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こ
の
よ
う
な
現
況
下
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
八
年
春
か
ら
こ
の
地
域
の
一
部
、
七
ケ
浜
町
湊
字
桝
形
七
・
八
・
十
三
・
二
一
・
二
二
・
二
六
番
地
内
に
多
賀
城
土
建
会
社
に

よ
る
土
砂
取
工
事
が
開
始
さ
れ
た
が
、
工
事
の
進
展
と
と
も
に
未
開
口
の
横
穴
四
基
が
新
し
く
発
見
さ
れ
注
目
を
ひ
く
に
至
つ
た
。
連
絡
を
う
け
て
現
場
に
急
行
し
現
地
踏
査

を
実
施
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
四
基
の
他
に
未
開
口
の
横
穴
古
墳
の
遺
存
す
る
の
を
確
認
し
、
こ
の
際
破
壊
前
に
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
の
で
あ
つ
た
。 

弥
生
遺
跡
で
著
名
な
桝
形
囲
貝
塚
周
辺
一
帯
の
小
丘
陵
傾
斜
面
上
に
は
多
数
の
横
穴
古
墳
が
群
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
正
式
に
調
査
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
古
く

か
ら
開
口
し
て
戦
時
中
は
防
空
壕
に
改
造
さ
れ
た
り
、
ま
た
現
在
で
は
民
家
の
貯
蔵
庫
に
利
用
さ
れ
た
り
し
て
、
加
え
て
長
年
月
の
自
然
風
化
で
著
る
し
く
変
貌
し
、
か
つ
て

の
面
影
を
復
原
す
る
こ
と
が
至
難
な
ほ
ど
に
そ
の
学
術
的
価
値
を
喪
失
し
て
い
る
。 



発
掘
並
び
に
実
測
調
査
は
六
月
二
十
一
日
よ
り
六
月
末
に
か
け
て
実
施
し
た
。
調
査
し
た
横
穴
古
墳
は
工
事
に
よ
り
発
見
し
た
も
の
四
基
を
加
え
て
十
一
基
に
達
し
、
出
土

遺
物
と
し
て
は
、
土
師
器
四
点
、
水
晶
製
切
子
玉
一
点
、
メ
ノ
ウ
製
勾
玉
四
点
な
ど
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
種
類
の
簡
略
な
横
穴
古
墳
の
性
格
を
と
ら
え
る
点
に
若
い
て
学
術
的

に
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
こ
ゝ
に
そ
の
成
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
調
査
担
当
者
一
同
の
義
務
を
果
し
て
お
き
た
い
。 

幸
い
に
地
主
大
町
輝
氏
や
多
賀
城
土
建
会
社
の
御
厚
意
に
よ
り
調
査
期
間
中
作
業
停
止
と
い
う
全
面
協
力
が
確
約
さ
れ
た
の
で
、
宮
城
県
教
育
委
員
会
が
主
体
と
な
り
、
七
ヶ

浜
町
の
応
援
を
求
め
、
緊
急
発
掘
調
査
を
企
画
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 ｢

Ａ
地
区｣ 

土
砂
取
工
事
中
に
発
見
さ
れ
た
も
の
を
Ａ
地
区
と
し
、
正
式
調
査
実
施
の
結
果
発
見
し
た
も
の
を
Ｂ
地
区
と
し
た
。
Ａ
地
区
に
あ
つ
て
は
北
か
ら
南
へ
、
Ｂ
地
区
に
あ
つ

て
は
発
見
順
に
番
号
を
付
し
た
。 

一
、
各 
横 

穴 

の
状 

況 

 2

１
号
墳 

本
横
穴
古
墳
群
に
あ
つ
て
は
す
べ
て
玄
室
内
に
棺
座
の
設
備
を
も
た
な
い
。
１
号
墳
玄
室
の
平
面
形
は
略
方
形
、
立
面
形
態
は
ド
ー
ム
形
に
近
い
が
奥
壁
と
天
井

部
の
境
界
が
角
を
な
し
て
い
る
。
玄
室
内
か
ら
は
何
ら
の
人
工
遺
物
も
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
が
、
人
骨
片
が
粉
末
状
態
に
な
つ
て
散
布
し
て
い
た
。
玄
内
部
は
、
羨
道
立
面

形
態
が
ア
ー
チ
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
そ
の
立
面
形
態
は
台
形
状
の
長
四
角
を
呈
し
、
床
面
上
に
は
羨
道
部
と
の
境
界
に
段
落
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
ゝ
で
も
と
も
と
閉

塞
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
調
査
の
際
に
は
、
こ
の
玄
門
部
前
端
か
ら
羨
道
部
床
面
に
か
け
て
開
塞
用
の
支
え
石
が
三
重
程
度
に

積
み
重
ね
ら
れ
て
遺
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
現
象
は
、
こ
の
積
石
最
外
側
の
河
原
石
の
内
側
か
ら
積
石
間
に
は
さ
ま
つ
て
、
土
師
器
丸
底
坏
が
発
見
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
か
は
も
と
よ
り
推
定
の
域
を
で
な
い
が
、
少
く
と
も
積
石
の
上
部
に
置
か
れ
た
坏
が
落
ち
て
積
石
の
間
に
は
さ
ま
つ
た
と
考
え
る

の
は
、
積
石
の
性
格
か
ら
み
て
妥
当
な
解
釈
と
は
云
え
な
い
の
で
、
追
葬
時
に
お
け
る
閉
塞
の
際
、
以
前
の
副
葬
品
が
意
図
的
に
積
石
中
に
埋
め
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
本
来
の
積
石
に
よ
る
閉
塞
は
、
本
横
穴
の
羨
道
状
況
か
ら
云
つ
て
、
こ
の
玄
門
部
で
は
な
く
、
羨
門
部
に
行
な
わ
れ
た
処
置
が
羨
道
天
井
部
の
落
盤

に
よ
つ
て
変
更
さ
れ
て
玄
門
部
と
重
な
つ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
羨
道
部
は
、
天
井
部
分
が
現
状
よ
り
更
に
前
に
の
び
て
い
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
が
、
発
見
の
連
絡
を

う
け
た
時
に
は
羨
道
部
が
積
石
の
近
く
ま
で
す
で
に
破
壊
さ
れ
て
い
た
の
で
、
本
来
ど
の
程
度
の
長
さ
で
あ
つ
た
か
を
推
定
す
る
痕
跡
は
全
く
見
出
せ
な
か
つ
た
。
床
面
上

に
は
玄
門
前
端
外
か
ら
外
方
に
向
つ
て
縦
貫
す
る
排
水
溝
が
施
こ
さ
れ
て
い
る
。 



｢

Ｂ
地
区｣ 

２
号
墳 

玄
室
平
面
形
は
や
ゝ
前
後
に
長
く
、
床
面
に
は
、
十
字
型
に
排
水
溝
を
配
し
て
い
る
。
唯
縦
貫
す
る
中
央
の
溝
は
奥
壁
に
は
達
し
て
い
な
い
。
入
口
か
ら
玄
室
内

に
か
け
て
か
な
り
の
土
砂
が
流
入
し
て
い
た
が
、
遺
物
は
左
側
壁
に
近
く
、
溝
部
よ
り
や
ゝ
奥
側
床
面
上
か
ら
、
水
晶
製
切
子
玉
が
一
点
発
見
さ
れ
た
。
人
骨
は
す
で
に
溶

解
し
て
い
た
が
、
粉
末
状
に
近
い
状
態
で
遺
存
し
て
い
る
部
分
も
あ
つ
た
。
玄
室
の
立
面
形
態
は
ア
ー
チ
型
で
あ
る
。
玄
門
部
の
立
面
形
態
は
両
壁
が
や
ゝ
弧
形
を
描
く
の

に
対
し
て
天
井
部
は
平
ら
で
、
側
壁
と
の
境
界
が
や
ゝ
角
気
味
で
あ
る
。
玄
門
前
端
外
床
面
に
は
閉
塞
の
た
め
の
溝
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
羨
道
部
は
立
面
形
態
ア
ー
チ
型
、

１
号
墳
同
様
に
ど
の
程
度
の
長
さ
を
有
す
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
唯
、
玄
門
部
前
端
に
支
え
石
は
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
。 

３
号
墳 

１
・
２
号
墳
に
対
し
て
や
ゝ
低
目
に
位
置
し
て
い
る
。
玄
室
の
平
面
形
は
や
ゝ
方
形
に
近
い
。
か
な
り
の
土
砂
が
流
入
し
て
い
た
が
、
人
骨
が
散
乱
状
態
で
部
分

的
に
認
め
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
調
査
の
際
に
は
す
で
に
攪
乱
さ
れ
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
た
が
、
追
葬
に
当
つ
て
積
重
ね
ら
れ
て
い
つ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ

し
が
あ
つ
た
。
玄
室
の
立
面
形
態
は
す
で
に
玄
室
前
部
天
井
が
破
壊
さ
れ
た
あ
と
で
あ
つ
た
た
め
、
ド
ー
ム
型
か
ア
ー
チ
型
に
近
い
も
の
か
さ
え
不
明
で
あ
る
。
玄
門
部
は

玄
室
の
や
ゝ
右
寄
り
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
玄
門
部
前
端
外
床
面
に
は
段
落
が
み
ら
れ
、
羨
道
部
床
面
に
は
右
側
壁
に
河
原
石
一
個
が
遺
存
し
て
い
た
の
で
、
こ
ゝ
で
閉
塞

さ
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
羨
道
部
を
形
成
す
る
の
か
前
庭
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。 

 3

１
号
墳 

二
段
状
に
並
ぶ
Ｂ
地
区
横
穴
群
の
上
段
部
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
一
号
墳
は
わ
れ
わ
れ
の
調
査
以
前
に
す
で
に
開
口
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
入
口
附

近
は
蔦
・
雑
草
類
に
よ
つ
て
覆
わ
れ
て
い
た
。
内
部
に
は
床
面
が
か
な
り
の
傾
斜
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
流
入
土
の
堆
積
は
殆
ん
ど
な
か
つ
た
。
平
面
形
は
略
方
形
を
呈
し
、

各
壁
は
外
方
に
や
ゝ
張
り
気
味
で
あ
る
。
左
奥
壁
は
破
壊
さ
れ
て
隣
接
す
る
２
号
墳
と
通
じ
て
い
た
。
玄
室
立
面
形
態
は
ド
ー
ム
型
に
近
い
が
、
前
壁
と
天
井
部
が
や
ゝ
角

を
な
し
て
い
る
。
玄
門
部
立
面
形
態
は
ア
ー
チ
型
に
近
い
が
、
壁
面
の
粗
雑
さ
と
と
も
に
規
則
性
あ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
玄
門
前
端
外
床
面
に
は 

４
号
墳 

玄
室
平
面
形
は
略
方
形
を
呈
す
る
。
こ
れ
ま
た
五
〇
～
六
〇
糎
程
の
土
砂
が
堆
積
し
て
い
た
。
人
骨
片
も
堆
積
土
上
面
に
部
分
的
に
認
め
ら
れ
た
が
、
わ
れ
わ
れ

の
調
査
以
前
に
す
で
に
攪
乱
の
痕
跡
が
あ
つ
た
。
床
面
上
か
ら
は
、
メ
ノ
ウ
製
の
勾
玉
四
点
が
発
見
さ
れ
た
。
立
面
形
態
は
す
で
に
玄
室
前
部
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
の
で
不

明
で
あ
る
が
、
ド
ー
ム
型
と
み
る
よ
り
前
壁
で
角
を
な
し
変
形
ド
ー
ム
型
の
形
態
と
推
定
で
き
る
。
玄
門
部
と
羨
道
部(

前
庭
部
？)

の
境
界
に
は
床
面
上
に
何
ら
識
別
し
う

る
も
の
を
残
し
て
い
な
い
。
最
初
か
ら
な
か
つ
た
も
の
か
長
年
の
風
化
に
よ
つ
て
崩
壊
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
玄
門
前
端
か
ら
羨
道
部
に
か
け
て
支
え
石
が

発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ゝ
で
閉
塞
さ
れ
た
こ
と
に
誤
り
は
な
い
。
支
え
石
中
、
中
央
部
が
欠
け
て
い
る
の
は
も
と
か
ら
で
は
な
く
、
工
事
中
止
以
後
の
見
学
者
に
よ
る

人
為
的
な
破
壊
で
あ
る
。 



段
落
が
み
ら
れ
る
し
、
左
右
両
隅
に
は
柱
穴
の
痕
が
み
ら
れ
、
と
く
に
左
隅
は
顕
著
で
あ
る
。
対
応
す
る
天
井
部
に
は
こ
れ
ま
た
柱
穴
の
痕
が
残
つ
て
い
る
の
で
、
こ
ゝ
で

閉
塞
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
本
横
穴
は
羨
道
を
形
成
せ
ず
遺
存
す
る
床
面
は
前
庭
部
と
推
定
で
き
る
。 

２
号
墳 

１
号
墳
の
隣
に
位
置
し
、
左
側
壁
が
破
壊
さ
れ
て
１
号
墳
と
通
じ
て
い
た
が
、
玄
門
部
は
塞
が
れ
て
い
た
。
玄
室
平
面
形
は
略
方
形
、
立
面
形
態
は
天
井
と
後
壁

並
び
に
前
壁
と
の
境
界
が
曲
線
を
呈
し
て
い
る
点
か
ら
ド
ー
ム
型
に
近
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
天
井
部
が
と
く
に
上
方
に
張
り
だ
し
て
い
な
い
の
で
ア
ー
チ
型

の
様
相
を
も
示
し
て
い
る
。
し
か
し
一
応
変
形
ド
ー
ム
の
形
態
と
し
て
お
き
た
い
。
床
面
の
傾
斜
は
１
号
墳
と
同
じ
く
か
な
り
急
で
あ
る
。
玄
門
部
は
や
ゝ
右
に
寄
つ
て
い

る
。
玄
門
部
の
立
面
形
態
は
一
応
ア
ー
チ
型
と
思
わ
れ
る
。
玄
門
前
端
外
床
面
に
は
段
落
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
玄
門
外
床
面
上
に
河
原
石
に
よ
る
支
え
石
の
堆
積
が

遺
存
し
て
い
た
。
玄
門
外
は
羨
道
を
有
せ
ず
直
ち
に
前
庭
部
と
な
つ
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
何
ら
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
。 

３
号
墳 

１
・
２
号
墳
の
下
に
位
置
す
る
。
こ
の
３
号
墳
は
入
口
が
全
く
埋
没
し
て
い
た
。
３
号
墳
の
下
に
は
戦
時
中
に
防
空
壕
が
掘
ら
れ
て
い
た
の
で
、
３
号
墳
羨
道
部

前
半
は
そ
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
玄
室
平
面
形
は
略
方
形
、
四
壁
は
外
方
へ
張
り
気
味
、
立
面
形
は
本
横
穴
群
に
あ
つ
て
も
つ
と
も
典
型
的
な
ド

ー
ム
型
を
呈
し
て
い
る
。
玄
門
部
は
や
ゝ
右
寄
り
に
開
い
て
い
る
。
玄
門
立
面
形
態
は
ア
ー
チ
型
、
玄
門
前
端
外
床
面
上
に
は
玄
門
閉
塞
用
の
溝
が
施
こ
さ
れ
て
い
る
し
、

ま
た
玄
門
前
に
は
切
石
・
河
原
石
の
積
石
が
遺
存
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
閉
塞
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
３
号
墳
は
立
面
形
態
ア
ー
チ
型
の
羨
道
部
を

有
し
、
前
方
に
移
行
す
る
に
し
た
が
つ
て
そ
の
巾
を
滅
じ
て
い
る
し
、
Ｂ
地
区
横
穴
配
置
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
玄
門
部
が
４
・
６
号
墳
に
対
し
て
奥
に
位
置
し
て
い

る
点
か
ら
云
つ
て
も
、
玄
門
部
の
他
に
羨
門
部
に
閉
塞
設
備
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
恐
ら
く
羨
道
天
井
部
落
盤
の
た
め
追
葬
に
当
つ
て
羨
門
の
閉
塞
が
玄
門

部
に
移
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
強
い
。
羨
道
床
面
上
に
は
一
五
～
二
〇
糧
の
位
置
に
薄
い
黒
色
土
の
層
が
認
め
ら
れ
た
が
、
積
石
の
左
傍
、
黒
土
層
に
よ
り
上
位
に

糸
切
手
法
の
土
師
坏
が
一
点
発
見
さ
れ
た
。
追
葬
時
の
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
注
① 

４
号
墳 

３
号
墳
の
隣
に
位
置
す
る
。
３
号
墳
の
下
方
に
掘
ら
れ
た
戦
時
中
の
防
空
壕
が
４
号
墳
の
背
後
に
達
し
、
そ
の
た
め
４
号
墳
の
玄
室
の
奥
半
分
の
床
面
は
破
壊
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
破
壊
は
玄
門
部
に
は
達
し
て
い
な
い
。
玄
室
平
面
形
は
長
方
形
で
立
面
形
は
ア
ー
チ
型
を
呈
す
る
。
玄
門
部
は
や
ゝ
右
寄
り
に
開
き
、
立
面
形
は

規
則
性
あ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ア
ー
チ
型
と
も
長
四
角
と
も
判
定
し
難
い
。
玄
門
部
前
端
外
床
面
に
は
段
落
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
玄
門
前
に
に
は
段
落
は
認

め
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
玄
門
前
に
は
凝
灰
山
石
塊
・
河
原
石
に
よ
る
積
石
遺
構
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
４
号
墳
の
羨
道
部
に
つ
い
て
は
果
し
て
羨
道
部
で
あ
る
か
或
い
は
前
庭

部
で
あ
る
か
の
判
定
さ
え
困
難
で
あ
つ
た
。 

５
号
墳 

上
段
の
２
号
墳
の
隣
に
位
置
す
る
。
玄
室
平
面
形
は
長
方
形
、
立
面
形
態
は
一
応
尖
頭
・
ア
ー
チ
型
の
類
で
あ
る
が
、
奥
壁
は
著
し
く
尖
頭
形
を
と
る
。 
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６
号
墳 

５
号
墳
の
下
方
、
４
号
墳
の
隣
に
位
置
す
る
。
や
ゝ
長
方
形
の
平
面
に
ア
ー
チ
型
の
立
面
形
の
玄
室
を
有
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
調
査
の
際
に
は
５
号
墳
同
様
に
腐

蝕
し
た
人
骨
が
床
面
上
に
遺
存
し
て
い
た
。
玄
門
部
は
や
ゝ
左
寄
り
に
位
置
し
て
い
る
。
玄
門
天
井
部
は
か
な
り
も
ろ
く
て
発
掘
中
に
も
落
盤
す
る
状
態
で
あ
つ
て
、
立
面

形
態
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
玄
門
前
端
床
面
に
は
段
落
が
認
め
ら
れ
、
河
原
石
の
積
石
も
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
地
点
で
閉
塞
さ
れ
た
こ
と
確
実
で
あ
る
が
、
玄
門

部
前
に
位
置
す
る
も
の
が
羨
道
で
あ
る
か
、
前
庭
で
あ
る
の
か
、
４
号
墳
同
様
に
不
明
で
あ
る
。
こ
の
前
庭
部
床
面
上
に
は
凝
灰
岩
粉
末
の
水
成
堆
積
層
に
覆
わ
れ
た
状
態

で
丸
底
の
埦
一
点
が
発
見
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
外
方
、
前
庭
部
入
口
附
近
の
床
面
上
か
ら
長
頸
瓶
、
長
頸
壺
の
体
部
破
片
が
出
土
し
て
い
る
。 

玄
室
床
面
に
は
か
な
り
腐
蝕
し
た
頭
骨
を
始
め
と
す
る
人
骨
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
玄
門
は
ア
ー
チ
型
の
類
か
も
し
れ
な
い
か
、
規
則
性
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
玄
門
前

端
外
床
面
に
は
段
落
は
み
ら
れ
な
い
か
、
玄
門
前
に
河
原
石
を
主
と
し
た
積
石
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
る
し
、
玄
門
外
の
側
壁
に｢

カ
ン
ヌ
キ｣

穴
の
設
備
が
あ
る
の
で
、
こ
ゝ

で
閉
塞
さ
れ
た
こ
と
明
白
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
５
号
墳
は
１
・
２
号
墳
同
様
に
、
玄
門
前
に
は
羨
道
の
設
備
が
な
く
、
そ
の
ま
ゝ
前
庭
部
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。
前
庭
側
壁
は
真
直
に
の
び
ず
に
左
へ
曲
線
を
描
い
て
崖
面
に
達
し
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
全
く
な
い
が
、
前
庭
部
床
面
に
火
を
た
い
た
痕
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。 

７
号
墳 

上
段
の
１
号
墳
の
右
隣
り
に
位
置
す
る
。
入
口
は
凝
灰
岩
塊
に
よ
つ
て
完
全
に
埋
没
し
て
い
た
。
玄
室
平
面
形
は
方
形
に
近
い
が
、
奥
巾
に
対
し
て
前
巾
の
短
か

さ
が
目
立
つ
。
立
面
形
態
は
ア
ー
チ
型
の
類
と
考
え
て
差
支
え
な
い
が
、
天
井
部
が
曲
線
を
お
び
て
や
ゝ
上
方
に
張
つ
て
い
る
。
床
面
上
に
は
興
味
深
い
現
象
が
み
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
玄
室
床
面
は
流
入
土
を
除
去
す
る
と
床
面
上
に
一
〇
～
一
五
糎
程
堆
積
し
た
木
炭
を
含
む
黒
土
層(

こ
れ
は
玄
門
前
端
で
二
重
に
な
つ
て
入
口
へ
移
行
す
る)

が
あ

り
、
火
葬
骨
と
思
わ
れ
る
骨
片
が
粉
末
状
態
で
玄
室
中
央
部
か
ら
玄
門
に
か
け
て
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
床
面
は
焼
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
か
遺
憾
な
が
ら
今
後
の
課
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
玄
門
部
の
立
面
形
態
は
一
応
ア
ー
チ
型
と
み
ら
れ
る
。
玄
門
前
端
外
床
面
に
は
段
落
が
施
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
凝

灰
岩
塊
は
幾
つ
か
認
め
え
た
け
れ
ど
も
、
と
く
に
そ
の
他
の
閉
塞
を
示
す
痕
跡
は
確
認
し
え
な
か
つ
た
。
こ
の
７
号
墳
に
羨
門
部
が
設
定
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
こ
れ
叉

疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
入
口
に
み
ら
れ
た
凝
灰
岩
が
落
盤
に
よ
る
も
の
か
、
意
図
的
な
も
の
か
全
く
不
明
で
あ
つ
た
。 

遺
物
は
、
玄
門
部
前
端
近
く
の
黒
土
層
上
か
ら
糸
切
底
の
坏
が
一
点
発
見
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。 
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「

師
器
」 

 
三
、
出 

土 

遺 

物 

 6

土坏 

Ａ
地
区
１
号
墳
の
積
石
中
か
ら
一
点
、
７
号
墳
玄
門
部
か
ら
一
点
の
計
三
点
が
出
土
し
て
い
る
。
実
測
図
１
は
丸
底
坏
で
外
底
は
箆
仕
上
げ
の
あ
と
が
顕
著
で

あ
る
。
器
外
褐
色
、
器
内
い
わ
ゆ
る
内
黒
。
口
縁
部
と
底
部
の
接
合
部
分
に
は
器
外
に
軽
い
段
を
形
成
し
て
お
り
、
東
北
土
師
編
年
上
②
栗
囲
式
の
範
疇
に
属
す
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
段
の
形
成
は
粟
囲
式
の
よ
う
に
著
る
し
く
国
分
寺
下
層
式
③
へ
の
過
渡
的
形
態
を
示
し
て
い
る
。
丸
山
横
穴
④
８
号
墳
、
善
応
寺
横
穴
⑤
１

３
号
墳
、
追
戸
横
穴
⑥
６
・
８
号
墳
出
土
の
坏
と
同
類
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
中
期
前
後
の
も
の
と
推
定
す
る
。
実
測
図
２
は
い
わ
ゆ
る
表
杉
ノ
入
②
・
⑦
式
の
糸

切
底
の
土
師
器
で
器
外
褐
色
、
器
内
は
内
黒
、
器
内
に
白
色
の
固
形
物
が
一
面
に
付
着
し
て
い
た
。
宮
城
県
第
二
女
子
高
校
教
諭
桔
梗
吉
弥
氏
の
鑑
定
を
得
た
が
、

有
機
物
を
少
量
舎
む
程
度
で
澱
粉 



や
漆
喰
と
推
定
で
き
る
よ
う
な
反
応
は
全
く
み
ら
れ
な
か
つ
た
⑧
。
実
測
図
３
は
器
外
褐
色
、
器
内
は
内
黒
、
糸
切
底
と
い
う
点
で
は
実
測
図
２
と
同
様
で
あ
る
が
、

１
・
２
が
焼
成
堅
緻
で
あ
る
の
に
比
し
、
こ
れ
は
吸
水
性
強
く
か
な
り
に
も
ろ
い
。
底
部
も
若
干
上
げ
底
風
で
あ
る
。
２
と
同
じ
く
そ
の
時
期
も
平
安
時
代
で
あ
る
。

埦 

Ｂ
地
区
６
号
墳
前
庭
部
床
面
上
よ
り
一
点(

実
測
図
４)

が
出
士
し
て
い
る
。
内
外
面
粗
で
吸
水
性
強
く
、
褐
色
を
呈
し
て
い
る
が
、
部
分
的
に
黒
斑
が
み
ら
れ

る
。
底
部
外
面
は
丸
底
風
で
あ
る
が
木
葉
文
を
印
し
て
い
る
。
口
縁
部
が
著
る
し
く
短
く
対
馬
式
②
・
⑨
に
近
い
感
じ
を
も
つ
が
国
分
寺
下
層
式
前
後
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
奈
良
時
代
末
頃
の
も
の
と
推
定
す
る
。 

「
須
恵
器
」 

す
べ
て
破
片
の
み
で
Ｂ
地
区
６
号
墳
前
庭
部
周
辺
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
な
か
に
は
奈
良
前
代
の
長
頸
瓶
や
奈
良
時
代
の
長
頸
壼
の
⑩
破
片
が
６
号
墳
前
庭
部
床
面

上
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。 

「
玉 

類
」 

切
子
玉 

Ａ
地
区
２
号
墳
玄
室
床
面
上
か
ら
発
見
さ
れ
た
水
晶
製
の
も
の
一
点
の
み
で
、
長
さ
二
・
三
糎
、
最
大
巾
一
・
四
糎
、
一
方
か
ら
孔
を
あ
け
た
も
の
で
あ
る
。 

勾
玉 

メ
ノ
ウ
製
勾
玉
四
点
が
Ａ
地
区
４
号
墳
玄
室
床
面
上
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
四
糎
、
三
・
六
糎
、
三
糎
、
三
種
で
あ
る
が
、
丸
山
横
穴

出
土
の
メ
ノ
ウ
製
の
も
の
と
同
じ
く
実
に
粗
悪
品
で
、
い
わ
ゆ
る｢

コ｣

字
型
を
呈
し
た
末
期
古
墳
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。 

四
、
考 

 
 
 

察 

本
横
穴
群
は
陸
前
地
方
横
穴
研
究
上
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。 

 7

ま
ず
第
一
に
編
年
問
題
で
あ
る
。
Ｂ
地
区
横
穴
群
に
あ
つ
て
は
造
成
年
代
の
先
後
関
係
を
確
認
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
３
号
墳
の
上
段
に
位
置
し
て
い
る
１
・
２
号

墳
は
主
軸
の
方
角
を
異
に
し
、
玄
室
が
相
接
す
る
危
険
性
を
お
か
し
て
ま
で
そ
れ
ら
の
前
庭
部
が
、
下
段
の
３
・
４
号
墳
羨
道
部
に
か
ゝ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て

い
る
点
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
１
・
２
号
墳
造
成
年
代
が
３
・
４
号
墳
よ
り
遅
れ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
５
号
墳
も
４
・
６
号
墳
の
間
に
そ
の
前

庭
部
を
位
置
さ
せ
な
い
で
６
号
墳
の
左
に
で
る
よ
う
前
庭
部
を
曲
げ
て
ま
で
設
定
し
た
点
を
考
え
る
と
、
６
号
墳
よ
り
遅
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
２
・
４
号
墳
よ
り

後
に
造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
一
般
傾
向
と
し
て
下
段
部
が
古
く
、
上
段
部
が
新
し
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
７

号
墳
も
お
そ
ら
く
は
下
段
部
の
３
・
４
・
６
号
墳
よ
り
遅
れ
る
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
編
年
問
題
を
系
統
づ
け
て
考
え
る
た
め
各
横
穴
の
形
態
上

の
特
徴
を
示
す 



 

と
第
二
表
の
よ
う
に
な
る
。 
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と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
系
統
図
は
あ
く
ま
で
も
試
案
の
段
階
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
果
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
検
討
は
今
後
に
残
さ

れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
本
横
穴
群
は
、
陸
前
地
方
に
お
け
る
無
棺
座
横
穴
群
研
究
上
の
一
基
準
を
提
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。 

 9

第
二
に
追
葬
の
問
題
で
あ
る
。
本
横
穴
群
の
よ
う
な
簡
単
な
構
造
の
横
穴
も
、
か
な
り
長
期
に
亘
つ
て
使
用
さ
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
３
・
７
号
墳
で

は,

羨
道
に
お
い
て
少
く
と
も
二
重
に
黒
土
層
が
遺
存
し
て
お
り
、
追
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
ま
た
Ａ
３
・
４
号
両
墳
の
人
骨
片
は
攪
乱
さ
れ
た
あ
と
で
は

あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
玄
室
内
の
床
面
直
上
か
ら
で
は
な
く
玄
室
内
の
堆
積
士
中
に
遺
存
し
て
い
た
と
充
分
に
推
定
で
き
る
し
、
こ
の
種
の
簡
単
で
小
規
模
な
構
造
の
横
穴

も
多
葬
墓
と
し
て
の
性
格
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
副
葬
品
の
問
題
も
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
地
区
に
あ
つ
て
下
段
部

に
位
置
す
る
３
号
墳
と
上
段
部
の
７
号
墳
か
ら
は
、
同
型
式(

表
杉
ノ
入
式)

の
糸
切
底
の
坏
が
出
士
し
て
い
る
が
、
と
も
に
上
層
の
黒
土
層
の
時
期
か
、
も
し
く
は
そ
れ

以
後
の
時
期
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
造
成
当
初
の
被
葬
者
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
造
成
年
代
が
Ｂ
３
号
墳
と
近
い
と
推
定
で

き
る
Ｂ
６
号
墳
の
羨
道
部
床
面
上
か
ら
は
、
水
成
堆
積
層
に
覆
わ
れ
て
国
分
寺
下
層
式
の
範
疇
に
属
す
る
と
推
定
で
き
る
埦
が
出
土
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
そ
の
外
方
の

入
口
床
面
上
周
辺
か
ら
奈
良
前
代
と
推
定
で
き
る
長
頸
瓶
の
破
片
が
出
土
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
で
Ｂ
３
号
墳
は
少
く
と
も
奈
良
前
代
か
ら
奈
良
時
代
を
通
し
平
安
時

代
中
期
前
後
に
か
け
て
存
続
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
充
分
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
ゝ
で
関
連
し
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

遺
物
の
出
土
量
の
問
題
で
あ
る
。
本
横
穴
群
出
土
遺
物
は
あ
ま
り
に
微
量
と
い
え
る
。
こ
れ
を
何
と
理
解
す
る
か
は
本
横
穴
群
被
葬
者
の
性
格
を
考
え
る
上
か
ら
云
つ
て

も
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
Ａ
４
号
墳
の
よ
う
な
粗
末
な
構
造
の
横
穴
か
ら
メ
ノ
ウ
製
の
勾
玉
四
点
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
に
、
Ａ
１
号
墳
や
Ｂ
３
号
墳
の
よ
う
な
整
つ

た
形
態
の
横
穴
か
ら
は
玉
類
が
一
点
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
Ａ
４
号
墳
で
は
玉
類
が
玄
室
床
面
上
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
Ｂ
６
号
墳
で
は
羨

道
床
面
上
か
ら
須
恵
長
頸
瓶
の
体
部
破
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
解
決
の
糸
口
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ｂ
３
・
７
号
墳
は
羨
道
部
に
お
い
て
少
く
と
も

二
度
は
埋
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
に
、
玄
室
内
に
お
い
て
は
こ
の
二
重
の
堆
積
状
況
を
認
め
え
な
か
つ
た
。
そ
も
そ
も
横
穴
古
墳
が
家
族
墓
と
し
て
の
多

葬
制
を
維
持
し
て
ゆ
く
場
合
、
前
葬
者
達
の
副
葬
品
の
処
理
の
必
要
性
が
当
然
の
こ
と
と
は
云
え
新
し
い
課
題
と
し
て
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
Ｂ
３
・
７
号
墳
や
、
羨

道
入
口
床
面
上
か
ら
長
頸
瓶
の
体
部
破
片
が
出
土
し
た
Ｂ
６
号
墳
、
ま
た
切
子
玉
一
点
し
か
検
出
し
え
な
か
つ
た
Ａ
１
号
墳
な
ど
は
、
追
葬
に
当
つ
て
玄
室
内
が
整
理
さ

れ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
羨
道
部
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
云
え
る
。
Ｂ
３
・
７
号
墳
羨
道
部
に
二
重
の
黒
土
堆
積
層
が
遺
存
す
る
か
ら
と

云
つ
て
、
直
ち
に
そ
の
層
の
数
が
遺
葬
の
度
数
を
意
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
玄
室
の
整
理
に
伴
つ
て
羨
道
部
で
も
そ
の
整
理
が
岩
盤
の
床
面
上
ま
で
行
わ

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
痕
跡
が
全
く
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
横
穴
群
か
ら
遺
物
の
発
見
量
が
少
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
火
葬
制
採
用
の
問
題
と
も
関
連
が 



 (

５) 

本
横
穴
群
と
し
て
の
開
始
年
代
は
奈
良
時
代
直
前
頃
に
求
め
ら
れ
そ
の
終
末
は
一
応
平
安
時
代
中
期
前
後
頃
と
想
定
で
き
る
こ
と
。 

(

４) 

遺
物
の
出
土
量
が
少
い
か
ら
と
云
つ
て
直
ち
に
庶
民
階
級
の
墳
墓
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。 

(

２) 

小
規
模
な
無
棺
座
横
穴
群
に
あ
つ
て
も
、
追
葬
の
事
実
が
指
摘
で
き
、
な
か
に
は
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
想
像
も
し
な
か
つ
た
程
の
長
期
間
に
わ
た
る
も
の
が
あ
る
こ

と
。 

(

１) 

横
穴
が
階
段
状
に
並
ぶ
場
合
、
そ
の
造
成
年
代
は
下
段
の
も
の
が
古
く
上
段
の
も
の
が
新
し
い
と
推
定
で
き
る
⑪
こ
と
。 

(

３) 

陸
前
地
方
に
お
け
る
横
穴
葬
制
も
、
後
に
な
る
と
火
葬
制
の
行
な
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
。 

あ
る
で
あ
ろ
う
。
火
葬
制
の
採
用
は
お
そ
ら
く
副
葬
品
に
対
す
る
取
扱
い
方
に
も
変
化
を
来
た
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
横
穴
の
存
続
使
用

が
永
け
れ
ば
永
い
程
発
見
遺
物
の
少
く
な
る
こ
と
は
当
然
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
ゆ
く
と
、
出
土
遺
物
が
少
い
か
ら
と
云
つ
て
直
ち
に

そ
の
対
象
を
庶
民
階
級
に
求
め
る
こ
と
に
危
険
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
本
横
穴
群
の
調
査
成
果
は
、
こ
の
点
か
ら
云
つ
て
も
、
今
後
の
無
棺
座
横
穴
群
の
研
究
に
貴

重
な
資
料
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

五
、
結 

 
 
 

言 

本
横
穴
群
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
は 

な
ど
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
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陸
前
地
方
に
お
け
る
横
穴
古
墳
の
研
究
は
、
未
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
ま
だ
数
多
く
の
問
題
点
を
包
含
し
て
い
る
。
本
横
穴
群
の
如
き
も
、
整
然
た
る
棺
座
を

有
す
る
横
穴
群
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
と
く
に
本
遺
跡
は
現
在
の
海
岸
線
よ
り
一
粁
余
し
か
離
れ
て
い
な
い
の
で
、
当
時
は
か
な
り
近
く
ま
で
汀
線
が
迫
つ
て
い

た
こ
と
を
想
像
で
き
る
が
、
一
体
本
遺
跡
の
被
葬
者
達
は
ど
こ
に
生
活
の
根
拠
を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
主
た
る
生
業
は
果
し
て
何
で
あ
つ
た
の
か
。

な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
未
解
決
で
あ
る
。
将
来
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。 

最
後
に
末
筆
な
が
ら
、
こ
の
貴
重
な
調
査
の
機
会
を
考
え
ら
れ
、
ま
た
御
支
援
下
さ
つ
た
宮
城
県
文
化
財
専
門
委
員
の
伊
東
信
雄
博
士
、
宮
城
県
教
育
委
員
会
、
七
ヶ
浜

町
、
多
賀
城
土
建
会
社
各
位
、
種
々
と
便
宜
を
お
は
か
り
下
さ
つ
た
地
主
の
大
町
輝
氏
、
遺
物
の
面
倒
を
化
学
分
折
を
心
よ
く
承
諾
下
さ
つ
た
宮
城
県
第
二
女
子
高
等
学
校

教
諭
桔
梗
吉
弥
氏
に
は
厚
く
謝
意
を
表
し
擱
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。(

昭
和
四
一
年
一
月
三
一
日 

文
責
氏
家
和
典) 



註 ① 

３
号
墳
の
前
方
あ
た
り
か
ら
か
つ
て
須
恵
器
の
長
頸
瓶
一
点
が
出
土
し
大
町
輝
氏
に
よ
つ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。
大
町
氏
か
ら
寄
託
を
う
け
現
在
東
北
大
学
教
育
学
部

考
古
学
資
料
館
で
加
藤
孝
が
保
管
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
以
前
に
属
し
、
奈
良
時
代
に
近
い
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
３
号
墳
の
初
葬
者
に
属
す
る
も
の
と
推
定
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。 
る

② 
氏
家
和
典
「
東
北
土
師
器
の
型
式
分
類
と
そ
の
編
年
」(

歴
史
１
４
輯) 

③ 

陸
奥
国
分
寺
跡
発
掘
調
査
委
員
会
編
「
陸
奥
国
分
寺
跡
」
九
一
頁
～
九
七

 頁

② 

鍛
治
一
郎
・
氏
家
和
典
・
佐
藤
宏
一
「
宮
城
県
岩
沼
町
丸
山
横

墳
群
」(

東
北
考
古

) 

穴
古

学
３

⑤ 

加
藤
孝
・
小
野
力
・
氏
家
和
典
「
仙
台
市
燕
沢
善
応
寺
横
穴
群
」(

考
古

雑
誌
４
８
の
１) 

学

⑥ 

氏
家
和
典
・
加
藤
孝
「
ト
ン
ボ
玉
発
見
の

県
涌
谷
町
追
戸
横
穴
群
」(

日
本

学
協
会
第
２
９
回
総
会
研
究
発
表
要
旨) 

(

昭
三
十
八
年
四
月) 

宮
城

考
古

⑦ 

藤

塩
釜
市
表
杉
ノ
入
貝
塚
の
研
究
」(

宮
城
学
院
女
子
大
学
研
究
論
文
集
５) 

加

孝
「

⑧

 

試

+

濃
硫
酸

あ
た
た
め

表
面
黒
変
、
液
も
少
々
黒
く
な
る
。
た
だ
し
固
形
分
の
形
崩
れ
ず
。
同
上
溶
液
の
炎
色
反
応
Ｎ
ａ

。(

有
機
物
を
少
量
含
む) 

料

↓

る
↓

 

試
料+

濃
塩
酸 

反
応

し
。 

な

 

試
料+

濃
塩
酸+

硝
酸 

反
応
な
し
。 

濃

 

試

+

２

塩
酸 

反
応
な
し
。
同
上
溶

の
炎
色
反
応

 
(

漆
喰
で
は
な
い) 

料

で

グ

れ
ず

 

試
料+

６
・
７
Ｎ
塩
酸 

１
０
０
度
Ｃ
で
約
１
時
間
熱
す 

弱
ア
ル
カ

性
で
フ

リ
ン
グ
と
の
反
応
な
し
。
炎
色
反
応
Ｎ
ａ

(

糖
類
な
し) 

料

Ｎ

液
 

試

+

水 

６
０
度
Ｃ

約
２
時
間
浸
出 

フ
エ
ー
リ
ン

と
の
反
応
な
し
。
Ⅰ
２

溶
液
と
の
反
応
な
し
。 

(

澱
粉
や
転
化
糖
み
ら

) 

リ

エ
ー

⑨ 

加
藤
孝
・
伊
藤
玄
三
「
宮
城
県
登
米
郡
新
田
村
字
対
馬
竪
穴
住
居
址
群

(

新
田
村
史) 

」

⑩ 

氏
家
和
典
「
辺
境
に
お
け
る
横
穴
古
墳
群
の
諸
問
題
ー
陸
前
の
場
合
ー
」(

日
本
考
古
学
の
諸
問
題)

で
は
桝
形
横
穴
群
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
こ
ゝ
で
は
長
頸
瓶

土
例
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。
こ
の
遺
物
が

近
ま
で
ま
ぎ
れ
て
検
討
の
機
会
が
な
か
つ
た
こ
と
に
も
と
づ
く
誤
り
で
あ
る
。
訂
正

て
お
き
た
い
。 

出

最

し

⑪ 

福
島
県
相
馬
郡
鹿
島
町
の
大
窪
横
穴
古
墳
群(

「
福
島
県
東
部
地
区
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
０
集)

で
は
逆
に
上
段
の
も
の
が
古
く

下
段
の
も
の
が
新
し
い
と
い
う
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
桝
形
横
穴
群
の
事
例
は
こ
の
大
窪
横
穴
群
の
場
合
に
も
適
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
再

検
討
を
願
い
た
い
。
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Ⅲ 

松 

崎 

古 

墳 

一
、
所

在

地 
 

角
田
市
横
倉
字
松
崎
三
一
の
一
、
三 

二
、
調

査

期

日 
 

自 

昭
和
四
十
一
年
三
月
三
十
日 

 
 

至 

昭
和
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日 

三
、
調

査

者 
 

宮
城
県
教
育
委
員
会 

四
、
調

査

担

当

者 
 

日
本
考
古
学
協
会
員 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

志 
 
 

間 
 

 

恭 
 
 

治 

五
、
調

査

概
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こ
の
古
墳
は
、
自
然
の
地
山
の
瘤
状
の
高
ま
り
を
利
用
し
て
整
地
の
う
え
、
盛
り
土
し
て
封
土
を
築
い
た
も
の
で
、
今
ま
で
は
、
裾
部
は
外
見
か
ら
で
は
定
め
が
た
い
状

態
で
あ
つ
た
が
、
積
土
層
の
断
面
が
は
つ
き
り
と
現
わ
れ
た
た
め
に
、
は
じ
め
て
直
径
も
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
規
模
は
直
径
一
七
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
四
メ
ー

ト
ル
の
円
墳
で
、
横
倉
古
墳
群
の
中
で
は
比
較
的
大
型
の
部
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
、
工
事
に
よ
つ
て
北
半
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
墳
丘

南
の
裾
部
も
渡
辺
乙
彦
宅
地
の
た
め
若
干
削
り
と
ら
れ
、
現
在
で
は
僅
か
に
古
墳
の
原
形
を
と
ど
め
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
現
わ
れ
た
断
面
層

を
み
る
と
、
泥
岩
の
自
然
地
山
の
層
に
、
ほ
と
ん
ど
水
平
に
白
色
粘
土
層
、
里
色
土
層
、
褐
色
土
層
を
数
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
厚
さ
に
帯
状
に
交
互
に
積
み
あ
げ
て
、
丁
度
、

虎
斑
状
の
縞
模
様
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
覆
う
よ
う
に
雑
草
木
の
茂
る
表
土
が
み
ら
れ
、
こ
こ
に
古
墳
築
造
の
経
過
を
ま
ざ
ま
ざ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。(

第

一
図) 松

崎
古
墳
は
、
横
倉
古
墳
群
と
総
称
さ
れ
る
も
の
の
中
に
包
括
さ
れ
る
古
墳
で
あ
る
。
こ
の
横
倉
吉
墳
群
に
つ
い
て
の
位
置
、
概
況
な
ど
に
関
し
て
は
、
宮
城
県
文
化
財

調
査
報
告
書
第
一
一
集
『
宇
ノ
崎
古
墳
緊
急
発
掘
調
査
報
告
書
』
宮
城
県
教
育
委
員
会
、
昭
和
四
一
年
六
月
刊
に
ゆ
ず
る
が
、
こ
の
松
崎
古
墳
は
、
前
記
報
告
書
に
掲
げ
て

あ
る
宇
ノ
崎
一
号
墳
の
約
九
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
西
の
丘
陵
地
に
あ
る
。
昭
和
四
一
年
一
月
二
四
日
、
た
ま
た
ま
宇
ノ
崎
古
墳
を
探
訪
し
た
際
、
地
主
渡
辺
辰
雄
氏
が
、
宇

ノ
崎
の
す
ぐ
隣
接
地
の
雑
木
山
を
切
り
開
き
桑
園
団
地
造
成
の
た
め
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
を
使
用
し
て
、
抜
根
、
整
地
の
作
業
を
実
施
し
て
い
る
の
を
目
げ
き
し
た
の
で
立
寄

つ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
地
の
南
端
に
あ
る
松
崎
古
墳
は
、
既
に
北
半
は
削
り
取
ら
れ
て
低
平
に
な
つ
て
お
り
、
き
れ
い
な
積
土
の
断
面
を
さ
ら
け
だ
し
て
お
り
、
さ
ら
に
封
土

中
央
部
の
と
こ
ろ
に
は
箱
式
石
棺
が
ポ
ッ
カ
リ
と
開
口
し
、
一
部
削
り
と
ら
れ
た
石
棺
の
板
石
が
近
く
に
散
乱
し
て
い
る
状
態
の
た
め
、
地
主
に
対
し
て
古
墳
調
査
の
必
要

性
を
と
き
、
調
査
の
終
る
ま
で
古
墳
の
現
状
変
更
を
し
な
い
よ
う
に
話
合
い
を
な
し
、
三
月
三
〇
、
三
一
日
の
両
日
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。 



ま
た
、
封
土
や
こ
の
工
事
に
よ
つ
て
動
か
さ
れ
た
土
砂
の
中
か
ら
は
、
円
筒
埴
輪
片
数
点
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
古
墳
を
と
り
か
こ
ん
で
埴
輪
の

樹
立
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
墳
丘
の
ど
の
部
分
に
、
ど
ん
な
風
に
樹
立
し
た
も
の
か
は
、
こ
の
方
面
の
発
掘
調
査
に
ま
で
手
が
行
き
と
ど
き
か
ね

た
た
め
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
葺
石
な
ど
は
見
当
ら
な
い
。 
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こ
の
二
号
石
棺
の
直
下
、
一
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
一
号
石
棺
の
蓋
石
に
達
す
る
。
一
号
石
棺
の
方
位
は
Ｓ
五
度
Ｗ
で
二
号
石
棺
と
は
ほ
ぼ
直
交
す
る
。
北
端
の
側
石
は

削
り
取
ら
れ
て
開
口
し
て
発
見
さ
れ
た
が
、
こ
れ
で
は
充
分
な
調
査
が
で
き
な
い
た
め
、
完
全
な
露
出
作
業
を
計
画
し
た
と
こ
ろ
、
地
主
側
か
ら
調
査
上
の
制
約
が
出
さ
れ

た
た
め
南
端
に
あ
た
る
場
所
の
一
部
覆
土
を
は
い
で
調
査
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
石
棺
は
北
端
の
側
壁
石
が
一
枚
取
り
除
か
れ
た
程
度
で
、
殆
ん
ど
完
形
を

保
つ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
即
ち
、
二
号
石
棺
の
現
長
約
二
九
〇
セ
ン
チ
、
巾
五
五
セ
ン
チ
、
高
さ
四
〇
セ
ン
チ
で
、
厚
さ
数
セ
ン
チ
か
ら
一
〇
数
セ
ン
チ
の
花
崗
岩

の
板
石
を
用
い
た
箱
式
石
棺
で
、
こ
れ
ら
を
五
枚
ほ
ど
の
大
き
な
蓋
石
で
覆
つ
て
い
た
。
東
と
西
の
側
壁
石
に
は
一
部
小
口
積
に
積
み
上
げ
た
箇
所
が
み
ら
れ
た
が
、
大
部

分
は
板
石
を
立
て
な
ら
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
を
底
面
に
敷
き
な
ら
べ
た
板
石
と
、
裏
づ
め
の
石
塊
と
で
お
さ
え
安
定
さ
せ
て
あ
る
。
南
端
の
側
壁
石
は
一
板
石
で
組
ま
れ

て
あ
る
。
多
分
、
北
端
の
側
壁
石
も
こ
の
よ
う
な
形
を
と
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
板
石
間
の
空
隙
を
埋
め
板
石
を
安
定
さ
せ
、
あ
る
い
は
石
棺
内

部
と
外
界
と
遮
断
密
閉
す
る
た
め
に
、
暗
黒
褐
色
の
田
の
粘
土
を
利
用
し
て
、
か
な
り
分
厚
に
ぬ
り
か
た
め
て
あ
つ
た
。
ま
た
、
こ
の
二
号
石
棺
の
側
壁
石
全
面
と
、
石
棺

の
天
井
部
に
あ
た
る
蓋
石
の
部
分
に
鮮
か
な
朱
彩
が
認
め
ら
れ
た
。 

墳
丘
中
心
部
に
開
口
し
て
い
る
箱
式
石
棺(

一
号
石
棺
と
呼
称
、
第
二
図)

の
調
査
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
墳
丘
中
央
部
付
近
で
、
墳
頂
下
約
数
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
下
に
板

石
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
部
分
が
あ
る
た
め
に
、
発
掘
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
頭
部
を
東
に
、
Ｓ
四
度
Ｅ
を
示
し
た
箱
式
石
棺(

二
号
石
棺
と
呼
称
、
第
二
図)

が
み
つ
か

つ
た
。
勿
論
、
こ
の
工
事
に
よ
つ
て
、
蓋
石
や
西
お
よ
び
北
側
壁
石
は
飛
ば
さ
れ
て
、
そ
の
お
も
か
げ
を
と
ど
め
て
い
な
い
が
、
幸
い
東
と
南
側
壁
石
が
残
つ
て
お
り
、
底

に
は
板
石
が
敷
き
つ
め
て
あ
り
空
隙
に
は
径
二
～
三
セ
ン
チ
の
小
砂
利
が
充
填
さ
れ
て
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
推
定
す
る
と
、
長
さ
一
八
○
セ
ン
チ
巾
約
四
〇
セ
ン

チ
、
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
で
、
厚
さ
四
～
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
玄
武
岩
の
板
石
を
使
用
し
て
組
合
せ
た
箱
式
石
棺
と
い
え
る
。
こ
の
石
棺
内
に
人
骨
の
細
片
を
認
め
た
が
、
ほ
か

に
遣
物
ら
し
い
も
の
は
見
当
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
石
棺
の
南
西
部
の
棺
外
側
に
土
師
器
坏(

第
三
図)

が
三
枚
ほ
ど
口
縁
部
を
上
に
し
、
重
な
つ
て
出
土
し
た
が
、

こ
れ
ら
は
こ
の
石
棺
の
副
葬
品
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
坏
は
、
直
径
一
四
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
陶
車
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
赤
褐
色
、
あ
ら
い
砂
ま
じ
り
、

吸
水
性
に
と
む
素
焼
き
土
器
で
、
口
縁
部
が
外
反
す
る
も
の
と
内
変
す
る
も
の
が
あ
り
、
中
に
は
内
側
に
軽
い
稜
線
の
つ
く
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
土
器
の
特
色
か
ら
み
て

住
社
式
士
師
器
の
仲
間
に
入
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 



こ
の
一
号
石
棺
の
、
直
下
約
一
メ
ー
ト
ル
の
深
部
に
、
約
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の
厚
さ
に
、
木
炭
層
が
船
底
状
の
断
面
を
な
し
て
現
わ
れ
た
。
こ
こ
は
、
横
断
面
だ
け
の
調
査

で
あ
る
た
め
、
積
土
中
に
偶
然
に
木
炭
屑
な
ど
が
混
入
し
て
で
き
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
埋
葬
施
設
で
あ
つ
た
も
の
か
ど
う
か
、
平
面
的
な
広
が
り
を
調
査
で
き
な
い
た

め
、
今
の
と
こ
ろ
何
と
も
い
え
な
い
が
、
と
に
か
く
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
後
日
、
こ
の
古
墳
残
存
部
に
手
を
加
え
る
こ
と
が
あ
つ
た
際
に
は
、
丹
念
な
調
査
を
必
要

と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

考 
 
 
 
 

察 

出
土
遣
物
は
何
一
つ
見
当
ら
な
か
つ
た
。
発
見
当
初
に
地
主
な
ど
が
多
少
ひ
つ
か
き
廻
し
た
様
子
が
あ
つ
た
が
、
石
棺
内
の
木
炭
層
な
ど
は
殆
ん
ど
損
傷
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
棺
内
に
は
幅
葬
品
な
ど
全
然
葬
ら
れ
な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
ゞ
、
石
棺
北
部
を
精
査
中
に
、
臼
歯
片
が
出
土
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
推
し
て
頭
部

を
北
に
し
て
葬
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
底
面
に
は
、
特
別
に
柴
木
を
炭
化
し
て
粉
末
に
し
た
も
の
を
固
着
さ
せ
、
丁
度
断
面
Ｕ
字
状
に
し
、
死
体
を
安
置
す
べ
き
中
央
部
を
一
段
と
低
く
窪
ま
せ
た

木
炭
床
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
下
に
直
径
二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
精
選
さ
れ
た
小
砂
利
を
三
～
八
セ
ン
チ
厚
さ
に
敷
き
つ
め
、
さ
ら
に
底
面
に
七
枚(

現
在
六
板)

の
板
石
を
敷
き
並

べ
る
と
い
う
他
の
箱
式
石
棺
に
は
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
念
を
入
れ
た
作
り
で
あ
つ
た
。 
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１
． 

こ
の
古
墳
が
包
括
さ
れ
て
い
る
横
倉
古
墳
群
と
は
、
吉
之
内
地
内
に
あ
る
前
方
後
円
墳
を
含
め
て
大
小
約
五
〇
基
の
円
墳
が
群
を
な
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
丘
陵
頂

部
を
占
地
し
て
築
造
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
古
墳
群
は
、
最
近
に
な
つ
て
よ
う
や
く
群
集
す
る
形
態
な
ど
が
は
つ
き
り
し
て
き
た
も
の
で
、
過
去
に
盗
掘
さ
れ
て
遣
物

を
出
し
た
と
い
う
例
も
な
く
、
内
部
埋
葬
施
設
も
不
明
な
ま
ま
の
た
め
、
昭
和
四
〇
年
三
月
に
行
な
つ
た
宇
ノ
崎
古
墳
の
緊
急
発
掘
調
査
に
よ
せ
る
期
待
が
大
き
か
つ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
施
設
や
遺
物
も
全
然
発
見
で
き
な
か
つ
た
。
そ
の
た
め
今
ま
で
は
、
古
墳
の
群
集
形
態
や
、
外
部
か
ら
の
観
察
な
ど

に
よ
つ
て
時
代
な
ど
想
定
す
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
こ
の
松
崎
古
墳
の
石
棺
の
出
現
、
調
査
に
よ
つ
て
始
め
て
墳
丘
に
は
埴
輪
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
こ
と
。
内
部
主
体

が
箱
式
石
棺
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
判
明
し
た
た
め
、
こ
こ
に
東
北
地
方
に
お
け
る
古
墳
の
編
年
上
か
ら
み
て
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
に
か
け
て
築
造
さ
れ
た
も
の
と

は
つ
き
り
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
、
そ
の
他
こ
こ
に
群
在
す
る
古
墳
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
の
類
推
が
可
能
と
な
つ
て
き
た
わ
け
で
、
こ
の
古
墳
調
査

の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。 

２
． 

一
号
石
棺
が
封
土
積
土
の
中
に
横
断
面
を
み
せ
て
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
出
土
状
態
を
み
る
と
、
虎
斑
状
の
積
土
層
は
石
棺
に
完
全
に
ほ
ぼ
水
平
位
に
密 



３
． 

一
号
石
棺
と
二
号
石
棺
の
埋
葬
に
は
、
か
な
り
の
時
間
的
な
隔
た
り
を
感
ず
る
。
即
ち
、
一
号
石
棺
の
か
な
り
上
層
し
か
も
直
上
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
方
位
も
直
交
す
る
よ
う
な
具
合
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
石
棺
に
使
用
さ
れ
た
板
石
も
花
崗
岩
と
玄
武
岩
と
い
う
ふ
う
に
材
質
も
違
つ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

勿
論
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
こ
れ
ら
石
材
の
産
地
と
か
、
運
搬
、
当
時
の
採
掘
技
術
な
ど
に
も
時
間
の
流
れ
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
課

題
で
も
あ
ろ
う
。 

着
し
て
お
り
、
石
棺
周
囲
の
積
土
層
の
攪
乱
は
認
め
が
た
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
封
土
築
成
の
の
ち
、
掘
り
込
ん
で
石
棺
を
組
合
せ
た
と
い
う
形
跡
は
見
当
ら
ず
、
積 

土
を
実
施
し
な
が
ら
石
棺
を
設
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
二
号
石
棺
に
お
け
る
場
合
も
同
様
に
し
て
造
ら
れ
た
も
の
と
み
た
い
が
、
表
土
近
く
で
地
層
の
変
化
も 

乏
し
い
た
め
に
確
認
は
で
き
な
か
つ
た
。
今
ま
で
行
つ
た
調
査
で
こ
の
よ
う
に
横
断
面
を
露
出
さ
せ
た
例
が
な
い
の
で
一
例
と
し
て
あ
げ
、
今
後
の
発
掘
の
際
に
、
同 

様
の
例
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。
ま
た
、
石
棺
が
重
層
的
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
発
見
例
も
な
い
の
は
今
ま
で
の
調
査
が
不
充
分
か
も
し
れ
ず
、
こ 

れ
ま
で
の
箱
式
石
棺
を
包
蔵
す
る
古
墳
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

４
． 

二
号
石
棺
の
南
西
隅
か
ら
土
師
器
が
三
枚
も
重
な
つ
て
出
土
し
た
が
、
こ
の
出
土
状
態
か
ら
み
て
こ
の
石
棺
の
副
葬
品
で
あ
つ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
の
種
の

石
棺
に
は
、
遺
物
が
棺
外
に
葬
ら
れ
る
と
い
う
例
が
多
く
、
こ
の
場
合
も
そ
の
例
に
も
れ
な
か
つ
た
わ
け
で
、
し
か
も
、
遺
物
の
少
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
遺
物
の
存

在
価
値
は
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
が
、
特
に
東
北
地
方
の
土
師
器
の
編
年
的
研
究
が
進
ん
だ
現
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
時
代
判
定
の
好
資
料
で
あ
り
、
三
個
の
土

師
器
の
特
色
か
ら
み
て
住
社
式
土
師
器
の
仲
間
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
土
器
は
、
東
北
地
方
の
古
墳
時
代
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
に
盛
行
し

た
土
器
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
古
墳
調
査
の
結
論
と
も
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。 

５
． 

一
号
石
棺
は
、
二
号
石
棺
よ
り
時
代
が
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
諸
点
か
ら
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
一
号
石
棺
の
被
葬
者
は
か
な
り
丁
重
な
埋
葬

方
法
が
と
ら
れ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、
石
棺
に
使
わ
れ
た
板
石
の
厚
さ
や
、
組
合
せ
、
そ
れ
に
朱
彩
を
ほ
ど
こ
す
な
ど
種
々
の
点
か
ら
指
摘
で
き
る
が
、
底
石
の
上

に
小
砂
利
、
特
に
木
炭
床
を
作
つ
て
い
る
点
な
ど
、
今
ま
で
発
掘
し
た
箱
式
石
棺
の
例
に
は
一
例
も
見
当
ら
な
い
点
を
み
る
と
、
か
な
り
意
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
、
こ
こ
に
箱
式
石
棺
の
埋
葬
方
法
に
新
例
証
を
提
供
で
き
た
こ
と
と
喜
び
、
今
後
の
古
墳
研
究
の
資
と
し
た
い
。 

註 

右
の
報
告
の
参
考
書
と
し
て 

(

２) 

「
角
田
市
鱸
沼
古
墳
」 

 
 

考
古
学
雑
誌
四
五
巻
三
号 

(

１) 

「
宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
金
山
台
町
古
墳
群
調
査
概
報
」
一
・
二
・
三
輯 

 
 

東
北
考
古
学
二
号 
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(

４) 

「
田
町
裏
遣
跡
調
査
概
報
」 

 
 

宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
輯 

(

３) 

「
宮
城
県
角
田
町
住
社
発
見
の
竪
穴
住
居
跡
と
そ
の
考
察
」 

 
 

考
古
学
雑
誌
四
三
巻
四
号 

(

５) 

「
宇
ノ
崎
古
墳
緊
急
発
掘
調
査
報
告
書
」
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
輯
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