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古
墳
時
代
の
共
同
墓
地

｜
｜
密
集
型
土
墳
群
の
評
価
に
つ
い
て
｜
｜

福

永

申’aq
a
 

哉

l孟

じ

め

古
墳
時
代
は
そ
の
名
の
通
り
古
墳
と
い
う
埋
葬
に
伴
う
記
念
物
に
よ
っ
て
人
々
の
政
治
的
、
経
済
的
優
劣
関
係
が
顕
著
に
示
さ
れ
た

時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
じ
古
墳
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
構
築
物
で
は
あ
る
が
、
全
長
四

O
O
m
を
超
え
る
巨
大
な
前
方
後
円
墳
か

ら
直
径
一

O
m
程
度
の
小
円
墳
に
至
る
ま
で
、
墳
形
や
規
模
の
違
い
に
よ
っ
て
実
に
多
様
な
姿
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
多
様
な
あ
り
か
た

こ
そ
被
葬
者
聞
の
複
雑
な
階
層
関
係
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
考
古
学
が
古
墳
時
代
の
社
会
構
造
を
解
明
す
る
際
の
大
き
な

手
掛
か
り
と
し
て
、
古
墳
の
調
査
成
果
を
重
要
視
す
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
古
墳
は
そ
の
時
代
に
生
き
た
す
べ
て
の
人
々
の
埋
葬
施
設
で
は
な
か
っ
た
。
い
く
ら
小
規
模
の
古
墳
で
あ
っ
て
も

そ
れ
を
築
造
し
得
た
の
は
、
や
は
り
一
握
り
の
有
力
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
墓
制
研
究
か
ら
古
墳
時
代
社
会
の
全
体
像
に
迫
ろ

う
と
す
る
と
き
、
古
墳
を
築
く
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
一
般
庶
民
層
の
墓
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
る
。
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小
稿
で
は
、
近
年
の
発
掘
調
査
技
術
の
進
歩
と
大
規
模
調
査
の
増
加
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
注
意
さ
れ
つ
つ
あ
る
密
集
す
る
土
壌
群

を
一
般
庶
民
墓
の
有
力
候
補
と
考
え
、
そ
の
様
々
な
特
徴
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
古
墳
以
外
の
墓
か
ら
す
る
古
墳
時
代
墓
制
研
究
の

第
一
歩
と
し
た
い
。

密
集
型
土
壌
群
の
概
要

こ
の
種
の
遺
構
が
初
め
て
注
意
さ
れ
た
の
は
、

一
九
七
三
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
高
槻
市
狐
塚
古
墳
群
の
調
査
で

てあ
概つ
要？こ
を。

述以
べ来
る現
こ在
と tこ
に至
する
る（ま
olで

一
O
余
り
の
遺
跡
で
検
出
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
に
つ
い

）
 

4
a
A
 

［、

大
阪
府
高
槻
市
狐
塚
古
墳
群
（
図
1
1
C）

こ
こ
で
は
三
五

oodの
発
掘
区
に
お
い
て
、
特
に
西
半
部
を
中
心
と
し
た
範
囲
か
ら
六

O
O基
に
も
及
ぶ
土
墳
群
が
検
出
さ
れ
た
。

士
墳
の
平
面
形
は
方
、
円
、
楕
円
な
ど
様
々
で
あ
り
、
規
模
は
長
軸

0
・
五

m
か
ら
三

m
以
上
ま
で
の
大
小
が
あ
る
が
、
平
均
的
な
も

の
は
一
・
五

m
程
度
で
あ
る
。
約
一
割
の
土
壌
か
ら
出
土
し
た
土
器
か
ら
見
て
、
土
墳
群
は
五
世
紀
末
か
ら
形
成
さ
れ
は
じ
め
、

一
部

は
鎌
倉
時
代
に
ま
で
下
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
土
壊
の
分
布
は
、
東
は
五
世
紀
代
に
築
造
さ
れ
た
コ
一
基
の
方
墳
に
よ
っ
て
、
南
は

東
西
方
向
の
自
然
流
路
に
よ
っ
て
限
ら
れ
て
い
る
。
土
壌
内
出
土
土
器
と
し
て
は
奮
の
比
率
が
も
っ
と
も
高
い
。

つム“

奈
良
県
安
堵
町
東
安
堵
遺
跡
（
図
1
l
b）

奈
良
盆
地
内
の
最
低
地
部
に
位
置
し
、
約
二
七

oodの
発
掘
区
の
う
ち
南
部
お
よ
び
東
部
を
中
心
と
し
て
二
二
八
基
の
土
墳
群
が

検
出
さ
れ
て
い
る
。
土
墳
の
平
面
形
は
円
、
楕
円
を
呈
す
る
も
の
が
多
い
が
、

一
部
が
角
ば
っ
た
り
し
た
不
整
形
の
も
の
も
か
な
り
あ
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る
。
規
模
は
長
軸

0
・
五

m
か
ら
一
ニ

m
以
上
ま
で
あ
る
が
、

一
J
二
m
の
も
の
の
比
率
が
高
い
。
土
壌
密
集
部
分
に
南
西
か
ら
北
東
に

延
び
る
比
高
二

omほ
ど
の
低
位
部
（
浅
い
落
ち
込
み
）
が
認
め
ら
れ
、
土
壌
群
と
同
時
期
の
土
器
に
混
じ
っ
て
、
木
製
品
や
炭
化
粒

が
出
土
し
た
。
こ
の
低
位
部
に
は
土
墳
は
営
ま
れ
て
お
ら
ず
、
土
境
群
の
分
布
と
関
連
の
あ
る
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。
約
半
数
の
土
墳

か
ら
土
器
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
歪
で
あ
り
、
完
形
品
が
入
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
注
目
さ
れ
る
土
壌

内
遺
物
と
し
て
は
、
板
状
、
杭
状
な
ど
の
木
製
品
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
完
形
で
は
な
く
、
焼
痕
の
あ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い

る
。
時
期
は
弥
生
時
代
後
期
後
半

1
終
末
期
（
庄
内
期
）

0

(3) 

京
都
府
綾
部
市
一
一
一
宅
遺
跡
（
図

1
1
a
）

由
良
川
支
流
、
犀
川
左
岸
の
低
位
段
丘
上
に
存
在
す
る
。
第
園
、
第

W
調
査
区
の
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
五
二
一
基
の
土
壌
群
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。
土
壌
の
平
面
形
は
方
形
、
円
形
、
楕
円
形
な
ど
で
あ
り
、
規
模
は
長
軸

0
・六

m
か
ら
最
大
の
も
の
で
三
・
四

m
を

は
か
る
。
土
墳
群
の
西
に
は
幅
六

m
の
浅
い
溝
状
遺
構
が
存
在
し
、
こ
れ
よ
り
西
に
は
土
壌
は
認
め
ら
れ
な
い
。
土
壌
内
か
ら
は
霊
形

土
器
が
出
土
す
る
割
合
が
高
く
、
完
形
品
に
近
い
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
板
状
木
製
品
が
検
出
さ
れ
る
土
壌
も
あ
る
。
時
期
は
瓦
器
を

出
土
す
る
僅
か
な
土
壌
を
除
い
て
、
弥
生
時
代
終
末
期
を
中
心
と
し
、

一
部
古
墳
時
代
初
頭
に
下
る
も
の
も
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の

東
安
堵
遺
跡
と
類
似
す
る
点
が
多
い
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

A

－
 大
阪
府
堺
市
長
曽
根
遺
跡

西
除
川
左
岸
の
中
位
段
丘
面
に
位
置
し
、
標
高
約
二
三

m
を
は
か
る
。
五
万
2mを
超
え
る
広
大
な
調
査
地
の
な
か
の
数
箇
所
に
お
い

て
土
壌
群
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
総
数
は
七
三
八
基
を
数
え
る
。
土
壌
の
平
面
形
は
隅
丸
方
形
、
隅
丸
長
方
形
、
円
形
、
楕
円
形
、
そ
し

て
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
不
整
形
の
も
の
が
あ
る
。
規
模
は
一

m
未
満
の
も
の
か
ら
四

m
以
上
の
も
の
ま
で
あ
る
が
、
ニ
ー
一
一
一

m
の
も



の
が
も
っ
と
も
多
い
。
土
壌
群
は
大
き
く
見
て
四
つ
の
分
布
域
に
分
か
れ
、
そ
の
聞
に
は
同
時
期
の
幅
約
三

m
の
自
然
流
路
が
存
在
し

て
お
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
流
路
と
土
壌
分
布
の
関
連
性
が
う
か
が
え
る
。
土
壌
内
に
は
ほ
と
ん
ど
遺
物
は
存
在
し
な
い
が
、
径
一

m
以

下
の
小
土
壌
の
一
部
か
ら
は
故
意
に
破
砕
し
た
と
考
え
ら
れ
る
土
器
が
出
土
す
る
例
が
あ
り
、

「
供
献
土
器
の
埋
納
土
壌
」
と
さ
れ
て

い
る
。
土
器
は
土
師
器
の
奮
を
中
心
と
し
て
、
鉢
、
壷
、
小
型
丸
底
壷
な
ど
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
時
期
は
古
墳
時
代
前
期
J
中
期
で
あ

る
。
当
遺
跡
に
お
い
て
は
、
調
査
者
に
よ
っ
て
土
墳
埋
土
の
詳
細
な
観
察
と
記
録
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
種
の
遺
構
の
性
格
を
考
え

る
上
で
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
。

古墳時代の共同墓地

(5) 

大
阪
府
堺
市
菱
木
下
遺
跡
（
図
1
l
d）

石
津
川
左
岸
の
中
位
段
丘
上
に
存
在
し
、
標
高
二
一
ニ
J
二
四

m
を
は
か
る
。

一
万
2mを
超
え
る
全
調
査
区
の
う
ち

E
E区
の
東
部
か

ら
E
W区
の
西
部
に
か
け
て
の
約
一
六

O
o
dの
範
囲
か
ら
コ
一
八

O
基
の
土
墳
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
巨
視
的
に
見
れ
ば
土
壌
群
は
空

閑
地
を
は
さ
み
な
が
ら
大
き
く
三
群
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
小
群
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
平
面
プ
ラ
ン
は
円
、
楕
円
、
長
楕

円
な
ど
を
呈
し
、
規
模
は

0
・五

m
未
満
の
も
の
か
ら
こ
・
五

m
以
上
の
も
の
ま
で
あ
る
が
、
最
も
多
い
の
は
一

J
一
・
五

m
の
も
の

で
あ
る
。
約
一
割
の
土
境
か
ら
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
器
種
と
し
て
は
須
恵
器
の
塞
が
最
も
多
い
。
こ
の
須
恵
器
の
破
片
に
つ
い
て

は
調
査
者
の
丹
念
な
接
合
関
係
の
追
及
に
よ
り
、
異
な
る
土
壌
か
ら
の
出
土
片
ど
う
し
が
接
合
関
係
を
持
つ
と
い
う
興
味
深
い
事
実
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
土
土
器
を
参
考
に
す
る
と
、
土
壌
群
の
時
期
は
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
を
中
心
と
し
、

部
は
八
世
紀
代
に
下
る
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
五
つ
の
主
要
な
遺
跡
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
類
似
す
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
京

87 

都
府
京
北
町
上
中
遺
跡
ハ
弥
生
終
末
期
J
古
墳
前
期
、
三
七
基
〉
、

大
阪

奈
良
市
池
田
遺
跡
（
古
墳
前
期
J
中
期
、

一五

O
O基〉、
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府
堺
市
大
和
川
今
池
遺
跡
（
古
墳
後
期
？
、
二

O
O基
）
、
岡
市
万
崎
池
遺
跡
（
古
墳
中
期

t
後
期
、

一
部
前
期
？
、
四
六

O
基
〉
、
大

五阪
O 府
基富
〉回

な林
ど 市
が新
あ家
げ遺
ら 跡
れ（
るハ古
o~ 墳

後
期

一
部
奈
良
、
鎌
倉
、
四
四

O
基）、

大
阪
府
寝
屋
川
市
讃
良
郡
条
里
遺
跡
（
古
墳
後
期
、

土
壌
群
の
特
徴
と
そ
の
機
能

筆
者
は
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
こ
の
密
集
す
る
土
墳
時
計
の
多
く
を
土
壌
墓
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
仇
立
直
接
的
な
証
拠
、
す
な
わ
ち

人
骨
の
検
出
あ
る
い
は
埋
土
の
自
然
科
学
的
分
析
な
ど
に
よ
っ
て
こ
れ
が
証
明
さ
れ
た
例
は
、
ま
だ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
こ
れ

ら
の
土
壌
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
を
い
く
ら
か
で
も
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
諸
特
徴
を
見
つ
け
だ
し
、
検
討
し

て
み
た
い
。

第
一
は
土
境
内
の
埋
土
の
状
況
で
あ
る
。
長
曽
根
遺
跡
に
お
い
て
は
一
つ
の
土
壌
の
な
か
に
黄
色
系
と
褐
色
系
と
い
う
、
対
照
的
な

色
調
の
埋
土
が
見
ら
れ
る
た
め
、
埋
め
戻
し
の
状
況
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
埋
土
が
小
単
位
の
プ
ロ
？
ク
状
を
な
す
も

の
」
が
多
く
、
そ
の
な
か
で
も
褐
色
系
土
が
土
壌
の
一
方
に
集
中
し
、
さ
ら
に
反
対
側
の
土
曜
明
壁
に
も
回
る
あ
り
か
た
を
示
す
例
が
多

い
（
図
2
〉。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
調
査
者
は
、

「
土
境
基
を
掘
り
上
げ
て
す
ぐ
埋
戻
し
た
た
め
、
鋤
で
投
戻
す
一
か
た
ま
り
の
土
が

プ
ロ
V

ク
状
に
堆
積
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
そ
の
際
「
黒
褐
色
系
土
を
底
に
ま
ん
べ
ん
な
く
ひ
い
て
、
あ
ま
っ
た
黒
褐
色
系
土

を
一
方
に
か
た
め
て
埋
戻
す
」
と
い
う
「
人
聞
の
意
思
」
が
働
い
て
い
る
と
推
測
す
る
。
こ
の
埋
土
堆
積
状
況
に
見
ら
れ
る
類
似
性
か

ら
は
、
土
墳
を
掘
削
し
て
埋
め
戻
す
ま
で
の
行
為
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
手
順
に
の
っ
と
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
う
か

が
わ
せ
る
。
長
曽
根
遺
跡
以
外
で
は
埋
土
の
堆
積
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
報
告
さ
れ
た
事
例
が
少
な
い
が
、
公
表
さ
れ
て
い
る
土
層
図



を
見
る
か
ぎ
り
、
自
然
に
埋
ま
っ
た
と
い
う
よ
り
人
為
的
に
埋
め
た
と
解
さ
れ
る
堆
積
状
況
を
示
す
も
の
が
多

L、。
第
二
に
土
壌
の
分
布
状
況
を
検
討
し
て
み
た
い
。
土
壌
は
あ
る
一
定
の
面
積
の
中
に
同
じ
密
度
で
存
在
す
る

の
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
空
閑
地
を
間
に
は
さ
み
な
が
ら
何
箇
所
か
に
特
に
集
中
す
る
あ
り
か
た
を
示
す
。
菱

木
下
遺
跡
に
お
い
て
は
幅
五
J
一
O
m
の
墓
道
状
の
空
閑
地
を
は
さ
ん
で
三
群
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
し
か
も
、

こ
の
各
群
内
に
お
い
て
も
ま
た
、
小
さ
な
空
白
地
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
小
群
に
分
割
で
き
る
よ

古墳時代の共同墓地

う
な
あ
り
か
た
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
菱
木
下
遺
跡
の
大
規
模
な
土
墳
群
の
構
成
原
理
を
復
元
す

る
な
ら
、
ま
ず
基
礎
と
な
る
小
群
が
い
く
つ
か
あ
つ
ま
っ
て
三
つ
の
大
き
な
群
を
つ
く
り
、
こ
れ
が
墓
道
状
空

閑
地
を
は
さ
ん
で
有
機
的
に
結
合
し
大
規
模
な
土
壌
群
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、

三
つ
の
大
き
な
群
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
つ
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
形
成
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
土

境
分
布
が
長
期
間
の
土
墳
掘
削
に
よ
っ
て
結
果
的
に
そ
う
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
こ

う
し
た
構
成
原
理
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

長曽根遺跡の土墳埋土断面〈注1文献より作成〉図2

ま
た
、
極
端
な
密
集
部
分
を
除
い
て
は
土
境
ど
う
し
が
乱
雑
に
切
り
合
う
も
の
は
少
な
く
、
以
前
に
掘
削
し
た
土
壌
の
位
置
を
か
な

見
ら
れ
る
。

り
正
確
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
掘
削
地
点
を
識
別
で
き
る
構
造
物
が
地
上
に
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と

以
上
の
よ
う
な
分
布
の
特
徴
は
、
他
の
遺
跡
で
も
し
ば
し
ば
観
察
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
土
壌
群
は
や
み
く
も
に
掘
ら
れ
た
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の
で
は
な
く
、
か
な
り
の
計
画
性
の
も
と
に
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ご
み
穴
や
粘
土
採
掘
墳
と
は
言
い
難
い
状
況
を
示
し
て
い
る
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と
考
え
る
。

第
三
は
土
壌
群
と
流
路
の
関
係
で
あ
る
。
狐
塚
古
墳
群
、
三
宅
遺
跡
、
長
曽
根
遺
跡
、
池
田
遺
跡
、
新
家
遺
跡
な
ど
で
は
、
土
壌
群

を
分
割
す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
土
壌
群
全
体
の
一
辺
を
画
す
る
よ
う
に
流
路
が
存
在
し
て
い
る
。
流
路
内
の
出
土
遺
物
は
遺
跡
に
よ

っ
て
量
の
多
少
が
あ
る
が
、
池
田
遺
跡
に
お
い
て
は
流
路
内
か
ら
多
量
の
土
器
が
出
土
し
、
そ
れ
ら
が
土
境
内
か
ら
検
出
さ
れ
た
土
器

と
時
期
的
に
一
致
す
る
こ
と
、
土
壌
と
流
路
の
聞
に
切
り
合
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
両
者
が
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
存
在

（

4
〉

し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
東
安
堵
遺
跡
で
は
長
く
延
び
る
浅
い
落
ち
込
み
が
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
土
壌
内
か
ら
煤
の
付
い
た
寵
形
土
器
が
多
数
検
出
さ
れ
、

一
方
、
落
ち
込
み
内
に
は
土
器
と
共
に
灰
層
が
堆
積
し
て
い
る

状
況
が
観
察
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
調
査
者
は
火
を
使
つ
て
の
煮
炊
き
を
土
墳
外
で
行
っ
た
後
、
使
用
さ
れ
た
土
器
は
土
境
内
へ

埋
置
し
、
残
っ
た
炭
や
灰
が
落
ち
込
み
内
に
廃
棄
さ
れ
た
状
況
を
推
定
し
て
、
土
境
群
と
落
ち
込
み
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
密
集
型
士
墳
群
の
立
地
と
し
て
は
小
河
川
に
沿
っ
た
場
所
が
選
ば
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
共
に
、
そ
の
流
路
を
土
壌
配

置
の
中
に
巧
み
に
と
り
い
れ
、
時
に
は
土
墳
群
造
営
に
伴
う
行
為
（
筆
者
は
葬
送
儀
礼
を
考
え
て
い
る
）
の
な
か
で
使
用
し
た
物
の
廃

棄
場
所
と
し
て
利
用
す
る
な
ど
、
士
境
群
と
流
路
が
セ
ッ
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

第
四
は
土
墳
の
形
状
で
あ
る
。
土
墳
の
平
面
形
は
円
形
、
楕
円
形
、
方
形
、
長
方
形
な
ど
で
あ
る
。
不
整
形
も
あ
る
が
、

ア
メ
ー
バ

状
の
よ
う
な
極
端
な
も
の
は
少
な
く
、

一
応
整
っ
た
形
を
志
向
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
底
面
は
血
状
の
も
の
や
凹
凸
が
あ
る
も
の
が

多
く
、
平
坦
な
も
の
は
む
し
ろ
少
な
い
。
土
壌
壁
の
立
ち
上
が
り
は
緩
や
か
な
法
面
を
も
つ
も
の
と
、

ほ
ぼ
直
立
す
る
も
の
が
あ
る
が
、

オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
粘
土
採
掘
墳
の
場
合
は
土
壌
が
粘
土
層
に
達
す
る
と
土
墳
壁
部
分
か
ら
も
粘
土
を
掻

き
取
る
た
め
、
そ
の
部
分
が
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
す
る
こ
と
が
多
く
、
奥
行
は
五

O
m
以
上
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
ん
せ
今
検
討
し
て
い
る
土



墳
群
に
こ
う
し
た
例
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
粘
土
採
掘
境
以
外
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
長

曽
根
遺
跡
に
お
い
て
は
、
土
壌
底
面
が
粘
土
層
を
こ
え
て
下
層
の
砂
膿
層
ま
で
掘
り
抜
い
て
い
る
こ
と
、
粘
土
層
の
存
在
し
な
い
地
点

に
も
土
墳
群
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
粘
土
採
掘
墳
の
可
能
性
を
明
快
に
否
定
し
て
い
る
。

第
五
は
出
土
遺
物
の
問
題
で
あ
る
。
土
暗
明
か
ら
遺
物
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
せ
い
ぜ
い
全
体
の
一

J
二
割
の
土
墳
か
ら
、

土
器
（
そ
れ
も
完
形
品
は
少
な
い
）
が
出
土
す
る
程
度
で
あ
り
、
こ
う
し
た
遺
物
の
少
な
さ
が
こ
の
種
の
土
壌
群
の
大
き
な
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
、
東
安
堵
遺
跡
と
一
二
宅
遺
跡
で
は
様
相
が
異
な
り
、
半
数
を
超
え
る
土
暗
明
か
ら
土
器
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
器

古墳時代の共同墓地

種
が
ほ
と
ん
ど
薯
形
土
器
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
両
遺
跡
は
土
壌
内
か
ら
板
状
木
製
品
を
検
出
し
て
い
る
こ
と
で

も
共
通
点
が
あ
り
、
時
期
も
弥
生
終
末
期
前
後
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
難
く
、
同
様
の
思
想
に
も
と
づ
い

た
習
俗
が
両
遺
跡
で
と
り
行
わ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
旧
国
名
で
言
え
ば
大
和
、
丹
波
と
い
う
離
れ
た
地
に
存
在
す
る

遺
跡
で
同
じ
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
同
時
期
の
近
畿
地
方
に
お
い
て
類
似
す
る
遺
跡
が
今
後
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
さ

せ
る
。と

こ
ろ
で
、
筆
者
は
弥
生
終
末
期
の
土
壌
群
に
お
け
る
一
餐
形
土
器
の
多
用
に
注
目
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
後
古
墳
時
代
を
通

じ
て
存
在
す
る
密
集
型
土
墳
群
に
お
い
て
、
土
器
の
出
土
量
は
少
な
い
も
の
の
、
器
穏
と
し
て
は
奮
の
占
め
る
割
合
が
最
も
大
き
い
と

い
う
状
況
が
し
ば
し
ば
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
土
壌
内
に
奮
を
入
れ
る
と
い
う
同
じ
習
俗
が
時
代
を
越
え
て
受
け
継
が

れ
、
地
域
を
越
え
て
広
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

以
上
五
つ
の
点
に
つ
い
て
、
良
好
な
遺
跡
の
調
査
例
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
土
墳
群
の
諸
特
徴
を
検
討
し
て
み
た
。
す
べ
て
の
点
に

91 

わ
た
っ
て
す
べ
て
の
遺
跡
で
同
じ
状
況
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

か
な
り
の
共
通
項
が
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
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最
後
に
検
討
し
た
よ
う
に
そ
れ
は
裏
の
多
用
と
い
う
土
墳
に
伴
う
習
俗
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
決
定
的
な
根
拠
が
な
い
こ
と

は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
検
討
し
た
よ
う
な
諸
特
徴
を
大
地
に
刻
み
残
す
よ
う
な
人
間
活
動
と
し
て
現
時
点
で
考
え
う

る
最
も
蓋
然
性
の
高
い
も
の
は
、
古
墳
を
築
き
得
な
い
一
般
庶
民
層
の
共
同
墓
地
で
あ
る
。

四

密
集
型
土
壌
群
か
ら
み
た
一
般
庶
民
層
の
動
向

密
集
型
土
壌
群
が
一
般
庶
民
層
の
共
同
墓
地
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
土
壌
の
群
構
成
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集

団
の
内
部
構
造
に
迫
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

）
 

ぜ’A（
 
土
壌
群
の
構
成
と
集
団
構
成

図
3
は
長
曽
根
遺
跡
の
土
墳
群
を
構
成
す
る
小
群
の
う
ち

X
X
M群
に
お
け
る
土
曜
慣
分
布
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み

る
と
、
当
群
は
ニ
J
一
一
一
基
の
土
悼
明
か
ら
な
る
小
単
位
が
七
つ
ほ
ど
と
、
こ
れ
に
単
独
に
存
在
す
る
土
墳
を
加
え
て
全
体
が
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
観
察
で
き
る
。
当
遺
跡
に
お
い
て
土
墳
が
ニ
基
隣
接
し
て
存
在
す
る
例
が
多
い
と
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
調
査

者
は
、
こ
の
二
基
に
葬
ら
れ
た
人
聞
を
夫
婦
と
考
え
、
土
墳
群
が
「
家
族
的
な
血
縁
集
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
最
小
単
位
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る
」
と
推
定
し
た
。
筆
者
も
基
本
的
に
は
こ
の
考
え
を
支
持
し
た
い
。
す
な
わ
ち
二
基
の
夫
婦
の
墓
に
、
場
合
に
よ
っ
て

は
こ
れ
に
ご
く
近
親
者
の
墓
を
加
え
た
も
の
を
小
単
位
と
し
て

X
X
M群
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

長
曽
根
遺
跡
で
は
四

O
の
小
群
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
群
の
数
や
線
引
き
に
つ
い
て
は
や
や
異
な
っ
た
見
方
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

い
ま
重
要
な
の
は
七

O
O基
余
り
の
土
境
群
を
分
割
す
る
原
理
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
で
あ
る
。
も
う
一
度
そ
の
状
況
を
整
理
す
る
と
、

土
墳
群
は
ま
ず
四
箇
所
の
大
き
な
群
に
分
か
れ
、
各
大
群
の
中
が
数
個
か
ら
十
数
個
の
小
群
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
小
群
の
中
に
二
J
ゴ一



基
の
土
嬢
か
ら
な
る
最
小
単
位
が
存
在
す
る
と
い
う
構
成
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
の
群
が
実
際
に
い
か
な
る
人
間
集
団
に
あ
て

は
ま
る
の
か
と
い
う
点
は
、
資
料
の
少
な
い
現
状
で
は
確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
構
成
が
す
べ
て
の
遺
跡
に
共

通
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

一O
O年
余
り
の
遺
跡
の
継
続
期
間
と
七

O
O基
と
い
う
土
壊
の
数
（
未
掘

部
分
を
含
め
る
と
ま
だ
増
え
る
可
能
性
あ
り
）
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
が
複
数
の
集
落
の
人
々
の
共
同
墓
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

当
す
る
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
え
て
モ
デ
ル
的
に
い
う
な
ら
、
大
群
は
各
集
落
に
、
小
群
は
世
帯
共
同
体
に
、
最
小
単
位
は
世
帯
に
相

古墳時代の共同墓地

(2) 

長
方
形
墓
地
区
画
の
存
在

人
ノ
／
筒
、
＼

ο
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図
3
に
よ
っ
て
、

X
X
M群
の
士
境
分
布
状
況
を
み
る
と
、
土
曜
慣
が

列
状
に
な
ら
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
群
内
西
部
で
は
北
西

か
ら
南
東
方
向
に
、
群
内
東
部
で
は
ほ
ぼ
南
北
方
向
に
そ
れ
ぞ
れ
列
の

軸
線
が
存
在
し
て
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
二
J
三
基
か
ら
な
る
最
小
単

位
内
で
は
、
土
墳
が
団
子
状
に
集
ま
る
と
い
う
よ
り
、
列
状
に
並
ぶ
こ

と
が
多
い
。
当
群
で
は
特
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
が
、
他
の
遺
跡
で
も

こ
う
し
た
状
況
は
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
墓
域
内
に
長
方

形
の
区
画
が
も
う
け
ら
れ
、
各
区
画
が
世
帯
ご
と
の
墓
地
と
し
て
割
り

図3

当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
区
画
部
分
に
は
何
ら

そ
れ
を
示
す
よ
う
な
遺
構
は
存
在
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
実
際
に
は
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各
家
の
墓
葬
が
土
ま
ん
じ
ゅ
う
の
よ
う
に
並
ぶ
聞
を
通
る
墓
道
的
な
部
分
に
よ
っ
て
、

区
画
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
群
中
に
単
独
で
造
ら
れ
て
い
る
土
壌
に
つ

い
て
も
、
こ
う
し
た
区
画
割
り
当
て
に
も
と
ミ
つ
い
て
存
在
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
見
乱
雑
に
広
が
る
よ
う
な
土
墳
群
も
、
本
来
は
計
画
的
に
配
置
さ
れ

た
墓
地
区
画
が
集
積
し
た
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

世
帯
共
同
体
の
墓
域
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
小
群
の
中
に
含
ま
れ
な
が
ら
も
、

各
世
帯
の
墓
は
独
立
し
た
墓
地
区
画
を
と
も
な
っ
て
造
営
さ
れ
て
い
る
。
古
墳
時
代

の
一
般
庶
民
層
に
お
け
る
世
帯
共
同
体
と
世
帯
の
関
係
を
示
す
事
例
と
い
え
よ
う
。

η

。
菱
木
下
遺
跡
や
万
崎
池
遺
跡
で
は
、
異
な
る
土
博
明
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
片
が
接

集
団
間
の
人
間
交
流

合
関
係
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
切
り
合
い
の
あ
る
土
壌
ど
う
し
の

場
合
に
は
、
古
い
土
壊
の
遺
物
が
新
し
い
土
墳
の
埋
土
に
紛
れ
こ
む
こ
と
も
あ
り
う

る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
別
な
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

図
4
に
示
し
た
の
は
万
崎
池
遺
跡
に
お
け
る
土
境
内
出
土
土
器
の
接
合
関
係
で
あ
る
。

直
線
で
結
ん
だ
士
墳
は
出
土
土
器
が
接
合
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
切
り
合

い
関
係
の
な
い
土
境
問
に
も
接
合
関
係
が
み
ら
れ
、
中
に
は
一

O
m
以
上
離
れ
て
い

る
土
壌
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
み
て
、
ど
こ
か
で
割
ら
れ
た
土
器
が
数
箇
所

。

万崎池遺跡第V調査区における土器の接合関係（注2文献より作成〕図4



の
土
壌
に
人
為
的
に
入
れ
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
同
じ
個
体
の
土
器
片
を
分
け
持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
万
崎
池
遺
跡
に
限
ら
ず
、
こ
の
種
の
土
境
か
ら
検

出
さ
れ
る
土
器
は
破
片
で
あ
る
こ
と
出
多
い
。
つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
割
ら
れ
た
土
器
の
一
部
を
副
葬
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
、
葬
送
儀
礼
の
中
で
使
わ
れ
た
土
器
が
割
ら
れ
て
、
埋
葬
の
際
に
土
壌
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

つ
の
解
釈
と
し
て
、
同
一
個
体
の
破
片
を
持
つ
土
壌
墓
の
被
葬
者
が
、
あ
る
と
き
取
り
行
わ
れ
た
同
じ
儀
礼
に
関
与
し
た
人
た
ち
で
あ

っ
た
と
考
え
れ
ば
説
明
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
親
、
兄
弟
な
ど
肉
親
の
葬
儀
の
際
に
使
わ
れ
た

古墳時代の共同墓地

土
器
の
破
片
を
自
ら
の
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
関
係
の
深
い
人
の
墓
に
持
ち
込
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
菱
木
下
遺
跡
で
は
最
高
三

O
m

近
く
も
離
れ
た
土
壌
聞
に
お
い
て
接
合
関
係
が
見
ら
れ
る
（
図

1
l
d
y
し
か
も
、
当
遺
跡
で
は
三
つ
の
大
き
な
群
が
あ
る
が
、
個

々
の
群
を
越
え
て
他
の
群
と
の
聞
に
さ
え
接
合
関
係
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
想
定
を
適
用
す
る
な
ら
、
異
な
る
群
に
血
縁
関

係
の
あ
る
人
聞
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
菱
木
下
遺
跡
の
大
き
な
群
は
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
集
落
の
墓
地
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
異
な
る
集
落
に
親
子
、
兄
弟
な
ど
の
肉
親
が
婚
姻
な
ど
に
よ
っ
て
分
か
れ
住
ん
で
い
る
状
況

を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
想
定
の
確
実
性
を
高
め
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
同
様
の
事
例
が
さ
ら
に
増
加

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
時
点
で
は
、
こ
う
し
た
興
味
深
い
事
実
の
存
在
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
の
一
例
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
今
後
の
調
査
の
際
の
留
意
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

五

埋
葬
姿
勢
の
変
化

95 

近
畿
地
方
に
お
け
る
埋
葬
姿
勢
は
、
縄
文
時
代
に
一
般
的
で
あ
っ
た
屈
葬
か
ら
弥
生
時
代
に
は
屈
肢
葬
を
経
て
徐
々
に
伸
展
葬
へ
と
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向
か
い
、
古
墳
時
代
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
伸
展
葬
に
な
る
と
い
う
大

き
な
流
れ
が
指
摘
で
き
勺
そ
の
後
の
変
遷
は
資
料
的
制
約
も
あ
っ

て
十
分
明
ら
か
で
な
い
が
、
平
安
時
代
以
降
の
土
壌
墓
、
木
棺
墓
か

ら
検
出
さ
れ
る
人
骨
は
手
足
を
曲
げ
た
屈
肢
葬
や
腰
ま
で
折
り
曲
げ

た
屈
葬
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
対
象
に
す
べ
き
古
墳
時
代
は
、
古
墳
か
ら
発
見
さ

れ
る
人
骨
、
あ
る
い
は
古
墳
で
使
用
さ
れ
た
棺
の
規
模
を
見
る
か
ぎ

り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
伸
展
葬
で
あ
る
。
で
は
こ
の
時
代
の
一
般

庶
民
の
墓
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

密
集
型
土
壌
群
の
規
模
に
つ
い
て
統
計
的
に
処
理
で
き
る
だ
け
の

数
値
が
報
告
さ
れ
て
い
る
遺
跡
は
少
な
い
。
図
5
は
土
壌
規
模
の
わ

か
る
遺
跡
に
つ
い
て
、
土
壌
長
軸
を
一

O
O
佃
未
満
、

一O
O
J
一

五
O
咽
未
満
、

一五

O
個
以
上
の
三
者
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
比

率
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
家
遺
跡
に
つ
い
て
は
報
告
書
の
記
載
内
容
と
の
関
係
で
少
し
分
類
が
異
な
っ
て
い
る
。
成
人
を
伸
展

図圏東安堵（弥末）

三宅（弥末～古初）小さいものでD.6m、最大のもので3.4mの規模

長曽根（古前～中）

平均しで1.2m XO.Sm程度の土横がもっとも多い池田（古前～中）

冨Ml] HHI ::Jtttt m 万崎池（古中～後）

平均的な大きさは1.5mXO.Sm 

111:ttttrnrn1:r :m ~11m 

盤遂j菱木下（古後）

重量150冊以上

(200叩以上）

lm×0.5m程度のものが多い

仁コ100～四叩未満
(100～200叩未満）

慶喜習IO加未満

( )I~新家遺跡の分類

各遺跡の土墳長軸規模の割合図5

葬
で
葬
る
こ
と
の
で
き
る
規
模
の
め
や
す
を
一
五

O
m
と
考
え
る
と
、
東
安
堵
遺
跡
と
長
曽
根
遺
跡
で
は
こ
れ
を
超
え
る
も
の
が
半
数

狐塚（古中～後）

新家（古後）

讃良郡（古後）

近
く
、
あ
る
い
は
大
多
数
を
占
め
て
お
り
、
基
本
的
に
伸
展
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
菱

木
下
遺
跡
、
万
崎
池
遺
跡
で
は
一
五

O
m
未
満
の
も
の
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
小
児
用
埋
葬
の
混
在
だ
け
で
は
説
明
し
難
い
高
率
で



あ
る
。
ま
た
、
新
家
遺
跡
に
お
い
て
も
、
規
模
の
分
類
境
界
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
後
者
と
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
お
い
て
は
、
屈
肢
葬
あ
る
い
は
屈
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の

十
分
な
数
値
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
報
告
書
の
記
述
を
同
図
に
書
き
込
ん
で
お
い
た
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
第
一
に
古
墳
時
代
の
共
同
墓
地
に
お
い
て
は
伸
展
葬
を
基
本
と
す
る
遺
跡
と
、
屈
肢

葬
、
屈
葬
を
主
に
行
う
遺
跡
の
ニ
者
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
時
期
的
な
関
係
を
み
る
と
、
弥
生
終
末
期
J
古
墳
前
期

の
遺
跡
で
は
仲
展
葬
が
多
く
、
古
墳
後
期
の
遺
跡
で
は
屈
肢
葬
、
屈
葬
が
多
い
傾
向
が
あ
る
。
す
べ
て
の
集
団
が
こ
う
し
た
傾
向
の
も

古墳時代の共同墓地

と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
う
か
が
え
る
こ
と
自
体
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
な
有
力
農
民
ク
ラ
ス
以
上
は
古
墳
時
代
を
通
じ
て
伸
展
葬
を
採
用
し
て
お
り
、
縄
文
、
弥
生
、

古
墳
と
時
代
を
経
て
変
化
し
て
き
た
埋
葬
姿
勢
の
変
遷
の
延
長
上
に
あ
る
。
共
同
墓
地
に
お
い
て
古
墳
前
期
と
後
期
の
聞
に
埋
葬
姿
勢

変
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
埋
葬
姿
勢
と
い
う
埋
葬
習
俗
の
う
ち
の
基
本
的
な
部
分
に
お
い
て
、
古
墳
を
築

く
有
力
者
層
と
密
集
型
土
壌
群
を
営
む
一
般
庶
民
層
の
聞
に
、
あ
る
時
期
か
ら
大
き
な
隔
た
り
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
い
え

ょ
う
。
墓
地
の
形
態
だ
け
で
な
く
埋
葬
に
関
す
る
思
想
的
な
面
で
も
両
者
の
墓
制
が
全
く
別
個
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
安
時
代
以
降
の
屈
肢
が
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
脈
絡
で
出
現
し
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い

な
い
。
こ
こ
で
検
討
し
た
古
墳
時
代
の
一
般
庶
民
墓
の
屈
肢
葬
が
そ
の
淵
源
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
な
が
ら
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た

い
課
題
で
あ
る
。

97 
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．』圃．

J、
密
集
型
土
墳
群
出
現
の
背
景

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
密
集
型
土
墳
群
が
古
墳
時
代
の
一
般
庶
民
の
共
同
墓
地
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
古
墳
で
行
わ
れ
る
葬
送

習
俗
と
は
別
偲
の
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
最
後
に
、
こ
の
密
集
型
土
壌
群
が
形
成
さ
れ
る
背
景
、
弥
生
集
団
墓
と

の
相
違
な
ど
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
現
時
点
で
の
歴
史
的
な
評
価
を
試
み
て
み
た
い
。

出
現
の
背
景

近
畿
地
方
で
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
密
集
型
土
壌
群
の
う
ち
時
期
的
に
最
も
遡
る
の
は
、
弥
生
後
期
後
半
か
ら
終
末
期
に
比
定
で
き

る
東
安
堵
遺
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
近
い
時
期
に
コ
一
宅
遺
跡
、
上
中
遺
跡
の
土
壌
群
形
成
が
始
ま
っ
て
い
る
。
弥
生
後
期
の

墳
墓
群
は
調
査
自
体
が
ま
だ
少
な
い
が
、
弥
生
中
期
の
墓
地
に
つ
い
て
は
か
な
り
調
査
例
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
不
整

形
土
曜
慣
が
数
百
基
以
上
も
る
い
る
い
と
存
在
す
る
よ
う
な
遺
構
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
い
資
料
か
ら
推
し
量
る
の
は
危
険
で
は

あ
る
が
、
筆
者
は
こ
う
し
た
形
態
の
共
同
墓
地
が
出
現
す
る
の
は
弥
生
後
期
、
そ
の
中
で
も
後
半
以
降
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

弥
生
時
代
後
期
後
半
は
、
稲
作
伝
来
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
弥
生
農
耕
社
会
の
大
き
な
変
革
期
で
あ
っ
た
。
弥
生
時
代
中
期
の
近
畿

地
方
で
は
、
核
と
な
る
大
集
落
と
そ
の
周
辺
に
分
布
す
る
小
集
落
か
ら
な
る
共
同
体
的
な
ま
と
ま
り
が
中
小
河
川
の
水
系
ご
と
に
存
在

し
て
い
た
。
こ
の
中
心
的
な
大
集
落
は
し
ば
し
ば
防
禦
施
設
で
あ
る
環
濠
に
よ
っ
て
閉
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
集
団
の
共
同
体
的

ま
と
ま
り
を
反
映
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
集
落
研
究
に
よ
れ
ば
、
畿
内
地
方
の
環
濠
集
落
は
後
期
後
半
に
は
解

体
し
、
共
同
体
の
首
長
は
一
般
成
員
の
居
住
地
と
は
異
な
る
場
所
に
居
館
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

大
集
落
が
解
体
L
た
後
、
階
層
別
に
居
住
地
を
構
え
る
と
い
う
動
き
は
急
速
に
進
行
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
、
実
例
の
わ
か
っ
て
い
る



古
墳
時
代
中
期
以
降
に
は
、
首
長
層
か
ら
有
力
農
民
層
、
さ
ら
に
一
般
庶
民
層
に
い
た
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
形
態
の
集
落
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
弥
生
後
期
後
半
J
終
末
に
か
け
て
は
墓
制
の
面
で
は
共
同
体
首
長
の
個
人
墓
が
墳
丘
墓
と
し

て
出
現
し
て
く
る
。
こ
れ
は
、

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
大
集
落
が
分
解
し
て
首
長
の
居
館
が
成
立
す
る
動
き
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
首

J

長
の
居
館
と
墳
墓
が
独
立
し
、
こ
れ
に
次
ぐ
有
力
者
た
ち
も
独
自
の
居
住
区
に
移
っ
た
あ
と
に
残
さ
れ
た
一
般
成
員
、
こ
れ
こ
そ
が
、

数
百
基
に
も
お
よ
ぶ
等
質
的
な
土
惜
明
か
ら
な
る
共
同
墓
地
を
営
ん
だ
主
体
者
で
あ
っ
た
。
密
集
型
土
壌
群
は
、
階
層
分
化
の
末
に
引
き

起
こ
さ
れ
た
共
同
体
的
な
集
団
の
分
解
、
環
濠
集
落
の
解
体
と
い
う
社
会
の
激
変
を
背
景
と
し
て
出
現
し
て
き
た
墓
制
で
あ
る
と
い
え

古墳時代の共同墓地

ト
4
Aノ。

(2) 

無
棺
墓
の
持
つ
意
味

す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
密
集
型
土
境
群
の
土
壌
は
平
面
形
が
整
っ
た
長
方
形
を
呈
す
る
も
の
は
少
な
く
、
底
面
は
凹
凸
の

あ
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
土
層
観
察
の
結
果
か
ら
み
て
も
木
棺
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
弥
生
時
代
の
共
同
墓
地
に
お
い
て
は
か

な
り
の
比
率
で
木
棺
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
古
墳
時
代
の
共
同
墓
地
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
無
棺
埋
葬
の
急
増
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
現
象
の
背
景
を
考
え
る
と
き
、

か
つ
て
の
弥
生
社
会
に
お
い
て
棺
が
持
っ
て
い
た
社
会
的
意
味
を
思
い
出
し
て

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
弥
生
時
代
に
は
集
団
ご
と
に
同
じ
型
式
の
棺
を
使
用
す
る
慣
習
が
あ
り
、
他
集
団
出
身
者
は
も
と
い
た
集
団
で

使
わ
れ
て
い
た
型
式
の
棺
を
用
い
る
と
い
う
約
束
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
棺
は
集
団
内
に
お
い
て
共

通
の
埋
葬
習
俗
の
一
要
素
と
し
て
集
団
の
ま
と
ま
り
を
保
つ
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
弥
生
後
期
後
半
以
降
の
階
層
分

化
の
激
化
の
中
で
、
環
濠
集
落
に
象
徴
さ
れ
た
よ
う
な
弥
生
集
団
の
あ
り
か
た
は
急
速
に
変
質
し
て
い
っ
た
。
階
層
別
に
住
居
を
構
え
、
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階
層
別
に
墓
地
を
営
む
と
い
う
動
き
が
支
配
的
と
な
っ
た
い
ま
、
棺
は
集
団
の
共
通
の
埋
葬
習
俗
を
示
す
と
い
う
弥
生
的
な
役
割
を
失
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ぃ
、
庶
民
層
は
こ
れ
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
彼
ら
は
、
警
を
使
用
す
る
儀
礼
と
い
う
あ
ら
た
な
共
通
の

習
俗
を
生
み
だ
し
の
で
あ
っ
た
。七

結

語

弥
生
時
代
の
共
同
墓
地
は
、
階
層
分
化
の
未
熟
な
段
階
で
は
内
部
に
顕
著
な
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
は
階
層
分
化
に
よ

る
集
団
内
の
優
劣
関
係
を
敏
感
に
織
り
込
ん
で
墳
墓
聞
に
質
的
差
異
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
弥
生
後
期
後
半
以
降
こ
の

動
き
が
極
ま
っ
た
と
き
、
首
長
の
個
人
墓
は
共
同
墓
地
を
飛
び
出
し
て
、
弥
生
共
同
墓
地
は
分
解
す
る
。
密
集
型
土
墳
群
は
こ
の
分
解

を
経
て
、
階
層
分
化
の
結
果
下
位
に
位
置
し
た
人
々
の
等
質
的
な
共
同
墓
地
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
変
化
が

す
べ
て
の
地
域
で
同
時
に
進
行
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
集
団
規
模
の
大
小
、
立
地
環
境
の
違
い
な
ど
に
よ
っ
て
は
階
層
分
解
の
進
展
の

し
か
た
も
異
な
り
、
無
棺
の
密
集
型
土
墳
群
を
生
み
だ
さ
な
い
地
域
も
依
然
と
し
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
古
墳
時
代
の
聞
に

も
生
産
力
の
発
展
を
背
景
に
し
て
、
密
集
型
士
墳
群
を
営
ん
で
い
た
庶
民
層
の
中
か
ら
台
頭
し
て
、
中
小
古
墳
の
築
造
を
始
め
た
勢
力

が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
新
た
な
階
層
分
解
を
経
な
が
ら
も
、
密
集
型
土
境
群
は
一
般
庶
民
層
の
共
同
墓
地
形
態
と
し

お
そ
ら
く
そ
れ
以
後
に
も
続
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

て
古
墳
時
代
を
通
じ
て
み
ら
れ
、

密
集
型
土
墳
群
は
地
味
な
遺
構
で
あ
る
。
小
稿
で
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
特
に
大
規
模
な
墓
地
を
形
成
し
て
い
た
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ

の
目
に
と
ま
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
実
際
に
は
も
っ
と
小
規
模
な
土
壌
群
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
い
う
目
で
み

た
ら
こ
れ
ま
で
に
調
査
さ
れ
て
い
る
遺
跡
の
中
に
も
再
検
討
で
き
る
例
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て

残
さ
れ
た
。
密
集
型
土
壌
群
の
研
究
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
小
稿
で
は
今
後
考
察
す
べ
き
問
題
点
の
提
示
に
主
眼
を
置



い
て
述
べ
て
き
た
。
近
年
、
首
長
層
に
お
け
る
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
始
め
た
集
落
研
究
と
、
逆
に
一
般
庶
民
層
の
実
態
に
光
の
あ
た

り
始
め
た
墓
制
研
究
。
こ
れ
ら
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
古
墳
時
代
社
会
の
研
究
が
ま
た
一
歩
進
む
こ
と
を
信
ず
る
。

注
（

1
）
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（

2
）
 

以
下
で
説
明
す
る
五
遺
跡
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

狐
塚
古
墳
群
『
昭
和
田
年
度
説
明
会
資
料
1
』
高
槻
市
教
育
委
員
会

槻
」
『
高
槻
市
史
』
一
ー
ー
一
一
九
七
七
。

東
安
堵
遺
跡
泉
武
一
編
『
東
安
堵
遺
跡
』
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
第
四
十
六
冊
奈
良
県
教
育
委
員
会
一
九
八
三
。

三
宅
遺
跡
竹
原
一
彦
「
三
宅
遺
跡
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
幻
冊
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
一
九
八
八
、

竹
原
一
彦
「
昭
和
田
年
度
発
掘
調
査
略
報
、
三
宅
遺
跡
」
『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
情
報
』
第
出
号
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン

タ
ー
一
九
八
九
。

長
曽
根
遺
跡
川
口
宏
海
、
稲
垣
正
宏
、
上
野
俊
男
、
岡
本
圭
司
『
長
曽
根
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
堺
市
文
化
財
調
査
報
告
第
U
集

堺

市
教
育
委
員
会
一
九
八
六
。

菱
木
下
遺
跡
久
米
雅
雄
、
佐
久
間
貴
士
、
村
上
富
喜
子
「
菱
木
下
遺
跡
」
『
府
道
松
原
泉
大
津
線
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』

I

大

阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
八
回
。

こ
れ
ら
六
遺
跡
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

上
中
遺
跡
増
田
孝
彦
「
上
中
遺
跡
第
3
次
発
掘
調
査
概
要
」
『
京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
第
却
冊
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ

ン
タ
ー
一
九
八
六
。

池
田
遺
跡
藤
井
利
章
「
奈
良
市
池
田
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
」
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
』
第
一
分
冊
奈
良
県
教
育
委
員
会
一
九
八

大
和
川
・
今
池
遺
跡
森
村
健
一
一
編
『
大
和
川
・
今
池
遺
跡
』

E

大
和
川
・
今
池
遺
跡
調
査
会
一
九
八

O
。

万
崎
池
遺
跡
橋
本
高
明
、
中
井
貞
夫
、
福
田
英
人
、
石
神
始
、
芝
野
圭
之
助
、
小
島
容
子
「
万
崎
池
遺
跡
」
『
府
道
松
原
泉
大
津
線
関

一
九
七
五
、
原
日
正
一
一
一
「
考
古
学
か
ら
み
た
原
始
・
古
代
の
高
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連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
！
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
八
回
。

新
家
遺
跡
今
村
道
雄
『
新
家
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
』

E

大
阪
府
教
育
委
員
会
一
九
八

O
。

讃
良
郡
条
里
遺
跡
『
讃
良
郡
条
里
遺
跡
現
地
説
明
会
資
料
』
大
阪
府
教
育
委
員
会
一
九
八
八
、
西
口
陽
一
「
讃
良
郡
条
塁
遺
跡
の

発
掘
調
査
」
『
第
初
回
大
阪
府
下
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
資
料
』
一
九
八
九
。

こ
の
う
ち
、
上
中
遺
跡
で
は
土
嬢
群
の
機
能
を
一
応
粘
土
採
掘
墳
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
わ
ぜ
て
墓
で
あ
る
可
能
性
も
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
簡
単
な
素
描
を
示
し
て
い
る
。
福
永
伸
哉
「
共
同
墓
地
」
（
都
出
比
呂
志
編
『
古
代
史
復
元
』
第
6
巻
古
墳
時
代

の
王
と
民
衆
）
講
談
社
一
九
八
九
。

注
2
、
池
田
遺
跡
概
報
一
八
九
頁
。

注
l
、
東
安
堵
遺
跡
報
告
七
一
一
良
。

栗
原
文
蔵
「
粘
土
及
び
用
土
の
採
掘
」
（
斎
藤
忠
先
生
頒
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
考
古
学
叢
考
』
中
巻
）
古
川
弘
文
館
一
九
八
入
。

菱
木
下
遺
跡
、
万
崎
池
遺
跡
、
一
ニ
宅
遺
跡
な
ど
で
も
み
ら
れ
る
。

福
永
伸
哉
「
埋
葬
姿
勢
研
究
序
論
」
『
兎
原
｜
｜
森
岡
秀
人
さ
ん
と
島
聖
子
さ
ん
の
御
結
婚
に
よ
せ
て
｜
｜
』
芦
屋
郷
土
資
料
室
O
B
会

一
九
八
八
。

古
墳
前
期
i
中
期
の
池
田
遺
跡
で
は
、
土
墳
長
軸
一
一
一

Oω
程
度
の
も
の
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
図
か
ら
読
み
取
る
か
ぎ
り
で

は
一
五

O
叫
を
超
え
る
も
の
も
か
な
り
存
在
し
て
い
る
。
池
田
遺
跡
に
お
い
て
屈
肢
葬
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
が
、
そ
れ
が
主

流
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
正
報
告
の
刊
行
を
ま
っ
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
い
。

た
だ
、
階
層
分
化
の
動
き
が
特
に
速
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
畿
内
中
心
部
な
ど
で
は
さ
ら
に
古
い
時
期
に
密
集
型
土
墳
群
が
存
在
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

都
出
比
呂
志
『
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』
岩
波
書
店
一
九
八
九
、
二

O
四
i
二
O
五
頁
。

福
永
伸
哉
「
弥
生
時
代
の
木
棺
墓
と
社
会
」
『
考
古
学
研
究
』
第
三
二
巻
第
一
号
一
九
八
五
。

高
倉
洋
彰
「
墳
墓
か
ら
み
た
弥
生
時
代
社
会
の
発
展
過
程
」
『
考
古
学
研
究
』
第
二

O
巻
第
二
号

近
藤
義
郎
『
前
方
後
円
墳
の
時
代
』
岩
波
書
店
一
九
八
三
、
一
四

0
1
一
七
四
頁
。

（

3
〉

〈

4
）

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（

日

）

（

ロ

）

（

日

〉

一
九
七
一
二
。
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（

U
）
 

木
棺
を
用
い
る
小
規
模
な
共
同
墓
地
は
古
墳
時
代
前
期
に
も
残
存
す
る
が
、
大
規
模
な
も
の
は
福
岡
県
汐
井
掛
遺
跡
な
ど
僅
か
な
例
を
除

い
て
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
基
本
的
に
は
中
期
以
降
に
は
続
か
な
い
。

大
阪
府
藤
井
寺
市
北
関
遺
跡
、
蓮
井
寺
遺
跡
で
は
奈
良
、
平
安
の
土
嬢
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
粘
土
採
掘
墳
と
す
る
見
方
も
示
さ
れ
て

い
る
が
、
完
形
の
翠
ん
を
埋
納
し
た
り
す
る
状
況
が
み
ら
れ
、
古
墳
時
代
の
密
集
型
土
墳
群
と
の
類
似
点
も
存
在
す
る
。
こ
の
な
か
に
粘
土

採
掘
療
が
存
在
す
る
可
能
性
を
否
定
し
な
い
が
、
土
境
基
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

天
野
末
喜
一
は
か
「
北
岡
遺
跡
の
調
査
」
、
上
回
陸
ほ
か
「
蕩
井
寺
遺
跡
の
調
査
」
『
石
川
流
域
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
』

E

文
化
財
報
告
第
3
集
藤
井
寺
市
教
育
委
員
会
一
九
八
八
。

一
瀬
和
夫
ほ
か
「
北
岡
遺
跡
の
調
査
」
『
南
河
内
遺
跡
群
発
掘
調
査
概
要
』

I

の
性
格
に
つ
い
て
は
慎
重
な
態
度
で
明
言
を
避
け
て
い
る
。

（日〉

藤
井
寺
市

大
阪
府
教
育
委
員
会

一
九
八
八
。
一
瀬
氏
は
土
墳
群

英
文
要
約
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
人
類
学
研
究
科
博
士
課
程
、
佐
々
木
憲
一
氏
か
ら
多
大
な
援
助
を
得
た
。
な
お
、
こ

の
研
究
に
つ
い
て
は
一
九
八
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
奨
励
A
〉
の
交
付
を
受
け
て
い
る
。

（
文
学
部
助
手
）


