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一　
墳
墓
発
見
め
事
情
と
墳
墓
の
位
置

」
と
に
載
告
す
る
御
率
山
禰
生
式
墳
墓
と
は
島
根
県
邑
智
郡
瑞
穏

呼
好
争
鰈
酢
争
仕
前
の
ｉ
殊
Ｒ
し
作
‥‐す

れ
た
．
箱
式
棺
を
内
部
主
体

に
，
，

主
廣
肇
で
あ
る
。

」
のｉ
を
は
石
見
高
原
の
中
．を

東
閲
に
違
な

る
山
間
盆
地
の
東
端
出
羽
盆
地
を
眼
下
に
見
下
す
景
勝
の
地
で
、
丘

陵
の
真
下
に
は
出
羽
川
の
河
岸
段
丘
上
に
形
成
さ
れ
た
鱒
淵
部
落
が

拡
が
り
、
そ
の
部
落
に
は
、
南
端
の
土
師
器

。
須
恵
器
を
多
数
出
土

し
た
竹
前
遺
跡
を
は
じ
め
と
し
て
殆
ん
ど
全
域
に
土
器
片
の
散
布
が

み
ら
れ
、
更
に
出
羽
川
を
は
さ
ん
で
そ
の
対
岸
の
段
丘
上
に
は
牛
塚

原
遺
跡

。
順
庵
原
Ａ
遺
跡

・
順
庵
原
Ｂ
遺
跡

・
牛
市
原
遺
跡

一
長
尾

原
遺
跡

。
淀
原
遺
跡
等
々
の
多
換
の
集
落
跡
が
殆
ん
ど
切
れ
間
な
く

違

つ
て
い
て
、
古
代
に
お
け
る
出
羽
盆
地
の
繁
栄
の
跡
を
し
の
ば
せ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
御
華
山
輛
生
式
墳
墓
の
発
見
は
全
く
偶
然
の
で

き
ご
と
て
か

つ
た
ｏ
瑞
穂
町
保
健
課
の
昭
和
四
十
三
年
度
の
事
業
と

し
て
鱒
淵
部
落
か
ら
下
流
の
出
羽
の
町
の
間

一
帯
に
供
給
で
き
る
水

道ｉ
工
事
に
着
手
し
、
そ
の
貯
水
メ
ン
ク
を
鯰
淵
の
丘
陵
頂
に
設
置
す

る
こ
´
と
な
す
ｔ
メ
ン
ク
埋
設
の
た
め
の
広
を
掘
り
は
じ
め
た
際
に
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工
事
人
大
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
タ
ン
ク
理
設
広
の
片
隅
に
露
呈
し
た
箱
式
格
を

見
た
土
事
人
夫
達
は
、
好
奇
心
の
赴
く
ま
ま
に
蓋
石
の

一
枚
を
は
ぎ
と
つ
て
奥
に
鍬
先
を
突
込
み
中
の
も
の
を
か
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
頭

骨
・
上
腕
骨
等
の
人
骨
片
が
現
わ
れ
、
驚
い
て
同
部
落
の
名
刺
高
書
寺
に
通
報
、
高
善
寺
で
は
早
速
人
骨
の
供
養
を
す
る
と
共
に
瑞
穂
町

教
育
委
員
会
に
報
告
し
た
。
同
夜
、
瑞
穂
町
教
育
委
員
会
及
び
瑞
穂
町
誌
編
纂
委
員
三
上
鎮
博
氏
か
ら
筆
者

（
島
根
県
理
蔵
文
化
財
調
査

員

・
高
原
中
学
校
教
諭
門
脇
俊
彦
）
に
連
絡
が
あ
り
、
翌
二
十
九
日
に
現
地
踏
査
を
実
施
し
た
次
第
で
あ
る
。

現
地
は
丘
陵
頂
に
突
出
し
た
約
二
十
米
四
方
の
水
高
い
場
所
で
，
古
く
か
ら
高
善
寺
の
御
奉
山
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
て

あ
り
一
現
在
で
も
石
楠
露
呈
地
の
地
主
は
高
善
寺
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
が
現
地
に
着
い
た
時
の
墳
墓
の
現
状
は
、
タ
ン
ク
埋
設
拡
の
西

北
隅
に
箱
式
棺
が
露
呈
し
て
い
た
が
、
半
壊
さ
れ
た
墳
墓
と
は
い
え
ダ
ン
ク
埋
設
の
た
め
に
掘
り
取
ら
れ
た
墓
広
の
半
分
と
動
か
さ
れ
た

一
枚
の
蓋
石
以
外
は
か
な
り
よ
く
残
さ
れ
て
い
た
。
調
査
は
先
ず
墓
広
内
の
清
掃
か
ら
始
め
た
が
、
こ
の
日
は
箱
式
格
蓋
石
の
実
測
ま
で

で
日
没
と
な

っ
た
た
め
ひ
と
ま
ず
調
査
を
終
え
、
昭
和
四
十
四
年

一
月
五
日
に
引
き
続
い
て
三
日
日
の
調
査
を
実
施
し
た
の
で
ぁ
る
が
こ

こ
の
二
日
間
の
調
査
の
概
報
を
記
す
の
が
こ
の
調
査
報
告

のｉ
目
的
で
あ
る
。

遺

の

概

報

こ
こ
に
報
告
す
な
御
華
山
の
墳
塵
は
、
封
土
を
全
く
も
た
ず
、
土
広
の
底
に
箱
式
構
を
主
体
と
し
て
埋
葬
し
た
墳
墓
で
あ
り
、
後
述
す

る
出
土
土
器
に
つ
い
て
み
る
と
未
だ
土
師
器
の
要
素
を
殆
ん
ど
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
爾
生
式
上
器
の
範
疇
に
入
る
べ
き
式
の
上
器
片

で
こ
こ
の
こ
と
力
、
ら
こ
の
御
孝
山
の
禁

墓
を
特
殊
な
構
造
を
も
つ
爾
生
式
墳
墓
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

丘
の
立
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
鱒
淵
部
落
か
ら
か
比
高
約
七
十
米
の
丘
陵
頂
に
突
出
し
た
高
さ
約
六
米
上
面
約
二
十
米
四
方
の
花
こ

う
岩
質
の
自
然
地
形
の
上
頂

・
西
北
導
に
作
ら
れ
て
お
つ
、
堪
広
の
規
模
は
、
墓
広
の
兵
側
半
分
が
地
山
上
面
か
ら
の
深
さ
約
○
・
五
五
米

だ
け
完
全
だ
削
り
取
ら
れ
て
い
る
た
め
に
も
推
定
で
は
あ
る
が
上
面
に
お
い
て
東
西
約
二
・
入
米
、
西
側
幅

一
・
五
三
米
、
東
側
幅
約

一
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こ
と
に
報
告
す
る
御
華
山
つ
墳
墓

は
．
調
土
を
全
く
も
た
ず
　
士
朔
¢
姫

に
「

Ｊ
蒋
増
幅
帝
ど
と
「
ど

，
―

，
ｕ

Ｅ
】
‥
―
　

′１

．ｉ

，
Ｌ

と
と
器

け
ヶ
い
争
み
ヶ
七
未
茫
士
師
器

の
要
素
を
殆
ん
ど
認
め
る

こ
と

，

て
≡

な

‐」、
舜
生
式
土
器

の
金
疇

一
状
な
く
き
式
．つ

ｔ

ｉ
器
片

■
い

こ
ケ
一
と
力ヽ

‐，
こ

分
御

奉
山
の
猟

一墓
を
特
殊
な
構
造
を
も

っ
韓
生
キ
舞

基
Ｌ

ぃ
Ｆ

既
・昨

，
な

こ
と
が
で
き
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で
あ
ろ
う
。
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・
三
米
、
底
部

に
お
い
て
東
西
二

・
二

一
米
，
西
側
幅

一
”
二
五
米′
、
泉
側
幅

一
・
〇

七
米
ぉ

地
山
上
面

よ
り
の
深
さ

一
・
Ｏ
米

ミ

一
‘

二
三
米
を
測

る
陽
丸

の
つ
く
り

で
、

そ
の
上
面
に
ぇ

に
Ｏ

ｏ
こ
米
程
度
分
腐
蝕

土

の
堆
積

が
み
ら

れ
る
。

（
第
２
図
）
　

　

　

　

‘

こ
の
よ
う
な
墓

広
の
底
部
に
，
偏
子
が
針
然
石

と
針
石…
と
ら
組
各

わ
せ
に
よ

っ
て

つ
く
ら

れ
た
箱

式
格

が
置
か
れ
て
い
た
。
箱
式
棺

の

規
模

は
内
側

で
東
西

一
■
八
五
米
。
西
側
幅
○

・
五
二
米
、
泉
皿
幅
〇

・
二
五
米
。
深

さ
○

・
二
入
ユ

Ｏ

・
四
二
米
を
測
り
ぉ
主
軸
を
略

兵
西
と
し
て
西

に
広
い
形
態
れ
∫
ち
．
北
監

四
枚
、
雨
壁
五
枚
、
凍
匠
各

一
枚

に
石

の
平
を
そ

れ
ぞ

れ
立
て
て
組
冶
わ
せ
与
そ
の
上

に
五

枚

の
叢
石
を
覆

っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
墓
広

の
底
部

は
二
段

に
掘

り
込
■

れ
て
お
り
、
石
棺
側
石

の
外
側
は
地
山
上
面
か
ら
爾
側

で
約

一
・
○
米
北
側

で
約

一
ｏ
Ｏ

五
米
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
ち
が
、

そ
ぢ

府
側

は
更

に
深

く
掘

り
込
ま

れ
て
お
り
〕
側
石
は
地
山
に
立
て
込
む

よ
う
に
し
、
石
構
底
部
は
底
石
を
用
い
ず

に
地
山
を
断
面
Ｕ
字
形

ほ
ぐ
ぼ
め
，
中
央

の
最
深
部

の
深
さ
は
地
山
上
面
よ
り

一
・
二
三
米
掘

ケ
下
げ

ら
れ
て
い
る
。
石
棺

の
東
野

０
長
さ
は
墓
広

一
ば

い
に
な

っ
て
お
り
、
北
竪

の
東
端
は
墓
広

の
中

に
入
つ
さ
ら
ず
こ

墓
広
壁

の

一

部
を

え
ぐ
り
と

っ
て
石

の
端
を
は
め
込
ん
で
い
る
程

で
あ
る
。

（
第

２
図

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

又
石
槽
に
度
用
さ

れ
て
い
る
石
材

の
形
は
極

め
て
不
前
い
で
あ
ち

こ
ち

は
多
く

の
空
間

が
あ
り
、

そ

れ
を
埋
め
る
た
め
に
多
量

の

ツ
メ

粘
上
が
使
わ

れ
て
い
た
。
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る―
部
分
は
石
棺

の
兵
端
及
び
西
端

で
、
特

に
泉
端
は
遺
骸
つ
花

部

に
あ
上
る
た

め
か
粗

雑
で
小
さ
な

石
材

が
用
い
ら
れ
て
お
り
こ

蓋
石

に
し
て
ょ

こ
の
部
分

の
石
材

は
極

め
て
粗
雑

で
、
西
側

三
枚

の
石
材

と
は
比
鞍

に
な
ら
な

い
程
不
恰
好

て
厚
な
も
薄
と
も

ら
で
か
る
が

（
写
真

１

・
第

２
日
）
、
そ
の
た
め
か
こ
の
部
分

に
は
極

め
て
厚
く
粘
上
が
つ
め
ら
れ
て
あ

り

（
写
真

４
）
一
他

の
部
分
も
厚
さ
三

セ
ン
チ
程
度

に
石
目
を
覆

う
よ
う

に

ノ
メ
が
施

こ
さ

れ
て
あ

つ
た
。
そ

れ
だ
け

に
、
工
事
人
夫
の

話
で
は
蓋
石
を

〒
枚

は
ぎ
寡

っ
た
時

に
は
内
部

に
殆
ん
ど
土
砂

の
混
入
が
認
め
ら

れ
な

か

っ
た
程

に
よ
く
保
存
柊

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
ろ

又
同
じ
く
工
事
人
夫
の
話

に
よ
る
と
、
頭
骨
は
石
棺

ヽ
内

つ
西
側

に
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
石
構

の
形
態

が
西

に
広
い

こ
と
と
矛
盾

す
る
も

の
で
は
な
い
。
更

に
石
棺
内
部

の
あ
ち

こ
ち
に
は
薄
い
丹
痕

が
認
め
ら
れ
た
。
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遺

物

概

報

遺
物
の
出
土
情
況
に
つ
い
て
み
る
と
一
石
棺
内
に
は
全
く
遺
物
は
な
く
、
墓
拡
の
上
面
に
土
器
片
の
み
が
お
か
れ
て
い
た
よ
う
で
ぁ
る
。

石
格
内
部
は
調
査
実
施
の
前
日
に
工
峯
人
夫
に
よ

，
て
中
が
乱
さ
れ
、
人
骨
等
は
ひ
き
出
さ
れ
て
い
た
の
で
一あ
つ
て
、
調
査
時
に
は
全
く

原
状
を
と
め
て
ド
な
か
っ
た
が
、
工
事
人
次
の
話
で
は
遺
物
は
何
も
な
か
っ
た
と
訃
を
そ
ろ
え
で
い
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
信

用
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
．
石
格
外
遺
物
と
し
て
は
墓
広
の
上
面
か
ら
土
器
片
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
出
土
状
態
に
っ
い
て
は
、
遺
肱

出
土
面
が
木
根

に
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
ど
工
峯
中
の
発
見
で
あ

っ
た
た
め
に
充
分
に
原
況
を
知
る
こ
と
は
て
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
出
土

位
置
は
極
め
て
せ
ま
い
釘
囲
で
あ

っ
て
こ
墓
広
の
上
面
西
南
隅
に
か
た
め
て
置
か
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
ど
が
‘
き！
る
。
墓
広

の
東
側

半
分
は
調
査
時
に
は
冤
分
に
取
り
除
力、
れ
て
い
た
た
め
に
泉
側
の
遺
物
の
存
否
に
つ
い
て
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
工
事
人
夫
に
も
兵
側
で
　
・

の
土
器
片
の
存
在
を
認
め
る
も
の
は

一
人
も
い
な
い
が
こ
そ
う
力、
と
い
っ
て
土
色
を
し
た
土
器
の
小
片
で
あ
る
た
め
に
全
く
な
か
っ
た
と
　
】

も
い
い
切
れ
な
い
よ
う
で
か
る
。
採
集
し
た
土
器
片
は
両
手

一
ば
い
ぐ
歩
卜
の
少
量
の
小
片
と
器
合
脚
郡
と
思
わ
れ
る
ヽ
の

一
個
で
あ
る

が
、

こ
れ
だ
け
の
少
な
い
破
片
妍
中
に
、
器
合
脚

一
個

ｏ
壷
及‐
．
至
瓶
修
の
画
繍
部
片
三
個
体
分

ｏ
高
孫
脚

一
個
分

ｃ
壼
及
　
至
瓶
形
土
生

器
底
部
片

一
網
分
と
か
な
り
救
多
い
器
数
の
部
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
底
冤
形
品
が
こ
の
位
置
で
つ
ぶ
れ
た
～
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い

し
、
又
土
器
片
の
割
部
も
極
め
て
風
化
が
ひ
ど
く
、
主
器
の
上
に
腐
蝕
土
の
准
積
が
あ
っ
た
後
に
と
わ
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
と
こ
・

ろ
か
ら
、
恐
ら
く
最
初
か
ら
破
片
と
な
っ
た
も
の
を
置
い
た
の
で
は
な
い
か
と
維
測
さ
れ
な
分
で
ぁ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
．

と
こ
ろ
一
こ
れ
等
の
土
器
片
は
，ど
０
よ
う
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
０
で
あ
ろ
う
′か
。
第
３
図
の
土
器
の
実
測
図
の
順
に
し
た

が
っ
て
そ

の
税
況
を
報
害
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
Ｆ
ず
ｒ
つ
嘔
縁
部
片
で
あ
る
φ
．
器
の
厚
さ
は
厚
く
．
胎
土
中
に
は
非
常
に
大
き
な
砂
粒
を
多
量

に
含
ん
で
か
り
一
口
尋
部
に
ユ
メ
て
卜
一
膵
縁
部‐
に
沈
練
が

一
本
施
と
き
れ
、
内
面
に
は
ミ
ガ
キ
が
か
け
ら
れ
て
あ
り
禰
生
式
土
器
の
待

徴
を
備
を
て
い
る
。
２
の
器
体
町
す
上
耐
に
フ沈
線
が

一
石
が
↑
夢
さ
れ
予

種
競
て
丁
寧
な
作
り
で
は
あ
る
が
胎
ｒ
に
．は
砂
粒
を
多
く
含
み
、



し
、
災
土
器
片
の
割
部
も
極
め
て
風
化
が
ひ
ど
く
、
土
器
の
上
に
腐
蝕
上
の
堆
積
が
あ
っ
た
後
に
こ
わ
れ
た
も
の
と
は
居
わ
れ
な
い
と
こ

ろ
か
ら
ゞ
恐
ら
↑
最
初
力、
ヶ
破
■
と
な
っ
た
も
の
を
置
い
た
の
で
は
な
い
か
と
後
測
さ
れ
な
分
で
ぁ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
」
　

．

と
こ
ろ
一
こ
れ
等
の
土
器
片
は
，ど
０
よ
う
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
ら
で
あ
ろ
う
′か
。
第
３
図
の
土
器
の
実
測
図
の
順
に
レ
た
が
っ
て
そ

の
税
況
乾
報
害
す
る
こ
と
に
レ
よ
う
。

鷲
ず
ｒ
ケ
相
縁
部
片
で
あ
る
ど
．
器
の
厚
さ
は
厚
く
，
胎
土
中
に
は
非
常
に
大
き
な
砂
粒
を
多
量

に
含
ん
で
か
り
一
口
再
部
に
ユ
メ
て
卜
ｔ
酢
縁
訃
に
沈
練
分

一
本
た
と
き
れ
、
内
面
に
は
ミ
ガ
午
が
か
け
ら
れ
て
ぁ
り
翔
生
式
上
器
の
特

徴
を
に
ォ
て
い
な
。
２
の
器
卜
耐
Ｆ
上
耐
に
，沈
線
が

一
石
が
↑
げ
さ
れ
予
極
け
て
丁
寧
な
作
り
で
は
あ
る
が
胎
ゴ
に
は
砂
粒
を
多
く
含
み
、

第 3図 御華山弥生式墳墓出土土器実測図
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丹
塗

り

の
あ

と
も

み
う
け

ら

れ
る
。

３
の
平
底
片

は

や
は
り
胎

土

に
は
砂

粒

が
多

く
、

又

か
な
年

の

ス
ス
が
附
着

け
て
お
り
、
内
側

に
は

ミ
ガ

キ
が
か
け

ら

れ
て

い
る
。

４
の

口
縁
部

片

に
つ
い
て

み
る

と
、

厚

み
は
厚

く
、

大

な
る
砂

粒

を
含

ん
で
お

り
、

内
面

は

，
斉
ヶ

の
あ

と

に
薄

く

ハ
ケ
帽

が
施

こ
さ

れ
て
い
る
。

５
は
Ｕ
字
形

の
犯
手

片

で
あ
る

が
、
極

め
て
大

き

な
砂

粒

を

多
畳

に
含

ん
で
お
り
、

こ
の
把
手

の

つ
い

た
器

の
内
面

玉

…―ょ

な
＜

ヾ
ガ

キ
が
か
け
ら

れ
て

い
馬
。

６
は
高
躯

脚

部

片

で
あ

る

が
、

」
ら
確

府
∫
俳

粒
を
多
く
缶

ん
で
お
り
、

表

面

の
作

り

は
極

め
て
丁
揮

で
、
更

に
表

面

に
は
横

に

ハ
ケ
様

の
浅

い
施

文
が
全

面

に
認

め

ら

れ
る
。

発
円
形

ら
孔

の
数

は
小
片

の
た

め

確

認

す
る

こ
と
が
で
き
な

い
。

内
側

は
段

の

つ
い

た
し
ば
り

形

式

の
も

の

で
古

式
土
師

器

に
も

み

ら

れ
な
手
法

で
は
あ
る

が
、

横

ハ
ケ
更

や
胎

上
の
砂

泣

か
ら

み
て
鞭
生

式
土
器

の
範

疇

に
入

れ
る
を
妥

当

と
考

え
る
。

７

の
器
台

脚

と
思

わ
れ
る
器

に
は
極

め
て
輩
一盤
な
櫛
描

き

の
平

行
沈
線

更
が
施

こ
さ

れ
て
い
る
。

脚
部
を
縦

に
走
る
平
行
沈
線
な

上

か
ら
下

へ
描

き

下

さ

れ
て
あ

り
、
周

囲
を
暑

等
間
隔

に
十

二

ケ

所
施
文
し
て
い
る
。
又
下
端
の
縁
に
も
同
種
の
五
本
の
平
行
沈
線
櫛
描
文
が
施

こ
さ
れ
、
縦
に
走
る
櫛
描
沈
線
の
上
部
に
は
深
い
二
本
の

沈
線

が
認
め
ら
れ
る
。
胎
土
に
は
や
は
り
大
な
る
砂
泣
が
多
量
に
認
め
ら
れ
、
表
面
の
あ
ち
こ
ち
に
は
売
圧
痕
が
あ
年
、
内‐‥
面
は
ケ
ズ
リ

の
あ
と
に
若
千
の
ミ
ガ
キ
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
内
面
に
は
丹
痕
も
認
め
ら
れ
る
。

」
の
外
Ｅ
葦
形
土
器
肩
部
の
卜
片
卜
み
な
ト

（
写
真
）
。
こ
の
破
片
に
ヽ
表
面
に
は
櫛
描
洗
線
が
に
ぎ
や
か
に
施

こ
さ
れ
、
胎
上
の
砂
粒
も
多
く
、
裏
面
は
ク
ズ
リ
の
の
ち
に
ハ
２
ぐ

な

ら

さ

れ

て

い

る

。

全
体
約

に
み
て
、

こ
れ
ら
の
土
器
片
は
ぉ
胎
土
に
大

き
な
砂
粒

が
多
量

に
含
ま

れ
て
い
る

こ
と
、
厚

み
が
厚
く
又
裏
面

が
ク
ズ
リ‐
の
み

で
は
な
く
て
そ
の
後

に

ハ
ヶ
等
で
の
な
ら
し
が
石
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
、

又
そ

の
施

文
方
法
．
器

の
形
態

等
か
ら
、

土
師
器
と
し
て
の
要

素
も
若
千

は
あ
る
と
は
い
う
も

の
の
一
総
然
的

に
禰
生
式
土
器

と

し
て
の
要
素

が
極

め
て
強

く
、

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
後
期

の
爾
生
式
土

器

の
範

疇
に
入

れ
る
を
妥
当

と
考

え
る
の
で
あ
る
。
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口 臼

四
　
結

以
上
述

べ

て
き

た
と
こ
ろ

の
こ
と
を
要
約
す

れ
ば
、

こ
の
遺
跡

は
土
広

の
底

に
底
石

の
な

い
箱

式
棺

を
主

体

と
し
て
安
直

し
、
石
棺
内

に
は
副
葬

品
は
収

め

ら
れ
て
は
お

ら
な

い
が
、

土

拡
上
面

に
後
朗

の
爾

生

式
土
器
片

を
置

い
た
爾

生

式
壌
墓

と

い
う

こ
と

に
な
る
。

こ
の

墳
墓

が
爾

生
式
時
代

の
墳
墓

で
あ
る

と

い
う

こ
と
は
単

に
土
器
片

の
み
か
ヶ
で
は
な

く
箱

式
福

を
形
成

し
て

い
る
石
材

か
ら
も
う

か
が
う

こ
と

が
で
き
る
。
　
一
般
的

に
み
て
古

墳
時
代

の
箱

式
棺

に
は
薄

く

て
軽

い
石
材

を

１寛

用

し
た
も

の
が
多

い
が
、

こ
の
御
率

山

の
箱

式
棺

の

石
材

は
極

め
て
厚
く

且

つ
重

い
。

こ
の
石
材

と

い
い
又
石
棺

の
タ
イ

ブ
と

い

い
山

口
県

土
井

ケ
浜
遺
跡

の
箱

式
棺

等
の
自

然
石
を
用

い
た

爾

生

式

の
箱

式
格

と
極

め
て
類
似

し
た
も

の
で
ぁ
る
。

西

日
本

の
爾

生

式
墳
墓

は
、

土
広
墓

争
甕
棺

・
箱

式
格

・
蓋
石
墓

ｏ
支

石
墓
等

々

極

め
て
パ
ラ
イ

テ
ィ
ー

に
富

ん
で

い
る
わ

け
で
あ
り
、

こ

れ
ら
各

種

の
墳
墓

形
態

が
数

多

く
知

ら

れ
て

い
る

の
で
は
ぁ
る

が
、
管
見

の
限

り
で
は
土
な

墓

と
箱

式
棺

の
組
合

わ
せ

に
よ
る
壌
墓

形
態

は

こ
の
御
華

山
墳

墓

が
は
じ

め
て
で
ぁ
り
、

そ

れ
だ

け

に
輛
生
式
墓
制

の
上
で

特
記

す
べ
き

墳
十基
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

石
見

山
間

部
に

ぉ
い
て
も
今

日
ま

で
に
少
数

で
は

あ
る
が

い
く

つ
か

の
古
墳
時
代

ｏ
箱
式
棺
は

知

ら

れ
て
い
る
。

記

録
に

の
み
残

さ

れ

て
現
存

し
な

い
も

の
に
は

邑
智
郡
羽
須
美

村
大
字

上

田
次

郎
山
古
墳

。
同
村

大
字

下

口
羽
宮

尾
山
古
壌

（
い
ず

れ
も
邑

智
郡
誌

及
び

口
羽

村
誌
）

、
又
発
見
後

埋

め
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
る
瑞

穂

町
大
字
岩
屋

の
箱
式
棺
、
更

に
現
存
す

る
邑
智
郡

石
見

町
井
原
大
峠
山
箱
式
棺
群

等

が
そ

れ
て
ぁ

る
が
、

こ
れ
ら

の
箱
式
棺
は

い
ず

れ
も

填

丘

の
存
在

が
知

ら
れ

て
か
ら
ず
、

石
見

山
間
都

に
か

い
て
墳

丘
を
有
す

る
箱

式

棺
は

一
例
も

知

ら
れ
て
い
な

い
。
そ
ぅ

か
と

い

っ
て
土
広

墓

と

い
う

に

ぶ
き
わ

し

い
墓

宏
を
備

え
て
い
る

の
で
も

な
く
、
現
存
す
る
大

峠

山
箱

式
棺
群

に

つ
い
て
み

て
も
そ

の

広
は

土
広

墓
と

い
う

に
は
あ

ま
り

に
も
．浅

く
、
そ

れ
は

単
に
箱
式
格
を
地
山
内

に
埋

め
た
に
過
ぎ

抜

い
も

の
で
ぁ
り

、
同
じ

こ

の
よ
う

な
埋
法

で
も
簸
川

郡

田
儀

村
経
塚
山

の
箱

式
棺

の
様

に
上

面
に
方
形
区
域
を
形
成

し

て
い
る
よ
う
な
も

の
で
も

な
く

、

御
華
山

墳
墓

の
江
う
に
大
規
模

な
墓

広
を
も

つ
も

の
と
比

べ

れ
ば
極

め
て
単
純

で
あ
り
簡
素

で
ぁ

る
。
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筆
者
は
こ
の
よ
う
な
簡
単
後
構
造
を
も
つ
古
墳
時
代
の
箱
式
棺
か
ら
石
見
山
間
部

へ
の
古
墳
の
普
及
は
は
じ
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
地
方
で
こ
の
よ
う
な
形
で
古
墳
の
普
及
が
始
な
る
背
景
に
、
こ
こ
に
報
告
し
た
御
華
山
爾
生
式
墳
墓
の
如
き
形
態
の
も
の

を
先
行
す
る
姿
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
ぁ
ろ
う
か
。
爾
生
式
時
代
に
豪
社
に
作
ら
れ
た
箱
式
棺
を
主
体
と
す
る
土
な
墓
―

そ
れ
が
後
代
の
社
会
的
変
化
に
よ
っ
て
、
形
式
化
単
純
化
し
た
形
で
後
に
大
峠
山
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
当
地
に
か
け
る
古
墳
の
普
及
を
ぅ

な
が
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
ぁ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
土
広
式
符
式
格
と
で
も
名
付
け
ら
れ
る
墳
墓
形
態
の
分
布
を
克
明

に
調
べ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
当
時
の
社
会
相
の
一
端
を
肥
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
後
の
一
つ
の
課
題
と
い
え

一エ
ムノ
。

（
一
九
六
九

ｏ
一

門
脇
俊
彦
）
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