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月
の
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古
墳
」
編
集
部
編

一
月

の

輪

古

墳横
　
山
　
浩

　
記
録
叢
話
で
有
名
な
岡
山
県
月
の
輪
古
墳
の
調
査
報
告
で
あ
る
。

　
月
の
輪
古
墳
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
た
め
、
巨
大
な
古
墳
で
あ
る
か
の
よ

う
に
誤
解
し
て
い
る
人
も
多
い
が
、
全
国
的
に
見
れ
ば
、
さ
し
て
大
規
模
と
も

内
容
豊
富
で
あ
る
と
も
い
い
難
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
古
墳
が
大

が
か
り
な
発
掘
の
対
象
に
選
ば
れ
た
の
は
、
山
間
部
の
自
己
完
結
的
な
小
盆
地

に
お
け
る
政
治
的
統
一
の
過
程
を
調
べ
る
モ
デ
ル
地
域
と
し
て
、
こ
の
地
域
が

と
り
あ
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
五
三
年
に
行
わ
れ
た
発
掘
は
、
学
者
と
動
輪
の
密
緩
な
協
力
に
よ
っ
て

進
め
ら
れ
、
そ
の
運
営
法
を
め
ぐ
っ
て
、
は
げ
し
い
賛
否
両
論
が
た
た
か
わ
さ

れ
た
こ
と
は
、
今
も
な
お
記
憶
に
の
こ
る
事
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
調
査
終

了
後
も
、
こ
の
運
営
方
法
が
、
ど
の
よ
う
な
学
問
酌
成
果
を
生
み
幽
し
得
る
で

あ
ろ
う
か
と
の
関
心
か
ら
、
報
告
欝
の
判
事
が
久
し
く
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　
七
年
の
歳
月
を
つ
い
や
し
て
完
成
さ
れ
た
本
書
は
、
四
〇
〇
頁
に
九
ポ
活
字

の
ぎ
っ
し
り
と
つ
ま
っ
た
大
冊
で
あ
る
。
そ
の
大
き
い
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
る

が
、
普
通
の
報
告
書
で
は
わ
ず
か
な
部
分
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
考
説
が
、

頁
数
に
し
て
、
．
全
体
の
な
か
ば
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
る
。

本
書
の
構
成
は
、

序
　
説

第
1
部

第
2
部

第
3
部

第
4
部

第
5
部

　
　
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

月
の
輪
古
墳
を
め
ぐ
る
環
境

調
査
の
記
無

技
術
史
的
な
ら
び
に
自
然
科
学
的
研
究

考
古
学
的
検
討

年
代
と
性
格

発
掘
の
経
過

こ
の
う
ち
、
第
1
部
と
第
5
部
が
纂
実
報
告
に
、
そ
の
他
の
部
分
が
考
説
に
当

る
わ
け
で
あ
る
。

　
鞭
集
に
当
っ
て
共
同
研
究
の
態
勢
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
、
調
査
以
来
の
事
清

か
ら
見
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
執
筆
考
は
、
自
然
科
学
考
を
も
含
め
て
、
総

数
十
七
名
の
多
く
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

二

　
ま
ず
、
事
実
報
告
の
部
分
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　
こ
の
古
墳
の
発
掘
方
法
の
な
か
で
、
最
も
捌
期
的
な
の
は
、
墳
丘
蓑
面
の
全

面
発
掘
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
葺
石
・
埴
輪
な
ど
壌
丘
表
面
の
施
設
に
つ

い
て
は
、
一
部
分
だ
け
を
発
掘
し
て
全
体
を
推
測
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
普
通

に
と
ら
れ
て
き
た
発
掘
法
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
面
発
掘
の
必
要
な
こ
と
は
、

前
々
か
ら
痛
感
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
莫
大
な
労
力
を
要
す
る
た
め
、
あ

え
て
こ
れ
を
行
う
人
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
全
面
発
掘
の
成
果
と
し
て
は
、
ま
ず
葺
石
の
検
出
が
あ
る
。
葺
石
の
施
し
方

　
　
　
　
　
　
サ

に
疎
密
が
あ
り
、
外
側
か
ら
な
が
め
て
、
最
も
眠
に
入
り
や
す
い
部
分
が
丁
寧

に
葺
か
れ
て
い
る
事
実
な
ど
は
、
全
面
発
掘
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
到
底
知
る
こ
と
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が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
墳
丘
の
形
状
や
、
壇
輪
の
配
列
状

況
が
全
爾
的
に
検
出
さ
れ
、
築
造
技
術
や
計
蔓
性
を
考
え
る
の
に
必
要
な
デ
ー

タ
ー
が
、
綿
密
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。

　
蓑
面
の
全
繭
発
掘
ば
か
り
で
な
く
、
墳
丘
の
各
所
に
ト
レ
ン
チ
を
掘
っ
て
、

築
成
状
況
の
精
査
を
行
い
、
予
想
し
な
か
っ
た
漸
事
実
を
発
見
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
墳
丘
の
上
部
を
構
成
し
て
い
る
盛
土
は
、
一
度
に
盛
ら
れ
た
の
で
は

な
く
、
ま
ず
下
半
が
盛
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
頂
上
に
紅
い
礫
を
し
い
て
あ
る
期

間
放
幽
し
た
の
ち
、
そ
の
中
央
を
掘
り
下
げ
て
埋
葬
を
行
い
、
そ
の
の
ち
に
盛

土
の
上
半
を
完
成
し
て
い
る
こ
と
が
た
し
か
め
ら
れ
た
。
ま
た
造
ウ
出
し
に
つ

い
て
も
、
断
面
の
観
察
に
よ
っ
て
、
築
成
当
初
か
ら
の
計
画
で
あ
り
、
の
ち
に

付
潔
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
5
な
大
工
事
は
ハ
延
一
．
万
人
に
達
す
る
地
元
畏
の
協
力
が
あ
っ
て
、

は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
と
想
覧
。
地
元
の
方
々
の
熱
意
と
、
調
査
者
の

問
題
意
識
の
強
烈
さ
に
、
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。

三

　
面
様
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
は
、
技
術
史
的
研
究
に
相
掻
の
ス
ペ
ー
ス
を
恥

い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
あ
げ
ら
れ
た
諸
対
象
の
う
ち
、
人
骨
・
木
画
∵

獣
皮
は
、
資
料
の
腐
朽
が
ひ
ど
か
っ
た
た
め
、
比
較
的
簡
略
に
と
り
あ
っ
か
わ

れ
て
い
る
が
、
織
物
技
術
と
鉄
器
の
成
分
に
つ
い
て
は
、
報
告
者
が
以
前
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

行
っ
て
き
た
研
究
の
、
ま
と
め
も
し
く
は
中
毒
報
告
と
も
い
え
る
諭
説
が
の
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
筆
者
に
は
、
こ
れ
等
の
業
績
を
批
評
す
る
だ
け
の
知
識
は
な
い

が
、
茎
葉
史
詩
研
究
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

の
多
い
論
説
で
あ
る
。

　
「
考
古
学
的
検
討
」
の
部
で
は
、
事
実
報
岱
で
述
べ
ら
れ
た
諸
事
象
が
、
も

う
一
度
ま
と
め
て
検
討
さ
れ
る
。
と
り
あ
げ
ら
れ
る
聞
題
は
、
月
の
輸
古
墳
に

関
係
し
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
わ
た
っ
て
山
4
9
り
、
そ
の
な
か
に
は
解
決
を
今

後
に
残
し
た
問
題
も
多
い
。
そ
れ
等
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
特
に
重
要
な
埴
輪
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　
埴
輪
に
つ
い
て
は
、
本
番
で
二
つ
の
新
し
い
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
埴
輪
の
工
人
の
組
織
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
の
形
象

埴
輪
と
円
筒
三
輪
の
醐
に
は
、
製
作
技
術
の
う
え
で
、
優
劣
の
差
が
認
め
ら
れ

る
が
、
報
告
者
は
、
堰
輪
の
需
要
の
少
い
こ
の
地
域
に
埴
輪
の
専
門
工
人
が
い

な
か
っ
た
の
で
、
古
墳
の
営
造
に
当
っ
て
、
南
蔀
平
．
野
地
帯
か
ら
専
門
工
人
を

ま
ね
き
、
彼
等
に
形
象
三
輪
を
、
彼
等
の
指
導
下
に
あ
る
地
元
の
土
師
器
工
人

に
円
筒
埴
輪
を
製
作
さ
せ
た
た
め
、
で
き
上
り
に
優
劣
の
差
が
生
じ
た
の
で
あ

る
と
推
定
し
て
い
る
、
、
そ
し
て
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
吸
水
率
と
気
孔
率
の

検
査
に
よ
る
と
、
剛
山
県
砲
部
の
金
蔵
由
古
墳
で
は
、
形
象
埴
輪
と
円
筒
埴
輪

が
ほ
ぼ
似
通
っ
た
数
値
を
示
し
、
す
べ
て
の
埴
・
輪
が
専
門
工
人
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
状
態
に
あ
る
の
に
対
し
、
月
の
輪
古
墳
で
は
、
形
象
植
輪
と

円
筒
埴
輪
の
聞
に
明
ら
か
な
差
が
認
め
ら
れ
、
前
述
の
外
児
上
の
差
と
照
応
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
新
し
い
着
眼
点
で
あ
っ
て
、
い
ま
の
と
こ
ろ
ま

だ
わ
ず
か
な
資
料
が
検
査
さ
れ
た
だ
げ
で
あ
る
が
、
将
来
の
成
果
を
簸
待
さ
れ

て
よ
い
。

　
塙
輪
に
関
す
る
第
二
の
璽
要
な
発
欝
は
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本

書
は
、
土
留
説
・
柴
垣
摸
倣
説
・
奉
献
土
器
仮
器
化
説
な
ど
こ
れ
ま
で
の
埴
輪

起
源
説
を
、
す
べ
て
承
服
で
き
な
い
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
そ
の
か
わ
ウ
に
、
植

輪
は
土
器
の
棺
を
象
徴
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
初
瑚
の
円
筒
填
輸
の
樹
立
は
、
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轡

首
長
の
棺
と
と
も
に
あ
る
集
団
成
員
の
棺
と
い
う
、
か
つ
て
の
弥
生
時
代
の
集

団
墓
地
で
の
関
係
を
、
高
度
に
抽
象
化
し
て
蓑
指
し
た
も
の
漏
と
す
る
、
大
腿

な
仮
説
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
地
表
下
に
埋
没
さ
れ
た
土
器

棺
が
、
地
表
に
樹
立
さ
れ
る
に
い
た
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
飛

露
で
あ
る
。
そ
の
中
間
段
階
と
し
て
、
報
告
者
が
想
定
し
て
い
る
「
門
筒
填
輪

が
墳
丘
斜
面
を
め
ぐ
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
点
々
と
埋
没
さ
れ
て
い
る
」
よ
5
な
状

態
が
、
発
掘
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
直
ち
に
は
承
認
で
き
な
い
。

こ
の
仮
説
は
、
第
5
部
で
述
べ
ら
れ
る
発
生
期
の
古
墳
の
性
格
づ
け
之
も
、
ま

た
報
告
者
が
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
北
九
州
勢
力
に
よ
る
畿
内

征
服
の
可
能
性
と
も
関
連
が
あ
り
、
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
、
慎
璽

な
再
検
討
を
望
み
た
い
。

四

　
「
年
代
と
性
格
」
の
三
分
で
は
、
ま
ず
月
の
輪
古
墳
の
年
代
を
、
中
期
前
半

末
～
後
半
初
と
考
定
し
て
い
る
、
こ
の
結
論
自
体
に
異
論
は
な
い
に
し
て
も
、

こ
の
章
で
の
年
代
考
証
が
、
第
3
部
、
特
に
鋼
鐡
と
鏡
の
章
で
の
年
代
考
証
と
、

全
く
無
…
闘
係
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
な
感
じ
を
受
け
る
。

　
年
代
論
に
つ
づ
く
章
で
は
、
調
査
開
始
の
際
に
設
定
さ
れ
た
問
題
に
こ
た
え

て
、
月
の
輪
地
域
の
敬
治
湘
統
一
の
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
月
の
輪
の
盆
地
は
、

大
き
な
州
に
よ
っ
て
三
つ
の
地
区
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
報
告
者
は
遺
跡
の

分
布
を
検
討
し
て
、
古
墳
時
代
に
は
す
で
に
盆
地
全
体
が
、
政
治
的
に
統
一
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
、
さ
ら
に
そ
の
統
一
過
程
で
、
治
水
事
業
の
果
し
た

役
割
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
治
ぶ
技
術
の
未
熟
な
弥
生
式
時
代
に
は
、
大

き
な
川
は
画
岸
を
分
離
す
る
役
割
を
演
じ
た
の
に
対
し
、
河
水
の
瀧
漉
へ
の
利

用
と
、
河
道
の
制
御
が
可
能
に
な
っ
た
宵
墳
時
代
に
な
る
と
、
川
を
媒
介
と
し

て
両
岸
の
集
団
が
利
害
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
利
害
の
調
整
春
と

し
て
、
首
長
が
政
治
酌
統
一
に
乗
り
禺
す
条
件
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
は
、
抽
象
的
な
形
で
は
こ
れ
ま
で
も
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

本
書
の
場
合
は
、
古
墳
時
代
の
動
水
技
術
に
つ
い
て
の
呉
牛
的
な
評
価
を
含
ん

で
い
る
の
で
、
讐
に
遜
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
治
水
技
術
に
つ
い
て
は
、
註
で
述

べ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
見
逃
さ
れ
や
す
い
が
、
報
告
齋
は
井
堰
に
よ
る
河
川

利
劔
が
溜
池
灌
漉
よ
り
古
い
と
考
え
、
古
墳
時
代
の
土
木
技
術
は
、
す
で
に
前

者
の
可
能
な
段
階
に
達
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
最
後
の
章
は
、
発
生
期
の
古
墳
を
ば
、
首
長
を
中
心
と
し
た
共
学
体
の
集
団

祭
魂
の
場
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
れ
が
権
威
を
誇
示
す
る
手
段
と
し
て
の
発
展

期
の
古
墳
に
転
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
諭
じ
て
い
る
。
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
報
告
着
で
あ
る
近
藤
氏
が
、
す
で
に
発
衷
し
た
考
え
と
、
基
本
的
に
は
変

ら
な
い
が
、
発
生
期
の
古
墳
の
集
鋤
祭
祀
の
場
と
し
て
の
性
箔
を
、
特
に
強
調

し
て
い
る
点
に
新
し
さ
が
晃
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
際
王
．
要
な
論
拠
に
な
っ
て

い
る
「
発
生
期
の
古
墳
は
一
地
域
に
一
基
し
か
な
い
」
と
い
う
三
三
が
、
ま
だ

完
金
に
は
実
舐
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
若
干
の
不
安
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
以
上
、
報
告
者
が
最
も
蕾
心
し
た
ら
し
い
部
分
、
異
論
の
あ
り
そ
う
な
部
分

だ
け
を
ぬ
き
蹴
し
て
批
評
し
た
の
で
、
報
告
書
を
読
ん
で
お
ら
れ
な
い
方
に
は

わ
か
り
に
く
い
と
隣
心
・
）
が
、
お
許
し
を
願
い
た
い
。
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