
よ
け
れ
ば
、
地
方
経
営
の
ど
の
よ
う
な
内
容
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
視
点
を
変
え
る
た
め
に
、
列
挙
し
た
同
範
鏡
を
宝
塚
古
墳
と
新
山
古
墳
と
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
一
括
し
た
う
え
で
、
同
書
鏡
の
分

布
に
注
目
し
て
み
る
と
、
両
古
墳
の
間
で
分
布
の
相
違
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
相
違
を
子
細
に
い
え
ば
、
宝
塚
古
墳
の
四
種
の
同
鼻
鏡
は
、

西
は
備
後
か
ら
東
は
尾
張
に
至
る
範
囲
に
分
布
し
、
い
っ
ぽ
う
新
山
古
墳
の
四
種
の
岡
箔
鏡
は
、
西
は
肥
後
か
ら
東
は
山
城
に
至
る
範
囲
に
分

布
し
、
東
海
地
方
に
分
布
を
欠
い
て
、
さ
ら
に
関
東
地
方
の
上
野
に
分
布
す
る
。
し
か
し
、
上
野
に
分
布
が
及
ぶ
濡
文
彦
崎
神
器
獣
鏡
を
新
山

古
墳
の
四
種
か
ら
い
ち
お
う
除
外
し
た
ば
あ
い
、
分
布
の
粗
違
は
以
下
の
よ
う
に
な
り
、
宝
塚
古
墳
の
同
箔
鏡
は
よ
り
東
方
へ
、
新
山
古
墳
の

同
範
鏡
は
よ
り
西
方
へ
そ
れ
ぞ
れ
分
布
す
る
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。

　
　
宝
塚
古
墳
　
　
　
　
　
備
後
　
　
　
　
　
　
尾
張

　
　
新
由
古
墳
　
肥
後
　
　
　
　
　
由
城

　
あ
る
い
は
ま
た
、
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡
を
除
外
し
な
い
ば
あ
い
に
は
、
新
山
古
墳
の
四
種
の
同
範
鏡
の
う
ち
に
、
宝
塚
古
墳
の
四
種
の
分
布

の
西
限
を
越
え
る
尚
方
作
二
神
二
獣
鏡
お
よ
び
彷
二
二
文
帯
三
神
三
蟻
壁
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
足
り
る
。

　
む
ろ
ん
、
以
上
指
摘
し
た
分
布
の
相
違
に
つ
い
て
は
か
り
に
い
ち
お
う
の
諾
意
を
う
け
た
と
し
て
も
、
未
知
の
同
範
鏡
の
存
在
を
想
定
す
べ

き
段
階
に
お
い
て
、
い
た
ず
ら
に
分
布
の
相
違
を
重
視
す
る
こ
と
は
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
相
違
を
偶
然
の
所
産
と
し
て

軽
視
す
る
こ
と
に
強
い
躊
躇
を
覚
え
る
の
は
、
実
は
鏡
以
外
の
面
か
ら
も
こ
の
相
違
を
肯
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
勾
玉
、
小
玉
、
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第5衷　大和における碧玉腕飾類出土主要古墳

i
　
…
　
ー
古
墳

北 北東 北西 南 東 西

腕
飾

北
和
塑
閑

日媛

t陵|
猫
塚

三
塚

東
大
寺
山

竹
林
院

美
晶

池一

m号 巣
山

新
山

鍬
形 9 3 0 0 27 0 2＊ 0 5 1

石

車
輪 16 3 1 1 26 0 5 0 3十 5

石

石
16 1 20十 4 2 6十 21十 5 3十 8

釧

総，
41 7 21十 5 55 6十 28十 5 11十 14

計

＊非碧玉品1個を含む

剣
、
刀
子
、
斧
、
盤
、
鎌
と
い
う
多
種
類
の
滑
石
祭
器
を
含
む
宝
塚
古
墳
の
副
葬
品

に
は
、
畿
内
に
は
じ
ま
り
主
と
し
て
東
方
に
伝
播
し
た
副
葬
の
風
習
が
色
濃
く
反
映

し
て
い
る
点
で
、
東
方
と
連
な
る
要
素
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
新
山
古
墳
の
副
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

品
に
は
、
金
銅
帯
金
具
が
含
ま
れ
、
そ
れ
が
中
国
の
東
晋
墓
出
土
品
に
酷
似
す
る
伝

来
品
で
あ
る
点
で
、
西
方
と
連
な
る
要
素
が
み
ら
れ
る
。

　
な
お
、
新
山
古
墳
出
土
の
滑
石
祭
器
の
種
類
は
、
勾
玉
と
斧
と
に
と
ど
ま
る
。
も

し
出
土
し
た
滑
石
祭
器
の
種
類
が
副
葬
時
に
近
い
と
す
れ
ば
、
新
山
古
墳
の
副
葬
品

に
は
東
方
と
連
な
る
要
素
が
相
対
的
に
薄
い
こ
と
に
も
な
る
。

　
論
じ
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、
宝
塚
古
墳
と
新
山
古
墳
と
の
闘
に
み
と
め
ら
れ
る
同
箔

鏡
の
分
布
の
相
違
に
対
す
る
有
力
な
解
釈
と
し
て
、
宝
塚
古
墳
の
被
葬
老
は
東
方
経

営
に
、
新
山
古
墳
の
被
葬
者
は
西
方
経
営
に
そ
れ
ぞ
れ
関
与
す
る
機
会
を
も
っ
た
、

と
推
定
す
る
み
ち
を
開
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
大
和
北
部
勢
力
の
活
動
　
第
5
表
は
、
大
和
に
所
在
す
る
古
墳
で
碧
玉
腕
飾
類
が
五

個
以
上
出
土
し
た
古
墳
を
地
域
別
に
列
挙
し
、
各
古
墳
に
お
け
る
出
土
数
を
鍬
形
石
、

車
輪
石
、
石
釧
に
分
け
て
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
円
形
の
平
面
形
を
も
つ

車
輪
石
の
一
部
に
、
形
態
上
石
釧
と
類
似
し
た
製
品
が
あ
る
。
本
表
に
記
入
し
た
車

輪
石
お
よ
び
石
釧
の
出
土
数
が
報
告
書
の
数
値
と
相
違
す
る
ば
あ
い
が
あ
る
の
は
、

こ
う
し
た
製
品
を
車
輪
石
と
し
て
処
理
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　
さ
て
、
大
和
に
お
け
る
碧
玉
腕
飾
類
の
出
土
数
を
地
域
別
に
み
る
と
、
も
っ
と
も

136 （740）



多
い
の
は
北
部
地
域
で
あ
り
、
つ
い
で
北
東
部
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
地
域
の
碧
玉
腕
飾
類
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
点
は
、
単
に
出
土
量

の
多
さ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
北
部
地
域
は
、
大
和
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
碧
玉
腕
飾
類
の
製
作
地
と
し
て
例
証
し
う
る
北
陸
地
方
に
至
る

門
戸
に
あ
た
り
、
ま
た
、
北
東
部
地
域
で
は
、
天
理
市
櫟
本
町
東
大
寺
山
古
墳
か
ら
他
古
墳
に
抜
き
ん
で
て
数
多
く
の
鍬
形
石
が
出
土
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
え
に
も
う
一
点
加
え
た
い
の
は
、
両
地
域
か
ら
出
土
し
た
鍬
形
石
の
形
態
で
あ
る
。

　
い
っ
た
い
わ
が
国
で
出
土
し
て
い
る
鍬
形
石
の
総
数
は
、
管
見
で
一
二
〇
余
響
を
数
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
同
一
工
人
ま
た
は
同

一
工
房
の
作
品
で
あ
る
と
み
て
大
過
な
い
ほ
ど
形
態
の
酷
似
す
る
数
群
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
形
態
が
酷
似
す
る
鍬
形
石
を
同
工
鍬
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

石
と
仮
称
す
る
と
、
同
工
鍬
形
石
の
主
群
に
は
、
京
都
府
中
郡
峰
山
町
杉
谷
カ
ジ
や
古
墳
第
四
棺
出
土
の
二
個
の
よ
う
に
一
古
墳
か
ら
併
出
す
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第6表　同工鍬形石の分有関係表

カジや

長光寺山北谷11A函車同

声丸由B東火寺山

安威1　
　
鮪

C　
　
擬

る
群
と
、
桐
違
す
る
古
墳
か
ら
出
土
す
る
群
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
姐
上
に
の
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
相
違

す
る
古
墳
か
ら
出
土
す
る
群
、
す
な
わ
ち
網
主
す
る
古
墳
の
間
で
分
有
さ
れ
る
群
で
あ
る
。

　
第
6
表
は
、
同
工
鍬
形
石
の
分
有
関
係
を
、
同
箔
鏡
の
分
有
関
係
図
の
体
裁
に
な
ら
っ
て
図
示
し
た
も

　
　
　
⑧

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
分
有
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
も
し
こ
の
事
情
を
、
分
有
す
る
一
方
か
ら
他
方
へ
の
分
与
と
し
て
、
こ
と
ご
と
く
説
明
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
結
果
の
正
否
に
か
か
わ
ら
ず
安
易
に
す
ぎ
る
。
い
ま
、
立
論
を
単
純
に
す
る
意
味
で
、
同
工

鍬
形
石
が
畿
内
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
を
排
除
し
た
う
え
で
、
畿
外
の
製
作
地
に
一
組
の
同
工
品
を
想
定

し
、
こ
れ
が
分
有
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
考
察
す
る
か
た
ち
で
、
問
題
を
設
定
し
た
い
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
ば
あ
い
、
製
作
地
に
あ
る
一
組
の
同
工
品
を
、
相
違
す
る
有
力
者
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別

に
し
か
も
製
作
地
か
ら
直
接
に
入
手
し
、
結
果
と
し
て
分
有
す
る
関
係
が
成
立
し
た
と
み
る
の
は
、
想
像

と
し
て
は
可
能
で
も
、
実
証
性
に
乏
し
い
仮
説
と
い
え
る
。
こ
の
可
能
性
を
除
外
し
て
よ
け
れ
ば
、
分
有

関
係
の
成
立
は
有
力
者
間
の
授
受
に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
授
受
と
一
概
に
い
っ
て
も
、
考
え
ら
れ
る
関
係
は
ひ
と
つ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ひ
と
つ
の
ば
あ
い
と
し
て
、
実
際
に
分
有
関
係
が
み

と
め
ら
れ
る
一
方
の
古
墳
の
有
力
者
が
生
産
地
か
ら
一
組
の
同
工
品
を
入
手
し
、
一
部
を
手
元
に
残
し
て
、
他
方
の
有
ヵ
者
に
分
与
し
た
、
と

い
う
関
係
が
あ
り
う
る
。

ω
生
産
地
↓
有
力
者

　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
有
力
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
る
い
は
ま
た
、
授
受
関
係
の
な
か
に
未
知
の
有
力
老
の
介
在
を
容
認
し
た
ば
あ
い
、

②
鑑
案
知
の
妻
△
籠

考
え
ら
れ
る
関
係
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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㈲
生
産
地
一
↓
未
知
の
有
力
者
↓
有
力
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
力
者

㈲
生
産
地
i
↓
有
力
者
↓
未
知
の
有
力
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
力
者

　
分
有
関
係
の
存
在
を
確
認
し
う
る
古
墳
の
有
力
者
の
間
で
直
接
に
授
受
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
ω
お
よ
び
㈲
の
ば
あ
い
に
は
、

関
係
の
な
か
に
未
知
の
有
力
者
の
介
在
を
容
認
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
関
係
か
ら
両
有
力
者
間
の
政
治
上
の
つ
な
が
り
を
察
知
し

て
も
、
短
絡
に
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
分
有
関
係
の
な
か
に
は
、
②
お
よ
び
ω
の
ば
あ
い
が
あ
り
え
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
に
も
ま
た
政
治
上
の
つ
な
が
り
が
推
定
し
う
る
か
ど
う
か
、
問
題
を
残
す
。

　
結
論
を
い
そ
ぐ
と
、
第
6
表
に
示
し
た
五
群
の
同
工
鍬
形
石
の
分
有
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
の
四
つ
の
ば
あ
い
の
い
ず
れ
に
相
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激
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
で
も
、
推
断
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
政
治
上
の
つ
な
が
り
を
察
知
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
奈
良
県
東
大
寺
由
古
墳
を
中
心
と
す
る
分
有
関
係
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
大
寺
山
古
墳
の
被
葬
者
は
大
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

北
東
部
勢
力
の
一
員
で
あ
り
、
奈
良
市
北
和
城
南
古
墳
お
よ
び
奈
良
市
大
和
田
町
富
雄
丸
山
古
墳
の
被
葬
者
は
大
和
北
部
勢
力
の
一
員
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
両
勢
力
は
前
期
畿
内
政
権
を
構
成
し
、
か
つ
地
理
的
に
も
隣
接
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
東
大
寺
山
古
墳
と
、
北
和
誠
南
古
墳

あ
る
い
は
富
雄
丸
山
古
墳
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
分
有
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
か
り
に
分
有
関
係
の
中
心
を
占
め
る
東
大
寺
山
古

墳
の
被
葬
者
が
分
与
し
た
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
未
知
の
分
与
者
が
介
在
し
た
に
せ
よ
、
北
部
勢
力
と
北
東
部
勢
力
と
が
政
治
上
の
つ
な
が
り
の

う
え
で
も
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
は
な
は
だ
し
く
実
証
性
を
欠
く
空
論
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ま
た
い
っ
ぽ
う
、
京
都
府
八
幡
市
八
幡
大
芝
顔
様
塚
古
墳
、
京
都
府
カ
ジ
や
古
墳
、
滋
賀
県
草
津
市
山
寺
町
北
谷
一
一
号
墳
は
、
い
ず
れ
も

大
和
か
ら
み
て
北
方
に
所
在
し
、
こ
と
に
西
車
塚
古
墳
と
北
谷
一
一
号
墳
と
の
所
在
地
を
結
ぶ
線
は
、
大
和
北
部
か
ら
北
陸
地
方
や
中
部
地
方

に
至
る
経
路
に
あ
た
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
分
有
関
係
の
成
立
の
背
後
に
政
治
上
の
つ
な
が
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と

思
う
。
な
お
、
大
和
北
部
勢
力
が
大
和
か
ら
北
方
に
通
じ
る
門
戸
を
癒
す
る
地
を
占
め
る
点
で
、
大
和
北
東
部
勢
力
と
西
車
塚
な
ど
三
古
墳
の

被
葬
者
と
の
つ
な
が
り
の
間
に
、
大
和
北
部
勢
力
が
介
在
し
て
い
た
可
能
性
は
考
慮
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
な
お
、
大
阪
府
茨
木
市
安
威
一
号
墳
と
山
口
県
厚
狭
郡
山
陽
町
郡
長
光
寺
山
古
墳
と
の
分
有
関
係
の
ば
あ
い
、
そ
れ
に
因
ん
で
、
安
逸
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

墳
に
近
接
す
る
大
阪
府
茨
木
市
宿
久
庄
紫
金
山
古
墳
と
、
長
光
寺
山
古
墳
と
が
、
同
箔
の
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
を
分
有
す
る
事
実
を
指
摘
し
う

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
地
理
的
に
隔
た
っ
て
い
て
も
、
政
治
上
の
つ
な
が
り
が
想
定
で
き
る
。

　
以
上
要
す
る
に
、
同
工
鍬
形
石
の
分
有
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
結
果
、
前
期
畿
内
政
治
権
の
な
か
で
北
部
勢
力
と
北
東
部
勢

力
と
が
親
縁
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
両
勢
力
が
碧
玉
腕
飾
類
を
面
外
へ
配
布
す
る
活
動
に
関
与
す
る
機
会
を
も
っ
た
こ
と
が
推

　
　
　
　
　
　
　
⑰

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
畿
外
勢
力
の
隆
替
　
前
期
畿
内
政
権
の
な
か
で
盟
主
の
座
を
占
め
た
大
和
東
部
勢
力
が
皿
期
を
待
た
ず
に
衰
退
し
、
か
わ
っ
て
河
内
、
和
泉
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の
雨
勢
力
が
胎
頭
し
た
こ
と
は
、
前
期
畿
内
政
権
の
政
治
体
制
が
瓦
解
し
た
こ
と
を
示
す
政
治
上
の
大
き
な
変
動
で
あ
る
。
ま
た
前
期
畿
内
政

権
下
に
お
い
て
も
、
有
力
勢
力
の
隆
替
に
は
、
政
治
上
の
変
動
が
と
も
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
う
し
た
変
動
の
影
響
は
、
畿

内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
畿
外
に
も
波
及
す
る
ば
あ
い
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
日
本
海
に
面
す
る
京
都
府
下
の
丹
後
に
は
、
規
模
の
比
較
的
大
き
い
前
方
後
円
墳
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
古
墳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
け
し
　
　
　
　
　
⑱

な
か
に
は
、
畿
内
の
大
型
古
墳
に
比
肩
し
う
る
規
模
を
そ
な
え
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。
実
例
を
あ
げ
る
と
、
与
謝
郡
加
悦
町
明
石
蛭
子
山
古
墳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
全
長
一
三
二
コ
口
、
与
謝
郡
加
悦
町
後
野
白
米
山
古
墳
（
全
長
九
二
皿
）
、
竹
野
郡
丹
後
町
宮
島
明
山
古
墳
（
全
長
一
九
〇
m
）
、
竹
野
郡
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

栄
町
黒
部
銚
子
山
古
墳
（
全
長
一
〇
〇
m
）
、
竹
野
郡
網
野
町
網
野
銚
子
山
古
墳
（
全
長
一
九
八
m
）
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
古
墳
の
う
ち
、
蛭
子
山
古
墳
は
、
出
土
鉄
鐡
の
形
態
が
い
わ
ゆ
る
類
銅
鎌
形
に
限
ら
れ
る
点
、
お
よ
び
円
筒
埴
輪
の
特
微
か
ら
、

1
期
か
H
期
の
い
ず
れ
か
に
編
年
し
う
る
。
神
明
山
古
墳
は
、
滑
石
祭
器
と
し
て
合
子
、
増
、
椅
子
が
出
土
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
円
筒
壌
輪

の
特
徴
か
ら
、
1
期
に
編
年
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
黒
部
銚
子
山
古
墳
、
網
野
銚
子
山
古
墳
は
、
円
筒
壇
輪
の
特
徴
か
ら
、
亙
期
に
編
年

し
う
る
。
白
米
山
古
墳
は
、
副
葬
品
の
内
容
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
埴
輪
の
有
無
も
ま
た
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
後
円
部
と
前
方
部
と
の
比
高

差
が
四
m
に
達
す
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
前
期
に
編
年
し
て
大
過
な
い
と
思
う
。

　
丹
後
に
所
在
す
る
こ
れ
ら
の
古
墳
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
編
年
が
試
み
ら
れ
、
新
古
の
序
列
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら

の
営
造
時
期
が
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
前
期
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
足
り
る
。
す
な
わ
ち
、
丹
後
で
は
、
畿
内
の
大
型
古
墳
と
遜
色
な

い
古
墳
を
筆
頭
と
す
る
、
規
模
の
比
較
的
大
き
い
前
方
後
円
墳
の
営
造
は
、
も
っ
ぱ
ら
前
期
に
お
い
て
盛
行
し
、
中
期
に
は
衰
退
す
る
に
至
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
丹
後
の
諸
勢
力
が
前
期
畿
内
政
権
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
と
と
も
に
、
諸
勢
力
の
衰
退
が
前
期
畿
内
政
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
㊧

瓦
解
と
関
連
す
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
な
お
、
同
様
な
指
摘
が
可
能
な
地
域
と
し
て
、
美
濃
西
部
、
早
撃
西
部
を
あ
げ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
眼
を
転
じ
て
、
静
岡
県
磐
田
市
の
磐
田
原
台
地
南
縁
部
に
所
在
す
る
古
墳
を
み
る
と
、
規
模
の
比
較
的
大
き
い
古
墳
と
し
て
、
磐
田
市
中
泉
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前期畿内政権論（川西）

　
　
　
　
　
　
　
　
醗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺

七
軒
町
庚
申
塚
古
墳
（
全
長
八
三
薫
）
、
磐
田
市
東
貝
塚
堂
山
古
墳
（
全
長
一
〇
一
m
）
、
磐
田
市
鎌
田
松
林
山
古
墳
（
全
長
一
一
六
m
）
、
磐

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

田
市
新
貝
経
塚
古
墳
（
全
長
九
〇
瓢
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
の
う
ち
、
経
塚
古
墳
は
、
副
葬
品
と
し
て
大
阪
府
万
年
山
古
墳
と
圃
箔
の
中

国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
が
、
前
期
の
う
ち
に
は
入
れ
ら
れ
る
。
庚
申
塚
古
墳
は
、
前
方
部
の
埋
葬
施
設
か

ら
石
釧
、
車
輪
石
が
出
土
し
て
い
る
点
で
、
1
期
か
H
期
の
い
ず
れ
か
に
編
年
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
松
林
山
古
墳
は
、
石
釧
に
加
え
、

畿
内
で
は
主
と
し
て
∬
期
の
古
墳
の
副
葬
品
で
あ
る
難
業
銅
器
が
繊
議
し
て
い
る
点
で
、
H
期
に
編
年
し
う
る
。
そ
う
し
て
、
堂
山
古
墳
は
円

筒
壇
輪
の
特
徴
か
ら
、
W
期
に
編
年
し
て
誤
り
な
い
。

　
以
上
の
編
年
結
果
か
ら
み
て
、
磐
田
原
義
灘
南
縁
部
で
は
、
中
期
に
至
っ
て
も
な
お
、
前
期
と
変
わ
ら
な
い
規
模
の
古
墳
を
営
造
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
磐
田
原
台
地
南
縁
部
の
諸
勢
力
が
前
期
畿
内
政
権
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
、
政
権
瓦
解
後
も
な
お
、
重
用
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
な
は
だ
し
い
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お
、
同
様
な
指
摘
が
可
能
な
地
域
と
し
て
、
越
前
の
九
頭
龍
川
中
流
域
が
あ

げ
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
前
期
に
は
、
経
塚
、
松
林
山
の
両
古
墳
が
南
縁
部
の
東
に
、
西
に
庚
申
塚
古
墳
が
営
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
期
に
営
ま
れ
た

堂
山
古
墳
は
東
西
の
中
間
に
占
地
す
る
。
ま
た
、
前
期
の
三
古
墳
の
営
造
が
終
了
し
て
堂
山
古
墳
の
営
造
に
至
る
ま
で
に
若
干
の
時
間
の
経
過

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
前
期
畿
内
政
権
の
瓦
解
す
な
わ
ち
中
期
畿
内
政
権
の
成
立
に
伴
な
う
変
動
の
影
響
が
こ
の
地
域
に

及
ん
だ
こ
と
を
暗
示
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

①
　
第
二
章
注
②
に
同
じ
。

②
　
笠
野
毅
「
大
市
墓
の
出
土
品
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
第
二
七
号
　
昭
和
五
一
年
）
。

③
梅
原
末
治
『
佐
味
田
及
新
山
古
墳
研
究
』
火
正
一
〇
年
。

④
本
章
注
③
に
同
じ
。

⑥
大
和
茶
臼
山
古
墳
、
摂
津
ヘ
ボ
ン
塚
古
墳
、
山
城
西
車
塚
古
墳
、
美
濃
長
塚
古

　
墳
、
尾
張
東
之
宮
古
墳
、
大
漁
貝
吹
所
在
古
墳
、
大
和
新
山
古
墳
、
康
城
東
軍

　
塚
古
墳
、
上
野
柴
崎
古
墳
、
大
和
宝
塚
吉
墳
、
豊
前
免
ケ
平
古
墳
、
長
門
長
光
寺

　
山
古
墳
、
丹
波
親
王
塚
古
墳
、
摂
津
紫
金
山
古
墳
。

⑥
梅
原
末
治
「
金
鋼
透
彫
竜
紋
帯
金
具
に
就
い
て
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
〇

　
巻
第
四
号
　
昭
和
四
〇
年
）
。
類
品
が
出
土
し
た
中
国
の
墳
墓
の
う
ち
、
江
蘇
省

　
宜
興
県
周
猿
轡
の
用
田
に
西
普
元
康
七
年
（
一
一
九
七
）
の
銘
が
あ
り
、
ま
た
広
東

　
雀
広
州
市
大
刀
華
東
晋
墓
に
東
晋
太
寧
二
年
（
三
二
四
）
の
銘
が
あ
る
。
こ
の
種
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の
帯
金
具
が
中
田
で
製
作
さ
れ
た
年
代
は
、
三
世
紀
後
葉
か
ら
超
脱
紀
前
葉
に
歪

　
る
頃
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
年
代
に
わ
が
圏
へ
伝
来
し
、
　
一
世
紀
た

　
ら
ず
の
綺
聞
を
経
て
、
新
山
古
墳
の
副
葬
口
㎎
の
一
都
に
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
よ

　
り
も
、
大
鷲
と
の
通
交
を
再
開
し
た
四
世
紀
後
葉
に
わ
が
国
へ
も
た
ら
さ
れ
た
と

　
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

⑦
　
杉
原
和
雄
ほ
か
『
カ
ジ
や
古
墳
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
『
京
都
府
峰
山
町
文
化
財

　
調
査
報
皆
』
第
一
集
昭
和
四
七
年
）
。

⑧
A
～
君
各
簿
の
特
徴
を
頭
都
と
節
部
と
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
き
た
い
。
A
群

　
（
上
下
幡
の
広
い
鈍
重
な
頭
部
に
一
条
の
沈
澱
が
横
走
し
、
節
部
も
ま
た
上
下
幡

　
が
広
く
、
そ
の
上
下
両
縁
に
そ
れ
ぞ
れ
七
｝
凹
の
細
い
襟
帯
が
め
ぐ
る
）
。
8
群
（
頭

　
部
が
大
き
く
内
需
し
て
そ
の
上
下
両
縁
お
よ
び
申
央
に
各
一
条
の
沈
線
が
横
走
す

　
る
。
節
部
の
上
下
各
緑
の
突
帯
上
に
沈
線
が
め
ぐ
る
）
。
C
群
（
頭
部
が
上
下
幅

　
の
狭
い
台
形
を
な
し
、
そ
の
上
下
各
縁
に
幅
の
広
い
ヒ
癒
の
突
帯
が
め
ぐ
り
、
中

　
央
に
心
な
い
し
二
条
の
沈
線
が
横
走
す
る
。
節
部
の
上
下
各
課
に
も
幅
の
広
い
七

　
蕗
の
突
張
が
め
ぐ
り
、
中
央
に
二
条
の
沈
欝
が
横
走
す
る
）
。
　
D
群
（
頭
部
が
軽

　
く
内
轡
し
、
中
矢
に
二
条
の
沈
線
が
横
走
す
る
。
節
都
の
上
下
各
縁
に
七
面
の
突

　
帯
が
め
ぐ
り
、
下
縁
の
突
帯
幡
が
特
に
広
い
）
。
E
群
（
論
著
が
わ
ず
か
に
内
轡

　
し
、
上
下
切
縁
に
一
条
の
沈
線
が
横
走
す
る
。
上
平
古
墳
の
出
土
品
に
は
中
央
に

　
さ
ら
に
｝
条
の
沈
欝
が
加
わ
る
。
節
部
の
上
下
帳
が
広
く
、
上
下
各
縁
に
帳
の
広

　
い
七
臨
の
突
端
が
め
ぐ
る
）
。
な
お
、
同
工
品
と
み
な
し
う
る
頚
輪
度
の
基
準
を

　
ひ
き
さ
げ
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
総
数
を
増
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

⑨
こ
こ
で
い
う
未
知
の
有
力
者
と
は
、
ひ
と
つ
の
ば
あ
い
と
し
て
、
醗
葬
品
の
内

　
容
が
充
分
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
将
来
そ
れ
が
判
明
す
れ
ぱ
授
受
闘
係
に
介
在
し
た

　
明
証
が
得
ら
れ
る
古
墳
の
被
葬
者
を
さ
す
。
ま
た
別
の
ば
あ
い
と
し
て
、
副
葬
品

　
の
内
容
が
充
分
知
ら
れ
て
い
て
も
、
授
受
の
さ
い
に
一
部
を
手
元
に
と
ど
め
な
か

　
つ
た
た
め
に
介
在
の
明
目
を
欠
く
古
墳
の
披
葬
者
を
さ
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。

⑳
　
金
関
恕
門
東
大
寺
山
古
墳
の
発
掘
調
盗
」
（
『
大
和
文
化
研
究
』
第
七
巻
第
＝

　
号
　
昭
和
三
七
年
）
。
東
京
天
理
数
館
『
大
和
策
大
寺
山
古
墳
』
天
理
ギ
ャ
ラ
リ

　
一
第
四
三
回
展
　
昭
和
五
〇
年
）
。

⑪
　
末
永
雅
雄
「
窩
雄
地
域
」
（
『
奈
良
市
史
』
　
考
古
編
　
昭
和
四
三
年
）
。
久
野
邦

　
雄
・
泉
森
絞
『
富
雄
丸
山
古
墳
』
（
『
奈
良
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
九
集

　
昭
和
四
八
年
）
。

⑫
　
梅
原
末
治
「
八
幡
町
西
車
塚
」
　
（
『
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
出
口
』
第
一
冊

　
大
正
八
年
）
。

⑲
　
中
司
照
世
・
川
西
宏
幸
「
滋
賀
県
北
谷
一
軍
写
墳
の
研
究
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』

　
第
六
六
巻
第
二
三
胎
　
昭
和
五
五
年
）
。

⑭
野
上
丈
助
『
摂
津
の
古
墳
』
昭
和
四
四
年
。
森
浩
一
「
古
墳
文
化
と
古
代
国
家

　
の
誕
生
」
　
（
大
阪
府
契
編
集
専
門
委
員
会
編
『
大
阪
府
史
』
第
一
巻
　
昭
和
五
三

　
年
）
。

⑯
小
野
忠
煕
・
中
司
照
世
『
山
p
県
厚
狭
郡
山
陽
町
西
下
津
長
光
寺
山
古
墳
調
査

　
瀬
野
』
昭
和
鱈
七
年
。
小
野
訳
書
ほ
か
『
長
光
土
て
山
古
墳
』
昭
和
五
二
年
。

⑯
小
林
行
雄
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
昭
和
三
六
年
。
同
「
紫
金
山
古
墳
の
調
査
」

　
（
『
大
阪
府
の
文
化
財
』
昭
和
三
七
年
）
。

⑰
渡
辺
貞
幸
が
私
案
に
近
い
冤
解
を
述
べ
て
い
る
。
渡
辺
貞
毒
「
鍬
形
石
の
基
礎

　
的
研
究
」
　
（
『
島
根
大
学
法
文
学
都
文
学
科
紀
要
』
第
二
号
　
昭
和
五
四
年
）
。

⑱
　
梅
原
末
治
「
桑
飼
村
蛭
子
山
、
作
り
山
両
古
墳
の
調
査
（
上
）
　
（
下
）
」
　
（
『
京

　
都
曲
肘
史
眈
畷
名
勝
一
人
然
’
紀
念
物
調
香
｝
報
此
口
』
鱈
昂
｝
二
、
　
「
四
冊
　
昭
和
不
乱
、
八
年
）
。

⑲
　
木
本
保
久
「
白
米
山
古
墳
実
測
調
査
報
各
」
　
（
同
志
往
大
学
考
古
学
研
究
会
編

　
『
同
志
社
考
古
臨
第
七
号
　
昭
和
幽
四
年
）
。

⑳
　
大
野
延
太
郎
「
丹
後
発
見
の
蝋
石
製
諸
贔
」
（
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
第
一
五

　
巻
第
　
七
六
号
　
明
払
伯
三
三
年
）
。
梅
原
轟
木
治
「
紳
H
明
〃
山
古
墳
」
　
（
『
山
繭
都
府
…
史
幣
帆

　
勝
地
調
・
査
会
報
膏
』
第
一
冊
　
大
正
八
年
）
。
同
「
神
明
康
吉
墳
出
土
品
」
　
（
『
京

　
都
府
史
、
駁
名
勝
天
然
紀
念
物
謁
査
報
告
』
第
一
四
冊
　
昭
和
入
年
）
。
小
沢
和
義

　
「
神
明
肉
古
墳
実
測
調
査
報
告
」
　
（
罵
志
社
大
学
考
古
学
研
究
会
編
『
同
志
社
考
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古
』
第
七
号
　
昭
和
四
四
年
）
。

⑳
梅
原
末
治
「
黒
部
ノ
銚
子
山
古
墳
」
（
㎝
、
京
都
府
史
蹴
勝
地
調
査
会
報
告
』
第
七

　
冊
　
大
正
一
五
年
）
。
音
村
政
一
「
蛭
子
山
古
墳
、
黒
部
銚
子
山
古
墳
爽
測
調
査

　
報
告
」
　
（
問
憲
社
大
学
考
古
学
研
究
会
編
『
同
志
社
考
古
』
第
九
号
　
昭
和
四
七

　
年
）
。

⑫
梅
原
宋
治
「
銚
子
山
古
墳
」
（
『
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
』
第
一
冊
大

　
正
八
年
）
。
松
岡
光
昭
「
銚
子
山
古
墳
」
（
同
憲
社
大
学
考
古
学
研
究
会
編
『
同
志

　
社
考
古
』
餓
工
ハ
号
　
昭
和
四
＝
ヰ
）
。

⑱
　
同
士
心
社
火
学
考
古
学
研
究
会
編
『
丹
後
の
古
　
式
古
墳
』
（
『
同
志
社
考
古
』
第
一

　
〇
号
記
念
特
集
　
昭
和
照
八
年
）
。

＠
　
こ
の
地
域
の
主
要
な
前
方
後
円
墳
と
し
て
、
大
垣
市
昼
飯
町
大
塚
古
墳
（
全
長

　
一
三
七
m
　
聾
期
）
、
岡
市
青
墓
町
粉
糠
山
古
墳
（
全
長
一
〇
〇
m
　
時
期
不
明
）
、

　
同
布
赤
坂
町
土
製
古
墳
（
全
長
八
O
m
　
H
期
）
、
同
市
矢
道
町
長
塚
古
墳
（
全

　
長
八
O
m
　
H
期
）
、
同
市
赤
坂
町
・
東
山
瞬
古
墳
（
全
長
七
五
珊
　
後
期
）
、
岡
市

　
赤
坂
一
町
花
岡
山
古
壇
一
（
全
長
六
〇
皿
　
掘
削
期
）
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
多
く
が
晶
肘
期

　
に
比
定
し
う
る
。

㊧
　
こ
の
地
域
の
主
要
な
前
方
後
円
墳
と
し
て
、
東
伯
郡
東
郷
町
野
花
北
山
古
墳

　
（
八
盆
帯
革
一
一
〇
m
　
班
糊
州
）
、
同
量
羽
A
隠
町
上
橋
瀧
鷹
哩
山
四
具
議
揖
（
全
長
一
〇
〇
m

　
I
ま
た
は
H
期
）
、
同
旨
東
郷
町
宮
内
狐
塚
古
墳
（
全
長
九
五
皿
　
1
ま
た
は
1

　
期
）
、
同
郡
羽
合
附
上
橋
津
馬
山
二
号
墳
（
全
長
七
〇
m
　
前
期
か
〉
が
あ
げ
ら

　
れ
る
。
な
お
、
北
山
古
墳
は
円
筒
植
輪
の
野
望
か
ら
皿
期
と
し
て
は
か
な
り
古
く

（五）

前
期
畿
内
政
権
下
の
対
外
関
係

　
位
置
づ
け
う
る
。
大
村
俊
央
に
よ
れ
ば
、
馬
山
興
業
墳
↓
馬
山
二
号
墳
↓
狐
塚
古

　
墳
↓
北
山
古
墳
と
い
う
序
列
に
編
年
し
う
る
と
い
う
。
山
陰
考
古
学
研
究
所
『
山

　
陰
の
前
期
古
墳
文
化
の
研
究
玉
』
　
（
『
山
陰
考
古
学
研
究
所
記
録
』
第
一
～
　
昭
和

　
五
三
年
）
。

⑳
　
平
野
和
男
『
磐
田
の
古
代
史
』
昭
和
五
一
年
。

⑰
　
高
橋
勇
ぽ
か
『
静
岡
祭
史
』
第
一
巻
　
昭
和
五
年
。
梅
沢
重
昭
「
静
岡
県
磐
田

　
市
堂
山
古
墳
」
　
（
『
日
本
考
古
学
年
報
』
　
○
昭
和
三
二
年
）
。
本
章
注
⑳
に

　
同
じ
。

⑳
後
藤
守
一
ほ
か
『
静
岡
県
磐
田
郡
松
林
山
古
墳
発
掘
調
査
報
国
』
昭
和
一
四

　
年
。

⑭
高
橋
勇
ほ
か
『
静
岡
県
史
』
第
二
巻
昭
和
五
年
。

⑳
　
梅
原
末
治
「
河
内
枚
方
崩
字
万
年
山
の
遺
蹟
と
発
見
の
遺
物
に
就
き
て
」
（
『
考

　
古
学
雑
誌
』
第
七
巻
第
二
号
　
大
正
五
年
置
。
北
野
耕
平
「
古
墳
襟
代
の
枚
方
」

　
（
『
枚
方
市
史
』
第
一
巻
　
昭
和
四
二
年
）
。

⑳
　
こ
の
地
域
の
主
要
な
前
方
後
円
墳
と
し
て
、
坂
井
郡
丸
岡
町
上
久
米
田
六
呂
瀬

　
山
一
号
墳
（
全
長
一
四
七
m
　
H
期
）
、
吉
田
郡
松
岡
町
志
比
堺
手
繰
城
山
古

　
墳
（
全
長
一
二
八
m
　
一
期
）
、
藍
田
松
岡
町
芝
原
泰
遠
寺
古
墳
（
全
長
｝
○
O

　
m
　
中
期
）
、
坂
井
郡
丸
岡
庭
上
久
米
田
六
呂
瀬
山
三
号
墳
（
全
長
八
五
m
　
皿

　
期
）
、
吉
田
郡
松
岡
町
石
船
山
古
墳
（
全
長
八
O
m
　
中
期
）
、
睡
郡
松
陶
町
吉
野

　
境
二
本
松
川
古
墳
．
（
全
長
七
六
m
　
W
期
）
、
　
㎜
同
語
松
岡
町
・
画
馬
越
山
自
墳
　
（
全
長
五

　
五
m
中
期
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
斎
藤
優
『
改
訂
松
岡
古
墳
群
』
昭
和
五
四
年
。

通
交
の
復
活
　
　
三
世
紀
中
葉
に
中
国
の
魏
お
よ
び
西
晋
と
通
交
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
　
『
魏
志
』
倭
人
伝
な
ど
の
中
国
の
史
書
が
伝
え
る
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と
こ
ろ
で
あ
り
、
考
古
学
的
に
は
三
角
縁
神
獣
鏡
な
ど
の
伝
来
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
六
六
年
に
西
晋
へ
朝
貢
し
た
の
を
最
後
　
紹



と
し
て
、
中
国
王
朝
と
の
通
交
関
係
は
中
断
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
馬
韓
や
曲
筆
の
朝
鮮
諸
国
も
ま

た
、
三
世
紀
末
か
ら
中
国
へ
の
朝
貢
が
中
断
す
る
と
い
う
。
遼
東
半
島
が
高
句
麗
に
侵
さ
れ
、
や
が
て
鮮
卑
の
慕
扇
田
の
領
有
に
帰
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
ら
し
い
。

　
こ
の
中
断
を
経
て
、
あ
ら
た
め
て
わ
が
国
と
大
陸
と
の
通
交
が
復
活
す
る
の
は
、
四
世
紀
後
葉
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

中
国
の
史
書
に
は
通
交
の
記
録
は
な
い
が
、
朝
鮮
の
『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
倭
が
し
き
り
に
朝
鮮
南
部
を
侵
略
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

日
朝
関
係
に
終
始
す
る
感
が
強
い
、
こ
の
大
陸
と
の
通
交
の
復
活
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
上
か
ら
も
す
で
に
傍
証
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
小
林
行
雄
は
、
測
心
術
や
築
堤
術
を
駆
使
し
た
前
方
後
円
墳
の
新
式
構
築
法
の
導
入
、
石
棺
製
作
を
行
な
う
石
工
技
術
の
出
現
、

長
方
板
革
綴
式
に
短
甲
型
式
が
統
一
さ
れ
る
鉄
工
技
術
の
発
達
、
勾
玉
材
質
が
多
様
化
し
穿
孔
法
が
改
革
さ
れ
る
攻
玉
技
術
の
革
新
を
、
四
世

紀
後
葉
の
現
象
と
し
て
指
摘
し
た
う
え
で
、
四
世
紀
後
葉
が
新
し
く
大
陸
系
文
化
を
採
用
す
る
機
会
を
も
っ
た
時
期
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
。

ま
た
、
小
林
は
、
革
綴
短
甲
の
型
式
を
統
一
化
す
る
よ
う
な
動
き
に
つ
い
て
言
及
し
、
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
行
為
の
反
映
を
見
い
だ
す
可
能
性

は
強
い
、
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
小
林
の
所
説
は
説
得
力
に
富
む
が
、
な
お
若
干
の
知
見
を
添
え
て
お
く
と
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
岐
阜
県
大
垣
市
赤
坂
町
里
塚
古
墳
出
土

の
器
質
土
器
が
あ
る
。
前
方
部
の
副
葬
品
埋
納
施
設
か
ら
碧
玉
車
輪
石
、
多
種
の
滑
石
祭
器
な
ど
に
伴
な
っ
て
出
土
し
た
こ
の
盤
質
土
器
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

朝
鮮
製
把
手
付
短
頸
壷
の
蓋
で
あ
り
、
伽
椰
の
洛
東
江
下
流
域
産
で
あ
る
と
い
う
。

　
朝
鮮
か
ら
の
伝
来
品
と
し
て
、
さ
ら
に
鉄
聾
付
手
斧
を
あ
げ
う
る
。
一
般
に
五
世
紀
の
遺
品
が
多
い
鉄
柄
付
手
斧
の
な
か
で
、
奈
良
県
天
理

　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

市
和
一
町
上
殿
古
墳
、
滋
賀
県
北
谷
一
一
号
墳
、
岐
阜
県
遊
塚
古
墳
、
山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
上
向
山
大
丸
山
古
墳
の
出
土
品
は
、
四
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

後
葉
に
さ
か
の
ぼ
る
遺
品
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
た
だ
し
、
朝
鮮
で
は
、
慶
尚
北
道
慶
州
市
皇
吾
洞
四
号
墳
、
同
一
六
号
墳
、
慶
尚
南
道

　
　
　
　
　
　
　
⑧

暴
虐
郡
達
西
面
古
墳
か
ら
出
土
が
知
ら
れ
る
が
、
四
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
古
墳
の
出
土
品
を
み
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
我
の
年
代
の
ひ
ら
き
は
、

朝
鮮
で
の
鵠
土
品
の
追
加
に
よ
っ
て
、
将
来
解
決
で
ぎ
る
と
し
て
も
、
現
在
の
段
階
で
も
な
お
伝
来
品
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
は
、
四
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世
紀
の
鉄
柄
付
手
斧
の
な
か
に
、
柄
に
振
り
を
加
え
た
北
谷
一
一
号
墳
の
出
土
贔
の
よ
う
な
、
高
度
な
鉄
工
技
術
を
駆
使
し
た
例
が
含
ま
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
一
歩
譲
っ
て
、
四
世
紀
の
鉄
買
付
手
斧
の
こ
と
ご
と
く
が
国
産
品
で
あ
っ
た
と
み
た
ば
あ
い
に
も
、
そ
の
製
作
に
あ
た

っ
て
新
来
の
大
陸
系
技
術
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
い
っ
ぽ
う
、
国
産
品
の
分
野
で
は
、
鉄
鐡
の
形
態
が
変
化
す
る
。
こ
の
変
化
を
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
0
期
お
よ
び
1
期
の
鉄
鐡
は
、
儀
侯

用
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
刺
突
力
に
乏
し
い
形
態
を
と
る
、
い
わ
ゆ
る
論
難
鐡
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
四
世
紀
後
葉
の
実
年
代
を
与
え
た
H
期
の
即

急
は
、
細
身
の
柳
葉
形
の
よ
う
に
、
　
一
般
に
薄
手
の
身
で
、
刺
突
力
に
す
ぐ
れ
た
形
態
を
と
る
。
革
綴
短
甲
の
型
式
の
統
一
化
の
動
き
に
加
え

て
、
実
戦
に
適
し
た
鉄
鎌
の
形
態
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
朝
鮮
に
対
す
る
軍
事
行
為
の
想
定
に
追
認
を
与
え
る
。

　
大
漁
西
部
勢
力
の
活
動
　
大
陸
と
の
通
交
の
主
要
な
航
路
と
し
て
、
弥
生
時
代
に
は
壱
岐
、
対
馬
を
経
由
す
る
航
路
が
し
き
り
に
利
用
さ
れ
た

ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
古
墳
時
代
の
1
期
に
前
期
畿
内
政
権
の
も
と
で
通
交
が
再
開
さ
れ
た
と
き
に
は
、
も
っ
と
東
寄
り
の
航
路
が
使
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
玄
海
…
灘
洋
上
に
う
か
ぶ
福
岡
県
宗
像
郡
大
島
村
沖
ノ
島
で
、
盛
ん
に
航
海
の
安
寧
を
祈
願
し
て
学
修
さ
れ
た
と
お

ぼ
し
き
祭
祀
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
が
古
墳
時
代
の
H
期
に
さ
か
の
ぼ
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
H
期
に
お
い
て
、
沖
ノ
島
が
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

上
交
通
の
好
燗
の
目
標
と
し
て
に
わ
か
に
重
要
性
を
加
え
る
に
至
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
沖
ノ
島
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
古
墳
時
代
祭
祀
遺
跡
の
な
か
で
、
　
七
号
遺
跡
は
、
＝
ハ
、
一
八
、
二
一
の
各
号
の
遺
跡
と
な
ら
ぶ
最
古
の
祭

祀
遺
跡
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ま
た
、
他
遺
跡
を
大
き
く
凌
ぐ
量
の
二
一
面
に
の
ぼ
る
鏡
が
出
土
し
た
点
で
特
筆
に
あ
た
い
す
る
。
こ
れ
ら
一
二

面
の
鏡
を
み
る
と
、
中
国
裏
町
鳳
鏡
を
踏
み
か
え
し
た
一
面
を
除
け
ば
、
こ
と
ご
と
く
彷
製
鏡
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
去
歳
鏡
が
わ
が
国

で
踏
み
か
え
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
彷
製
鏡
に
加
え
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
出
土
鏡
の
重
要
性
は
、
出
土
面
数
が
多
く
、
し
か
も
こ
と
ご
と
く
が
彷
製
品
で
あ
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
一
七
号
遺
跡
出
土
鏡
と
背
文
の
描
法
の
根
達
す
る
彷
製
鏡
が
、
大
難
に
所
在
す
る
E
期
の
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

描
法
の
相
似
す
る
鏡
を
同
工
鏡
と
仮
称
す
る
と
、
一
七
号
遺
跡
出
土
鏡
の
岡
工
鏡
が
出
土
し
た
古
墳
は
大
和
に
限
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
大
和
が
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第
7
表
　
福
岡
県
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
と
大
和
所
在
彷
製
鏡
出
土
主
要
古
墳
と
の
同
工
彷
製
鏡
分
有
関
係
表

沖
ノ
島
㎝
七
号
遣
跡
出
土
鏡
（
面
径
㎝
）

eD　ee　as　ag　ao　ae　as　a4　a3　ato　av　｛ice　｛g）　｛s）　（7）　（6）　｛s｝　（4｝　（3｝　（2｝　｛1｝

変
形
珠
文
帯
方
格
規
矩
鏡
（
一
六
・
六
）

変
形
内
行
十
花
文
重
弧
鏡
（
一
八
・
七
）

擬
銘
帯
内
行
八
花
文
鏡
（
一
七
・
六
）

変
形
内
行
八
花
文
鏡
（
一
七
・
○
）

変
形
唐
草
文
欝
三
神
三
獣
鏡
（
二
四
・
三
）

変
形
鷹
早
文
帯
㎝
二
神
三
獣
鏡
（
二
一
・
六
）

変
形
魚
文
帯
神
獣
鏡
（
二
〇
・
○
）

一
新
山
・
複
線
波
文
一
方
格
規
矩
鏡
（
二
七
・
四
）

［
葦
感
文
五
方
難
矩
鏡
（
一
七
・
四
）

　
　
　
　
↓

　
宝
塚
・
獣
文
縁
方
格
規
矩
鏡
（
二
三
・
五
）

　
　
　
　
↓

　
宝
塚
・
獣
文
縁
獣
帯
鏡
（
二
五
・
三
）

羅
　
竜
　
鏡
（
一
一
三
・
七
）

擬
銘
帯
罷
竜
鏡
（
＝
一
・
九
）

変
形
半
円
方
形
帯
画
像
鏡

擬
銘
帯
画
像
鏡
（
一
五
・
○
）

変
形
川
七
獣
…
帯
鏡
（
一
六
・
七
）

亦
偽
形
六
轡
帯
鏡
（
一
六
・
四
）

変
形
文
鏡
（
一
〇
・
○
）

変
形
嚢
鳳
鏡
（
二
二
・
一
）

マ
エ
塚
・
内
行
七
花
文
鏡
（
…
七
・
二
）

（一

齠
�
E
○
）

1
新
山
・
趣

一
員
吹
・
罷

－
宝
塚
・
竈

宝
塚
・
画

像竜翼竜

鏡鏡宝鏡

AnAn
O二二七
九二八一
V　L一　vv
↑
宝
塚
・
中
国
製
画
像
鏡
（
一
＝
・
○
）

［
貝
吹
・
誰
＋
円
方
形
帯
六
赫
臥
鋳
…
（
二
一
・
六
宝
胆
琢
・
擬
銘
帯
六
獣
酬
鏡
（
一
五
ニ
ニ
）
）

宝
塚
・
擬
銘
帯
三
神
三
獣
鏡
（
二
〇
・
七
）

前
期
畿
内
政
権
を
構
成
し
た
主
要
勢
力
の
本
貫
地
で
あ
る
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
同
工
鏡
出
土
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
大
和
に
所
在
す
る
∬
期
の
古
墳
の
な
か
か
ら
、
五
面
以
上
の
彷
製
鏡
が
出
土
し
た
古
墳
と
し
て
、
北
部
の
奈
良
市
佐
紀
町
丸
塚

　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

古
墳
（
＝
三
圓
）
、
奈
良
市
山
陵
町
マ
エ
塚
古
墳
（
九
面
）
、
東
部
の
天
理
市
柳
本
町
天
神
山
古
墳
（
六
面
）
、
西
部
の
北
葛
城
郡
広
陵
町
新
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

古
墳
（
二
四
面
）
、
北
葛
城
郡
河
合
町
宝
塚
古
墳
（
一
一
面
）
、
北
葛
城
郡
河
合
町
貝
吹
所
在
古
墳
（
六
面
）
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
福
岡
県
沖
ノ
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前期畿内政権論（用西）

島
一
七
号
遺
跡
出
土
鏡
の
岡
工
面
は
、
宝
塚
古
墳
で
五
面
、
新
山
古
墳
で
二
面
、
貝
吹
所
在
古
墳
で
二
面
、
　
マ
エ
塚
古
墳
で
一
面
を
そ
れ
ぞ

　
　
　
⑭

れ
数
え
る
（
第
七
表
）
。
こ
の
う
ち
わ
け
を
み
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
位
を
占
め
る
宝
塚
古
墳
の
出
土
面
数
が
二
位
を
か
な
り
凌
ぐ
こ
と
で
あ

り
、
面
数
で
上
位
を
占
め
る
宝
塚
、
新
山
、
貝
吹
の
三
古
墳
が
、
い
ず
れ
も
大
和
西
部
に
所
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
福
岡
県
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
繊
麗
鏡
の
同
工
鏡
が
こ
れ
ほ
ど
集
中
し
て
出
土
し
た
古
墳
な
い
し
地
域
は
、
大
和
を
離
れ
て
も
例
を
み

な
い
。
一
般
に
、
岡
工
鏡
を
数
多
く
分
有
す
る
ば
あ
い
、
遣
跡
同
士
の
年
代
の
近
い
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
が
、
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡

出
土
鏡
の
同
工
鏡
の
分
有
に
つ
い
て
は
、
年
代
が
近
い
と
い
う
だ
け
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
き
に
、
宝
塚
古
墳
と
新
山
古
墳
と
の
問

で
同
箔
鏡
の
分
布
が
相
違
す
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
前
期
畿
内
政
権
の
地
方
経
営
と
し
て
は
新
し
い
時
期
に
属
す
る
活
動
に
大
和
西
部
勢
力

が
関
与
し
、
宝
塚
古
墳
の
被
葬
老
は
東
方
経
営
に
、
新
山
古
墳
の
被
葬
老
は
灘
方
経
営
に
そ
れ
ぞ
れ
参
画
す
る
機
会
を
も
っ
た
、
と
推
測
し
た
。

こ
の
推
測
が
首
肯
を
う
け
る
な
ら
ば
、
同
工
鏡
．
の
出
土
面
数
が
も
っ
と
も
多
い
宝
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
、
国
内
で
は
東
方
経
営
に
参
画
す
る
機

会
を
も
つ
い
っ
ぽ
う
、
大
陸
と
の
通
交
に
も
役
割
を
演
じ
る
機
会
を
も
っ
た
、
と
推
量
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
こ
ま
で
推

量
を
進
め
る
こ
と
に
も
し
実
証
上
の
不
安
を
覚
え
る
な
ら
ば
、
同
工
鏡
の
出
土
面
数
で
上
位
を
占
め
る
三
古
墳
が
い
ず
れ
も
大
和
西
部
に
所
在

す
る
こ
と
に
論
拠
の
重
点
を
移
す
こ
と
に
し
、
こ
の
点
か
ら
、
大
和
西
部
勢
力
が
大
陸
と
の
通
交
に
参
画
す
る
機
会
を
も
っ
た
、
と
推
断
し
て

お
き
た
い
。

　
な
お
、
福
岡
県
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
出
土
鏡
の
な
か
に
彷
製
唐
草
単
帯
三
神
三
管
鏡
一
面
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
鏡
に
は
同
型
鏡
の
出
土
が
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ら
れ
て
お
り
、
出
土
古
墳
と
し
て
、
大
阪
府
羽
曳
野
市
壷
井
御
旅
山
古
墳
、
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
、
京
都
市
西
京
区
樫
原
百
々
ケ
池
古
墳
が
あ

げ
ら
れ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
仇
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
箔
鏡
の
分
有
関
係
を
み
る
と
、
紫
金
山
古
墳
は
山
口
県
長
光
寺
山
古
墳
、
兵
庫
県
氷
上

　
　
　
　
　
　
　
⑰

郡
氷
上
町
北
野
親
王
塚
古
墳
、
奈
良
県
新
山
古
墳
と
の
間
で
同
轍
の
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡
を
分
有
し
、
新
山
古
墳
は
宝
塚
古
墳
と
の
間
で
甥
種

の
同
箔
獣
文
覚
三
神
三
里
鏡
を
分
有
す
る
。
つ
ま
り
、
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
は
、
大
和
の
古
墳
と
の
間
で
は
直
接
の
分
有
関
係
を
み
な
い
け
れ

ど
も
、
紫
金
山
古
墳
を
仲
介
と
す
る
か
た
ち
で
あ
れ
ば
、
大
和
の
な
か
で
は
新
山
古
墳
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
新
出
古
墳
を
介
し
て
宝
塚
古
墳
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と
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
、
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
と
大
和
西
部
所
在
三
古
墳
と
の
間
に
み
と
め
ら
れ
る
同
工
鏡
の
分
有
関
係
の
緊
密
さ
は
、
彷
製

三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
箔
鏡
の
分
有
関
係
の
結
果
に
よ
っ
て
も
裏
切
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
き
に
、
大
和
東
部
勢
力
を
盤
主
と
す
る
連
合
政
権
と
し
て
理
解
し
た
前
期
畿
内
政
権
の
な
か
で
、
古
く
は
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
被

葬
者
、
新
し
く
は
大
和
北
部
勢
力
、
同
音
東
部
勢
力
、
同
西
部
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
地
方
経
営
に
関
与
す
る
機
会
を
も
っ
た
こ
と
を
推
論
し
、
い

ま
ま
た
、
大
和
西
部
勢
力
が
大
陸
と
の
通
交
に
参
画
す
る
機
会
を
も
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
至
っ
た
。
政
権
の
盟
主
に
擬
翻
し
た
大
和
東
部

勢
力
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
政
権
を
構
成
し
た
他
の
有
力
勢
力
の
な
か
に
、
地
方
経
営
や
大
陸
と
の
通
交
に
携
わ
っ
た
痕
跡
を
見
い
だ
し

え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
和
東
都
地
域
が
副
葬
品
の
判
明
し
た
前
期
の
古
墳
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
点
に
原
因
の
一
端
を
求
め
る
べ
き
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
な
お
、
連
合
政
権
と
し
て
の
特
質
を
そ
な
え
た
前
期
畿
内
政
権
の
実
像
を
大
過
な
く
伝
え
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
て
、
も
し
伝
え
て
大
過
な
い
と
み
た
ば
あ
い
、
政
権
の
実
像
と
し
て
、
有
力
勢
力
が
自
律
的
に
政
権
の
諸
活
動
の
実
務
を
分
掌
し
、

大
和
東
部
勢
力
は
諸
活
動
に
保
証
を
与
え
る
共
立
さ
れ
た
蔵
王
の
一
族
と
し
て
政
権
を
統
括
す
る
構
造
を
思
い
え
が
い
た
と
し
て
も
、
想
像
に

す
ぎ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

　
す
な
わ
ち
、
崇
熟
畑
の
彦
国
選
や
神
功
紀
の
二
重
熊
が
内
乱
鎮
圧
に
差
遣
さ
れ
る
伝
承
、
あ
る
い
は
葛
城
襲
津
彦
が
対
朝
鮮
外
交
に
敏
腕
を

ふ
る
う
伝
承
な
ど
、
地
方
経
営
や
外
交
に
関
す
る
伝
承
の
こ
と
ご
と
く
が
書
紀
編
者
の
造
作
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
伝
承
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
天
皇
主
導
の
政
治
構
造
が
前
期
畿
内
政
権
の
姿
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
は
、
考
古
学
上
の
資
料
に
よ
っ
て
も
ま
た
推
断

し
う
る
の
で
あ
る
。

①
　
第
三
章
注
⑤
に
同
じ
。

②
　
構
晦
彰
一
「
古
墳
時
代
」
　
（
『
岐
阜
県
史
駈
通
史
編
　
原
始
　
昭
和
四
七
年
）
。

③
　
定
森
秀
夫
「
韓
国
慶
最
南
道
昌
寧
地
域
出
土
陶
質
土
器
の
検
討
」
　
（
『
古
代
文

　
化
』
第
＝
「
㎝
二
巻
第
閥
馨
　
昭
和
五
六
細
干
）
。

④
　
伊
達
宗
泰
「
和
爾
上
殿
古
墳
」
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
・
査
報
告
』

第
二
三
冊
　
昭
和
四
｝
年
〉
。

⑤
　
第
四
章
注
⑬
に
同
じ
。

⑥
仁
科
義
男
「
大
丸
山
古
墳
」
（
『
山
梨
県
史
蹴
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
止
q
』
第

　
五
輯
　
昭
　
和
｛
ハ
年
）
。

⑦
　
洪
思
俊
・
金
正
鮭
「
学
習
婁
四
・
五
号
古
墳
発
掘
調
査
報
告
」
（
『
国
立
博
物
鉱
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古
曲
夢
心
調
査
報
出
口
』
鮒
剛
五
冊
凹
　
一
九
六
四
館
－
）
。

⑧
　
野
守
健
・
小
泉
顕
夫
『
慶
尚
北
道
達
斌
郡
張
型
駆
古
墳
調
査
報
告
』
（
『
大
正
…

　
二
年
度
古
麟
削
調
査
報
化
ロ
』
第
一
甜
　
昭
和
ふ
ハ
ρ
ヰ
）
。

⑨
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
編
『
沖
ノ
島
』
昭
和
三
三
年
。
同
編
『
続
沖
ノ
島
』
昭

　
和
＝
　
山
ハ
年
。
第
一
二
次
沖
ノ
島
学
術
調
査
臨
隊
編
『
麿
総
総
沖
ノ
島
』
昭
和
眼
閃
門
年
。

⑩
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
『
奈
良
市
史
臨
考
古
編
昭
和
四
三
年
。

⑫
小
島
俊
次
『
マ
エ
壕
古
墳
』
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
皆
』
第

　
二
閥
冊
昭
和
四
四
年
）
。

⑫
伊
達
宗
泰
ほ
か
『
大
和
天
神
山
古
墳
』
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査

　
報
告
』
第
二
二
冊
　
昭
和
三
八
年
）
。

⑬
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
古
鏡
目
録
臨
昭
和
五
一
年
。

⑭
第
7
表
に
列
挙
し
た
沖
ノ
島
一
七
号
遣
跡
出
土
鏡
の
鏡
式
名
は
本
章
注
⑨
『
統

　
沖
ノ
島
』
記
載
の
名
称
に
従
が
つ
た
。
鏡
式
名
と
し
て
統
一
を
欠
く
き
ら
い
が
あ

　
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
大
和
、
屯
在
隔
世
で
繊
土
壁
製
鏡
が
五
面
に
満

　
た
な
い
古
墳
に
お
い
て
も
同
工
鏡
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
出

　
土
鏡
ω
②
㈲
㈲
－
概
原
市
一
町
新
沢
五
〇
〇
考
墳
讐
敵
複
線
波
文
里
方
格
規

　
矩
鏡
（
二
七
・
八
㎝
）
。
沖
ノ
島
　
七
号
遺
跡
墨
土
窯
鱒
一
桜
井
市
池
ノ
内
腰
揚

　
池
ノ
内
五
号
墳
出
土
獣
形
鏡
（
一
三
・
○
㎝
）
、
橿
原
帝
一
町
新
沢
一
〇
九
号
墳
患

　
土
獣
形
鏡
（
一
二
二
㎜
）
。

⑯
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
編
『
南
河
内
・
石
川
流
域
に
お
け
る
古
墳
の
調
査
』
（
『
大

　
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
』
第
ニ
ニ
輯
　
昭
和
四
五
年
）
。

⑯
梅
原
宋
治
「
川
岡
村
岡
ノ
古
墳
」
（
『
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
』
第
二
冊

　
大
正
九
年
）
。

⑰
　
後
藤
守
～
『
漢
式
鏡
戸
大
正
一
碧
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎜
鴫
和
五
山
熟
年
五
日
刀
…
腕
稿
i

（
平
安
博
物
館
助

5
）
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naturalistic　sty　le　and　civi！ian　spirit　in　shui－mo・leua水墨画had　been　the

mainstreem　for　about　six　hundred　years　up　to　tke　end　of　Ch’伽g清，

and　then　to　the　present．

AStudy　of‘the　Early　Kinai畿内Political　Power’

An　lntroduction　into　the　Political　History

　　　　　　　　　　of　the　Bttrial　Mound古墳Period

by

Hiroyuki　Kawanishi

　　In　this　paper，　according　to　my　ckronolegy　of　the　large　burial　mounds

in　Kinai，　1　suppose　that　in　Kinai　there　was　a　political　union　whi¢h　I

regard　as　‘the　early　Kinai　po｝iticai　power　’．　And　1　discuss　the　produ－

ction，　Iocal　administration　and　foreigll　relation　uエ1der　that　power　whlch

was　characteristic　of　a　coalition　aRd　whose　leader　was　the　power　iB

the　eastern　part　of　the　Yamato大和district．

　　The　points　of　my　discussion　are　as　follows．　First：　There　were　three

types　of　the　system　of　tke　production．　Secondly：　lt　seems　that　in　the

early　government　the　three　powers　（i．e．　the　power　in　the　northern

part　of　the　Yamato　district，　that　in　the　korth－eastern　part　and　that　in

the　western　part）　participated　in　the　local　administration　and　the　power

in　the　western　part　particlpaeed　in　the　actions　for　the　foreign　relation．

In　short，　this　political　power　didn’t　have　the　polltical　structure　pictured

in　the　Nihonsyolei日本書紀which　shows　the　inltiative　of　the　emperor

in　tke　government．　ln　this　paper，　from　the　point　of　vlew　of　the　arch－

aeology，　1　could　get　some　circumstantial　evidence　about　this　argument．

（764）




