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土
保
山
古
墳
を
発
掘
調
査
す
る
こ
と
に
な

つ
た
動
機

は
、
西
宮

・
小
牧
間
を
む
す

ぶ
名
神
高
速
道
路
が
、
こ
の
古
墳
を
完

全
に
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
名
神
高
速
道
路

は
東
京

。
神
戸
間

の
高
速
自
動
車
国
道

の

一
部
を
な
す
も
の
で
い
第

二
次
大
戦

の
た
め

一
時
中
止
さ
れ
て
い
た
計
画
が
、
戦
後

の
著

し
い
経
済
復
興

に
と
も
な
う
道

路
輸
送
の
激
増
に
よ
つ
て
、
ふ
た
た
び
と
り
あ
げ
ら
れ
、
名
古
屋

・
神
戸
間

の
道
路
建
設
が
具
体
化

し
た
も

の
で
あ
る
。
こ

の
工
事
で
か
な
り
の
遺
跡
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
知
つ
た
考
古
学
者
側

で
は
、
す
で
に

一
九
五
八
年
か
ら
文
化
財
保
護
委
員

会

。
適
路
公
団

・
各
府
県
庁
と
緊
密
な
連
絡
を
と
り
．
遺
跡
保
護

の
対
策
を
講
じ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
五
八
年
に
は
京
滋

地
区
で
、
五
九
年
に
は
大
阪
地
区
で
、
工
事

の
着
工
に
先
き
だ
つ
て
、
破
壊
さ
れ
る
遺
跡

の
学
術
調
査
を
国

の
事
業
と
し
て

お
こ
な
う
こ
と
に
決
定
を
み
た
の
で
あ
る
。

大
阪
府
下
の
道
路
予
定
線
は
、
豊
中
か
ら
吹
田

・
茨
木

・
高
槻

の
北
摂
山

震
を
と
お
り
、
山
崎

で
天
王
山
を
ト

ン
ネ

ル
で

貫
ぬ
く
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
国

の
委
嘱
を
う
け
た
大
阪
府
社
会
教
育
課
で
は
、
こ
の
通
過
地
か
ら
、
爾
生
式
遺
跡

・
古

矯

・
寺
院
址

・
窯
跡

・
離
宮
址
な
ど
十
数
力
所
を
調
査
の
対
象
と
し
て
え
ら
ん
だ
。
三
島
野
古
墳
群

で
は
、
茶
臼
山
古
墳

（
現
継
体
陵
）

の
外
堤
西
北
部
、
二
子
山
古
墳

の
周
濠
部
、
土
保
山
古
墳
、
岡
本
山
古
墳

の
前
方
部
な
ど
が
、
こ
の
計
画
の

な
か
に
ふ
く
ま
れ
た
が
、
な
か
で
も
土
保
山
古
増
は
、
公
団

の
設
計
図
に
よ
る
と
、
道
路

の
セ

ン
タ
ー
が
墳
丘
を

つ
ら
ぬ
い

て
い
て
、
工
事
完
成
の
日
に
は
地
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
運
命
に
お
か
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
つ
た
。

二
、
発

掘

の

経

過

発
掘
調
査
は

一
九
五
九
年
九
月

一
〇
日
か
ら

一
一
月
三
〇
日
ま
で
、
延
八
二
日
を
要
し
た
ｏ

，調
査
団

の
編
成
は
成
漢

女
子

短
大
教
授
で
三
島
郷
土
史
研
究
会
主
幹

の
天
野
高
信
氏
を
主
任
に
、
京
都
大
学
考
古
学
教
室
の
小
野
山
節

・
河
原
純
之
氏
と

私
、
奈
良
学
芸
大
学
学
生
の
西
谷
氏
、
そ
の
他
八
人
の
計

一
二
人
が
現
地
に
常
駐
し
、
他
に
高
槻

一
中
、
三
中
、
成
瞑
女
子

‐

―

‐

ｈ
一
口「‐
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，
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高
校
、
春
日
丘
高
校
【
大
阪
高
校
、

島
上
高
校
、

浪
速
工
高

の
学
生
諸
君
な
ど
直
接
作
業

に
参
加
し
た
も
の
を

い
れ
る
と
、

延

一
、
七
〇
〇
人
以
上
、
毎
日
平
均

二
〇

入
以
上
が
作
業
し
た
こ
と
に
な
る
。
　

ヽ

調
査
は
九
月

一
〇
日
の
墳
丘
お
よ
び
周
辺
の
地
形
測
量
に
は
じ
ま
つ
た
。
測
畳
は

一
五
日
ま
で
か
か
つ
た
が
、
す
で
に
増

頂
に
測
量
機
械
を
す
え
る
必
要
の
な
く
な
つ
た

一
二
日
か
ら
は
、
調
査
員

の

一
部
を
さ
い
て
埋
葬
部

の
探
査
を
は
じ
め
た
。

一
五
日
に
墳
頂
の
ほ
ぼ
中
央
、
表
上
下

一
メ
ー
ト

ル
の
と
こ
ろ
で
天
丼
石
を
発
見
、
こ
の
古
墳

の
主
体
が
竪
穴
式
石
室
で
あ

る

こ
と
を
知

つ
た
。
九
月

一
九
日
に
は
天
丼
石
を
と
り
あ
げ
、
内
部
に
本
棺
が
の
こ
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
、
九
月

二
二
日

に
木
権

の
議
を
あ
け
て
か
ら
、　
一
〇
月
五
日
に
木
棺
を
石
室
か
ら
と
り
だ
す
ま
で
の
二
週
間
は
、
木
棺
内

の
遺
物

の
調
査
に

終
始
し
た
。
木
棺
搬
畠
後
は
、
石
室
の
実
測
に
並
行
し
て
墳
丘
の
構
造
を
調
査
す
る
た
め
、
そ
の
四
方
に
ト
レ

ン
チ
を
掘
り

進
め
た
が
、
こ
の
作
業
中
、
石
室
の
東
側
に
、
完
全
な
木
棺
を
内
蔵
し
た
粘
土
柳

が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、　
一
〇
月

一
三
日

か
み
そ
の
発
掘
に
着
手
し
た
。

一
〇
月

一
八
日
に
は
棺
の
上
半
を
お
お
つ
た
粘
上
の
撤
去
を
終
つ
て
、
木
棺
の
議
を
ひ
ら
き
、

こ
の
日
か
ら

一
一
月

一
三
日
に
い
た
る
二
七
日
間
を
棺
内
遺
物
の
調
査
に
費
し
た
。　
一
一
月

一
四
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
は
、

さ
き
に
粘
土
榔
を
発
見
し
た
た
め
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
石
室
の
断
面
の
実
測
や
粘
土
榔

下
部
断
面
の
実
測
、
墳

丘
ト
レ
ン
チ
の
掘
下
げ
を
続
行
す
る
と
と
も
に
、
墳
丘
表
面
に

一
部
残
さ
れ
て
い
た
葺
石
や
埴

輪
円
筒
列
の
発
掘
に
つ
と
め

た
。発

掘
調
査
の
結
果
、
近
い
将
来
に
消
滅
す
る
土
保
山
古
墳

の
記
録
保
存
と

い
う
所
期

の
目
的
を
ほ
ぼ
達
し
て
、
こ
の
古
墳

の
外
部
構
造
や
内
部
の
埋
葬
施
設
、
木
棺
や
副
葬
品

の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
も

つ
と
も
．
墳
丘
の
盛
土
と
地
山

の

関
係
「
周
濠

の
構
造
な
ど
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
工
事
着
手
ま
で
に
再

調
査
す
る
こ
と
に
し
て
、
次
に
い
ま
ま
で
わ
か
つ
た
事
実
を
述

べ
よ
う
。



三
、
外

部

構

造

四
十
数
年
前
に
上
保
山
古
墳
を
訪
れ
た
梅
原
氏
は
い

「
二
子
塚
の
東
北
約

一
町
余
り
の
研
に
土
山
と
俗
称
す
る
円
墳
あ
り
。

南
半
に
進

の
迩
を
残
せ
り
。
墾
か
れ
て
桃
畑
と
成
る
。
」

（
摂
津
の
古
墳
墓
）
と
記
し
て
、
こ
の
古
墳
を
周
濠

の
あ
る
円
増

と
推
定
さ
れ
た
。
村
の
古
老
の
話
を
綜
合
す
る
と
、
桃
畑
が
戦
時
中
に
ｒ

定
り

の
芋

畑
と
な
り
、
戦
後
三
転
し
て
柿
舶
と
な

つ
た
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
古
墳

の
形
は
そ
の
こ
ろ
と
少
し
も
変

つ
て
い
な
い
ら
し
い
。
墳
丘
の
現
状

（
図
二
）

は
、
四
方
が

つ
ち
や
ま

垂
直
に
ち
か
い
ま
で
に
削
り
と
ら
れ
、
頂
部
が
耕
さ
れ
て
平
た
く
な

つ
た
土
山
に
す
ぎ
ず
、
奇

し
く
も
そ
れ
ま
で
呼
び
慣
ら

わ
さ
れ
て
い
た
土
山

の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
か
た
ち
で
あ
つ
た
。
測
量

の
結
果
、
頂
部

の
最
高
点

は
海
抜
四
〇

・
二

一
メ
ー
ト

ル
あ
り
、
平
面
は
南
北

二
七
メ
ー
ト

ル
、
東
西

二
〇
メ
ー
ト

ル
の
小
判
形
、
断
面
は
高
さ
三

・
九
メ
ー
ト

ル
の
梯
形
を
し
み

す
こ
と
が
わ
か

つ
た
が

（
図

三
）

、
ほ
と
ん
ど
原
形
を
保

つ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
も
と

の
増
形
を
推
定
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
墳
丘
に
南
接
す
る
土
保
池
が
、
そ
れ
を
弧
状
に
と
り
か
こ
ん
で
い
る
こ
と
と
、
水
田
を

へ
だ
て
た
北
側
を
東
西

に
走
る
畔
道
が
、
墳
丘
に
ち
か
い
部
分
だ
け
円
弧
を
え
が
い
て
張
り
だ
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
円
形

で
あ

つ
た
こ
と

は
見
当
が
つ
く
。
円
形
と
す
れ
ば
、
円
墳

で
あ
る
場
合
と
、
前
方
後
円
墳

の
後
円
部
で
あ
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
周

辺
に
前
方
部
の
存
在
を
思
わ
せ
る
畔
道

の
線
ｆ
ど
も
み
あ
た
ら
な
い
の
で
、
ま
ず
円
墳
と
み
て
よ
か
み
う
ｏ
発
掘

の
ま
え
に

は
、
北
側
の
畔
道

の
弧
線
が
墳
丘
の
裾
に
あ
た
る
場
合
も
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
確
か
め
ら
れ
た
埋
葬
施

設

の
位
置
や
〔
円
筒
埴
輪
列
の
位
置
か
ら
み
て
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
わ
か

つ
た
か
ら
、
こ
の
弧
線

は
堀

の
外
縁
と
考
え
る

ほ
か
は
な
い
。
墳
丘
の
南
半
を
か
こ
む
土
保
池
が
堀
ら
し
く
み
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
堀
が
あ

つ
た
こ
と
の
説
明
に

な
ら
な
い
が
、
北
側
に
も
堀

の
外
縁
が
の
こ
つ
て
い
た
こ
と
で
、
は
じ
め
て
こ
の
池
が
も
と
の
堀
で
あ
る

こ
と
の
説
明
が

つ

く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
現
在
水
田
と
な
つ
て
い
る
堀

の
部
分
を
発
掘
す
る
予
裕
が
な
か

つ
た
の
で
、
堀

の
た
し
か
な
形
や
断

‐
ヽ
‐

「

ヽ
‐
ｌ

封

樹

４

「

―

Ｉ

Ｒ

Ｎ

Ｉ

ヾ
Ｈ
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―
―
―

「
―

川
―
―

引
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‐
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ほ
か
は
な
い
。
墳
丘
の
南
半
を
か
こ
む
土
保
池
が
堀
ら
し
く
み
え
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
塀
が
あ

つ
た
こ
と

の
誠
昨
に

な
ら
な
い
が
、
北
側
に
も
堀

の
外
縁
が
の
こ
つ
て
い
た
こ
と
で
、
は
じ
め
て
こ
の
池
が
も
と
の
堀
で
あ
る

こ
と
の
説
明
が

つ

く
あ

で
あ
る
。
た
だ
し
現
在
水
田
と
な
つ
て
い
る
堀

の
部
分
を
発
掘
す
る
予
裕
が
な
か

つ
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、
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土

保

山

古

墳

の
外

景

ｈ
ｅ
ｗ

図

四

　

竪

穴

式

石

室

の
金

貌

図
　
五
　
　
天
丼

石

の
下
か
ら
あ
ら
わ
れ
た

一
号
〉棺

1



図

　

六

一
号
棺
の
棺
身

⌒
小
口
板
は
と
り
あ
げ
て
あ
る
）

図

七

　

棺
を
と
り
だ
し
た
あ
と
の
竪
穴

式
石
室
壁
面

図

　

八

粘

上

榔

の

外

貌

面
を
知
る

こ
と

は
で
き

な
か

つ
た
。
し
た
が

つ
て
堀

の
全
体

に
水

が

は

い
つ

て
い
た

の
か
、
空
堀

で
あ

つ
た

の
か
、
あ
ａ

か



面
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
し
た
が

つ
て
堀

の
全
体
に
水
が
は
い
つ

て
い
た
の
か
、
空
堀
で
あ

つ
た
の
か
、
あ
る
い

は
途
中
に
区
切
り
の
段
が
あ

つ
て
南
半
分
に
だ
け
水
が
は
い
つ
て
い
た
、
現
状
に
ち
か
い
も
の
で
あ
つ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
検
討
を
か
さ
ね
た
結
果
、
こ
の
古
墳

の
も
と

の
形

は
、
図

三
に
点
線

で
し
め
し
た
よ
う
に
、
直
径

二
八
十

三
０
メ
ー
ト

ル
、
高
さ

四
メ
ー
ト

ル
、
周
囲
に
幅

一
〇
メ
ー
ト

ル
前
後

の
堀
を
め
ぐ
ら
し
た
円
墳

で
あ

つ
た

こ
と
が
推
定
さ

れ
る
。
墳
頂
部
は
墳
丘
の
表
面
を

こ
わ
し
て
、
さ
ら
に
深
く
ま
で
耕
さ
れ
て
い
た
の
で
、
も
と

の
形
が

つ
か
め
な
い
が
、
内

部
に
竪
穴
式
石
室
や
粘
土
穂
が
あ
な
古
墳

で
１ま
す
、
靖
頂
が
平
坦
に
な
る
こ
と
が
多

い
か
ら
、
土
保
山
の
円
墳
も
お
そ
ら
く
裁

頭
円
錐
形
だ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

上
保
山

の
よ
う
に
平
地
に
つ
く
ら
れ
た
古
靖

は
、
地
山
に
上
を
も
り
上
げ
て
つ
ぐ
る
の
が
音
通
■
あ
な

ｏ
断
面
図

（
図
３

を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
土
朱
曲

の
増
丘
は
埋
葬
施
設
の
あ
る
部
分
を
境
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
上
と
下
で
は
、
は
つ
き
り

と
土
層
が
ち
が
つ
て
い
る
。
上
層
は
所
々
に
結
上
を
ま
じ
え
、
わ
ず
か
に
礫

石
を
ふ
く
ん
だ
黄
鶴
色
の
上
で
、
下
層
は
全
然

鰈
を
ふ
く
ま
な
い
黒
褐
色
の
結
土
質
の
上
で
あ
る
。
上
層
の
上
が
遺
骸

の
埋
葬
を
終
つ

て
か
ら
盛
つ
た
上
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
が
、
下
層
の
上
が
盛
上
で
あ
る
か
、
地
山

で
あ
る
か
は
、
日
時
と
人
手

の
関
係
で
、
そ
れ
以
上
深
く
掘
り
さ
げ

て
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
、
今

の
と

こ
ろ
な
ん
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
下
層
の
上
に
み
ら
れ
る
植
物
遺
休

の
混
入

の
仕
方
が
、
き
わ
め
て
自
然
的
で
盛
上
の
よ
う
に
思
え
な
い
と
い
う
地
質
専
門
家

の
意
見
が
あ
る
か
ら
、
下
層
を
地
山
と
み

る
方
に
畿
分
の
利
が
あ
る
。

下
曙
上
が
癖
上
で
あ
る
か
、
地
山
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
増
丘
の
築
造
過
程
を
考
え
て
み
る
と
、
石
室
や
粘
土
椰
ｔ
ど

の
埋
葬
施
設
が
つ
く
ち
れ
る
前
の
段
階
に
は
、
削
ら
れ
る
か
募
ら
れ
る
か
し
て
、
中
央
部
が
や
や
高
く
な
つ
た
円
丘
が
つ
く

ら
れ
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
埋
葬
が
そ
の
上
面
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
ち
、
さ
ら
に
上
を
も
り
あ
げ
て
増
丘
の
形
を
整
え
た
と

ぃ
う
こ
と
が
で
き
る
。
竪
穴
式
石
室
や
粘
土
鞠
の
場
合
、　
一
般
に
は
、
あ
る
程
度
の
高
き
ま
で
墳
丘
を
き
ず
い
た
の
ち
に
、
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あ
ら
た
め
て
四
角

い
拡

を
ほ
り
、
そ
の
な
か
に
埋
葬
し
て
か
ら
、
一再
び
ガ

を
上
で
運
め
る

の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
が
、
上
保
山

で
は
そ
の
よ
う
な
方
法
は
と
ら
れ
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
こ
の
古
墳
に
は
、
内
部
に
石
室
と
粘
土
榔

の
二
つ
の
埋
葬
が
あ

つ
て
、
遺
物

の
保
存
度
が
よ
か

つ
た
た
め
に
、
粘
土

神
が
武
具
ば
か
り
を
収
め
た
も
の
で
、
石
室
と
同
時
に
つ
く
ら
れ
た
附
属

施
設
で
あ
る

こ
と
が
わ
か

っ
た
が
、
ふ

つ
う
な
ら

こ
の
二
つ
の
同
時
、
非
同
時
が
問
題
に
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
時
期

の
前
後
を
定
め
る
決

め
手
の

一
つ
は
、
墳
丘
に
再
埋
葬
し
た
痕
跡

の
有
無
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
墳
丘
の
断
面
に
そ
れ
ら
し
い
も

の
も
な
く
、

こ
の
点
で

も
二
つ
の
同
時
埋
葬
を
裏
づ
け
て
い
た
。

靖
丘
の
表
面
に
は
、
斜
面
に
葺
石
を
よ
ら

べ
、
墳
頂
の
周
縁
部
と
裾

ま
わ
り
に
、
円
筒
埴
輪

の
列
を

二
重
に
め
ぐ
ち
す
こ

と
が
多

い
。
葺
石
は
上
の
流
失
を
ふ
せ
ぐ
た
め
や
、
外
観
を
と
と
の
え
る
た
め
の
も

の
と
考
え
ら
れ
、
円
筒
埴
輪
列
は
墓
域

を
か
ぎ
る

一
種

の
垣
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
葺
石
や
円
筒
列

の
所
在
を
た
し
か
め
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
増
丘
の
も
と

の
形
を

正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
土
保
山

の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
原
形
を
失

つ
た
古
墳

で
は
、
と
く
に
そ
の
効
果
が
大
で
あ

る
。
こ
の
古
墳

の
ば
あ

い
、
あ
ま
り
に
も
荒
れ
か
た
が
ひ
ど
い
の
で
、
埴

輪

や
葺
石

の
原
位
置
を
知
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど

あ
き
ヶ
め
て
い
た
の
だ
が
、
幸

い
に
も
墳
丘

の
南
部
に
頂
上
の
畑

ヽ
昇
降
す
る
た
め
に
削
ら
れ
ず
に
の
こ
つ
て
い
た
部
分
が

あ
つ
て
、
か
な
っ

て
い
た
上
の
下
か
ら
、
わ
ず
か
七
本

で
は
あ
る
が
裾
を
め
ぐ
る
円
筒
列

の

一
部

（
図

三
）
七
一
葺
石
の

一

部
が
あ
ら
わ
れ
た
。
葺
石
は
平
均
径

一
〇
セ

ン
チ
程
度

の
花
蘭
岩

・
珪
岩

・
砂
岩

な
ど
の
礫
石

で
い
附
近
の
河
加
か
ら
集
め

て
こ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
円
筒
埴
輪

は
、
径

三
〇
セ

ン
チ
、
厚
さ

一
・
ニ
セ

ン
チ
ほ
ど

の
同
形

の
も
の
が
、
基
部
で

五
―

一
〇
セ

ン
ナ
の
間
隔
を
お
い
て
並
ん
で
い
た
が
、
上
部
で
は
ほ
と
ん
ど
す
き
関
な
く
並
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ち

ば
ん
よ
く
残

つ
た
も
の
を
み
て
も
、
下
か
ら

一
段
目
と
二
段
目
の
凸
帯

の
あ

い
だ
に
、
二
つ
の
円
孔
を
対
称
的
に
あ
け
た
、

ふ
つ
う
の
形
式
で
あ
る
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
発
掘
中
に
表
上
の
な
か
か
ら
発
見
し
た
破
片

の
な
か
に
は
、
直
径

ぎ
β

　

一
　

Ｆ
■
　

」ヒ

　

／
　
■
′
　

ロ
エ

学

監

卜り
・
ゴ
狩

Ｆ
庁

ヽ
イ
　

う

ら
ン　
う

，

こ

賣

家

筆

う

う

う

ド

ォ

う

と

、

娘

塔

彗

Ｒ

ゴ

母

オ

童

待

う

一

褥

う

籍

日

ヽ

ι

子

ゝ

‥

０
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ふ

つ
う
の
形

式

で
あ
る

こ
と
し
か
ゎ
か
ら
な

い
ｏ
し
か
し
発
掘
中
に
表
上

の
な
か
か
ら
発
見
し
た
破
片

の
な
か
に
は
．
直
径

が

一
五
セ

ン
チ
程
度

の
厚
手
の
も
の
や
、
須
恵
質
の
も

の
が
み
ら
れ
、
隷
番

盾
な
ど
器
財
埴

輪

の

一
部
も
検
出
さ
れ
て
い
る
。

須
恵
質
の
円
筒
埴
輪
は
、
こ
の
古
墳
か
ら
北

へ
約

二
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
山
麓

で
発
見
さ
れ
た
埴

輪

の
窯
跡
か
ら
同
様
な
も
の

が
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
焼

い
た
と
い
う
仮
定
も
可
能

で
あ
ろ

，
Ю

四
、
　
埋

　

葬

　

施

　

設

墳
丘
の
中
央
部
を
掘
り
さ
げ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
古
墳

の
内
部
に
は
、
ま
ず
木
棺
を
い
れ
た
竪
穴
式
石
室
の
あ
る

こ
と
が
わ

か
り
、
そ
れ
に
隣
接
し
て
、
木
棺
を
粘
上
で
つ
つ
ん
だ
、

い
わ
ゆ
る
粘
土
神

の
あ
る

こ
と
が
わ
か

つ
た
。
石
室
は
墳
丘
の
セ

ン
タ
ー
に
主
軸
を
ほ
ぼ
南
北
に
し
て
き
ず
か
れ
、
粘
土
騨

は
そ
れ
よ
り

一
ま
わ
り
小
さ
く
、
石
室
の
東
側
に
平
行
し
て
、　
一

見
、
石
室
が
主
で
粘
土
椰
が
従
で
あ
る
こ
と
を
直
感
さ
せ
る
位
琶
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
両
者

の
間
隔

は
、
各
々
の
長
軸
間

で

一
・
五
メ
ー
ト

ル
、
表
土
か
ら

の
深
さ
は
石
室
の
天
丼
石
ま
で
が

一
メ
ー
ト

ル
、
粘
上
弥

の
上
面
ま
で
が

一
・
四
五
メ
ー

ト

ル
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
の
墳
頂
か
ら

の
深
さ
と
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
。
調
査
の
結
果
、
石
室
に
は
遺
骸
と
副
葬
品
を

い
れ
た
木
棺
が
お
さ
め
ら
れ
、
精
土
榊
に
は
副
葬
品
だ
け
を
い
れ
た
木
棺
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
つ
た
が
、
築

造
濁
程
か
ら
み
た
両
者
の
時
間
差
に
つ
い
て
は
、
ま
た
あ
と
で
述

べ
る

こ
と
に
す
る
“

Ａ
　
竪

穴

式

石

室

古
墳

の
内
部
に
は
、
棺
を
収
容
す
る
施
設
と
し
て
、
石
材
を
積
み
か
さ
ね
て
つ
く
つ
た
石
室
が
築
か
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、

石
室
に
は
大
別
し
て
竪
穴
式
と
横
穴
式
の
二
種
類
が
あ
る
。
前
者
は
四
壁
を

つ
く
っ
て
か
ら
、
上
部
に
天
丼
石
を
の
せ
で
斎

を
し
て
し
ま
う
も
の
で
、
構
造
上

一
遺
体

一
回
き
ヶ
の
埋
葬
を
原
則
と
す
る
。
後
者
は
三
方

の
壁
面
と
天
丼
を
つ
ぐ
ヶ
、
の

こ
る

一
方

の
壁
を
出
入
口
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
、
遺
体
を
お
さ
め
て
か
ら
そ
こ
に
蓋
を
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
数
回
に
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わ
た
つ
て
埋
葬
を
く
り
か
え
す
こ
と
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
。
横
穴
式
石
室
は
大
陸
の
影
響
を
う
け
て
、
五
世
紀

の
初
め
か

ら
九
州
地
方
で
つ
く
ら
れ
は
じ
め
た
も
の
だ
が
、
竪
穴
式
石
室
は
日
本
で
発
展
し
た
独
特

の
形
式
で
、
三
世
紀
か
ら
五
世
紀

に
か
け
て
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
、
石
の
積
み
方

は
変

つ
て
も
、
そ
の
形
式
は
七
世
紀
に
ま
で
う
け

つ
が
れ
て
い
る
。

石
室
の
内
法
は
長
さ

三

・
八
五
メ
ー
ト

ル
、
幅

は
北
で
九
〇
セ

ン
チ
、
南

で
六
五
セ

ン
チ
あ

つ
て

一
方
が
狭
く
な

つ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
竪
穴
式
石
室
の
築
造
順
序
が
、
原
則
と
し
て
、
先
に
木
棺
を
お
い
て
か
ら
周
壁
を
積
み
あ
げ
て
ゆ
く
か
ら
ィ

で
、

丸
太
を

つ
か

つ
た
棺

の
よ

，
に
、
棺

の
幅
が

一
方
で
狭
く
な

つ
て
い
る
と
き

に
は
、
石
室
の
幅
も
そ
れ
に
従

つ
て

一
方
が
狭

く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
石
室
の
深
さ
は
八
〇
十
九
〇
セ

ン
ナ
あ
り
、
四
壁
の
下
端
を
む
す
ぶ
底
面
は
、
北
側
が
幾
分
高
く
、

南
に
傾
斜
し
て
い
る
。
石
室
に
蓋
を
し
た
天
丼
石
は
、
全
部
で
七
枚
あ
り
、
花
闘
岩
と
閃
緑
岩
が
も
う

い
ら
れ
て
い
る

（
図

ｍ四　）　　。
竪
穴
式
石
室
の
四
壁
は
、
安
山
岩

・
石
英
粗
面
岩
な
ど
、
扁
平
に
割
れ
る
性
質

の
石
を
、
ち
よ
う
ど
煉
瓦
を

つ
み
上
げ
な

よ
う
に
小
日
積
に
す
る
の
が
正
式
で
、
割
石

の
か
わ
り
に
丸

い
河
原
石
を
も
ち

い
た
、
い
わ
ゆ
る
河
原
石
積
と
よ
ば
れ
る
方

法
が
略
式
で
、
時
代
も
下
る
も
の
が
多

い
。
土
保
山

の
そ
れ
は
、
上
部

の
数
段

こ
そ
附
近

の
河
川
か
ら
集
め
た
と
思
わ
れ
る

花
闘
岩

・
珪
岩

・
砂
岩
な
ど
の
巨

礫
を

つ
み
あ
げ
た
河
原
石
積

で
あ
る
が
、
そ
の
下
の
二
段
は
、
部
分
的
に
平
た
く
加
工
さ

れ
た
花
蘭
岩

の
板
石
を
積
ん
だ
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
最

下
段

の

一
枚

は
、
板
石
を
縦
に
使
用
し
、
二
段
目
は
板
石

を
構
に
も
ち
い
る
と
い
う
、
横
穴
式
石
室
の
壁
面
構
築
法
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
て
、
こ
の
石
室
が
形
式
は
竪
穴
式
で
も
、

す
で
に
横
穴
式

の
影
響
を
う
け
た
時
代

の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語

つ
て
い
る

（
図
七

。
一
二
）

ｏ

木
棺
が
お
か
れ
た
床
面
は
、
石
室
の
下
端
を
結
ぶ
甍
面
か
ら
三
〇
十
二

五
セ

ン
ナ
も
高

い
上
げ
底
に
な

つ
て
い
て
、
葺
石

に
用

い
た
と
同
じ
大
き
な
礫
石
を
あ
ら
く
な
ら

べ
、
そ
の
上
を
さ
ら
に
小

，さ
な
礫

で
敷
き

つ
め
て
い
る
尺
図
六
）
　

こ
の
た

め
に
周
壁
最
下
段

の
縦
積
み
の
板
石
は
、
大
部
分
が
礫

床

の
し
た
に
か
く
れ
て
し
ま
つ
て
い
ほ
と
ん
ど
壁
面
と
し
て
の
役
を

な
し
て
い
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。礫

敷
の
礫
床
を
極
端
な
ま
で
に
上
げ
底
に
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
最

下
段

の
縦
積
み
の
石
を
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な
し
て
い
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。礫

敷
の
礫
床
を
極
端
な
ま
で
に
上
げ
底
に
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
最

下
段

の
縦
積
み
の
石
を

安
常
．さ
せ
る
た
め
に
、
石
室
の
内
側
に
も
こ
の
高
さ
ま
で
上
を

つ
め
る
必
要
が
あ

つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
礫

床
面

は
平
ら
で
な
く
、
長
軸
が
中
高
で
左
右
に
低
く
な
る
蒲
鉾
形

の
曲
面
を
も

つ
て
い
た
が
、　
一
部
に
平
ら
な
面
が
残

つ
て
い
た

こ
と
や
、
隣

の
粘
土
榔

の
棺
床
面
も
こ
れ
と
同

じ
よ
う
な
形
に
曲

つ
て
い
た

こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
も
と
は
平
ら
だ

つ
た
も

の
が
、
上
圧
や
石
室
の
自
重
で
、
こ
の
よ
う
に
変
形
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

竪
穴
式
石
室
を

つ
く
る
諸
工
程
で
は
、
各
所
に
朱
や
丹
な
ど
の
赤
色
顔
料
を
ぬ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
も
下
部
二
段

の
板
石
の
壁
面
全
体
に
丹
が
ぬ
ら
れ
、
三
段
目
よ
り
う
え
の
河
原
石
積
の
部
分
に
も
．
点
々
と
丹

の
付
着
が
み
ら
れ
た
。

Ｂ
　
粘

　

土

木
棺
を
墳
丘
に
埋
め
る
と
き
に
、
周
囲
に
石
室
を

つ
く
ら
ず
に
土
中
に
埋
め
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
木

棺
を
直
接
土
中
に
お
か
ず
に
、
格

の
ま
わ
り
を
粘
上
で
お
お
う
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
を
権

の
外
部
構
造
と
い
う
意
味
で
粘
土

稗

と

い
う
ｏ
し
た
が

つ
て
、
収
容
す
る
棺

の
形
に
よ

つ
て
、
粘
土
癖

の
形
も
変
る
わ
け
で
、
割
竹
式
木
棺

の
と
き
に
は
長
い

円
筒
形
に
な
る
し
、
組
み
合
わ
せ
式
木
棺

の
と
き
に
は
短
か
い
蒲
鎌
形
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
粘
土
弥

の
な
か
の
木
棺
が
腐
朽

せ
ず
に
完
全
に
機

つ
た
例

は
な
く
、
発
掘
さ
れ
た
粘
土
再

イょ

、
い
ず
れ
も
木
棺
を
消
失
し
た
あ
と
の
空
洞
に
、
棺
上
の
粘
土

が
落
ち
こ
ん
で
、
断
面
が
軸
形
に
な
つ
た
も
の
ば
か
り
で
あ

つ
た
ｏ
木
棺
を
内
蔵
し
た
完
全
な
粘
土
鞠

の
発
見
は
、
上
保
山

を
も

っ
て
晴
矢
と
す
る
わ
け
で
あ
る

（
図

八

・
九
）

。

こ
の
粘
土
騨

は
、
長
さ
ニ
メ
ー
ト

ル
、
幅
は
北
で

一
メ
ー
ト

ル
、
南
で
九
〇
セ

ン
テ
、
内
蔵
す
る
木
棺

の
形
に
照
応
し
た

短
か
い
蒲
鉾
形

の
も
の
で
、
赤
味
ま
じ
り
の
粘
土
を

つ
か

つ
て
い
る
。
粘
上
の
厚
み
は
、
木
棺

の
下
部
で
約

一
〇
セ
シ

チ
、

上
部
で
八
―

一
〇
セ

ン
チ
、
両
側
で

一
エ
ー
二
〇
セ

ン
チ
あ
る
。
棺

の
下
半
部
を

つ
つ
む
粘
上
ど
、
上
半
部
を
お
お
う
粘
土
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と
は
、
あ
る
時
間
を
お
い
て
施
工
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
赤
色
顔
料
を
塗

つ
た
り
、
副
葬
品
を
お
い
た
り
し
た
ば
あ

い
に

は
、
発
掘

の
過
程
で
う
ま
く
上
下
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
工
作
が
み
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
、

注
意
深
く
粘
上
を
は
が
し
て
い
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
境
界
は
つ
い
に
確
認
で
き
な
か

つ
た
。
結
土
癖

の
な
か
に
は

し
ば
し
ば
武
具
や
工
具
類
が
塗
り
こ
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
結
上

の
な
か
に

一
寸
し
た
空
洞
が
あ
れ
ば
石
膏
形
を
と

つ
て
み
た
が
、
意
味
の
な
い
形
に
し
か
な
ら
な
か

つ
た
。
結
土
中
に
は
木
棺

の
両
側
に
接
し
た
と

こ
ろ
に
数
個
の
礫
石
が
お

か
れ
て
い
た
だ
け
で

（
図

一
一
）
、
こ
の
石
は
木
棺
の
位
置
ず
れ
を
防
ぐ
た
め
に
置
い
た
と
思
わ
れ
な
。
粘
上
榔

の
下
面
や
、

周
囲
に
は
、
礫

を
な
ら
べ
て
排
水
施
設
を
つ
く
つ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
工
事
は
み
ら
れ
な
か
つ
た
。

ま
た
赤
色
の
顔
料
も
ド
粘
上
の
な
か
に
点
々
と
混
入
し
て
い
る
程
度
で
あ
つ
た
ｏ

こ
の
粘
土
輝

が
石
室
と
時
を
同
じ
く
し
た
埋
葬
施
設
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
理
由
に
れ
れ
て
お
い
た
か
ら
ぉ
こ
こ

で
は
繰
り
か
え
さ
な
い
。
た
だ
厳
密
な
意
味
で
、
両
者
の
製
作
過
程
の
時
差
を
も
と
め
る
な
ら
、
断
面

（
図

一
二
）

に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
粘
上
鞠

の

一
端
が
石
室
上
部
の
河
原
石
積
の
下
ま
で
深
く
は
い
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
粘
土
榔
が
完
成

し
て
か
ら
石
室
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
あ

つ
て
も
、
石
室
の
完
成
後
に
粘
土
抑

に
着
手
し
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
最
初
の
工
程
で
石
室
が
粘
土
櫛
に
先
だ
つ
て
、
あ
る
い
は
並
行
し
て
つ
ぐ
ら
れ
た
こ
と
を
否

定
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
。
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
石
室
が
遺
体
を
収
容
し
た
主
体
的
な
埋

葬
施
設
で
あ
る
の
に
対
し
、
粘
土
榔
は
副
葬
品
の
み
を
い
れ
た
従
属
的
な
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
両
者
は
あ
ら
か

じ
め
並
列
し
て
お
く
こ
と
が
設
計
さ
れ
、
同
時
と
い
つ
て
も
い
い
時
間
差
で
着
正
し
、
並
行
し
て
工
事
が
進
め
夢
れ
．
ほ
と

ん
ど
同
時
に
完
成
し
た
と
い
つ
て
も
よ
か
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

五

、

木

棺

古

噴

時

代

を

邑

じ

て

、

理

率

Ｄ

祭

こ

代

官

が

起

日

事

を

こ

と

三

主

室

ら
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五
ミ
　

木

棺

古
墳

時
代

を
通

じ
て
、
埋
葬

の
際

に
本
格

が
使
用

さ
れ
た

こ
と

は
確

か

で
あ
る
が
、
腐
朽

し
や
す

い
材
質

の
た

め
に
、
そ

の
現
物
が
発
見
さ
れ
る
機
会

は
ほ
と

ん
ど

な

い
。
し
か
し
木
棺

に
接
す
る
上

の
面

に
の
こ
さ

れ
た
か
た
ち

や
、

ご
く
稀

に
み

ら
れ
る
実
例

か
ら
、

こ
の
時
代

に
割
竹
式
と
組

み
合

わ
せ
式

の
、

二
系
統

の
本
棺

が
あ

つ
た

こ
と

は
、
す
そ

に
従
来

か
ら
知

ら
れ

て
い
た

。

割
竹
式
木
構
体
ヾ

そ
の
名
が
し
め
す
よ
う
に
、
丸
太
を
二
つ
に
割
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
側
を
く
り
ぬ
い
て
誘
と
身
を
つ
く

つ
た
、
日
本
だ
け
に
み
ら
れ
る
形
で
、
古
墳
時
代
の
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
さ
か
ん
に
も
ち
い
ら
れ
、
ま
れ
に
は
後
期
に

も
使
用
さ
れ
た
。
原
形
を
知
る
実
例
は
、
山
形
県
漆
山
古
墳
と
、
大
阪
府
南
天
平
塚
の
も
の
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
形

を
石
に
う
つ
し
た
割
竹
形
石
棺
は
数
多
く
知
チ
れ
て
い
る
。

組
み
合
わ
せ
式
木
権
は
、
奈
良
県
三
倉
堂
で
発
見
さ
れ
た
五
つ
の
木
棺
を
綜
合
し
て
復
原
さ
れ
た
、
古
墳
時
代
後
期
の
も

の
が
唯

一
の
実
例
で
、
そ
の
形
は
底
板

一
枚
、
側
板
二
枚
、
小
日
板
二
枚
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
つ
た
長
方
形
の
権
身
に
、

丸
太
の
曲
面
を
の
こ
し
て
け
ず

つ
た
蒲
鉾
形
の
書
を
か
ぶ
せ
た
も
の
だ
が
、
中
期
以
降
の
古
増
に
も
、
し
ば
し
ぼ
長
方
形
の

棺
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
、
こ
れ
に
よ
く
似
た
長
持
形
石
棺
が
中
期
に
出
現
す
る
こ
と
か
ら
．
こ
の
時
代
に
、
そ
０
存

在
が
推
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
■
保
山
の
発
掘
で
は
撓
幸
に
も
、
そ
の
実
物
を
二
つ
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

石
室
の
な
か
と
、
粘
土
枷
の
な
か
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
木
棺
が
発
見
溶
れ
た
が

（
図

一
〇
）
、
記
述
の
便
宜
上
、
前
者
を

一
号
棺
、
後
者
を
二
号
権
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
構
造
は

一
号
棺

・
二
号
棺
と
も
大
差
な
く
、
丸
太
の
曲
面
を
の
こ
し
て
内

側
を
く
り
ぬ
い
た
、
断
面
が
　
一

形
の
蕎
と
、
断
面
を

ｎ』

形
お
よ
び

”赳

形
に
く
り
ぬ
い
た
二
本
の
木
材
を
底
の
中
央
で

晒

形
に
あ
わ
せ
て
つ
く
つ
た
棺
身
、
そ
れ
に
上
辺
を
蕎
の
内
側
の
曲
面
に
あ
わ
せ
て
け
ず

つ
た

盗図

形
の
小
日
板
二
枚
か

ら
で
き
た
長
方
体
の
も
の
で
あ
る

（
図

五

・
六

。
一
〇

・
一
一
）
ｏ
こ
れ
ら
の
各
部
の
組
み
合
わ
せ
オ
を
、
保
存
度
の
よ
い

二
号
棺
で
み
る
と
、
斎
と
身
と
は
、
四
カ
所
を
鉄
錦
鑢
部

と
め
、
二
枚
の
小
酢
板
は
い
ず
れ
も

白』

形
木
材
を
組
み
合
わ
せ
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た
棺
身
の
内
面
に
彫
り
こ
ま
れ
た
溝
に
は
め
こ
む
よ
う
に
な

つ
て
い
る
。
　
Ｌ

形
木
材
を
底
面

の
中
央

で
接
合
す
る
部
分
に

は
な
ん
の
設
備
も
な
い
が
、
小
口
板
を
は

め

こ
む
両
側
の
溝
が
、‐Ч
ド

形

の
梯
形
く
ヶ
こ
み
に
よ

つ
て
い
る
か
ら
、
　
Ｌ

形

木
材
を
合
わ
せ
て
、
小
日
板
を
と
か
ら
さ
し
こ
め
ば
こ　
一
応
棺
身
を
形
成
す
る
四

つ
の
部
品
は
固
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

一
号
棺

で
は
小
日
板
を
は
め
こ
む
満
の
か
た
ち
が
は
つ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
、
二
号
権
と
同

じ
構
造

で
あ

つ
た
と
考
え
て
も

間
違

い
あ
る
ま
い
。　
一
号
権
が
構
造
上
、
明
ら
か
に
二
号
権
と
異
な
る
点
は
、
斎
と
身
を
と
め
る
鑢
が
な
い
こ
と
だ
け
で
あ

Ｚや　。　　‐
二
号
棺
に
は
番

の
両
端
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
個
ず
つ
、
側
面
の
両
端
に

一
個
ず

つ
、
計

八

つ
の
、
断
面
が
長
方
形

の
突
起

（
図

一
〇

・
一
一
）
が
あ
る
。　
一
号
棺

の
両
端
部
は
か
な
り
腐
蝕
が
進
行
し
て
い
て
、　
一
見
し
た
と

こ
ろ
、

こ
の
突
起
が
な

い
よ
う
に
み
え
る
が
、
二
号
棺
で
突
起

の
あ
る
部
分
に
限

つ
て
、
棺
材
が
厚
く

の
こ
り
、
い
く

ぶ
ん
突
き
だ
し
て
い
る
も
の

も
あ
る
か
ら
、
や
は
り
二
号
棺
と
同
様
に
、
も
と
は
八
つ
の
突
起
が
あ

つ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
突
起

は
石
棺

の
ば

あ

い
に
は
縄
掛
突
起
と
よ
ば
れ
、
か

つ
て
は
棺
身
と
議
と
を
緊
縛

し
て
固
定
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
あ

つ
た
が
、
い
ま
で
は

一
般
に
重

い
石
棺
を
運
搬
す
る
と
き
に
縄
を
か
け
る
た
め
の
も

の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
長
持
形
石
棺

の
原
形
に
な
る

べ
き
組
み
合
わ
せ
式
木
棺

に
は
、
こ
の
よ
う
な
突
起
は
必
要
が
な
い
と
推
定

さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
現
に
こ
の
よ
う
な
突
起
を
も

つ
た
木
棺
が
出
現
し
た
こ
と
か
ら
、
も
う

一
度

こ
の
突
起

の
機
能
を
考

え
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
木
棺
が
内
側
面
の
梯
形

の
溝
に
小
日
板
を
さ
し
こ
む
こ
と
で
、　
一
応
棺
身

が
固
定
さ
れ
る
こ
と
は
先

に
の
べ
た
が
、
棺
内
に
重

い
遺
骸

や
副
葬
品
を

い
れ
た
と
き
を
想
像
す
る
と
、
そ
の
張
度
に
ま
だ

も

の
足
り
な
さ
を
感
ず
る
。
ま
た
鍵

で
き
と
身
を
と
め
て
い
た
二
号
権
は

べ
つ
と
し
て
も
、　
一
号
棺

の
ぼ
あ

い
に
は
、
ど
こ

か
に
縄
で
も
か
け
な
い
か
ざ
り
、
そ
れ
ら
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
三
倉
堂

の
木
棺
に
は
縄
掛
突
起
が
な
い

が
、
そ
の
か
わ
り
に
き

ｏ
両
側
板

・
底
板

・
底
板

の
両
端
を
溶
し
こ
む
よ
う
に
溝
を
ほ

つ
た
大
き
な
小
日
板

二
枚
を
、
棺

の
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図

九

　

一
百
一
棺
の

一
部
を
露
呈
し
た

粘
上
栴

図

＋

　

原
位
置
に
復
原
し
た

一
号
棺

⌒
上
）
と
二
号
棺

図

十

一

二

号

棺

の

柏

身

L_



図

十

五

図
十
二
　
竪
穴
式
石
室
と
粘
土
」昇
の
断
面

一
号
棺
内
外
の
副
葬
品
の
記
土
状
態

両
端
か
ら
あ
て
が
う
こ
と
に
よ

つ
て
、
棺
材
を
固
定
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、

こ
の
突
起
が
運
搬
用
だ
け
で
な
く
。
こ
れ



両
端
か
ら
あ

て
が
う
こ
と
に
よ

つ
て
、
棺
材
を
固
定
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
突
起
が
運
搬
用
だ
け
で
な
く
、
こ
れ

に
絹
を
か
け
て
組
み
合
わ
せ
式

の
棺
材
を
固
定
し
た
こ
と
も
、
充
分
に
み
り
得
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

棺

の
大
き
さ
は
、　
一
号
棺
が
長
さ
二

・
八
五
メ
ー
ト

ル
、
幅
は
北
で
七
〇
セ

ン
チ
、
南
で
六
〇
セ

ン
チ
、
総
高
は
復
原
的

に
み
て
約
四
五
―
五
〇
セ

ン
チ
あ
る
。
棺
材
は
専
門
家

の
鑑
定
を
経
て
い
な
い
の
で
、
決
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
私

た
ち
が
み
た
と
こ
ろ
、
割
竹
形
木
棺
の
棺
材
に
も
ち

い
ら
れ
る
高
野
模
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
、
意
見
が

一
致
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
棺
が
同
時
に
理
め
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
権

の
製
作
も
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
と
、
両
者

の

大
き
さ
か
ら
み
て
、　
一
本

の
九
太
の
根
元
に
ち
か
い
、
κ

い
部
分
で

一
号
構
を
つ
く
り
、
先
に
ち
か
い
細
い
部
分
で
二
号
棺

を

つ
く

つ
た
と
い
う
、
興
味
の
あ
る
仮
定
も
な
り
た
つ
が
、
こ
れ
は
木
目
を
羊
細
に
検
討
す
れ
ば
証
明
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
二
号
棺

の
裏
が
わ

一
面
に
手
斧
で
け
ず

っ
た
あ
と
が
の
こ
つ
て
い
た
こ
と
で
、
棺

の
製
作
に
手
斧
が
使
用
さ
れ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
手
斧
を
誤
つ
て
深
く
打
ち

こ
ん
だ
痕
が
あ
り
、
そ
の
刃
幅
が
五

・
五
セ

ン
チ
あ

つ
た
こ
と
も
推
定

さ
れ
る
ｏ
但
し
他

の
面
は
も

つ
と
平
滑

に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、　
一
応
手
斧

で
成
形
し
た
あ
と
、
あ
ま
り
目
に
つ
か
ぬ

一異
が
わ
は
そ
の
ュ
ま
に
し
て
、
他

の
両
は

席
勁
卜が

つ
か
つ
て
緻
密
に
削
り
あ
げ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
棺
は
い
ず
れ
も
白
木
の

ま
ま
で
、
漆
や
顔
料
を
ぬ
う
た
形
跡
は
な
か
つ
た
。

六
、

出

上

遺

物

土
保
山
古
墳

の
遺
物
は
馬
竪
穴
式
石
室
か
ら
で
た
も
の
と
、
粘
土
禅
内
の
二
号
棺
か
ら
で
た
も
の
と
が
あ
る
が
、
木
棺
が

の
こ
つ
て
い
た
た
め
に
、
前
者
は
さ
ら
に

一
号
棺
内

の
も
の
と
、
棺
外
に
お
か
れ
た
も
の
と
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
号
棺
内

の
遺
物

（
図

一
三

。
一
四
）
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木
棺

の
蓋

を
あ

け
て
、
棺
内

に
流
入
し
た
上
を
除
き

な
が
ら
掘

り
進

ん
で
ゆ
く
と
、
棺

底

の
北
寄
り

に
鏡

・
小
玉

・
櫛

、

中

ほ
ど

に
刀
剣

の
外
装
具

、
南

の
隅

に
短
甲
が
あ

る

こ
と
が
わ
か
つ

た

。
副
葬

品

の
性
質
と
位
置

か
ら
推

し
て
、
遺
体

は
小

玉

の
あ

る
あ
た
り

に
頭
を
お

い
た
と

思
わ
れ
、

こ
の
部
分

に
は
朱

が
お

い
て
あ

つ
た
。

１
　
鏡

（
図

一
五
）
　

　

径
九

・
五
セ

ン
チ
の
小
さ
な
青
銅
鏡
で
、
遺
体
の
頭
部
と
推
定
さ
れ
る
附
近
に
鏡
面
を
上
に
し

て
お
か
れ
て
い
た

（
図
三
二
）
ｏ
鏡
背
の
模
様
は
、
五
つ
の
乳
を
と
り
ま
い
て
同
心
円
的
な
線
が
え
が
か
れ
、
そ
の
外
縁
を

二
字
文
帯
と
鋸
歯
文
帯
で
か
こ
ん
だ
も
の
で
、
獣
形
鏡
か
ら
く
ず
れ
て
変
形
し
た
、
乳
文
鏡
と
よ
ば
れ
る
侑
製
鏡

の

一
種
で

あ
る
。

２
　
小
　
玉
　
　
直
径
二
こ
ジ
か
ら
五
ミ
リ
ま
で
の
、
形
の
不
揃

い
な
ガ
ラ

ス
製
小
玉
で
、
五
百
数
十
個
を
か
ぞ
え
、
色

は
青
色
と
淡
緑
色
の
二
種
類
が
あ
つ
た
ｏ
首
飾
り
と
し
て
遺
体

の
身
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
・

３
　
直
弧
文
（郡
爾
岸

図

一
六
）
　

　

中
国
系
の
金
属
に
よ
る
刀
剣
外
装
法
が
伝
わ
る
ま
で
は
、
直
弧
文
で
か
ざ
つ
た
鹿
角

製

の
装
具
を
、
把
頭

・
把
縁

・
鞘

口
な
ど
に

，
け
る
外
装
法

（
図

一
七
）
が
日
本
独
自

の
発
　
　
　
　
　
　
　
　
・

展
を
と
げ
て
い
た
ｏ
棺

の
中
ほ
ど
で
発
見
さ
れ
た
遺
物
は
、
原
体
が
腐
蝕
し
て
、
上
に
塗
つ

た
漆
の
被
腱
だ
け
が

の
こ
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
形
が
こ
の
鹿
角
装
柄
頭
に
よ
く
似
て
い
る

こ
と
、
直
弧
文

の
あ
る
面
の
反
対
側
に
、
把
と
の
接
合
を
し
め
す
楕
円
形
の
線
が
み
え
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
を
把
頭
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
漆
廃
内
面
の
状
態
か
ら
推
定
す
る

と
、
原
体
は
鹿
角
製
で
は
な
く
。
木
製
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
直
弧
文
と
い

う
の
は
、
十
字
に
組
ん
だ
二
本

の
常
の
交
点
を
中
心
に
し
て
、
そ
れ
に
鴻
状
に
ま
き

つ
け
た

帯

の
形
か
ら
生
ま
れ
た
呪
術
的
な
意
味
を
も

つ
模
様

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
頭
の
上
面
と
三

側
面
と
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
把
頭

の
幅

は
上
辺
が
六
セ

ン
チ
、
高
さ
は

一
二

・
五
セ

ン
カ

図 17 鹿 角装 剣の一例

(徳島県吹田カンプー山古墳出上)
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で
、
厚
み
は

一
・
五
セ

ン
チ
あ
る
。
な
お

こ
の
附
近
に
ち
ら
ば

つ
て
い
た
帯
状
の
漆
膜
も
芍
刀
装
具

の

一
部
と
思
わ
れ
る
が

刀
身
は
す
で
に
融
解
し
て
、
全
く
の
こ
つ
て
い
な
か
つ
た
。

４
　
櫛

（
図

一
八
）
　

　

古
墳
か
ら
ふ
つ
う
に
で
る
黒
漆
ぬ
り

の
竪
櫛

で
、
数
本
か
ら
十
数
本

の
竹
ひ
ご
を
そ
ろ
え
て
中

央
を
糸
で
か
が
り
、
そ
の
部
分
を
中
心
に
ｎ
日

形

に
ま
げ
、
裾
が
左
右
に
ひ
ろ
が
ら
ぬ

よ
う
に
半
月
形
の
頭
部
と
歯
部
の
境
を
糸
で
幾
重
に
も
ま
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
残

づ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
半
月
形

の
頭
部
だ
け
で
あ
る
が
、
も
と
は
こ
れ
に
歯
が

つ

い
た
長
い
形

で
あ

つ
た

（
図

一
九
）

ｏ
残
存
す
る
頭
部
の
大
き
さ
は
、
幅
三
セ

ン
チ
の

大
き
な
も
の
か
ら
、
足
袋

の
こ
は
ぜ
よ
り
小
さ
い
幅
六
ミ
ヅ
の
も
の
ま
で
あ
る
。
大
型

の
も
の
に
は
一
中
央

の
糸
か
が
り
の
う
え
を
、
二
つ
に
曲
げ
た

ヘ
ア
ー
ビ

ン
形

の
竹
ひ

ご

で
は
さ
み
芍
そ
の
先
端
を
幅

広
く
け
ず

っ
て
、
櫛

の
頭

か
ら

ニ
セ

ン
チ
以

上
も
突
き

だ
し
た
も

の
も

み
ら

れ
る

。
棺
内

に

は
、
遺
体

の
頭
部

の
あ
た
り
に
七
個
、

下
敗

の
あ

た
り

に
四
個

．
南

の
隅

に
十

二
個
あ

つ
た
が
、
棺
外
南
部

か
ら
も
二
十

五

個
発
見
さ

れ
て
い
る

か
ら
、
最
後

の
十

二
個
が
も
と

か
ら

の
位
置

か
、
棺

外

か
ら
流

入

し
た
も

の
か
は
疑
間

で
あ

る

。
頭
部

の
七
個

は
実
際

に
髪

に

つ
け
て
い
た
と

し
て
も
、
棺

の
内
外
あ
わ

せ
て
五
十

八
個
と

い
う
大
量

の
櫛

が
、
す

べ
て
実
用

で
あ

つ
た
と
は
到
底
考

え
ら
れ
な

い
。
他

の
吉
墳

で
も
、
大
量

の
櫛

を

お

い
た
例

が
み
ら
れ
る
か
ら
、
櫛

に
呪
術

的
な
意

味
が
考

え
ら
れ

て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

よ
ろ
い

５
　
短
　
甲

（
図
二
〇

・
二
三
）
　

　

古
墳
時
代

の
甲
に
は
鉄
板
を
と
じ
て
つ
く

つ
た
短
甲
と
、
小
札
を
綴
り
あ
わ
せ
た

け
い

大
陸
系
の
権
甲

の
二
種
類
が
あ
る
。
短
甲
は
胴

の
ま
わ
り
を
、
後
半
は
肩
か
ら
下
を
、
前
半
は
胸
か
ら
下
を
、
い
ず
れ
も
腰

の
上
ま
で
お
お
う
形
で
、
前
嗣

は
中
央
部
で
た
て
に
割
り
、
蝶
番
で
右
半
を
開
閉
し
て
着
脱
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
鉄

板

の
組
み
合
わ
せ
方

で
謹
矧
板
式

・
横

矧
板
式

・
三
角
板
式
に
わ
け
ら
れ
、
と
じ
方

で
革
綴

・
鋲
留
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
土

図
十
八

頭
部
だ
け
が
の
こ
つ
た
櫛

図 19 櫛 の全形

(山形県漆山古墳出土)



頭
部
だ
け
が
の
こ
つ
た
櫛

（
上
は
短
甲
の

一
部
）

一
号

棺

内

の
短

甲

（
後

胴

）



一
号

棺

外

の
短
甲

｛
後

胴

）

図
二
十
二
　

鏡

⌒
左
下
）
と
棺
外
の

短
甲

（
前
胴

）

図
二
十
三

と 馬
棺 具
内 ⌒

の左
短
~

甲・
⌒ 櫛
‖Uオヽ

胴 中

盟
二
十
四
　

一
号
棺
の
蓋
上
に
の
こ
つ
た

鉾
柄
の
漆
膜



保
山

の
も
の
は
横
矧

板
式
銀
留
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
木
棺
内

の
南
端
、
遺
体

の
足
先
と
小
臣
板
と

の
あ

い
だ
に
、
後

胴
を
上
に
し
て
、
主
軸
を
棺

の
長
軸

の
方
向
に
横
た
え
て
あ
つ
た
が
、
そ
の
半
ば
ち
か
く
は
鉄
が
と
け
て
、
塗
り
の
漆
膜
し

か
の
こ

つ
て
い
な
か
つ
た
。
な
お
棺
外
北
部
に
も
、
も
う

一
つ
こ
れ
と
同

じ
つ
く
り
の
短
甲
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

Ｂ
　

一
号
棺
外
の
遺
物

（
図

一
三

・
一
四
）

石
室
の
天
丼
石
を
と
り
さ
つ
た
の
ち
、
木
棺

の
書
を
霰
前
に
し
な
が
ら
再
私
た
ち
は
幾

日
も

こ
れ
を
あ
け
て
み
る
こ
と
が

で
き
な
か

つ
た
。
そ
れ
は
木
棺

の
蕎

の
う
え
に
も
副
葬
品
が
お
か
れ
て
あ
つ
て
、
そ
の
調
査
を
終
え
な
い
う
ち
は
、
次

の
作

業
に
う
つ
る
こ
と
が
で
き
な
か

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
副
葬
品
は
棺

の
な
か
だ
け
で
は
な
く
、
構
と
石
室
と
の
空

間
に
も
お
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
き
に
は
石
室
の
外
側
に
お
か
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
副
葬
品
を
棺

の
内
外

で
区
分
す
る

こ
と
は
、
当
時
の
人
び
と
の
そ
れ
に
対
す
る
取
り
扱

い
か
た
を
知
る
う
え
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
木
棺
が
の
こ
つ
て
い

な
い
と
き
に
は
、
完
全
な
分
離
は
困
難
で
、
床
面
に
お
か
れ
た
と
き
な
ら
ま
だ
し
も
、
蓋

の
上
に
お
か
れ
た
と
き
な
ど
は
、

き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
ｏ
幸

い
に
も
こ
こ
で
は
木
棺
が
の
こ
っ
て
い
た
の
で
、
詩

の
上
に
楯

・
鉾

・
鈎

．
棺
外
の
北
部
に
短

甲
、
南
部
に
馬
具
、
西
部
に
矢
な
ど
を
お
い
た

こ
と
が
判
明
し
た
。

ｒ
　
櫛
　
　
棺
外
南
部
に
棺
内

の
も
の
と
同
じ
櫛
が
、
大
小
と
り
ま
ぜ
て
三
十
五
掴
あ

つ
た
が
、
（
図
二
三
）

、
原
位
置
を

保

つ
て
い
な
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。　
一
号
棺

は
小
口
板
が
倒
れ
て
い
る
し
、
本
檎
が
南

へ
傾
斜
し
て
い
る
か
ら
Ｒ
棺
内
か

ら
の
流
出
も
考
え
ら
れ
る
。
　

′

ゴ
　
短
甲

（
図
二

一
・
二
二
）
　

　

覆
輪

の
車

の
と
じ
方
が
少
し
ち
が

つ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
と
は
棺
内

の
も

の
と
か
わ

ら
な
い
。
後
胴
を
上
に
し
て
機
た
え
た
琶
き
方
も
同
じ
だ
が
、
方
向
だ
け
は
ち
が

つ
て
、
主
軸
を
棺

の
長
軸
と
直
角
に
お
き
、

肩
部
を
西
に
む
け
て
い
る
。
棺
内

の
も
の
と
同
様
、
鉄
を
失

つ
て
、
漆

の
膜
だ
け
に
な

っ
た
部
分
も
あ

っ
た
。
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６
　
馬
　
具
　
　
棺
外
南
部
に
は
腐
蝕
し
き

つ
て
原
形
も
と
ど
め
な
い
鉄
製
品
が
か
な
り
あ

つ
た
が

（
図

二
三
）

、
そ
の

な
か
か
ら
草
紐
を
飾

つ
た
と
思
わ
れ
る
漆
の
被
膜
を
み
い
だ
し
た
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
馬
具

で
あ
る
こ
と
が
わ
か

つ
た
程

度
で
あ
る
。

７
　
柄
付
鉄

鉾
　
　
木
棺

の
蓋

の
う
え
に
三
本
お
か
れ
、
二
本
は
穂
先
を
北
に
、　
一
本
は
南
に
向
け
て
あ

つ
た

（
図
五
）
。

穂
先

の
長
さ
は
、
北
向
き
の
二
本
が
六
五
セ

ン
テ
、
南
向
き

の
も

の
が
二
五
セ

ン
チ
あ

つ
て
、
い
ず
れ
も
身
の
断
面
は
菱
形

だ
が
、
袋
部
の
断
面
は
錆
が
ひ
ど
等
、
円
筒
形
な
の
か
多
角
形
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
三
本
と
も
柄

の
木
質
部
は
な
く
な

つ

て
、
上
塗
り
の
漆
暁
だ
け
が
袋
状
に
な
つ
て
残

つ
て
お
り
、
と
く
に
穂
先
が
南
向
き

の
も

の
に
は
、
柄
を
糸
で
巻

い
て
つ
く

つ
た
と
思
わ
れ
る
連
続
格
子
文
が
み
ら
れ
た

（
図
二
四
）

。
穂
先
と
柄
を
ふ
く
め
た
全
長
は
、
い
ち
ば
ん
保
存

の
よ
い
講
向

き
の
も
の
で
三

・
四
五
メ
ー
ト

ル
と
い
う
長
い
も
の
で
あ
る
。

３
　
楯
　
　
古
墳
時
代

の
楯

の
現
物

は
な
い
が
、
残
存

す
る
漆
の
被
膜
な
ど
か
ら
、
木

の
枠
に
革
を
張

つ
て
．
格
子
文

・

綾
杉
文

・
鋸
歯
文
な
ど
の
文
様
を
糸
で
か
が
り
、
漆
を
塗

つ
て
仕
上
げ
た
長
方
形

の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

木
棺

の
蕎

の
う
え
か
ら
は
．
綾
杉
文

・
鋸
歯
文

の
つ
い
た
漆
膜
が
広
範
囲
に
わ
た

つ
て
検
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
従
来
知
ら
れ

た
楯
の
も
の
と

一
致
す
る
か
ら
、
こ
こ
に
楯
が
お
か
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
楯

の
ぶ
つ
う
の
大
き
さ
は
「
高
さ

一
・
四
十

一
。
五
メ
ー
ト

ル
、
幅

五
〇
―
六
〇
セ

ン
方
あ
る
か
ら
、
漆
膜
が
の
こ
さ
れ
た
範
囲
か
ら
み
て
、
二
枚
を
縦
に
な

ら

べ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

９
　
飩

汁４
細
彙
い
鉄
棒

の
先

に
、
す
こ
し
反
り

の
あ
る
両
刃
を

つ
け
た
も
の
で
、
板

の
表
面
を
け
ず
る
た
め
の
木
工
具

で
あ
る
。
棺
静

の
北
端
に
ち
か
い
と

こ
ろ
に
お
い
て
あ
つ
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
範

ま
た
は
刀
子
と
お
も
わ
れ
る
鉄
片
が

い
く

つ
か
み
い
だ
さ
れ
て
い
る
。

抑
　
失
　
　
棺
外
西
側
と
石
室
と
の
わ
ず
か
な
隙
間
に
、
お
よ
そ
二
〇
十
三
〇
本
の
矢
束
が
、
北
寄
り
と
南
寄
り
に
一
東
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状
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図

二
十

八

　

鎌

（
左
上

）
と
肩
鎧



稲

中

ず

つ
鏃

を
北
に
し
て
お
か
れ
て
あ

つ
た
。
中
間

の
柄

の
部
分
は
消
失
し
て
い
た
が
、
鉄
鏃
は
か
ろ
う
じ
て
長
糞

柳
葉

で
あ
る

こ
と
が
判
定
で
き
る
程
度

に
の
こ

つ
て
お
り
、
矢
羽
の
部
分
も
原
体
を
失
い
な
が
ら
漆

の
被
膜
が
の
こ
つ
て
い
た
の
で
、
全

長
が
八
〇
セ

ン
チ
み
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
二
号
棺

の
矢
に
く
ら

べ
る
と
、
約

一
〇
セ

ン
チ
ほ
ど
長
く
、
柄

の
中
間

の
部

分
に
漆
を
ぬ
つ
て
い
な
い
こ
と
が
ち
が
つ
て
い
る
。

二
号
棺
内

の
遺
物

（
図

二
六

・
二
七
）

二
号
棺

の
上
を
お
お

っ
た
粘
土
を
は
が
し
て
棺
護
を
あ
け
た
瞬
間
、
鉄
銹

の
赤
茶
け
た
泥
を
う
す
く
か
ぶ

つ
た
弓
が
棺
内

狭
し
と
乾
ん
で
い
る
光
景
が
展
開
さ
れ
て
、

ま
ず
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
た

（
図
二
五

・
二
六
　

日
絵
参
照
）

。
そ
の
驚
き
は

棺
内
に
充
満
し
て
い
た
獣
毛
の
正
体
が
鯉
が

毛
皮
で
あ
る

こ
と
を
知

つ
た
と
き
に
、
最
高
点
に
達
し
た
。
靭
は
も
ち
ろ
ん
、

弓
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
時
代

の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
な
か

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
内
部
を
調
査
し
た
結
果
、
二
号
棺

の
な
か
に
は
矢
を
い
れ
た
靭
四
個
、
冑

・
草
摺

。
肩
銭
各

二
組
を
お
い
た
上
に
、
弓
六
本
を
な
ら

べ
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

し
か
も
副
葬
品
が
武
具
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
武
具

の
内
容
が

一
号
棺
内

の
も
の
と
合
わ
せ
て
セ
ツ
ト
に
な
る
ｔ
と
、

遺
体
を
入
れ
る
余
地
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
二
号
棺
が
石
室
に
附
属
し
て
つ
く
ら
れ
た
、
副
葬
品
を
収
容
す
る
た
め
の
施

設
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

ゆ
づ
か

１
　
弓
　
　
一ハ
本
と
も
長
さ
ニ
メ
ー
ト

ル
に
少
し
足
り
な
い
程
度

の
丸
木
弓
で
、
直
径
は
袖
の
と

こ
ろ
で
二

う
ら
は
ず

五
セ

ン
チ
、

上
端

の
末
餌
を
南
に
し
て
な
ら

べ
て
あ

つ
た
。
い
ず
れ
も
上
端
に
ち
か
い
部
分
を

の
で
い
て

一
側
に
浅

い
溝
を
ほ

つ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
弾
力
を
調
整
す
る
た
め
の
樋
と
よ
ば
れ
る
加
工
で
あ
る
。
両
端

の
孤
が
材
端
を
ほ
そ
く
け
ず

つ
た
だ
け
の
も
の

で
あ
る
こ
と
も
同
様
で
あ
つ
た
ｏ
鮒

は
他
の
部
分
よ
り
太
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
そ
れ
と
わ
か
る
が
．
そ
の
位
置
に
は
多
少

の
だ
が
あ

っ
て
、
七
対
三
な
い
し
八
対
二
の
割
合
の
と
ご
ろ
を
上
下
し
て
い
る
。



図27 二号棺内の目l葬乱
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こ
の
六
本

の
弓
の
外
観
上
の
相
違
は
、
適
当
な
間
隔
を
お
い
て

一
〇
十

一
五
セ

ン
ナ
の
幅

に
綴
皮
を
巻

い
た
加
工
の
有
無

と
、
塗
装
法

の
差
に
し
か
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
あ
け
て
み
る
と
、

（
ａ
）
黒
漆
で
塗

つ
た
だ
け
の
も

の

一

本
、

（
ｂ
）
黒
漆
塗
り
で
樹
皮
巻
き

の
部
分
だ
け
丹
塗
り
し
た
も
の
四
本
、

八
已

樹
皮
巻
き

の
部
分
も

一
緒

に
黒
漆
塗
り

に
し
た
も
の

一
本
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
樹
皮
巻
き
の
も
の
に
は
．
融

を
巻

い
た
も
の
と
い
押

り
上
下
を
巻
い
た
も

の
と
が
あ
る
が
、
後
者
は
樹
皮
を
巻
か
な
い

一
本
と
と
も
に
，
　

の
部
分
を
、
紺

い
糸
で
ま
い
て
い
る
。
弓

の
材
料

や
樹
皮

巻
の
材
料

に
っ
い
て
は
、
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
ま
の
と
こ
ろ
何
と
も
い
え
な
い
。

２
　
矢
　
　
棺
内
に
お
か
れ
た
当
初
、
矢
は
軌
と

い
う
失
衛

の
な
か
に
お
さ
ま
つ
て
い
た
の
だ
が
、
い
ま
は
重
た

い
鉄
鏃

が
原
位
置
を
と
ど
め
て
い
る
だ
け
で
、
矢
柄

は
原
体
を
失

つ
た
漆
嘆

の
み
が
棺
内

一
面
に
散
乱
し
て
い
た
ｏ
こ
の
漆
膜

の
多

く
に
は
、
矢
羽
を
と
り
つ
け
た
部
分
が
の
こ
つ
て
な
り
．
な
か
に
は
矢
羽
が
そ
の
ま
ま
の
こ
つ
て
い
る
も
の
さ
え
あ

つ
た
ｏ

矢
柄
と
は
遊
離
し
て
い
た
が
、
骨
製
ら
し
い
矢
銀
♂

一
個
発
見
さ
れ
て
い
る
。
鉄
鏃

は
腐
蝕
が
ひ
ど
く
て
わ
か
り
に
く
い
が
、

確
認
で
き
た
も
の
か
ら
み
ち
と
長
董

片
刃
ば
か
り
で
あ
る
。
矢
羽
に
は
二
枚
羽

・
三
枚
羽

。
四
枚
羽

の
三
種
が
あ

つ
て
、
ニ

枚

の
も
の
が
い
ち
ば
ん
多

い
。
矢
羽
を
柄
に
着
装
す
る
た
め
に
は
、
糸
で
ま
き

つ
け
る
方
法
を
と
り
、
糸
を
ニ
カ
所
に
巻
く

ば
あ

い
と
、
三
カ
所
に
巻
く
ば
あ
い
が
み
ら
れ
る
が
．
前
者
は
二
枚
羽
に
多
く
、
後
者
は
三
枚

・
四
枚
羽
に
多

い
。
鏃

か
ら

筈
の
部
分
ま
で
つ
な
が

っ
た
も
の
が
な
い
の
で
、
今
長
を
確
認
で
き
な
か

つ
た
が
、
二
段
に
な
ら
ん
だ
鏃

の
間
隔

か
ら
み
て

約
六
五
セ

ン
カ
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は

一
号
棺

の
も
の
に
比

べ
る
と
か
な
り
短
か
い
。
数
も
は
つ
き
り
し
な
い
が
、
百
数

十
本
は
あ
る
う
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
き

３
　
靭
　
　
矢
を
携
帯
す
る
た
め
の
容
器
に
は
、
鏃

を
上
に
し
て
い
れ
．
背
中
に
つ
け
た
靭
と
、
鏃

を
下
に
し
て
い
れ
、

右
腰
に
さ
げ
た
胡
後
の
二
種
類
が
あ
る
。
靭
は
埴
輪
や
古
塔

の
壁
画
な
ど
に
よ
つ
て
、
す
で
に
そ
の
形
は
わ
か
つ
て
い
た
が
、

現
物
が
発
見
さ
れ
た
の
は
三
重
県
石
山
古
墳
に
つ
い
で
こ
れ
が
三
度
目
で
あ
る
。
し
か
し
石
山
古
墳
の
も
の
は
、
埴

輪
や
壁
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画
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
は
、
か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
て
、
恐
ら
く
そ
れ
ら
と
系
統

の
ち
が
う
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
靭
は
だ
い
た
い
同
形
同
大
の
も
の
が
四
つ
、
二
つ
ず

つ
二
列
に
棺
内

の
北
半
分
を
し
め
て
並
ん
で
い
た

（
図

二
七
）

。
形
は
高
さ
五
四
セ

ン
方
、
幅

一
六
セ

ン
方
、
奥
行
五
セ

ン
方

の
長
方
体
で
、
前
面
と
背
面
お
よ
び
両
側
面
を
、
毛

の
生
え
た
面
を
内
側
に
し
た
毛
皮

で
つ
つ
み
、
底
に
木
の
板
を
あ
て
、
そ
の
ぅ
え
か
ら
漆
を
塗

つ
た
も
の
で
あ
る
。
四
面
の

外
側
に
は
、
上

。
中

・
下
三
段
に
皮
製

の
横
帯
を
皮
紐
で
と
じ
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
が
単
な
る
装
飾
で
あ
る
の
か
、
上
下

に
毛
皮
を

つ
な
い
だ
接
合
部
で
あ
る
の
か
は
、
は
つ
き
り
し
な
い
。
前
面
の
上
帯
だ
け
は
、　
四

形

の
き
り

こ
み
が
あ

つ
て
、

こ
こ
に
赤

い
斜
線
を
描

い
た
も
の
も
あ
る
。
上
下
縁
と
前
面
の
両
か
ど
は
皮
で
覆
輪
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
埴
輪

や
壁
画

の
勘
に
み
ら
れ
る
奴
凧
形

の
鰭

に
あ
た
る
部
分
も

一
つ
だ
け
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
も
毛
皮
製
ら
し
い
が
、
失
筒

へ
ど
の
よ
う

に
し
て
と
り

つ
け
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。　
一
つ
の
靭
に
矢
が
何
本

は
い
つ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
腐
蝕

の
ひ

ど
い
鏃

の
処
理
が
終

つ
て
い
な
い
の
で
、
は

つ
き
り
し
た
数
を
だ
せ
な
い
が
、
大
体
三
、
四
十
本
と

い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

毛
皮

の
種
類
も
ま
だ
結
論
が
で
て
い
な
い
。

４

，黛
応
が

冑

　

〔り

　
形
に
ま
げ
て
交
互
に
か
さ
ね
た
四
枚

の
鉄
板
と
，
頂
部
か
ら
前
面
を
お
お
う
杓
子
形

の

一
枚
板

と
を
鋲
で
と
じ
あ
わ
せ
た
、
桃
実
形

の
平
面
を
も

つ
冑

で
、
庇
に
あ
た
る
部
分
が
旧
軍
艦

の
衝
角
と
よ
ば
れ
る
艦
首

の
形
に

似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
名
づ
け
ら
れ
た
。
棺

の
南
端
に
完
形
に
ち
か
い
も
の
が
ひ

つ
く
り
か
え

つ
て
い
た
が

（
図
二

六
）
．　
一
部
は
す
で
に
鉄
が
な
く
な

っ
て
、
漆
塗
り
の
被
膜
だ
け
に
な

つ
て
い
た
。
こ
の
種

の
冑

の
頂
部
に
は
三
尾
鉄
と
よ
¨

ば
れ
る
、
鳥

の
羽
根
な
ど
を
う
え
る
た
め
の
金
具
が

つ
く
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
破
損
孔
が
あ
る

こ
と
か
ら
み
る
と
、
も

と
は
そ
れ
が

つ
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
北
側
に
も
．
冑

の
頂
部
ら
し
い
曲
面
を
も

つ
た
鋲
留

の
鉄
片
が
あ

つ
た

の
で
、
短
甲

・
肩

鍵
・
革
擢
が
各
二
組
ず

つ
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
思

い
合
わ
せ
て
．
冑

も
二
つ
あ

つ
た
も
の
と
推
定
し

た
。
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５
　
録

　
　
冑

の
后
半

に
垂
れ
さ
げ

て
頸

を
保
護
す
る
た
め

の
防
具

で
、

仕
）

形

に
ま
げ

た
幅

三

車

で
綴

つ
て
使
用

し
た
も

の
が
、
南
端

の
冑

に
附
属

し
て
い
た
。　
一
片
を
残

し

て
消

失

し
た
も
う

一

そ
れ
が

つ
い
て
い
た
に
ち
が

い
な

い
。

６
　
肩
　
鎧
　
　
幅

ニ
セ

ン
ナ
、
長
さ
三

・
五
セ

ン
チ
の
鉄

の
小
札
を
、
横

二
十
数
枚
、
縦
数
段

で
、
冑

の
隣
り
に
二
組
分
あ

つ
た

（
図

二
八
）

。

７
　
軍
　
摺
　
　
幅
四
セ

ン
チ
、
長
彗
六
セ

ン
チ

の
大
型
の
小
札
を
、
横
二
十
数
枚

、
縦
数
段

に

棺

の
中
央
部
の
両
側
に

一
組
ず

つ
あ
つ
た
。
こ
れ
も
小
札

の
表
面
を
漆
で
塗

つ
て
い
る
。
車
摺
に
は

く
曲
げ
た
鉄
板
を
綴

っ
た
も
の
や
、
革
製

の
も
の
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
短
甲
と
小
札
車
摺
と
を
組

８
　
鉄
　
鎌
　
　
長
さ
二
八
セ

ン
チ
、
幅
五
セ

ン
チ
、
刃
先
は
い
く
ら
か
内
彎
し
、
本

の
部
分
は

木
柄

の
端
を
割

つ
て
は
さ
み
こ
む
よ
う
に
な

つ
て
い
る

（
図
二
八
）

ｏ
古
増
時
代

の
鎌
は
長
さ

二
〇

ふ
つ
う
で
あ
る
か
ら
、
鎌
と
し
て
は
か
な
り
大
型
で
あ
る
。
柄
は
な
か

つ
た
が
、
刃
に
対

し
て
約

一

ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
先
端
に
は
刃
を

つ
け
ず
に
や
や
つ
き
だ
し
た
部
分
が
あ
る
か
ら
、
鎌
と
い

が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
武
具
ば
か
り
を
い
れ
た
二
号
権

の
な
か
に
、
こ
の
鎌
が
武
具
と
同
じ
取
扱

や
、
工
具
と

し

て
ふ

つ
う
み
ら
れ
る
も

の
よ
り
大
型

で
あ
る

こ
と
か
ら
、
武
具

と
し

て
使
用
さ
れ
た
も

の
で
は
な

い
か
と

い

う
採
釈
も

で
き
る

。

以
上
が
土
保
山
古
墳

の
調
査
で
明
ら

か
に
な
つ
た
事
実

の
概
略
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
然
こ
の
古
墳

の
営
造
年
代
に
ふ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
い
ま
は
以
上
の
事
実
か
ら
概
観
し
て
、
そ
れ
が
古
墳
時
代
中
期
と
よ
ば
れ
る
時
代

の
後
半
．

つ
ま
り
五
世

セ

ン
チ

の
鉄

板

四
枚

を

つ

の
冑

に
も

、
も

と

は

に
緩
り
合

わ

せ
た
も

の

綴
り
あ

わ
せ
た
も

の
で
、

小
札

綴
り

の
ほ
か
、
円

み
合

わ

せ
た
例

は
少

な

斜
め
に
折

り

ま
げ

て
、

セ

ン
チ

ま
で

の
も

の
が

四
〇
度

の
角
度

で

つ
け

う
よ
り
鈍

と

い
つ

た
方

い
を
う
け

て
い
る

こ
と
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紀
の
後
半
に

一
点
を
お
く
も
の
で
あ
ろ
う
と

い
う
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
発
掘
資
料

の
整
理
が
終

つ
た
の
ち
に
．

改
め
て
述

べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

終
り
に
今
回
の
調
査
に
あ
た
つ
て
、
地
元
土
室
の
方

々
を
は
じ
め
、
大
阪
府
社
会
教
育
課
、
日
本
道
路
公
団
京
阪
建
設
所
．

同
西
高
槻
工
事
事
務
所
、
高
槻
市
教
育
委
員
会
、
三
島
郷
土
史
研
究
会
、
高
槻

一
中
い
同
三
中
ｔ
島
上
高
校

、
成
簑
女
子
学

園
、
大
阪
高
校

、
浪
速
工
高
卜
春

日
丘
高
校

の
筆

に
尽
し
が
た
い
御
協
力

に
対
し
、
深

い
感
謝
を
さ
さ
げ
た

い
。
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後

記

高
競
叢
書
第
十
四
集
、
陳
顕
明
氏
著

「
土
呆
山
古
墳
発
掘
調
査
概
報
」
を
発
刻

い
た
し
ま
す

。

上

保
山

古

墳
は
高
概
市
の
北
郊
に
あ
り
、
北
摂
古
墳
群
の
中
央
に
位
置
す
る
ょ
の
で
あ
り
ま
す
。
今
度
名
神
高
速
道
路
敷

設
に
伴
い
全
壊
い
た
し
ま
す
の
で
之

の
調
査
の
必
要
を
生
じ
、
大
阪
府
の
主
管
の
元
に
日
本
道
路
公
団
及
高
概
市
の
応
援
を
得

て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
廿
四
年
九
月
よ
り
十
月
迄
、
ニ
ケ
月
の
予
定
で
あ
り
ま
れ
た
処
、
そ
の
収
獲
の
鞣

り
に
も
大
で
あ
つ
た
為
、
約

一
ケ
月
延
ば
し
ま
し
て
十

一
月
に
完
了
い
た
し
ま
し
た
。
調
査
主
任
は
私
で
あ
り
ま
し
た
が
、

主
と
し
て
実
際
に
日
夜
労
苦
に
あ
た
ら
れ
た
の
は
こ
の
著
の
作
者
、
陳
顕
明
氏
で
あ
り
ま
し
た
。
之
の
成
果
の
偉
大
な
こ
と

は
こ
の
著
に
よ
つ
て
御
承
如
願
え
な
と
し
ま
し
て
も
、
こ
の
暁
掘
に
よ
っ
て
高
槻
の
地
名
が

一
躍
考
古
学
界
に
喧
伝
さ
れ
る

に
い
た
り
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
の
声
実
を
裏
書
き
い
た
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

著
者
、
陳
顕
明
氏
は
京
都
大
学

・
人
文
科
学
研
究
所

に
斡
務

さ
れ
、
日
本
古
墳
時

代

の

研

究

に
お
け
る

一
権
威

で
あ
り

ま
す
。
こ
の
三
ケ
月
間
、
現
場

に
宿
ら
れ
て
、
殆
ん
ど
寝
食
を
忘
れ
て
こ
の
調
査

に
当
ら
れ
ま
し
た
。
陳
氏
の
元
に
あ
っ
て

こ
れ
を

た
す

け

ら

れ

た
小
野
山
節
氏

章
河
原
純
之
氏
始
め
、
学
生
諸
氏

の
御
苦
労
亦
甚
大
な
も
の
が
御
座

い
ま
し
た

。
此

等

の
専

い
御
努
力
が
結
集

さ
れ
て
新
界

に
お
け
る
輝
し
い
成
果
と
な

つ
た
も

の
と
信
じ
ま
す

。
こ
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
、

本
集
は
た
ゞ
単

に
高
槻
市
史
編
纂

上
の

一
史
剌

た
る
に
止
ら
ず
、
広

く
日
本
中

の
考
古
学
者

の
熱
座
い
た
す
論
著

に
相
成

る

と
思
う

の
で
あ
り
ま
す
。

終

い
に
御
多
忙
を
き
わ
め
て
お
ら
れ
る
陳
顕
明
氏
が

こ
の
著
を
お
か
き
下
さ
い
ま
し
た
御
厚
志

に
深

く
感
謝

い
た
し
ま
す

と
共
に
、
こ
の
調
査
を
御
支
援

下
さ

い
ま
し
た
各
位

及
び
現
場
に
あ

つ
て
、
調
査
員
を
お
助
け
下
さ

っ
た
茨
木

、
春

日
丘
、

島
上
、
大
阪
、
浪
工

の
各
高
校

の
生
徒
諸
君

、
成
眩

学
園
女
子
学
生
諸
君

、
高
槻

一
■

、
三
中
、
四
中

の
生
徒
諸
君

に
厚

ぐ

御
礼
申
上
げ
ま
す

。

-25二



了
ｉ‐

又
、
調
査
作
業
に
い
ろ
い
ろ
道
具
を
拝
借

い
た
し
た
高
槻
市
土
木
課
↓
之
か
斡
旋

に
御
尽
力
願

つ
た
市
教
委
の
方

々
、
テ

ン
ト
、
ス

コ
ツ
プ
等
拝
借

い
た
し
た

一
中

、
三
中

、
阿
武
野
校

、
殊

に
現
場
近
く
の
為

に
始
終

無
理
を
申

し
て
参

つ
て
い
ろ

い
ろ
と
聞
き
と
ゞ
け
て
い
た
ゞ
η
衛

武
野
校

の
先
生
方
、
調
査
記
録
等

に
お
助

け
い

た
ゞ
い
た
市
教
育
研
究
所

の
方

々
に
お
礼
申

し
上
げ
る
と
共
に
こ
の
発
掘
中
絶
え
ず
運
搬
そ
の
他
に
お
心
遣

い
を

い
た
ゞ
い
た
日
本
道
路
公
団

の
西
谷
喜
太
郎
氏
始
め
、

公
国

の
方

々
に
も
こ
の
機
会
に
厚
く
御
礼
を
申

上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
ｏ

高
槻
市

の
周
辺
に
は
未

だ
、
古
代
文
化
を
究
明
す
る
為

の
吉
墳

】
土
器
発
掘
も
数
多

い
こ
と

ゝ
思

い
ま
す

。
尚

又
近
時

の

住
宅
、
工
場
、
道
路
建
設

の
た
め
之
等
が
崩
壊
し
行
き

つ
ゝ
あ
る
現
状

で
あ
り
ま
す
ｏ

比
の
上
共
、
市
民

の
皆
様
の
御
協
力

に
よ
り
ま
し
て
之
が
調
査

・
研
究

に
当
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
市
民
各
位

の
御
支
援

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

最
后

に
、
こ
の
報
告
を
発
刻

い
た
し
ま
す
こ
と
は
大
阪
府
教
育
委
員
会

の
御
好

意
、
御
指
示

に
よ
り
ま
す

こ
と
を
申

上
げ

ま
し
て
後
記
と
い
た
し
ま
す
。
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廿
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