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一
前
方
後
方
墳

の
成
立
と

そ
の
性
格

、

大

塚

初

重

「
・
は

し

が

き

県
猫
塚
古
墳
な
ど
の
例
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
方
後
円
墳
の

後
円
部
に
新

た
に
主
軸
と
併
行
し
て
方
形
壇
状
部
を
設
け
た
形
状

階
級
社
会
発
展
の

一
指
標
で
あ
る
古
墳
は
今
日
、
全
国
で
万
を

.

を
呈
す
る
。
以
上
二
形
式
の
古
墳
は
早
く

か
ら
調
査
が
行
な
わ
れ

も

っ
て
数
、比
う
為
程
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
も
普
遍

た
関
係
か
ら
学
界
に
お
い
て
も
そ
の
存
在

が
認
め
ら
れ
、
周
知
の

的

な
形
に
鳳
円
墳
が
あ
り
、
天
皇
陵

と
し
て
多
く
採
用
さ
れ
た
前

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

83

方
後

円
墳
は
形
態
が
わ
が
国
独
自

の
制
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
中

こ
れ
に
対
し
て
方
墳
は
、
用
田

・
推
古
両
天
皇
陵
な
ど
に
認

め

央
及
び
地
方
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
も
踏
襲
さ
れ
た
。
従

っ
て
、

ら
れ
る
が
そ
の
調
査
研
究
は
.著
し
く
お
く

れ
て
い
る
の
が
現
状
で

そ

の
地
の
支
配
者

の
消
長
と
わ
が
古
代
国
家

の
権
力
構
造

の

一
端

あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
方
墳
研
究
の
雁
皮
的
発
展
は
、
大
正
年

を
示
す
点
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
古

間

に
お
け
る
宮
崎
県
西
都
原
古
墳
群
の
調
査
迄
は
殆
ど
空
白
と
な

墳

は
、
そ
の
築
造
年
代
の
前
後
に
よ
っ
て
規
模

・
外
形
の
上
に
変

っ
て
い
る
。
し
か
し
其
後
浜
田
耕
作
博
士

の
業
績
を
基
盤
と
さ
れ

化
を

持

つ
こ
と
も
既
に

明
白
な
事
実
と
し
て
容
認
せ
ら
れ
て
い

て
研
究
を
進
め
た
梅
原
末
治
博
士
は
、
奈
良
県
石
舞
台
古
城
の
調

る
。

一
方
、
基
本
的
な
円
壇
と
ま
た
著
し
い
特
性
を
持

つ
前
方
後

査
を
模
機
と
し
て
全
国
に
分
布
す
る
三
十

六
基
の
方
墳
を
集
成
さ

円
墳
の
以
外
に
、
方
項

双
方
中
円
墳

・
帆
立
貝
形
古
墳

・
前
方

れ
た
の
で
あ

っ費

・
こ
の
方
墳
数
は
近
年
迄
学
界
の
支
持
を
う
け

後

方
墳
な
ど
も
存
在
す
る
。
こ
の
中
、
帆
立
貝
形
古
城
は
前
方
後

て
い
た
が
、
戦
後
各
地
で
古
墳
の
調
査
研
究
が
進
む
に
従
っ
て
、

円
墳
の
初
現
的
形
態
を
と
る
が
、
円
墳
に
つ
く
り
出
し
が
付
設
さ

梅
原
博
士
e
集
成
数
に
大
量

の
増
補
を
す
べ
き

こ
と
が
明
ら
か
に

れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
◎
双
方
中
円
蹟
は
奈
良
県
櫛
山
古
墳
と
香
川

な

っ
た
。
こ
の
事
実
は
絶
え
ず
前
進
す
る
学
問

の
性
質
か
ら
云
つ



て
ま
た
当
然

の
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
方
墳
の
研
究
が
大
き
な

状
を
有
す
る
前
方
後
方
墳
は
そ
の
数
も
僅

か
で
あ
る
と
い
う
在
来

進
歩
を
示
さ
な
が
っ
た
と
は
い
え
、
本
稿
の
・王
題
と
す
る
前
方
後

の
考
え
方
に
反
し
、
二
十
数
基
を
認
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。

方
墳
の
研
究
段
階

に
比
す
れ
ば
な
お
よ
り
高
き
水
準
に
到
達
し
て

こ
れ
ら
の
中
、
島
根
県
下
の
前
方
後
方
墳
九
基
は
、
同
地
方
に

い
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

お
け
る
前
方
後
円
墳
の
存
在
数
と
等
し
く

か
な
り
顕
著
な
古
墳
文

前
方
後
方
墳
は
前
方
後
円
壇
の
主
丘
が
方
形
を
な
す
形
で
あ
り
、

化
の
特
性
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

方

墳
に
前
方
部
が
付
設
し
た
も
の
と
云
い
な
お
す
こ

と

も

で
き

島
根
県
下
と
は
い
え
出
雲
地
方
に
の
み
認
め
ら
れ
る
前
方
後
方

る
。

境
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
の
基
礎
的
な
調
査
研
究
が
続
け
ら
れ
て

今

日
迄
学
界
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
承
認
さ
れ
て
い
た
僅
か
な
例

・
お
り
、
そ
の
上
、
同
地
方
の
特
殊
性
と
も
考
え
得
る
方
壌
の
研
究

は
、
島
根
県
史
に
よ
る
大
庭
二
子
塚
古
蹟
、
群
馬
県
八
幡
山
古
墳

と
相
ま
っ
て
、
古
代
出
雲

の
解
明
に
新
ら
し
い

一
歩
を
築
か
れ
た

と
栃
木
県
上

・
下
侍
塚
古
墳
な
ど
数
例
に
す
ぎ
な
い
。

と
云
っ
て
よ
い
。
同
氏
は

「
出
雲
で
は
稽

よ
大
形
の
古
墳
に
つ
い

戦
後
日
本
考
古
学
蕩
会
に
よ
る
各
地
古
墳
の
分
布
調
査
が
推
進

て
云
う
と
円
墳
と
方
墳
は
略

文
同
数
で
あ
り
、
前
方
後
円
墳
と
前

　

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
か
ら
ず
も
本
形
式
墳
が
島
根
県
下
に

方
後
方
墳
と
は
略

主
同
数
で
あ
る
。
而
も
方
墳
や
前
方
後
方
墳
に

3

九
基
存
在
す
る
こ
と
が
島
根
大
学
山
本
清
助
教
授
等

に
よ
っ
て
確

は
円
墳
や
前
方
後
円
墳
.よ
り
も
却
.つ
て
古
・式
の
も

の
を
多
く
含

ん

認
さ
れ
る
に
至

つ
鰐
・
こ
の
九
基

の
中
の

墓

は
既

橿

原
博
士

で
い
る
様
に
さ
え
見
え
る
。
即
ち
出
雲

で
は
方
形

の
系
統
の
も
の

に
よ

っ
て
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
興
味
あ
る
資
料
を
得
ら
れ
た

が
早
く
か
ら
あ
ら
わ
れ
爾
後

か
な
り
多
く
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

と
い
う
。
島
根
県
下
の
前
方
後
方
墳

の
実
態
が
明
確

に
せ
ら
れ
た

一
つ
の
注
意
す
べ
き
地
蔽
絶
と
云
う
べ
き

で
あ
ろ
う
」

と
い
う
重

の
は
昭
和
二
十
六
年
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
八
年
に
至
っ
て
二

要
な
提
言
を
な
さ
れ
て
い
る
。

、基

の
前
方
後
方
墳
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
即
ち
栃
木
県
及

出
雲
地
方

に
お
い
て
明
確

と
な
っ
て
き

た
前
方
後
方
墳
は
、
そ

び
茨
城
県
下
に
お
け
る
も

の
で
あ
り
、
前
者
は
三
木
文
雄
氏
に
よ

の
他

の
地
方
、
例
え
ば
栃
木
県
上

・
下
侍

塚
古
墳
の
如
く
史
蹟
の

り
後
者
は
後
藤
守

一教
授
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
他
奈
良

指
定
を
う
け
た
著
名
な
古
境
で
さ
え
余
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
し

県
で
は
末
永
雅
雄
博
士

に
よ
り
下
池
山
古
墳
が
確
認
さ
れ
、
次
第

か
し
侍
塚
古
墳
は
徳
川
光
囲
の
援
助
に
よ
っ
て
発
掘
が
行
な
わ
れ

に
各
地
に
そ
の
類
例
を
増

す
よ
う
に
な
っ
た
。
極
め
て
特
異
な
形

た
と
い
う
点
で
僅

か
に
出
土
品
に
対
し
て
考
古
学
的
な
研
究
結
果



駐

4

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
そ
の
他
の
地
方

う
な
研
究
は
、
各
地
城
に
お
け
る
地
域
古
墳
群
の
徹
底
的
な
研
究

に
存
在
す
る
前
方
後
方
埴
に
つ
い
て
は
、
所
在
が
知
ら
れ
る
に
過

が
ま
ず
土
台

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
基
礎
的

ぎ
な

い
と
い
う
現
状
で
あ
る
。
若
し
数
少
な
い
前
方
後
方
墳
に
関

な
ま
た
重
要
な
研
究
段
階

の
通
過
に
本
稿

は
欠
け
て
い
る
う
ら
み

す
る
論
証
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
群
馬
県
八
幡
山
古
墳
に

が
あ
る
。
学
問
の
進
展
の
た
め
に
前
方
後
方
墳
.の
実
態
を
少
し
で

対
す
る
佐
藤
錠
太
郎
氏

の

一
文
を
措

い
て
外
に
な
い
の
で
は
な
か

も
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
有
意
義
な

こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え

ろ
論

・

た
点
に
・
執
筆

の
意
図
が
あ
る
こ
と
を
お

こ
と
わ
り
し

て

お

き

筆
者
は
昭
和
二
十
八
年
置
後
藤
守

一
教
授
が
な
さ
れ
た
茨
城
県

た
い
。

　
　

新
治
郡
柿
岡
町

・
丸
山
古
靖
、調
査
に
参
加
し
、
同
古
墳
が
稀
に
見

る
前
方
後
方
の
形
態
を
と
る
点
に
疑
問
姦

ち
・
爾
来
本
形
式
墳

二
、
前
方
後
方
墳
の
分
布
と
そ
の
実
態

の
研
究
に
携
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
折
し
も
同
じ
二
+

出
雲
地
方
に
お
い
て
九
基
と
い
う
集
中
的
な
分
布
を
示
す
前
方

八
年
春
に
は
一一一木
文
雄
氏
が
栃
木
県
那
須
郡
小
川
町
に
お
い
て
前

後
方
艶
は
、
古
墳
文
化
の
中
心
地
で
あ
り
指
導
的
役
割
を
も
持
つ

04

方
後
方
墳
の
発
掘
を
実
施
さ
れ
、
嚢
鳳
鏡

・
鉄
製
工
具
を
含
む
か

た
畿
内
地
方

に
三
例
が
存
在
し
、
未
確
認

の
例
と
し
て

一
例
が
保

な
り
の
遺
物
の
出
土
を
盤
価
。
し
か
も
同
古
城

の
内
部
主
体
が
特

留
さ
れ
る
。
・こ
れ
ら
三
例
の
前
方
後
方
墳

は
何
れ
も
奈
良
県
下
に

異
な
る
粘
土
棺
構
造
と
し
て
茨
城
県

・
丸
山
古
墳
例

と
全
く
同

一

存
在
し
、
そ

の
代
表
的
な
例
は
北
葛
城
郡
馬
見
村
新
山
古
墳
と
山

の
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
.二
例

の
発
掘
調
査
は
、、
前
方
後
方
墳
研

・辺
郡
朝
和
村
下
池
山
吝
坊
で
あ
る
。
新
山
古
墳
は
梅
原
博
士
の
優

註
8

究

上
極
め
て
重
要
な
資
料
と
な
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
正
確
な

れ
た
報
告
に
よ
っ
て
そ

の
内
容
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
下
他

誌
9

墳
形

を
知
る
こ
と
が
第

一
歩
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。

山
古
墳
は
末
永
博
士
の
紹
介
が
あ
り
、
他

の

一
例
は
博
士
が
近
年

前
方
後
方
墳

の
実
態
が
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
段
階
に
あ
っ
て

高
市
郡
薪
沢
村
附
近
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
古
墳
で
魏
耕
・
未
確

は
何
者

も
基
礎
的
奮

料
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
は
、

認

一
例
は
天
理
市
近
く
に
所
在
す
る
西
山
恥

で
あ
る
が
・
主
丘

筆
者
が
蒐
集
し
得
た
資
料

に
よ
っ
て
、
前
方
後
方
墳
の
分
布
と
形

の
裾
が
方
形
を
呈
し
墳
頂
部
は
円
形
で
あ

る
と
こ
ろ
が
ら
上
口
下

式

か
ら
成
立
の
年
代
を
捉
え
、
そ
れ
が
如
何
な
る
過
程
に
お
い
て

方
の
形
態
を
持
つ
と
云
わ
承
て
い
る
ガ
、
前
方
後
方
鋤

と
断
定
す

出
現
し
た
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ

る
ま
で
に
至

っ
て
い
な
い
。
奈
良
県
下
に
お
け
る
三
例
の
前
方
後



方
墳
は
そ
の
数
と
存
在
の
し
か
た
に
出
雲
地
方

の
そ
れ
と
は
か
な

が
、
東
北
地
方
福
島
県
に
も

一
例
を
見
る
。
福
島
県
相
馬
郡
原
ノ

り
異
っ
た
も
の
が
あ
り
、
後
者
が
著
し
い
特
性
を
持
っ
て
い
る
こ

町

・
渋
佐
+

一
号
古
墳
は
福
島
県
下
最
大

の
古
墳
と
云
わ
れ
、
前

と
を
う
な
ず
か
せ
る
。

方
後
方
墳
最
北
の
例
と
し
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
以
上
分
布
の

古
墳
が
畿
内
地
方
を
中
核
と
し
た
大
和
朝
廷
の
政
治
権
力
の
伸

大
略
を
述
べ
た
が
、
出
雲
地
方
九
基
、
畿
内
地
方
三
基
、
東
日
本

長
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既

に
説
か
れ
て
い
る
が
、
量

に

各
地
に
十
基
、
能
登
地
方

一
基
、
そ
し
て
不
確
実
な

一
例
を
加
え

お
い
て
出
雲
地
方
に
劣
る
本
形
式
境
は
、
静
岡

.
群
馬

.
千
葉

.

る
と
二
十
四
基

の
前
方
後
方
墳
が
存
在
す

る
。
東
日
本
各
地
の
十

栃
木

・
茨
城

・
福
島

の
六
県
に
見
出
さ
れ
、
東
日
本
全
体

と
し
て

基
は
そ
の
分
布
範
囲
が
広
く
出
雲
地
方
の
分
布
密
度
に
は
及
ぼ
な

分
布
に
稽
著
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
中
部
地
方
石
川

い
。
こ
れ
ら
二
十
四
基

の
前
方
後
方
墳
は
、
境
形

・
規
模
そ
の
他

県

(能
登
)
に

一
例

の
存
在
を
知
る
の
で
あ
る
。

.

に
お
い
て
異

っ
た
姿
を
持
ち
、
古
城
の
形
式

・
年
代
を
考
え
る
に

関
東
地
方
で
は
東
京
都

・
埼
玉
県
を
除
く
各
県
に
存
在
す
る
が

は
是
非
と
も
そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

最
も
著
し
い
分
布
は
栃
木
県
の
例
で
あ
ろ
う
。
上

・
下
侍
塚
古
城

e

畿
内
地
方

の
前
方
後
方
填

ユ

・
大
塚
古
墳
、
八
幡
塚
古
墳
の
四
基

が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
四
基

確
実
な
三
例
中
、
末
永
博
士
が
調
査
さ
れ
た
高
市
郡
新
沢
古
墳

4

の
前
方
後
方
境
.は

一
古
墳
群

に
包
括
さ
れ
る
。

群
の

一
例
は
、
博
士
の
研
究
が
進
行
中
な

の
で
近
い
将
来

の
発
表

茨
城
県
下
の
前
方
後
方
境
に
は
二
基
が
知
ら
れ
、
既
述
し
た
新

を
待
ち
、
こ
、
で
は
新
沢
古
墳
群
が
低

い
丘
陵
上
に
占
地
し
、
小
形

治
郡
八
郷
町

(旧
柿
岡
町
)
柿
岡
の
丸
山
古
墳
と
行
方
郡
玉
造
町

円
墳
を
主
と
し
た
古
墳
群
で
あ
り
、
総
数

一
九
二
基
中
に
方
墳

・

沖
州
所
在
古
墳
で
あ
る
。
丸
山
古
墳
は
昭
和
二
十
八
年
+

一
月
に

前
方
後
円
墳
及
び
前
方
後
方
墳
を
含
む
こ
と
を
記
す
に
と
.x
め
よ

発
掘
調
査
さ
れ
、
沖
州
の

一
古
墳
は
昭
和
三
十
年
四
月
の
発
見
に

短
㎎

註
12

か
、
る
。

下
池
山
古
墳

奈
良
県
山
辺
郡
朝
和
村
成
願
寺
に
存
在
す
る
。

群
馬
県
八
幡
山
古
城
は
現
在
史
蹟
指
定
を
う
け
、
わ
が
国
前
方

同
地
は
大
和
盆
地
の
東
を
限
る
山
塊
の
西
側
斜
面
、
山
麓

の
緩
傾

後

方
坂
中
最
大
の
規
模
を
有
す
る
。
千
葉
県
成
田
市
外

・
舟
塚
古

斜
地
で
あ
る
。
大
和
盆
地
周
辺
に
は
年
代

の
遡
る
古

墳

が
多

い

墳
は
昭
和
三
十
年
十
二
月
に
発
見
し
た
が
空
濠
と
外
堤
を
持
ち
段

が
、
下
池
山
古
墳
は
南
面
す
る
手
白
香
皇
女
陵
と
あ
た
か
も
併
行

築
を
有
し
て
い
る
。
群
馬

・
千
葉
県
は
各

一
基
宛
の
存
在
で
あ
る

す
る
位
置
に
あ
り
、
附
近
の
古
墳
を
合
せ
て
朝
和
古
墳
群
を
形
成



、

箪

、

し
て
い
る
。
本
古
墳
は
畿
内
地
方
の
前
方
後
方
墳

の
代
表
的
な
例

　　

で
あ
る
か
ら
、
他
地
方

の
同
形
式
墳
を
研
究
す
る
ξ

い
て
も
是

一一

非
と
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
昭
和
二
十
九

無

年
十

一
月
に
学
友
李
進
煕
君
の
助
力
を
得

て
実
測
調

査

を
行

っ

=　皿

た
。
(笙

図
)

塁

調
査
箪

に
よ
る
・
古
墳
鏡

状
で
全
長
=
五
米
、
後
方
部

　　

綱

恥

黎

繍

語

群

蕪

監

献
親

藩

嘱

齢

群

雲
騨
驚
　蒲
灘　～糠
潔
灘
懸

紙

.馬

蝿

,
賢

¢　↑
築

鴇

鎚

購

難
穐
難
痛
い確
蔽鳩
騒

'へ≠
、馴

＼

　∴

繍

賠　雛

灘
蕪

㎜
㎜
櫻

ら
き
は
た
い
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
云
っ
て
よ

い
で

あ

ろ

-f
「
引継

r蹄

階
曜
語

う
。
墳
丘
各
所
に
築
い
た
石
垣
は
す
べ
て
葺
石
で
あ

っ
た
と
推
定



さ

れ

る
。

.…ご

一
丁
.

形

の
最

良

の
確

証

は
、

埴

輪

円

筒

列

と
葺

石

の
存

在

に

よ

っ
て
得

り
　

ゴ

ま
た
葺
石
が
認
め
ら
れ
た
附
近
に
は
石
垣
が
少
な
い
と
い
う
現

る
こ
と
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
今
の
自
分
に
は
な
し
得
な
い
。

象

は
、
石
塔
は
礫
石
を
以
っ
て
築
い
た
と
す
る
考
え
方
の
妥
当
性

し
か
し
筆
者
の
知
り
得
た
資
料
で
は
前
方
後
円
填
が
前
方
後
方
墳

を
裏
書
き
す
る
。
古
墳
は
東
か
ら
西

へ
緩
く
傾
斜
す
る
山
麓
に
占

に
変
形
し
て
し
ま
っ
た
例
は

一
つ
も
な
く
、
正
確
な
測
量
調
査
の

飽
し
て
い
6

た
ぬ
、
.周
濠
の
レ
ベ
ル
が
同

一
で
な
か
っ
た
こ
と
が

結
果
か
ら
+
分
に
境
形
の
復
原
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
下
池

わ
か
る
。
.即
ち
後
方
部
北
東
階
下
の
水
田
面
は
墳
頂
か
ら
九

・
八

山
古
城
の
年
代
を
考
え
る
場
合
に
、
最
も
確
実
な
き
め
手
と
な
る

五
米
下
方

の
か
犬
.乃
を
示
し
、
古
墳
東
側
の
池
の
水
面
は

一
〇

・

内
部
主
体

・
出
土
遺
物
は
ま
ず
不
明
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ

,一
米
で
あ
る
。
更
に
後
世
の
著
し
い
変
改
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮

ほ
ど
の
あ
い
ま
い
さ
な
の
で
あ
る
。
筆
者

ら
が
地
元
の
人
達
か
ら

に
入
れ
て
も
、
墳
丘
西
側
裾

の
レ
ベ
ル
は
填
頂
下

一
一
米
余
で
あ

聞
い
た
こ
と
で
は
、
主
体
は
細
長
く
石
を
積
ん
だ
形
で
朱
と
勾
玉

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(第

一
図

後
方

部
立
面
参
照
)
古
墳
東
側

な
ど
が
出
土
し
た
と
い
う
。
恐
ら
く
竪
穴
式
石
室
で
あ
っ
た
の
で

を

へ
だ
た
る
二
〇
米
～
四
〇
米
の
水
田
面
は
、
墳
頂
下
八

・
九
米

は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
発
掘
は
三
十
年
程
前
に
天
理
市
某
が

ヨ

及
び
九

.
一
米
を
示
し
て
い
た
か
ら
池
と
墳
丘
裾
に
接
す
る
水
田

行
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
が
下
池
山
古
壇
の

4

面
よ
り
約

一
米
高
い
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
如
き
細
部
の
状
況
は
乳

内
容
で
あ
る
が
、
後
方
部
と
前
方
部
の
差
が
著
し
い
こ
と
及
び
後

東

西
に
わ
た
る
傾
斜
地
形
に
順
応
せ
ず
に
、
南
面
し
て
築
造
し
た

方
部
が
整
美
な
方
形
プ
ラ
ン
を
呈
す
る
こ
と
は
、
前
方
後
方
墳
の

場

合
に
当
然
採
用
す
る
に
至
っ
た
技
術
的
必
然
性
か
ら
く
る
こ
と

墳
形
変
化
を
ト
レ
ー
ス
す
る
上
に
重
要
な
特
徴
と
な

る

で
あ

ろ

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
方
部
か
ら
北
方
三
〇
米
に

う
。

土
堤
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
が
か
つ
て
の
濠
の
幅
を
暗
示
す
る

新
山
古
項

奈
良
県
北
葛
城
郡
馬
見
村
大
塚
に
存
在
す
る
。
こ
の

と
は
云
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
墳
丘
西
方
は
か
な
り
広
い
池
と
な
つ

地
は
奈
良
盆
地
の
西
部
通
称
馬
見
山
と
呼
ぶ
高
さ
百
米
に
溝
た
な

て
い
る
の
で
、
若
し
濠
の
存
在
が
認
め
う
る
と
す
る
な
ら
、
今
迄

い
丘
陵

の
東
側
に
あ
り
、
丘
陵
中
央
部
の
佐
味
田
宝
塚
古
墳
を
初

に
述
べ
た

東
.側
の
所
見
が
当
然
参
考
に

さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
と

恵

め
と
し
て
池
上
山

・
乙
女
山

・
石
塚
山

・
巣
山

・
新
木
山

・
築
山

う
。
外
部
設
備

と
し
て
葺
石
が
存
在
す
る
こ
と
は
述
べ
た
が
埴
輪

な
ど
の
講
壇
が
丘
陵
東
麓

に
蛙
び
馬
見
古
墳
群
を
形
成
す
る
。
薪

円
筒
列
が
あ
っ
だ
か
否
か
不
明
で
あ
る
。
前
方
後
方
墳
と
す
る
境

山
古
墳
は
こ
の
馬
見
古
墳
群
の
東
南
部
に
あ
り
、
丘
陵
方
向
と
直



角

に
高
田
川
と
併
行
し
、
南
面
し
て
営
ま
れ
て

い

る

。

」i

新

山

古

墳

は

明

治

十

八

年

に

多

量

の

副

葬

品

隅

,,,,、-,、

,,

が
発
見
せ
ら
れ
、
特
に
三
四
面
に
の
ぼ
る
鏡
の

.　

出

土
に
よ
り
佐
味
田
宝
塚
古
墳
と
と
も
に
、
著

〆

'

名
な
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
同
古
墳
の
調
査
研

N

隅

ノ

7

究

を
担
当
さ
れ
た
梅
原
博
士
は
こ
れ
を
前
方
後

弾

κ

「

登

「

r

価

・
』

臥

"

り
は
・
前
方
後
方
誓

す
る
可
能
性
の
強
い
資

＼

一

鯉
難
配
肪
難

解

調
に黙

、総

監

・.

考
地
測
量
図
で
奈
良
県
北
葛
城
郡
馬
見
村
大
塚

,・…

,望

と
い
う
地
名
の
前
方
後
方
壇
を
知

っ
た
の
で
あ

る
。
早
速
後
藤
教
授
に
連
絡
の
結
果
、
こ
れ
が

み

図
ら
ず
も
新
山
古
蹟
の
地
名
と

一
致
す
る
こ
と

畢

せ
ら
一

に
及
ん
で
…

か

、

、

'一

〆

し
新

山

古
墳

が
前

方
後

円

墳

で
あ

る

と
す

る

よ

..

愚

闇
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と
考
え
ら
れ
る
の
で
其

の
間
、
六
年
の
経
過
を
有
す
る
。
し
か
も

れ
に
お
い
て
も
直
線
状
を
な
す

つ
ま
り
方
形
化
を
呈
す
る
と
い
う

博
士
は
報
告
書
に
新
山
古
墳
の
略
測
図
を
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で

こ
と
は
、
前
方
後
円
墳

の
変
形
し
た
も

の
と
は
な
し
難

い
の
で
あ

比
較
に
便
で
あ
る
。

る
。
壇
丘
全
面
に
か
つ
て
大
変
形
を
及
ぼ
し
た
事
実
が
存
在
す
れ

博
士
に
よ
る
と
本
古
墳
は

「
池
を
続
ら
せ
る
租
広
き
台
地
の
中

ば
ま
た
問
題
は
別
で
あ
る
が
、
墳
丘
を
実
見
し
て
も
そ
の
よ
う
な

央
に
、
前
後

の
長
径
約
四
百
二
十
尺
、
前
方
部
の
幅

二

百

二

十

変
形
が
加
え
ら
れ
た
と
は
考
え
難

い
。
従

っ
て
本
吉
境
を
前
方
後

尺
、
後
円
部
二
百
尺
内
外
に
し
て
、
こ
の
部
の
高
さ
約
三
+
尺
の

円
墳
と
す
る
よ
り
も
前
方
後
方
墳
と
す
べ
き

で
あ
る
と
思
う
。
そ

註
14

封
土
を
築
け
る
も
の
」
と
い
う
濃
鼠
を
示
し
、
投
薬
は
な
く
、
前

し
て
こ
の
こ
と
を
実
証
に
よ
っ
て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な

方
部

の

一
部
が
宮
内
省
の
陵
域
指
定
に
な
ら
な
か
っ

た

理

由

か

ら
ぽ
、
陵
墓
参
考
地
と
は
い
え
、
幸

い
に
残
る
埴
輪
円
筒
列
の
追

ら
、
耕
作
地
と
し
て
若
干
変
形
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
は
後
円
部

求
を
措
い
て
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

頂
上
と
前
方
部
上
に
発
掘
痕
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

新
山
古
墳
の
内
部
主
体

・
副
葬
品
に
つ
い
て
は
梅
原
博
士
の
詳

博
士
作
製
の
略
測
図
は
後
円
部
が
僅
か
に
方
形
化
し
、
北
及
び
西

細
な
論
致
が
あ
る
の
で
此
処
に
改
め
て
説
く
必
要
は
全
く
な
い
。

　

側
の
等
高
線
は
正
に
直
線
状
に
近
く
後
方
部
と
す
る
可
能
性
も
あ

主
体
は
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
の
系
統
に
属
し
、
出
土
遺
物

4

る
の
だ
が
、
博
士
は
此
処
を
円
形
に
点
線
で
復
原
さ
れ
て
い
る
。

に
は
三
面
の
直
孤
文
鏡
を
含
む
多
数
の
鏡
を
初
め
碧
玉
製
腕
飾
類

第

二
図
が
示
す
古
墳
の
方
向
は
、
新
山
古
墳
略
測
図
の
そ
れ
と

一

な
ど
前
期
古
墳
の
様
相
を
残
す
が
、
金
銅
製
帯
金
具
及
び
刀
装
具

致
す
る
。
そ
し
て
周
囲
を
締
る
池
の
様
子
も
合
致
す
る
。
第
二
図

な
ど
の
存
在
に
よ
り
中
期
古
墳
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

に
基
ず
く
法
量
は
長
軸
長
約

=

毛

米
、
後
方
部
幅
六
四
米
、
同

畿
内
地
方
に
お
け
る
二
基

の
前
方
後
方
墳
は
大
和
盆
地
の
東
西

高
さ

一
〇
米
'
前
方
部
幅
約
六
〇
米
、
高
さ
八
米
と
な
り
博
士
算

に
朝
和
古
墳
群
と
馬
見
古
墳
群
の

一
構
成
績
と
し
て
存
在
す
る
。

定
の
法
量
と
略
よ
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
前
後
面
丘
の
発

両
者
の
規
模
は
略

墨
等
し
い
と
云
え
る
し
、
ど
ち
ら
の
古
墳
群
も

掘
痕
の
位
置
と
規
模
も
同
定
す
る
か
ら
こ
の
古
墳
が
森
山
古
墳
で

前
期
か
ら
中
期
に
及
ぶ
点
で
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
両
舌

あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
前
方
後
円
境
か
或

い
は
後

項
群
に
お
け
る
前
方
後
方
墳

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
論

方
墳
か
の
何
れ
か
に
あ
る
が
、
後
方
部
の
稜
が
縮梢
乱
れ
て
い
る
と

で
取
扱

い
た
い
と
思
う
。

は
い
え
、
墳
丘
裾
か
ら
頂
部

へ
の
等
高
線
が
東
、
北
、
西
側
い
ず

⇔

出
雲
地
方
の
前
方
後
方
墳
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庭
二

口

]

一

咽

燕

子
塚
古
墳
を
最
大
と
し
、
竹
矢
村
中
竹
矢

古
墳

,　
麟
繋

難

　

九
基
に
及
ぶ
本
地
方
の
前
方
後
方
墳
は
既
に
山

・本
済
民
に
よ
っ
て
十
分
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

瑚

最
も
規
模
.の
大
き
な
古
墳

は
八
束
郡
大
庭
村
二
子

携

塚
古
墳
と
さ
れ
、
長
軸
長
復
原
九
〇
米
、
主
丘
幅

墓

五
四
米
余
、
高
さ
九
米
、
前
方
部
幅
五
〇
米
、
高

議

さ
六
・
五
米
・
西
南
西
を
向
く
・
占
地
は
低
い
台

鶉

地
上
で
周
嚢

び
段
築
を
有
し
、
埴
禦

存
在
し

墳

鷺

齢

票

選

野

駈

製

罐

澱

劇
熊

獅

綱

て
い
・
.
充
塞
の
屯

内
壁

体
の
判
明
し
て
い

方

a

4・

る
囲
碁
は
、
八
束
郡
竹
矢
村
岩
船
古
墳

(舟
形
石

6

前

棺
)
、
同
郡
大

庭

村

・
御

崎
山
古
墳

(横
穴
武
石

4

の

室
石
棺
)
・
松
江
市
西
川
津

・
金

崎

一
号

墳

(竪

地

贋

穴
式
石
室
)、
八
束
郡
大
庭
村

舌

天
神
古
墳
(横

5

著
し
い
特
性
と
し
て
三
二
基

に
上
る
方
墳
の
存
在



が
指
摘
せ
ら
れ
そ
の
中
の
あ
る
も
の
は
、
前
方
後
方
墳

の
出
現
に

谷
古
墳
群
に
包
含
さ
れ
る
。
長
軸
長
四
七
米
、
後
方
部
幅
三
六
米

多
少
な
り
先
行
す
る
と
い
う
事
実
は
、
前
方
後
方
墳
研
究
に
見
逃

高
さ
七
米
、
前
方
部
高
さ
三
米
、
前
方
部
幅
二
四
米
を
示
し
、
画

す
こ
と
の
で
き
ぬ
事
象

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
古
式
の
様
相
を
持

面
す
る
。
(第
三
図
4
後
藤
教
授
実
測
)

後
藤
教
授
は

本
古
墳
を

　
ゆ

つ
方
墳
-
造
山
古
墳
が
、
底
辺
六
〇
米
、
高
さ

一
〇
米
を
示
し
前

前
方
後
方
ス
ミ
キ
リ
坂
と
名
付
け
ら
れ
た
が
、
最
近
の
調
査
で
は

期
的
な
竪
穴
式
石
室
を
包
蔵
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
前
方
後
方

か
な
り
不
明
瞭
と
な

っ
た
如
く
で
あ
る
。

(目
下

静
岡
大
学

内
藤

坂
中
最
も
年
代
の
遡
る
と
思
わ
れ
る
大
庭
二
子
塚
古
墳

の
成
立
を

晃
教
授
に
よ
り
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
)

解
く
上
に
重
要
な
鍵
を
提
供
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

舟
場
古
墳

千
葉
県
下
唯

一
の
例
で
あ

る
。
印
旛
沼
に
望
む
低

⇔

石
川
県

(能
登
)
の
前
方
後
方
墳

い
台
地
上
に
三
基

の
前
方
後
円
墳
と
と
も

に
縦
列
し
、
九
十
基
に

中
部
地
方
唯

一
の
例
は
石
川
県
鹿
島
郡
御
祖
村
小
田
中
に
あ
る

及
ぶ
小
古
墳
を
合
し
て
古
墳
群
を
形
成
す

る
。
成
田
市
大
字
山
口

亀
塚
古
墳
で
あ
る
。
本
例
は
後
藤
教
授

の
御
教
示
に
よ
る
も
の
で

の
山
林
内

に
存
在
す
る
が
未
だ
精
査
を
行

っ
て
い
な
い
。
古
墳
は

未
だ
実
査
の
機
会
を
持
っ
て
い
な
い
。
第
三
図
(3
)
の
亀
塚
古
墳

前
方
部
を
北
西
に
向
け
全
長
約
七
〇
米
を
有
す
る
。
墳
丘
に
は
段

7

実
測
図
に
よ
る
と
、
全
長
は
六

一
米
、
後
方
部
南
北
径
四

一
米
、

築
が
明
瞭

に
残
り
周
濠
を
続
ら
す
が
、
そ

の
外
域
に
は
前
方
部
側

4

東
西
径
三
五
米
、
後
方
部
高
さ
八
米
余
、
前
方
部
幅
二
四
米
、
同

の

一
部
を
除
き
略
完
存
す
る
土
堤
が
走
る
。

こ
の
土
堤
は
後
方
部

高
さ
四
米
余
を
示
し
て
い
る
。
古
墳
の
方
向
は
前
方
部
を
西
南
西

側
が
轡
歯
せ
ず
直
線
状
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
、
周
濠
プ
ラ

ン
は

に
面
し
て
い
る
。
今
日
こ
の
電
場
古
墳
は
陵
墓
参
考
地
と
な
り
樹

矩
形

で
あ
っ
た
と
云
え
る
。

木
が
密
生
し
て
い
る
と
い
う
。
内
部
主
体

.
出
土
遺
物
は
不
明
で

八
幡
山
古
墳

群
馬
県
前
橋
市
外
の
朝
倉
古
墳
難
中

の
代
表
的

あ
る
。
し
か
し
坂
形
の
プ
ラ
ン
で
は
、
後
方
部
が
正
方
形
で
は
な

古
墳
で
あ
る
。
古
墳
は
旧
上
川
淵
村
朝
倉
字
若
宮
に
あ
り
、
前
橋

く
、
長
方
形

に
近
い
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
前
方
部
の
高
さ
が
主
丘

市
方
面
よ
り
南
流
す
る
広
瀬
川
と
そ
の
支
流
に
挟
ま
れ
た
低
台
地

鍔

袈

節

織

幅
がさ
し
て開
か
ぬ点
も
注
意
す

雛

讐

獄
.欝

欝

懸

解

釈
鍵

㈲

東
日
本
各
地
の
前
方
後
方
墳

し
て
い
る
。
こ
の
古
墳
群
の
検
討
は
そ
れ
自
身
重
要
な
諸
問
題
を

小
銚
子
塚
古
壇

静
岡
県
磐
田
郡
岩
田
村
寺
谷
原
に
存
在
し
寺

蔵
し
て
い
る
が
此
処
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
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　 史
蹟

・
八
幡
山
古
墳
は
前
方
部
を
南
南

東
に
面
し
長
軸
長

=
二

二
米
、
後
方
部
幅
七
三
米
、
同
高
さ

=

一米
、
前
方
部
幅

六
五
米

同
高
さ
八
米
、
く
び
れ

部
の
幅

約
三
〇
米
で
あ
る
。
(第
四
図
参

照
)
前
方
部
西
端
が
削
り
去
ら
れ
て
い
る
以
外
に
墳
形
の
変
化
は

な
く
、
特
に
後
方
部
墳
丘
斜
面
は
築
成
当
時
そ
の
ま
ま
の
如
き
、

傾
斜
の
美
し
さ
を
持
ち
各
所
に
葺
石
面
が
露
出
し
て
い
る
。
外
部

設
備

の
埴
輪
類
及
び
周
濠
の
有
無
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
現
地
の

謙
　灘纏綿　　羅

古
墳

の
外
形

・
規
模

の
実
際
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
朝
倉
古
墳

群

の
中
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
、
ま
た
推
定
し
う
る
年
代

に
よ

り
出
現
の
過
程
と
其
後
の
推
移
を
ど
の
よ
う
に
担
え
る
か
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

丸
山
書
壇

茨
城
県
新
治
郡
柿
岡
町
の
通
称
丸
山
上
に
南
面
し

て
占
地
す
る
。
全
長
約
六
〇
米
、後
方
部
幅
三
〇
米
、
同
高
さ
七
米

前
方
部
幅
二
六
米
、
同
高
さ
四
米
、
埴
輪

∴
葺
石
は
無
く
空
濠
の



面
影
が

一
部
に
残
る
。
極
め
て
簡
略
化
し
た
粘
土
棺
構
造
が
、
主

著
名
な
埴
輪
猿
.出
土
古
墳
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
諸
古
墳
は
北
方

軸

と
併
行
し
北
枕
に
発
見
さ
れ
た
。
副
葬
品
に
倣
製
内
行
花
文
鏡

数
百
米
の
沖
積
地
に
孤
立
し
て
存
在
す
る
三
昧
塚
古
墳
を
も
含
め

を
初

め
銅
鑛
、
勾
玉
、
管
玉
、
剣
、
直
刀
、
刀
子
が
あ
り
、
遺
物

て
沖
州
古
墳
群
を
形
成
す
る
。
こ
の
古
墳
.群
に
対
す
る
筆
者

の
検

の
セ
ッ
ト
に
は
前
期
的
様
相
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
個

々
の
副

討
は
殆
ど
未
着
手
の
状
況
で
あ
り
、
問
題

の
提
起
に
す
ら
至

っ
て

葬

品
研
究
の
結
果
は
、
本
古
墳
を
中
期
に
比
定
す
る
こ
と
の
妥
当

い
な
い
。
し
か
し
、ご
く

一
般
的
な
観
察
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、沖

性

を
与
え
る
。
丸
山
古
墳
は
柿
岡
古
墳
群
の
中
で
、
最
初
に
出
現

州
古
墳
は
本
古
墳
群
形
成
の
初
期
に
築
造
さ
れ
、
そ
の
年
代

の
五

す
る
古
墳
で
あ
り
、
占
地
上
か
ら
も
中
心
的
存
在
で
あ
る
。
東
日

世
紀
を
下
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
墳
形

・
規
模

・
占

本
特
に
関
東
地
方

の
前
方
後
方
墳
は
、

一
書
、墳
群
の
中
で
、
初
現

地

・
方
位
諸
点
の
綜
合
か
ら
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

的

な
ま
た
主
導
的
古
墳
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の

上
借
塚
古
墳
と
下
侍
塚
古
墳

那
須
火
山
群
と
そ
の
西
方
山
地

傾
向
が
確
か
な
事
実
と
す
れ
ば
、
同
定
せ
ら
れ
た
時
代
の
各
地
域

に
発
源
す
る
那
珂
川
は
、
那
須
野
原
の
東
北
か
ら
東
の
境
界
を
寄

の
あ
ら
わ
れ
方
を
再
び
取
上
げ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

切
り
南
下
す
る
。
こ
の
流
れ
は
栃
木
県
那
須
郡
湯
津
上
村
を
通
り

　

(既
述
の
如
く
本
古
墳
は
昭
和
二
十
八
年
十

一
月
～
十
二
月
に
発

佐
良
土
に
お
い
て
西
北
か
ら
流
れ
く
る
箒

川
を
合
わ
せ
小
川
町
を

4

掘

し
、
報
告
書
近
刊
予
定
)

へ
て
烏
山

へ
南
流
す
る
。
こ
の
那
珂
川
流
域
の
西
側
に
は
特
に
河

沖
州
古
墳

茨
城
県
行
方
郡
玉
造
町
沖
州
、
霞
ケ
浦

に
沿
い
富

津
段
丘
が
発
達
し
て
い
る
が
、
著
し
い
流
路
の
変
化
に
よ
っ
て
、

磐

線
石
岡
よ
り
鉾
田

へ
通
ず
る
県
道

と
併
行
し
、
小
高
い
丘
陵
が

次
第
に
西
方

へ
後
退
し
て
い
る
。
北
か
ら
南

へ
と
連
.る
段
丘
上
に

南
北
に
走
る
。
沖
州
古
墳
は
丘
陵

の
北
端
に
位
置
し
、
後
方
部
を

は
大
小
の
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
が
、
湯
津
上
村
上
侍
塚
を
中
心

広

く
開
け
た
沖
積
地
に
向
け
る
。
古
墳
の
方
向
は
丘
陵

の
走
向
と

と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
小
川
町
.八
幡
塚
古
墳

が
代
表
す
る
グ
ル
ー
ブ

一
致
し
ほ
ぼ
南
北
に
近

い
。
末
調
査

の
た
め
正
確
な
法
量
は
不
明

と
に
二
分
で
き
る
。
学
友
西
川
宏
君
は
か

つ
て
こ
の
古
城
群
に
下

で
あ
る
が
、
全
長
六
・七
〇
米
、後
方
部
幅
約
三
〇
米
、
前
方
部

の

野

・
小
川
、
湯
津
上
地
域
古
墳
群
と
い
う
呼
称
を
与
え
、
更
に
小

高
さ
は
主
丘
銘

し
半
分
で
あ
る
。
後
方
部
の
稜
・
直
線
を
な
す

川
毒

と
湯
津
上
毒

の
二
雑
器

け
て
把
握
舞

・
こ
の
分
け

斜
面
は
比
較
的
よ
く
遺
存
し
て
い
る
。
こ
の
丘
陵
上
に
は
前
方
後

方
に
賛
意
を
持

つ
筆
者
も
同
君
の
分
類
に
従
い
た
い
と
思
う
。

円
墳
数
基
の
外
、
小
円
境
.が
若
干
占
地
し
、
・前
方
後
円
坂
中
に
は

下
侍
塚
古
墳
は
笠
石
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
か
の
那
須
国
造
碑

か



ら
南

へ
七
五
〇
米
に
あ
り
、
上
侍
塚
古
墳
は
同
古
墳
か
ら
更
に
扇

面
に
露
出
し
て
い
る
場
所
も
あ
今
た
。
そ
し
て
埴
輪
円
筒
片
が
採

方

七
五
〇
米

の
段
丘
上
に
存
在
す
る
。
湯
津
上
支
群
は
こ
の
二
古

集
し
得
た
点
か
ら
、
円
筒
列
の
存
在
を
認

め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
後

項

を
中
核
と
し
、
そ
し
て
上
持
場
古
墳
を
南
端
に
北
方

へ
一
・
五

方
蔀
壊
頂
か
ら
家
形
埴
輪
が
、
後
方
部

の
周
濠

の
外
堤
か
ら
埴
輪

粁

の
地
域
に
前
方
後
円
墳

一
基
、
円
墳
六
芸
を
以

っ
て
構
成
さ
れ

円
筒
が
出
土
し
た
と
云
う
。

る
。

内
部
主
体
は
不
明
で
あ
る
が
、
元

禄

五

年

二
月

(
一
六
九
二

上
件
塚
古
墳

第
五
図
上
は
前
方
部
を
南
に
面
し
長
軸
長

=

年
)
に
大
金
重
貞
が
佐

々
宗
淳
と
共
に
光
囲
公
の
援
助

の
下
に
、

一
・
六
米
、
後
方
部
幅
六
二

・
三
米
、
同
高
さ

=

・
五
米
、
前

次
に
述
べ
る
下
侍
塚
古
墳
と
も
ど
も
発
掘

し
た
。
そ
の
際
に
、
盤

方

部
幅
五

一
・
七
米
同
高
さ
七

・
二
米
を
算
し
、
楯
形
周
濠
を
饒

竜
鏡

(面
径

一
五
糎
余
)

・
直
刀

・
刀
子

・
鉾

・
鍬

・
鎧
板

・
高

ら
す
。
外
部
設
備

に
は
円
礫
を
使
用
す
る
葺
石
が
あ
り
、
境
丘
斜

杯

(土
師
器
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
詳
細
不
明
)
な
ど
が
出
土

註
19

し
て
い
る
点
か
ら
、
若

し
何
等
か
の
主
体
構
造

露

　

無

季
灘

　

↓
窺

薯

購

が
あ
っ
た
な
ら
出
土
品

の
記
載

と

一
緒
に
認
め

O

J

麸

・
れ
て
・
か
っ
た
筈

で
あ
・
・
こ
の
点
に
関
し

5

髪
ぢ

・一
∫

て
三
木
文
雄
氏
は
、
後
述
す
る
小
川
交
雑
の
八

/

一

・

)

)

な

し

も

の

で

あ

ろ

う

。

墳
横

揺
塚
古
墳
主
体
部
の
如
き
特
殊
な
粘
土
棺
構
造

雛

で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
何
等
知
足

の
ぼ
ら
な

構

蹴

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
示
唆
さ
れ
て
い

繰

"

る
。
、
も
あ
れ
出
土
遺

物
の
示
す
、
.L
ろ
葵

棚

式
石
室
出
土
の
後
期
古

墳
遺
物
の
そ
れ
に
属
さ

図

、

五
痒

下
侍
場
裏

第
五
図
下
は
土
壌

の
北
北

第

西
約
七
五
〇
米
に
あ
る
下
侍
塚
古
城
で
あ
る
。

長
軸
長
七
六
米
後
方
部
幅
四
六

・
二
米
、
同
高



さ
九

・
五
米
、
前
方
部
幅
三
五

・
七
米
、
高
さ
五

・
七
米
、
前
方

川
及
び
箒
川
の
合
流
点
の
附
近
か
ら
南

へ
約
四
粁
に
わ
た

っ
て
約

部

を
南
に
向
け
る
。
後
方
部
と
前
方
部
高
さ
の
差
は
約
四
米
に
近

四
十
基
が
縦
列
構
成
で
存
在
す
る
。
八
幡

塚
古
墳
は
古
墳
群
の
南

く

、
前
方
部

の
発
達
は
著
し
く
な
い
。
上
侍
塚
古
墳
同
様
楯
形
周

端
近
く
に
あ
り
、
前
方
部
を
西
に
面
し
て

い
る
。
従

っ
て
後
方
部

濠

を
設
け
る
。
内
部
主
体

は
不
明
で
あ
る
が
、
出
土
遺
物
に
は
面

は
那
珂
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
広
い
沖
積
地
を
望
ん
で
い
る
。

径
約

一
〇
糎

の
振
文
鏡
、
石
製
腕
飾

(石
釧
)、
管
玉
、鎧
板
、
鉄

長
軸
長
六
五
米
、
後
方
部
幅
三
五
米
、
同
高
さ
七
米
、
前
方
部
の

鍛
、
そ
の
他
鉄
器
類
が
あ
る
。

先
端
は
人
為
的
変
改
に
よ
り
欠
失
し
て
い
る
が
、
く
び
れ
部
附
近

完
壁
と
は
い
い
難

い
が
、
下
野
国
詰
に
記
載
さ
れ
た
こ
れ
ら
遺

の
現
状
か
ら
推
定
す
る
と
幅
が
狭
く
低

い
前
方
部
で
あ
っ
た
ら
し

物

の
記
録
は
、
再
び
埋
没
し
た
と
い
わ
れ
る
実
物
を
再
発
掘
す
る

い
・
同
氏
の
嚢

で
囎
轡
び
れ
部
に
お
け

る
後
方
部
と
の
比
高
差

以
外
に
方
法
が
な
い
今
日
、
古
墳
の
営
造
年
代
と
そ
の
性
格
を
知

は
三

・
九
六
米
に
達
し
た
と
い
う
点
か
ら
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ

る
唯

一
の
手
が
か
り
と
い
う
外
は
な
い
。
本
古
墳
も
又
上
侍
塚
古

る
。
内
部
主
体
は
特
異
な
粘
土
棺
構
造
で
、
養
風
鎮

・
短
剣

・
鉄

墳

と
占
地

.
形
態

,
出
土
遺
物
の
諸
点
で
さ
し
た
添
隔
り
は
持

つ

斧

・
ち
ょ
う
な

・
鎌

・
槍
鉋

・
間
透

・
鋸

・
削
小
刀

(両
匁
)
な

一

て
い
な
い
。
規
模

の
上
で
劣
る
下
侍
塚
古
墳
も
墳
形
の
点
で
は
上

甑ど
鉄
製
木
工
具
に
著
し
い
も
の
が
あ
る
・
調
査

の
結
果
で
は
こ
の

5

侍
塚
古
墳
よ
り
も

一
層
前
期
的
な
姿
相
を
伝
え
て
い
る
と
い
え
よ

構
造
の
南
側
に
併
行
し
て
粘
土
塊
が
残
存

し
て
い
た

と

い
わ

れ

う
。
そ
し
て
た
と
え
石
製
腕
飾

の
出
土
が
古
式
古
墳

へ
の
遡
行
を

る
。
二
相
埋
葬
例
で
あ
ろ
う
か
。

導
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
副
葬
品
全
体
の
遺
物
相
か
ら
前
期

八
幡
塚
古
墳
の
年
代
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
前
方
後
方
墳
で
あ
る

古
城

と
な
し

得
な
い
こ
と
は
承
認
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
さ
り

と
い
う
点
も
あ
っ
て
種

々
問
題
σ
多
い
こ
と
と

な
る
で
あ
ろ
う

と
て
後
期
に
ま
で
下
す
必
要
も
な
く
中
期
に
比
定
す
る
の
が
妥
当

が
、
三
木
文
雄
氏
は
外
形
の
諸
特
徴
及
び
鏡

・
銘

・
短
剣

・
削
小

と
考
え
る
。

刀
等
、
鉄
製
工
具
の
形
式
の
検
討
か
ら
前
期
古
墳
と
さ
れ
る
の
で

八
幡
塚
古
墳

昭
和
一
.十
八
年
春
、
三
木
文
雄
氏
が
発
掘
調
査

あ
る
。

を
行

っ
た
前
期
的
.色
彩
を
帯
び
る
前
方
後
方
墳
で
あ
る
。
本
古
墳

大
塚
古
墳

八
幡
塚
古
墳
の
北
北
西
約

二
粁
、
小
川
町
よ
り
喜

は
小
川
支
群
の
代
表
的
存
在
と
し
て
那
珂
川
流
域
西
側
河
岸
般
丘

連
川
町

へ
通
ず
る
県
道
に
沿

っ
て
存
在
す

る
。
主
丘
は
東
西
径
二

上
一
那
須
郡
小
川
町
吉
田
に
位
置
し
て
い
る
。
小
川
支
群
は
那
珂

七
米
、
南
北
二
四
米
、
高
さ
約
六
米

の
方
形
を
呈
し
、
前
方
部
は



＼
＼

一
影

…

グ

髪

一

ミ

ヒ

　

ノ

に

マ

ド

ヒ
ヘ

へ

て

コ

諏

、

一

"

5

一

てマ

F

＼

ててててて

、

9

}

実動
ゴ ・1

∴
毫一『婆 ニン!

一

ロ

ヒ

て

　

・

.
へ
》

"

孟

}

葬 勉 無
罪

一一 一'置 旧＼

冨 〆 、
`1

脇1

一 、

ノ

「

…

言

置

一

し
し
も
モ

て

ノ
'
,
,
-
-

馳
-

し
一
鑑

が

駕

が

・

＼ 一

TSてT1胃 丁丁γTτ「アF)アTi

0 50一
か
な
り
低
く
西
面
し
て
い
る
。
そ
し
て
北
側
に
あ
る
住
宅

の
た
め
に
前
方
部
前
端
部
が
削
り
と
ら
れ
て
い
て
、
そ

の

.
全
長
を
確

か
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
推
定
で
は
四
、

五
〇
米
に
な
る
と
思
わ
れ
る
o

飼

東
北
地
方
の
前
方
後
方
境

渋
佐

一
一
号
古
墳
、
わ
が
国
最
北

の
前
方
後
方
墳
は
福

図測

高
県
相
馬
郡
原
ノ
町
市
上
渋
佐
に
存
在
す
る
。
常
磐
線
原

験

ノ
町
駅
東
方
二
粁
余

の
こ
の
地
は
、
北
方
数
百
米
を
東
流

結

す
る
新
田
川
に
・
つ
て
形
成
さ
れ
た
沖
積
地
で
あ
る
が
、

桜

占
地
の
場
所
が
稻
高

い
と
こ
ろ
が
ら
自
然
堤
防
上
を
利
用

肺

・
た
も
の
で
あ
ろ
毛

裏

は
前
方
部
を
西
面
さ
せ
・
全

2

即

長
七
五
米
、
後
方
部
幅
四
七
米
、
同
高
さ
七
米
余
、
前
方

5

牒

部
幅
二
七
米
、同
高
さ
四

.
五
米
を
示
す
。
今
、後
方
凝

福

頂
に
三
等
三
角
点

一
八

・
五
米
が
あ
る
。
項
丘
は
そ
の
南

図

側
裾
が
若
干
削
り
と
ら
れ
た
以
外
大
き
い
変
形
は
な
く
、

鄭

前
方
後
方
坂
中
墳
丘
遺
存

の
好
例

で
あ
る
。

三
、
墳
形
の
変
化
と
年
代

既

に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
二
四
基
の
前

方

後

方

墳

の
大
小
或

い
は
填
形

の
変
化
に
か
な
り
の
多
様
さ
を
持
っ

て
い
る
。
各
室
の
古
墳
が
す
べ
て
発
掘
調
査
さ
れ
て
、
主



体
構
造
及
び
副
葬
遺
物
が
明
瞭

に
な
っ
て
い
れ
ぽ
形
式
観
を
容
易

わ
れ
る
古
墳
形
式
と

一
脈
相
通
ず

る
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
後
方

に
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
望
む
べ
く
も
な

部
と
等
し
い
ま
で
に
発
達
し
た
前
方
部
を
、
主
丘
に
接
続
さ
せ
る

い
の
で
、
前
方
後
方
墳
の
墳
形
を
比
較
検
討
し
、
如
何
な
る
墳
形

こ
と
は
、
前
方
後
円
墳
の
場
合
に
経
験
す

る
よ
う
な
、
後
円
部
か

の
変
化
を
辿

っ
た
か
を
考
究
し
、
年
代
観
.に
及
ぼ
う
と
思
う
。

ら
内
癒
し
て
前
方
部

へ
と
続
く
、
所
謂
く
び
れ
部
の
順
応
し
た
曲

出
雲
地
方
の
前
方
後
方
墳
は
山
本
清
氏
に
よ
っ
て
大
庭
二
子
塚

線
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
方
部
が
発
達
す
れ
ぼ
す
る
程
、

古
墳
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
全
長
九
〇
米
の

後
方
部
に
前
方
部
を
接
続
す
る
こ
と
は
く
び
れ
部
に
お
い
て
無
理

本
古
墳
は
出
雲
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
前
方
部
の
幅
は
後
方
部
の

が
生
じ
る
。
前
方
後
方
墳
築
成
上
の
不
合

理
性
は
、
境
丘
基
段
を

そ
れ
よ
り
約
五
米
近
く
狭
ば
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
前
方
後
円
項
の

矩
形
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
く
び
れ
部
を
消
滅
さ
せ
る
手
段

の
採

形
式
変
遷

の

一
般
的
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
前
後
主
丘
の

用
に
よ
っ
て
克
服
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
塚
古
績

(第

高
さ
の
比
は
二

・
五
米
を
示
し
前
方
部
が
低
い
。
後
方
部
は
殆
ん

三
図
2
)

の
墳
形
プ
ラ
ン
で
後
方
部
に
対
比
し
て
極
度
に
発
達
し

ど
正
方
形
に
近
く
梯
形
プ
ラ
ン
の
前
方
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

た
前
方
部
に
、
そ
の
価
値
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
境

3

後
方
部
と
前
方
部
幅

の
差
五
米
は
第
三
図
1
の
実
測
図
で
は
殆
ん

丘
上
部

に
お
い
て
僅
か
な
が
ら
前
方
後
方
項
の
形
式
を
踏
襲
し
て

5

ど
指
摘
し
得
な
い
程
の
数
値
で
あ
る
。
九
〇
米
に
達
す
る
古
墳
の

い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
本
古
墳
の
如
き
不
整
長
方
形

の
基

大
き
さ
か
ら
云
っ
て
ま
た
当
然
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
後
方
部
帳

台
上
に
、
僅
か
で
は
あ
る
が
く
び
れ
部
の
形
制
を
残
し
た
例
は
、

に
近
い
前
方
部
は
、
矩
形
プ
ラ
ン
の
壇
的
存
在
か
ら
梯
形
プ
ラ
ン

そ
の
形
の
発
展
段
階
か
ら
云
っ
て
も
明
ら
か
に
後
出

の
形
式
で
あ

の
示
威
的
存
在

へ
の
移
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
今
日
、
相
当
に
発

る
と
思
う
。
神
塚
古
墳
と
殆
ん
ど
規
を

一
に
し
た
例
は
、
最
近
千

達
し
た
形
状
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

葉
県
成
田
市
近
傍

で
筆
者
が
実
見
し
た
。
段
築
を
有
す
る
こ
の
舟

ご
れ
に
反
し
第
三
図
2
に
示
す
出
雲

・
神
塚
古
墳
は
、
全
長
六

塚
古
坂
は
後
方
部
か
ら
前
方
部

へ
の
壇
形

の
流
れ
は
第

一
段
に
お

四
米
、
後
方
部
幅
三
〇
米
に
対
し
前
方
部
は
三
二
米
で
僅
か
に
前

い
て
殆
ん
ど

一
直
線
に
近
い
。
整
美
な
壇
形
を
有
し
山
林
中
に
あ

端
が
拡
が
っ
て
い
る
。
し
か
も
前
後
丘
の
高
さ
は
等
し
く
四
米
で

る

こ
の
古
墳
が
、
後
世

の
変
形
に
よ
っ
た
も
の
と
は
思
え
ぬ
の

あ
る
。
神
塚
古
墳
の
以
上
に
挙
げ
た
法
量
か
ら
帰
納
し
た
古
墳
の

で
、
神
塚
古
墳
と
同
例
と
推
定
さ
れ
る
。

形
式
は
、
前
方
後
円
墳
変
遷
の
後
期
形
式
、
就
中
よ
り
遅
れ
て
現

出
雲
地
方
で
最
初

の
し
か
も
最
大
の
前
方
後
方
墳
は
大
庭
二
子



塚
古
城
で
あ
准
と
す
る
山
本
清
氏
の
説
は
既
に
述
べ
た
。
・そ
し
て

を
と
ゴ
め
て
い
る
。
出
雲
地
方
に
お

い
て
は
前
方
後
方
墳
出
現
の

二
子
塚
古
墳
ど
神
塚
古
墳
の
両
例
に
つ
い
て
、
形
式
上
の
差
異
を

最
初
か
ら
、
実
に
整

っ
た
墳
形
を
持
つ
た

の
で
あ
る
が
、
本
形
式

論

じ
て
ぎ
た
。
し
か
し
こ
の
地
方
の
他
の
七
基

の
形
式

は
ど
う
で

墳
の
発
達
は
余
り
顕
著
に
見
ら
れ
ず
、・
比
津
小
丸
山
古
壇
、
金
崎

あ
ろ
う
か
。
古
墳
時
代
中
期
に
比
定
さ
れ
る
二
子
塚
古
墳
と
の
黄
、

一
号
項
の
如
く
方
墳
に
方
形

つ
く
り
出
し
を
付
設
し
、
或
い
は
二

形
プ
ラ
ン
の
脈
絡
も
当
然
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で

方
墳
の
連
接
し
た
形
を
残
し
て
前
方
後
方
墳
本
来
の
形
制
か
ら
は

は
山
本
清
氏
の
報
文
に
基
ず
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
に
と
ど

退
化
し
た
プ
ラ
ン
を
あ
ら
わ
す
に
至
っ
た
。
従
っ
て
前
方
部
の
高

め
た

い
。

・

さ
が
後
方
部
に
比
し
て
極
め
て
低

い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
整
美
な

山
本
氏
は

「
出
雲
国
に
お
け
る
方
形
墳
と
前
方
後
方
坂
に
つ
い

前
方
後
方
墳
-
大
庭
二
子
塚
古
墳
に
先
行
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と

て
」
と
題
す
る
論
稿

に
お
い
て
、
他
の
七
例
中
六
例
の
実
測
図
を

は
、
内
部
主
体
の
点
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
。

示
さ
れ
た
Q
.六
例
の
前
方
後
方
墳

の
中
、
年
代
を
決
し
う
る
主
体

大
庭
二
子
塚
古
城

の
推
定
復
原
に
よ
る
と
整

っ
た
後
方
部
の

一

構
造
.ポ
出
土
遺
物
が
萌
ら
か
に
な
っ
て
い
る
例
は
四
例
で
あ
り
、

辺
は
約
五
五
米
と
な
る
。
同
地
方
に
お
い
て
最
も
年
代

の
遡
る
造

4

中
期
古
境
と
認
め
ら
れ
る
の
は
舟
形
石
棺
を
露
出
す
る
岩
舟
古
墳

山
古
城
は
方
形
墳
に
二
個
の
竪
穴
式
石
室

を
伴

っ
た

例

で

あ

っ

5

及
び
梅
原
博
士
が
調
査
さ
れ
た
金
崎

一
号
填
で
あ
る
。
後
者
は
歴

た
。
主
体
及
び
出
土
遺
物
か
ら
前
期
古
墳

と
さ
れ

一
辺

の
長
さ
は

穴
式
・石
室
を
主
体
と
し
鏡

・
玉
類

・
壷
飾
耳
飾

・
須
恵
器
が
出
土

約

六
〇
米
で
あ
る
。
出
雲
に
お
け
る
前
方
後
方
墳
発
現
に
先
立
つ

し
て
い
る
。
本
古
墳
出
土
の
須
恵
器
は
古
調
を
帯
び
第

一
形
式
と

方
形
墳

の
存
在
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
二
子

さ
れ
中
期
後
.半
期
に
属
す
る
。
ま
た
岩
船
古
墳
の
舟
形
石
棺
は
か

塚
古
墳

に
見
ら
れ
た
整

っ
た
要
素

が
次
第

に
影
を
薄
め
、
系
統
的

な
り
形
式
化
し
た
例
で
あ
り
、
中
期
後
半
に
比
定
さ
れ
よ
う
。

な
形
式
変
化
を
経
ず

に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
形
を
現

わ

す

に
至

こ
の
両
古
墳
の
中
、
金
崎

一
号
墳
の
境
形
は
先
行
す
る
と
考
え

る
。

う
.る
二
子
塚
古
墳
の
そ
れ
と
形
態
上
同
じ
と
は
い
、
が
た
い
。
後

畿
内
地
方

の
例
と
し
て
掲
げ
た
下
池
山
古
墳
と
新
山
古
墳
は
、

方
部
に
対
し
て
前
方
部
も
ま
た
小
形
方
墳
の
形
を
と
り
二
個
の
方

奈
良
盆
地
を
中
央
に
し
た
東
西
両
山
丘
の
裾

に
占
地
す
る
。
両
古

墳

が
相
連
接
し
た
趣
を
有
す
る
。
御
崎
山
古
墳
の
墳
形
は
二
子
塚

境
と
も
主
体
は
竪
穴
式
石
室
の
系
統
に
属

し
殊
に
新
山
古
墳
は
多

古
峻
の
そ
れ
ど
同
じ
系
統
に
あ
り
い
わ
ば
前
方
後
方
境
本
来
の
形

量
の
出
土
品
に
よ
っ
て
著
名
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
新
山
古
墳
が



稽
大
き
く
墳
形
プ
ラ
ン
で
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
。
後
方
部
と
前

時
期
に
営
ま
れ
た
も

の
で
あ
り
、
前
期
後
半
乃
至
中
期
前
半
に
年

方
部
の
幅
の
差
は
新
山
古
墳
が
四
米
で
あ
る
に
反
し
て
、
下
池
山

代
を
お
く
の
が
最
も
妥
当
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

古
墳
の
場
合
は
前
方
部
の
幅
は

後
方
部
の

二
分
の

一
以
下
で
あ

畿
内
地
方
及
び
出
雲
地
方

の
前
方
後
方
境
の
填
形
プ
ラ
ン
に
基

る
。
五
五
米
に
対
す
る
二
五
米
は
精

虫
大
き
す
ぎ
る
差
で
あ
る
。

つ
く
形
式
変
化
は
下
池
山
古
墳
↓
新
山
古
墳

・
二
子
塚
古
墳
の
順

し
か
し
下
池
山
古
墳
前
方
部
西
側
先
端
附
近
で
認
め
た
宜39
石
の
連

列
を
主
張
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
地
域
、
即
ち
東
日

.
・り
方
か
ら
考
え
て
、
第

一
図
の
プ
ラ
ン
に
変
更
を
来
す
こ
と
は
な

本
各
地
の
例
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

,い
と
思
う
。
そ
し
て
後
方
部
と
前
方
部
の
接
続
の
方
法
は
、
下
池

群
馬
県
八
幡
山
古
墳
は
全
長

=
二
二
米

の
規
模
を
有
す
る
が
、

山
古
墳
が
明
瞭
に
方
形
に
く
び
れ
る
の
に
対
し
、
新
山
古
墳
は
ゆ

後
方
部
幅
七
三
米
に
対
し
前
方
部
幅
は
六
五
米
で
八
米
の
差
を
有

る
や
か
な
内
轡
曲
線
を
描

い
て
前
方
部

へ
移
行
す
る
。
そ
の
た
め

す
る
。
こ
の
差
は
そ
の
全
長
に
比
し
決
し
て
大
き

い
も
の
で
は
な

全
体
と
し
て
新
山
古
坑
の
後
方
部
の
方
形
化
が
は
っ
き
り
し
な
い

く
、
敏
形
プ
ラ
ン
と
し
て
前
方
部
は
後
方
部
の
発
達
と
ほ
ぼ
同
程

う
ら
み
が
あ
る
。
後
方
部
と
前
方
部
の
高
さ
の
比
は
、
下
池
山
志

度

の
段
階

に
ま
で
進

ん
で
い
る
。
前
後
両

丘
の
高
さ
の
比
は
、
前

ら

墳
が
四
米
を
示
し
新
山
古
墳
の
二
倍

で
あ
る
。
こ
の
た
め
立
面
図

方
部
が
四
米
低
く
未
だ
盛
期

の
そ
れ
に
及
ば
な
い
。
本
古
墳
は
学

5

に
認

め
ら
れ
る
填
形
は
著
し
く
異
る
。

術
調
査
を
経
ず
し
て
出
土
品
が
齎
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
横

一新
山
古
墳
の
年
代
は
そ
の
出
土
遺
物
か
ら
五
世
紀
に
降
す
べ
き

穴
式
石
室
と
す
る
風
説
も

}
応
は
き
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。
若
し
横

も
の
で
あ
る
が
、
下
池
山
古
墳
の
年
代
を
は
っ
き
り
断
定
す
る
こ

穴
式
石
室
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
横
穴
式
石
室
を
主
体
と
す
る

ど
.は
で
き
な
い
。
し
か
し
今
迄
に
検
討
し
て
き
た
横
形
各
所
の
差

前
方
後
円
墳
と
の
関
連
を
考
え
、
更
に
こ
の
構
造
形
式
が

}
般
的

・異
加
・航
は
、
新
山
古
墳
よ
り
古
式
な
古
墳
と
す
る
見
解
に
到
達
す

で
あ
る
方
墳
に
、
前
方
部
が
付
設
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
前
方
部

,
る
の
で
あ
る
。
現
在
筆
者
が
知
り
得
た
資
料
か
ら
は
、
先
行
形
態

の
稻
未
発
達
な
こ
と
は
本
古
墳
の
築
造
年
代
を
推
測
す
る
消
極
的

・ど
.い
う
認
識
と
そ
し
て
恐
ら
く
前
期
終
末
期

に
比
定
し
う
る
推
測

な
徴
証
に
し
う
ろ
思
う
。
そ
し
て
ま
た
、
朝
倉
古
城
群
が
形
成
さ

ギ,を
抱
く
に
と
ダ
ま
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
出
雲

・
大
庭
二
子
壊

れ
た
そ
の
期
間
の
中
で
、
本
吉
項
の
築
造

が
最
大

の
規
模
を
有
し

古
墳
の
場
合
を
も
考
え
る
な
ら
ば
、
下
池
山
古
墳
の
先
行
を
形
態

た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
少
く
と
も
こ
の
地
の
支
配
豪
族
が
基

上
主
張
し
う
る
と
し
て
も
、
こ
の
三
古
蹟
は
殆
ん
ど
相
前
後
し
た

本
的
な
生
産
力
を
基
盤
と
し
た
成
長
に
、
著
し
い
も
の
が
あ

っ
た



こ
と
を
示
し
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
。
支
配
層
の
内
容
的
な
充
実

っ
て
い
る
。

が
(
彼
等
の
奥
津
城
で
あ
る
古
墳
の
規
模
に
多
少
な
軌
と
も
関
連

八
幡
塚
古
墳
の
墳
形
は
群
馬
県
八
幡
山
古
績

・
島
根
県
大
庭
二

を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
東
日
本
殊
に
群
馬
県
に
お
け
る
八

子
塚
古
墳
と
は
梢
圭
異
な
り
、
後
方
部
の
存
在
に
対
し
て
前
方
部

幡
山
古
墳
が
、
そ
の
包
含
さ
れ
る
古
墳
群

の
中
で
最
大

の
も

の
で

の
あ
り
方
は
極
め
て
未
発
達
の
段
階
に
お
る
。
即
ち
三
木
氏

の
推

あ
る
と
す
る
認
定
は
極
め
て
重
要
な
問
題
を
持
つ
の
で
あ
る
。
八

定
に
よ
れ
ば
、
後
方
部
径
三
五
米
に
対
し
て
前
方
部
中
間
で

一
二

幡
山
古
城
の
墳
形

の
発
達
階
梯
と
、
推
測

の
域
に
止
ま
る
が
横
穴

米
を
測
り
、

「
後
方
に
比
し
て
著
し
く
低
く
狭

い
前
方
部
」
に
な

武
石
窒
の
主
体
と
は
後
期
古
墳
i
後
期
前
半
と
い
う
年
代
を
与
え

る
。
同
様

の
こ
と
は
同
じ
支
群
中
の
大
塚
古
墳

に
対
し
て
も

い
え

さ
せ
る
。

る
が
、
こ
の
二
古
墳
が
持

つ
形
態
上
の
特
徴
は
、
湯
津
上
支
群
の

畿
内
地
方
に
お
い
て
は
、
墳
丘
の
巨
大
化

へ
ん
世
.紀
前
半
期

に

上

・
下
侍
塚
古
墳
の
先
行
形
と
し
て
把
握

で
き
る
も
の
で
あ
る
。

到
達
し
た
が
、
八
幡
山
古
墳
例
を
初
め
と
し
て
東
日

本

各

地

で

上
侍
塚
古
城
は
第
五
図
に
示
す
如
く
前
方
部
は
後
方
部
に
対
比

は
、
若
干
遅
れ
て
到
達
し
た
ら
し
い
。
古
代
国
家

の
支
配
権
力
の

し
て
そ
の
発
達
が
盛
期
の
段
階
に
あ
る
。
即
ち
前
後
両
丘
の
幅
は

6

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
種
土
変
形
し
た
形
に
お
い
て
、
或

い
は
緩
急

の
速

殆
ん
ど
等
し
く
、
高
さ
は
前
方
部
が
四
米
低

い
。
し
か
し
全
長
が

5

度
を
も

っ
て
燃
焼
さ
れ
る
が
、
そ
の
本
質
は
な
お
わ
れ
わ
れ
の
課

優
に
百
米
を
超
え
る
点
で
、
さ
ほ
ど
顕
著

な
差
に
認
め
ら
れ
ぬ
が

題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

墳
形
変
化
の
過
程
と
し
て
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
下
侍
塚
古

栃
木
県
小
川

・
湯
津
上
古
墳
群
の
場
合
で
は
四
基
の
前
方
後
方

墳
は
全
長
七
六
米
を
算
す
る
が
前
後
両
丘
の
幅
は
、
前
方
部
が
約

墳
は
小
川
女
難

・
湯
津
上
支
群
の
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
れ
て
二

一
一
米
狭
く
、
ま
た
高
さ
で
は
前
方
部
が
約
四
米
低

い
。
上

・
下

基
宛
存
在
す
る
。

侍
塚
古
墳
の
墳
形
を
比
較
す
る
と
、
明
ら
か
に
後
者
が
未
発
達
の

小
川
交
雑
の
八
幡
塚
古
墳
は
調
査
の
結
果
か
ら
古
墳
群
中
最
古

形
状
を
呈
し
、
古
式
古
墳
の
姿
相
を
伝
え

て
い
る
。
従

っ
て
湯
津

の
古
壊
と
断
じ
て
よ
い
し
、
三
木
文
雄
氏
は
関
東
地
方
に
お
い
て

上
支
群
に
お
い
て
は
下
侍
塚
古
墳
↓
上
侍
塚
古
墳
と
い
う
年
代
順

も
神
奈
川
県
加
瀬
山
古
墳
に
匹
敵
す
る
年
代
の
古
さ
を
与
え
て
い

,
が

一
応
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
両
古
墳

の
内
部
構
造
は
不
明
で

註
22

る
。
事
実
、
後
漢
代
に
比
定
し
う
る
菱
鳳
鏡
を
初
め
と
し
て
、
バ

あ
る
が
、
出
土
遺
物
か
ら
推
し
て
中
期
古
墳
と
思
わ
れ
、
下
侍
塚

ラ

エ
テ
ィ
に
富
む
鉄
製
工
具
類

の
出
土
は
前
期
古
墳
の
様
相
を
持

古
墳
、か
ら
は
径
六
糎
高
さ
二
極
の
石
製
腕
飾
が
出
土
し
て
い
る
点



が
注
意
さ
れ
る
。

東
日
本
各
地
の
前
方
後
方
墳
中
、
年
代

が
遡
る
古
墳
は
八
幡
塚

小
川

・
湯
津
上
古
墳
群
に
は
方
墳
が
存
在
し
て
お
り
当
然
前
方

古
墳
と
丸
山
古
墳
で
あ
り
、
梢
遅
れ
て
下

・
上
侍
塚
古
墳
が
継
起

後
方
壌
と
の
関
連
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

す
る
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
古
蹟
時
代
前
期
後
半
に
始
ま
り
中
期
に

し
こ
、
で
は
、

こ
の

古
項
群
に

お
い
て
も

前
方
後
方
墳
の
墳
形

及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
群
馬
県
朝
倉
書
壇
群
、
或

い

が
、
後
方
部
の
系
統
的
発
展
に
加
え
て
'
前
方
部

の
付
設
の
し
か

は
栃
木
県
小
川

・
湯
津
上
古
墳
群
に
お
い
て
、
今
迄

に
例
証
し
た

た
と
そ
の
形
状
変
化
が
ま
さ
し
く
前
方
後
円
境
の
そ
れ
と
相
表
裏

各
前
方
後
方
坂
は
古
城
群
の
中
核
的
存
在

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は

し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
に
と
ゴ
め
よ
う
。

唯
単

に
中
心
的
な
、
ま
た
代
表
的
な
古
城

で
あ
っ
た
ぽ
か
り
で
な

東
日
本
の
他
の
例
で
は
既

に
学
術
調
査
が
行
な
わ
れ
た
茨
城
県

く
、
規
模

に
お
い
て
も
古
墳
群

の
盟
主
と
仰
が
れ
る
大
き
さ
を
持

丸
山
古
壌
を
挙
げ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
標
高
五
〇
米
未
満
の

つ
て
い
た
。
墳
丘
規
模
の
拡
大
化
が
、
単

な
る
支
配

者

の

好

み

丘
陵
上
に
占
地
す
る
本
古
墳
は
埴
輪

・
葺
石
な
ど
の
外
部
設
備
を

や
、
築
造
労
働
者
の
稀
に
見
る
労
働
意
識

の
高
さ
に
よ
っ
た
と
は

欠
く
が
、
内
部
主
体
と
出
土
遺
物
相
は
前
期
的
な
残
海
を
強
く
残

考
え
難
い
。
た
と
え
古
城

の
規
模
が
大
和
政
権

の
成
立
し
た
畿
内

75

し
て
い
る
。
し
か
し
遺
物
の
内
容
に
は
畿
内
地
方
或

い
は
そ
の
周

地
方
の
そ
れ
に
及
ば
な
か
っ
た
と
し
て
も

、
か
な
り
遅
れ
て
大
和

辺
の
諸
地
域

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
前
期
古
墳
の
遺
物
の
あ
る
も

朝
廷
の
権
力
機
構
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
東
国
の
古
墳
と
し
て
は
、

の
を
欠

い
て
お
り
、
相
対
年
代
は
中
期
初
頭
に
降
す
べ
き
で
あ
ろ

辺
境
の
支
配
階
級

の
盛
衰
を
物
語
る
表
示

と
し
て
注
目
さ
れ
な
け

う
。・
こ
の
丸
山
古
城
は
全
長
五
六
米
、
後
方
部
幅
三
〇
米
に
対
し

れ
ば
な
ら
な
い
。
東
日
本

の
古
墳
の
巨
大

化
一
団
大
化
と
い
っ
て

前
方
部
幅
は

一
六
、
七
米
と
い
う
極
め
て
前
方
部
の
狭

い
形
を
呈

も
政
治
的

・
経
済
的
に
立
脚
し
た
基
盤
が
質
的
に
異

っ
て
い
た
で

し
て
い
る
。
前

・
後
方
部
の
高
さ
は
二
米
の
差
を
有
し
、
後
方
部

あ
ろ
う
か
ら
、
応
神

・
仁
徳
陵
と
は
比
較

す
べ
く
も
な
い
一
が
κ

の
内
部
主
体
直
下
は
前
方
部
の
レ
ベ
ル
と
同

一
で
あ
る
。
前
方
後

世
紀
中
葉
以
後

つ
ま
り
古
墳
時
代
中
期
後
半
或

い
は
後
期
初
頭
に

方
壌
の
発
展
過
程
に
お
い
て
丸
山
書
壇
は
栃
木
県
八
幡
塚
古
墳
に

現
わ
れ
る
こ
と
は
、
前
方
後
方
墳
の
場
合

に
限
ら
ず
王
者

の
墓
制

相
近
い
。
そ
の
上
、
図
ら
ず
も
両
者
項
の
内
部
構
造
が
特
異
な
粘

で
あ
る
前
方
後
円
墳
に
つ
い
て
も
ま
た
認

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

土
構
造
で
あ
っ
た
点
は
な
お

一
層
の
興
味
を

抱
か
せ
る

の

で
あ

る
。

る
沿

.

'

墳
形
規
模

の
拡
大

に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
最
北
の
前
方



後
方
墳

H
福
島
県
原
ノ
町
渋
佐
古
墳

(旧
称
桜
井
古
壇

・
古
墳
群

に
ひ
ら
い
て
い
る
た
め
、
プ
ラ
ン
全
体
が
稽

主
形
式
的
整
美
さ
に

の
構
成

に
相
異
な
る
点
が
あ
る
の
で
、
渋
佐
交
雑
と
桜
井
支
群
と

走
る
趣
が
あ
る
。
確
か
に
墳
形

の
上
で
は
古
式
な
前
方
後
方
墳
と

に
分
離
し
よ
う
と
思
う
)
を
検
討
し
よ
う
。

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
築
造
年
代
は
地
域
的
な
考
慮
を
加
え
れ

、渋
佐
古
項
は
全
長
七
五
米
、
後
方
部
幅
四
七
米
、
同
高
さ
七
米

ば
中
期
後
半

と
す

べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

内
部
主
体
は

未
調
査
で

前
方
部
帆
二
七
米
、
同
高
さ
四

・
五
米
を
有
す
る
前
方
後
方
墳
で

あ
る
が
、
粘
土
棺
の
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
渋
佐
古
墳
の
場
合

あ
る
。
前
方
部
は
西
面
し
填
丘
東
側
裾

が
住
宅
の
建
築
に
よ
り
僅

は
、
古
式
の
墳
形
を
伝
え
、
し
か
も
古
墳
群
の
主
導
的
古
城
と
し

.か
に
削
ら
れ
て
い
る
。
墳
丘
の
遺
存
状
況
は
良
好
な
部
に
属
す
と

て
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
、
問
題
を
蔵
し
、
そ
れ
が
福
島
県
下
第

一

思
わ
れ
、
葺
石

・
埴
輪
円
筒
列
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た

の
規
模
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
東
北
地
方

へ
波
及
し
た
古
墳
文
化
の

周
濠
は
南
側
に
存
し
た
こ
と
が
明
瞭

で
あ
る
。

年
代
と
そ
の
内
容
の

一
端
を
も
論
証
し
う

る
こ
と
に
な
る
の
で
は

.

.本
古
墳
は
現
在
二
四
基
か
ら
な
る
渋
佐
支
群
の
中

心
的

古

墳

な
か
ろ
う
か
。

で
、
古
蹟
群
中
に
は
方
項
が
存
在
す
る
。
全
長
七
五
米
と
い
う
規

前
方
後
方
墳
の
墳
形
は
主
丘
た
る
後
方

部
に
前
方
部
が
付
設
し

　

模
は
、
筆
・者

の
知
り
得
る
範
囲
で
は
福
島
県
下
最
大
の
古
墳
で
あ

た
形
状
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
本
稿

の
初
め
に
述
べ
た
。

5

る
。
実
測
調
査

の
結
果
か
ら
、
先
ず
後
方
部
と
前
方
部
幅
の
差
が

そ
し
て
各
地
の
前
方
後
方
墳
を
検
討
し
た
結
果
か
ら
は
、
前
方
後

著
し
い
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
両
者

の
差
は
二
〇
米
を
算

方
墳
が
そ
の
最
初
か
ら
極
め
て
整

っ
た
後
方
部
を
持
ち
、
そ
れ
に

す
る
が
、
く
び
れ
部
で
は
こ
の
差
は
な
お

一
層
ひ
ら
き
三
二
米
に

前
方
部
が
付
属
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前

達
し
て
い
る
。
従

っ
て
後
方
部
か
ら
前
方
部

へ
の
移
行
に
は
、
見

方
部
と
後
方
部
の
統

一
的
な
規
定
性
は
、
勿
論
後
方
部
が
維
持
し

事
な
方
形
化
を
呈
す
る
。
た
び
た
び
指
摘
し
て
き
た
如
く
本
古
墳

て
お
り
、
前
方
部
の
変
化
が
前
方
後
円
墳

の
そ
れ
と
密
接
な
関
連

に
お
い
で
も
、
後
方
部
が
主
丘
と
し
て
の
形
制
を
維
持
し
て
い
る

を
有
す
る
こ
と
は
、
前
方
後
方
墳
の
形
式

が
前
方
後
円
墳
同
様
に

こ
と
は
、
八
幡
山
古
墳

・
侍
塚
古
墳

・
二
子
塚
古
墳
な
ど
と
同
様

推
移
し
た
こ
と
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
取
扱

つ
た
前

.で
あ
る
。
填
丘
形
式
で
は
前
後
両
丘
の
高
さ

の
比
二

・
五
米
と
と

方
後
方
填

の
形
式
は
少
な
く
と
も
三
期
の
段
階
を
進
ん
だ
と
思
わ

も
に
古
式
の
前
方
後
方
墳
と
し
て
よ
い
と
思
う
。
感
性
的
な
観
察

れ
る
。
即
ち
栃
木
県
八
幡
塚
古
墳
、
茨
城
県
丸
山
古
墳
が
示
す
前

か
も
知
れ
な
い
が
、
前
方
部
は
そ
の
前
端
部
に
お
い
て
南
北
方
向

方
部

の
未
発
達
な
境
形
を
そ
の
最
初

の
形
式
と
し
、
更
に
低
く
狭



い
前
方
部
が
梯
形
プ
ラ
ン
へ
と
発
展
し
た
出
雲
二
子
塚
古
墳
例
な

四
・
前
方
後
方
墳
の
発
生
と
性
格

ど

が
第
二
の
形
式
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
二
の
形
式
が
前

方
後
方
墳

の
最
も
発
達
し
た
段
階

に
あ
り
、
墳
丘
規
模
も
大
き

い

前
方
後
方
境
の
系
列
的
な
発
展
が
存
立
し
た
外
に
、
前
方
後
円

飛
躍
を
遂
げ
た
時
期

に
あ
た
る
。
墳
形
の
発
達
も
後
方
部
と
前
方

墳
の
発
生
と
推
移
は
、
よ
り
古
く
か
ら
続

い
て
い
た
。
そ
れ
故
に

部

の
幅
が
等
し
く
、
前
後
両
丘
の
高
低
比
は
狭
ば
ま
る
か
若
し
く

従
来
は
前
方
後
円
墳
か
ら
派
生
し
た

一
変
形
境
と
し
て
把
握
す
る

は
等
し
く
な
る
。
第
三
形
式
は
島
根

・
神
塚
古
墳
若
し
く
は
千
葉

の
が

一
般
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
古
式
な
前
方
後
方

・
舟
塚
古
墳
の
如
く
、
墳
丘
全
体
が
長
方
形
プ
ラ
ン
と
な
り
く
び

填
ほ
ど
主
丘
が
定
形
化
し
た
方
形
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
考
え
方

れ
部

の
造
構
は
退
化
し
、
僅
か
に
形
骸
を
と
ダ
め
る
に
至
る
。
し

が
妥
当
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
前
方
後
方

か
し
地
方
的
に
は
系
統
的
.な
発
展
を
す
る
墳
丘
形
式
の
分
化
が
認

墳
が
如
何
な
る
要
因
に
よ
っ
て
出
現
し
、
ま
た
こ
の
古
墳
形
式
が

め
ら
れ
、
前
方
部
の
縮
小
化
に
よ
る
古
式
な
形
式
を
さ
え
生
む
に

わ
が
支
配
層

の
墳
墓
と
し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
受
入
れ
ら
れ
て
い

至
っ
た
。

つ
た
か
を
考
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
方
後
方
墳
が
示
す
特
性
と

95

三
形
式
の

一
般
的
変
化
を
辿

っ
た
前
方
後
方
墳
の
発
現
は
、
古

出
発
の
モ
メ
ン
ト
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

墳
時
代
前
期
後
半
に
認
め
ら
れ
、
地
方
的
に
は
中
期
初
頭
ま
で
下

前
方
後
方
墳
の
出
現
に
関
す
る
最
も
中

心
的
な
課
題
は
、
そ
の

る
。
第
二
形
式
の
前
方
後
方
墳
は
中
期
中
葉
以
後
後
期
前
半
に
比

特
異
な
墳
形
が
何
に
基
ず
い
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
島
根
県

定
さ
れ
、
第
三
形
式
は
其
後
に
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

出
雲
地
方
で
は
前
方
後
方
墳
と
同
数
の
前
方
後
円
墳
が
存
在
す
る

し
た
継
起
を
辿
る
前
方
後
方
墳
の
墳
形
変
化
は
、
前
方
後
円
墳
の

が
、
発
生
の
直
接
的
な

要
因
と
し
て
は

関
係
が
な
さ
そ
う
で
あ

推
移
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
特
殊
な
形
態
は
前
方
後
円
墳
の

一

る
。
同
地
方
の
最
も
古
い
古
墳
は
造
山
古
墳
で
あ
り
、
恐
ら
く
前

変
形
と
し
て
出
発
し
、
そ
し
て
終
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

期
後
半
に
比
定
し
う
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
古
墳
が
方
形
旗

疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
な
お
少
し
前
方
後
方
墳
の
性
格
を
考
え

で
あ
る
点
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
。
主
丘
を
円
形
か
ら
方

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

形

へ
転
化
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
は
、
単
な
る
築
造
者

の
気
ま
ぐ
れ

ド.、

で
あ
っ
た
と
は
い
、
難

い
。
前
方
後
方
境

の
主
丘
が
明
ら
か
に
方

形
化

の
意
識

の
中
に
生
成
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
後
方
部



築
造

の
実
際
か
ら
帰
納
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
事
実
は
造
山
古
墳
と

し
、
伝
統
を
受
継
ぐ
共
同
体
的
残
影
が
強
く
尾
を
引
い
て
い
る
か

大
庭
二
子
寡
言
填
の
間
の
結
び
付
き
の
理
解
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ

ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
大
和
政
権
の
伸
長
に
伴

る
し
、
実
際
、
造
山
古
墳
に
始
る
三
+
二
基
の
方
墳
の
連
続
は
揃

う
前
方
後
円
墳
の
築
造
に
関
連
し
て
、
方
墳
に
前
方
部
を
付
設
す

方
後
方
墳
発
生
と
存
続
の
基
盤
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て

る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
前
方
部
が
、
最
も
発
達

同
地
方

の
古
城
文
化
は
前
方
後
方
墳
と
方
墳
と
に
よ
っ
て
、
特
色

し
た
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
畿
内
に
お
け

る
中
期
古
墳

の
前
方
部

あ
る
も
の
と

な

っ
て
い
る
。

出
雲
に

お
い
て
は
前
方
後
方
墳
が

の
形
式
を
踏
襲

し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
出
雲

出
現
し
て
も
方
項
は
失
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
方
墳
の
存
続
し
て
ゆ

の
前
方
後
方
壇
が
五
世
紀
の
中
葉
頃
に
出
現
し
た
と
す
る
考
え
と

く
基
盤

の
中
か
ら
前
方
後
方
境
も
出
現
し
た
。
確

か
に

「出
雲
の

矛
盾
し
な
い
。

古
蹟
文
化
は
畿
内

の
系
統
を
受
け
た
も
の
」

で
あ
っ
た
し
、
古
墳

出
雲
地
方
で
は
方
墳
が
先
ず
現
れ
、
其
後
に
方
墳
を
母
胎
と
し

の
出
現
は
同
地
方
が
新
ら
し
い
階
級
支
配
の
体
制

に
変
質
し
た
こ

て
前
方
後
方
墳
が
生
ま
れ
た
。
栃
木
県
の
小
川

・
湯
津
上
古
蹟
群

と
を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
最
初
か
ら
方
城
が
採
用
さ
れ

(第
七
図
)
で
は
前
期
後
半
に
小
川
支
群

の
八
幡
塚
古
墳
が
出
現

　

次

い
で
前
方
後
方
墳
を
生
成
せ
し
め
、
以
後
両
形
式
は
前
方
後
円

す
る
。
そ
し
て
八
幡
塚
古
墳
を
主
体

と
し

て
三
基
の
方
墳
を
含
む

6

旗
と
と
も
に
存
続
し
つ
、
没
落
の
過
程
に
至
っ
て
い

る

と
す

れ

入
塾

の
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
北
方
に
は
大
塚
古
埴
.と
前

ば
、
特
色
あ
る
古
墳
文
化
と
云
え
る
し
、
ま
た
出
雲
の
主
体
性
を

方
後
円
墳
を
含
む
小
古
墳
.の

一
群
が
あ
る
。
小
川
安
詳
の
中
で
は

強
く
押
出
し
た
性
格
を
持

っ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
出

八
幡
塚
古
墳
が
最
も
古
く
、
三
基

の
方
墳
は
そ
れ
に
続
く
も
の
と

雲
地
方
に
君
臨
し
た
支
配
者
が
先
ず
採
用
し
た
墳
墓
形
式
は
方
墳

＼

思
わ
れ
る
。
南
端
の
方
墳
は

一
辺
を
略
南

北
に
向
け
約
二
七
米
、

で
あ
り
、
主
体
は
二
個
の
狭
長
な
竪
穴
式
石
室
で
あ
っ
た
。
内
部

高
さ
四

・
五
米
を
算
す
る
。
坑
丘
に
は
八
幡
塚
古
墳
同
様
葺
石
が

構
造
の
形
制
が
畿
内
地
方
諸
豪
族
の
採
用
し
て
い
た
そ
れ
と
殆
ん

あ
る
。
こ
れ
ら
三
基
の
方
墳
の
年
代
を
決

め
る
こ
と
は
困
難
な
ご

ど
規
を

一
に
し
て
お
り
、
ま
た
副
葬
品
の
上
か
ら
も
何
等
他
の
要

と
で
あ
る
が
、
古
墳
群
構
成
中
の
位
置
と
填
丘
観
察
か
ら
中
期

に

素
を
認
め
得
な
い
こ
と
は
、
畿
内
文
化
の
強
い
影
響
に
よ
っ
て
発

比
定
し
て

よ
い
と
思
う
。
若
し
こ
の
年
代
が

承
認
さ
れ
る

な
ら

現
し
た
と
云
っ
て
も
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
方
墳
を
以

ば
、
小
川
支
群
で
は
前
方
後
方
墳
の
出
現
後
、
間
も
な
く
方
墳
が

後
長
く
存
続
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
出
雲
的
な
特
色
と
も
い
え
る

あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
出
雲
地
方
の
場
合
は
丁
度
こ
れ
と
逆



}

胸
特
選
畿
郵
阻隔
難
題

る
が
、
古
墳
.群
形
成
の
主
導
的
古
靖
.に
は

図

な
ら
ず
、
方
墳
と
前
方
後
方
墳
に
そ
の
道

肺

を
譲

っ
て
い
る
・
や
が
て
墳
墓
地
整

小

.
熊

川
方
票

ら
湯
笙

村

へ
・
移
る
。
そ
し

姑

て
両
得
塚
古
墳
の
築
鶏

に
続
く
の
で
あ

津

る
。
八
幡
塚
古
墳

の
古
さ
は
恐
ら
く
出
雲

暢

・
造
山
方
墳
に
匹
敵
す
る
も

の

で

あ

ろ

り則

う
。
従
っ
て
出
雲

と
下
野
の
両
地
域
に
お

謙

斑瑠
縫
筋
凝
魏
醗
螺

釘

姻

後
方
墳
の
発
生
需

期
後
半
と
考
え
ら
れ

第

る
か
ら
、
同
地
方

の
古
墳
築
造
が
開
始
さ

れ
て
間
も
な
い
頃

で
あ
っ
た
ろ
う
。
小
川

・
湯
津
上
地
域
で
は
最
初

に
出
現
し
た
前

方
後
方
墳
及
び
方
墳
の
形
式
を
な
が
く
温

の
様
相
で
あ
っ
た
が
、
前
方
後
方
墳
は
主
体
で
あ
る
後
方
部
の
方

存
し
、
発
展
さ
せ
て
い
る
が
、
茨
城
県
の
柿
岡
古
墳
群
と
沖
州
古

形

化
に
こ
そ
重
大
な
意
義
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
方
墳
に

墳
群
に
お
い
て
は
断
絶
の
状
態
を
呈
す
る
。

前

方
部
を
設
け
た
形
が
先
行
す
る
こ
と
も
ま
た
当
然
の
こ
と
と
い

柿
岡
古
墳
.群
は
七
基
の
前
方
後
円
項
と

一
基
の
前
方
後
方
墳
を

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
相
前
後
し
て
方
墳
が
築
か
れ
た
こ
と

含
む
胸
囲
+
基
か
ら
成
る
。
こ
の
古
墳
群
形
成

の
最
初
は
西
暦
五

も

、
前
方
後
方
墳
の
出
現
と
と
も
に
、
小
川
交
雑
の
特
異
性
を
あ

世
紀
初
頭
と
さ
れ
、
前
方
後
方
墳
H
丸
山
古
墳
を
も

つ

て
始

ま



る
。
丸
山
古
墳
の
副
葬
品
は
前
期
的
色
彩
を
持
ち
、
ま
た
墳
丘
に

く
あ
ら
わ
す
墓
制
の
上
で
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ

は
葺
石

・
埴
輪
円
筒
列
を
欠
い
て
い
る
。
本
古
墳
群
で
は
次
の
段

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
出
雲

・
東
日
本
各

地
の
支
配
者
が
方
形
化

階

に
至

っ
て
円
筒
列
の
出
現
を
見
る
が
、
そ
れ
ら
の
有
無
が
如
何

の
意
識
を
強
く
あ
ら
わ
し
た
点
は
、
そ
う
す
る
こ
と
の
必
然
性
が

な

る
事
情

に
よ
る
の
か
俄
に
決
し
難
い
。
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

要
素

を
持

っ
て
出
現
し
た
前
方
後
方
墳
は
、
そ
の
残
影
を
残
さ
な

出
雲
地
方
及
び
東
日
本
で
相
前
後
し
て
出
現
し
た
前
方
後
方
墳

か
っ
た
。
同
様
の
こ
と
は
茨
城
県
行
方
郡
の
霞

ケ
浦
沿
岸
に
所
在

は
畿
内
地
方
で
も
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
現
わ
れ
る
。
下
池
山

す

る
沖
州
古
墳

に
も
云
え
る
。
未
だ
精
査
を
行
っ
て
い
な
い
が
墳

古
墳
は
柳
本
古
墳
群
に
北
接
す
る
朝
和
古
墳
群
に
土
鼓
基
の
前
方

形

の
概
観
か
ら
は
前
期
形
式
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
古
墳
時

後
円
墳
と
共
に
存
在
す
る
唯

一
基
の
異
形
墳
で
あ
る
。
新
山
古
墳

代
前
期
後
半
は
、
墳
形
も
形
式
的
統

一
化
の
直
前

で
あ
り
帆
立
貝

は
馬
見
古
墳
群
の
中
で
は
、
そ
の
形
成
初
期
に
築
か
れ
た
古
城
で

形
古
墳
・
つ
く
り
出
し
の
付
設
・陪
塚
の
成
立
な
ど
種
土
変
異
を
見

あ
る
。
お
び
た
だ
し
い
副
葬
品
の
中
に
は
僅
か
に
古

い
姿
相
を
残

せ
る
時
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
前
方
後
方
墳
を
つ
く
り
出
し
た
こ

す
が
、
大
陸
文
化
と
の
接
触
を
物
語
る
遺
物
を
初
め
、
中
期
的
な

と
は
、
よ
り
古
く
か
ら
存
在
し
た
既
成
の
古
墳
形
式
の
枠
に
制
約

色
彩
が
濃
い
。

さ

れ
ず
に
、
新
形
式
を
採
用
し
得
た
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
に
ち
が

朝
和
古
墳
群

・
馬
見
古
墳
群
は
前
期
-
中
期
に
形

成

さ

れ

た

い
な
い
。
方
墳
と
共
存
せ
ず
に
孤
立
的
に
存
在
す
る
前
方
後
方
墳

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

一
基
宛
孤
立
的
に
前
方
後
方
墳
を
存
在
さ
せ
て

は
、
方
坂
が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
出
現
過
程
を
別
に
考

い
る
点
は
、
既
述
の
出
雲
若
し
く
は
東
日
本
の
場
合
と
は
著
し
く

え

る
こ
と
は
難
か
し
い
。
そ
れ
ら
の
多
く
が
方
坂
に
低
く
狭
い
前

異
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
茨
城
県
下
の
二
例
と
は
同
じ
条
件
で
あ

方
部
を
造
り
出
し
た
形
状

で
あ
る
点
で
、
や
は
り
方
墳
に
出
自
を

る
。
更
に
、
福
島
県
の
場
合
は
那
須

・
小
川
支
群
と
同
様

の
ク
ー

お
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

一
古
地
群
が
前
方
後
方
墳
を
以

つ

ス
と
云
え
よ
う
。
群
馬
県
朝
倉
古
墳
.群
に
お
け
る
八

幡

山

古

填

て
出
発
し
て
も
、
以
後
そ
の
存
在
を
見
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
の

は
、
後
期
に
入
っ
て
か
ら
大
規
模
な
整
然

た
る
墳
丘
を
現
出
す
る

は
、
前
方
後
方
境
或

い
は
方
墳
を
受
入
れ
、
そ
し
て
伝
統
化
す
る

が
、
そ
の
先
行
を

示
す
よ
う
な

要
素

は

同
古
墳
群
に
は
認
め
難

　
ウ
　
レ

地
域
的
特
性
に
基
ず
く
も

の
で
あ
ろ
う
。

い
。
そ
し
て
よ
り
以
後
に
お
い
て
前
橋
市
総
社
附
近
に
お
け
る
方

主
体
の
方
形
化
を
積
極
的
に
採
用
し
得
た
こ
と
は
、
伝
統
を
強

墳
が
特
色
あ
る
も
の
と
な
る
。
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以
上
各
地
の
前
方
後
方
墳
が
古
墳
群
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

後
方
墳
が
存
続
し
て
い
く
条
件
が
欠
け
て

い
た
と
も

い
え
る
し
、

位
置
を
示
し
つ
、
出
現
し
た
か
概
観
し
た
が
、
畿
内
地
方
、
出
雲

僅
か
に
陪
塚
と
し
て
認

め
ら
れ
る
方
墳
は
、
横
穴
式
石
室
の
採
用

地
方
及
び
栃
木

・
茨
城
県
で
は
四
世
紀
後
半
乃
至
五
世
紀
初
頭
に

以
後
に
新
し
い
構
想
の
下
に
出
発
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

相
前
後
し
て
発
生
し
て
い
る
。
そ
れ
は
出
雲
を
初
め
東
日
本
各
地

ろ
う
。

に
お
い
て
も
畿
内
の
古
墳
文
化
の
十
分
な
受
容
を
物
語
る
内
容
を

分
布

と
発
展
の
実
際

か
ら
云
う
な
ら
ば
、
前
方
後
方
墳
は
畿
内

示
し
て
い
た
。
し
か
し
方
墳
と
方
墳
か
ら
出
発
し
た
で
あ
ろ
う
前

を
中
心
と
す
る
古
墳
文
化
の
消
長
と
併
行

し
、
影
響
を
う
け
な
が

方
後
方
墳

の
墳
形
は
、
極
め
て
短
期
間
に
各
地
方
で
発
現
し
て
い

ら
も
、
方
墳
と
結
び
つ
い
た
独
特
な
性
格
を
表
現
し
て
い
る
と
云

る
。
そ
し
て
そ
の
推
移
は
孤
立
的
に
消
滅
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ

う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

り
、
ま
た
成
層
的
に
発
.展
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
中
に
は
群
馬
県

八
幡
山
古
墳

の
よ
う
に
・古
墳
群
形
成
中
・後
期
前
半
に
突
発
的
に

五

あ
と
が
き

出

現
し
た
例
も
あ
る
が
、
前
方
後
円
壇
発
達
の
段
階
に
従
っ
た
、

前
方
後
方
墳
は
主
体
の
方
形
化
に
関
連

し
て
方
墳
か
ら
出
発
し

ヨ

前
方
部
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
前
方
後
方
填
が
各
地
で
相
前
後

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
方
墳
発
生
の
問
題
は
前
方
後
方
墳
研

6

し
て
発
生
す
る
こ
と
は
、
各
地
方
に
こ
の
墳
形
を
生
み
出
す
基
盤

究

の
主
題
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
本
稿
で
は
方
墳
の

と
条
件
が
十
分
に
満

た
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
墳
墓

発
生
に
就
い
て
は
殆
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
。
類
例
が
増
加
し
種

々

を
方
形
に
す
る
意
図
が
内
的
若
し
く
は
外
的

い
つ
れ
の
要
因
に
基

新
し
い
事
実

に
接
す
る
都
度
、
問
題
は

一
層
の
複
雑
さ
を
加
え
て

つ

い
た
も

の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
な
お
後
代
迄
主
体
性
を
確
立
し

い
く
ば
か
り
で
あ
る
。
前
方
後
円
墳
の
主
体
部
上
部
に
発
見
さ
れ

よ
う
乏
し
た
出
雲
地
方
に
お
い
て
或
い
は
当
代
の
辺
境
で
あ
っ
た

る
方
形
埴
輪
列
と
、

そ
の
内
側
が

塚
状
に

盛
り

上
げ
ら
れ
て
い

東
国
地
方
に
お
い
て
著
し
い
存
在
を
示
す
点
は
注
意
し
な
け
れ
ぼ

る
例

一

た
と
え
ぽ

三
重

・
石
山
古
項
、

奈
良

・
茶
臼
山
古
墳
、

な
ら
な

い
。
畿
内
地
方
の
前
方
後
方
墳
二
基
は
、
中
期
初
頭
ま
で

日
葉
酢
媛
陵
な
ど
一
を
方
墳
発
生
の
母
胎

と
す
る
こ
と
に
は
な
お

に
消
滅
す
る
が

一
部
に
は
方
墳
が
陪
塚
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ

疑
義
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
下
津
谷
達
男
氏
が
論
じ
て
い

し
て
前
方
後
方
墳
が
古
墳
群
の
中
で
連
続
し
て
主
導
的
古
墳
と
な

る
よ
う
に
、
事
物
を
た
て
な
ら
べ
、
特
定

の
祭
り
の
た
め
に
設
置

る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
従
っ
て
畿
内
地
方
に
お
い
て
は
前
方

さ
れ
た
方
形
埴
輪
円
筒
列
と
内
部
の
凸
出
部
に
は
、
本
来
的
に
意



義

が
与
え
ら
れ
て
い
て
、'

遺
骸
を
葬
る
主
体
"
方
墳
と
拡
意
味
の

研
究

.
昭
和
二
八
年
)

異

な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
古
式
な
方
墳
を
検
討
す
る

4

渡
辺
竜
瑞

「那
須
国
造
碑
発
見
と
侍
塚

の
発
掘
」
(あ
ん
と
ろ
ぼ

こ
と
か
ら

裏
付
け
ら
れ
る
が
・
紙
数
の
都
合
か
ら

別
に
論
じ
た

す

一
〇
)

い
.
最
後
量

毒

姦

の
出
現
を
、
外
的
要
因
に
求
め
当
時
の

5
議

藍

碧

畷
方
型
裏

の
発
見
L
(上
毛
汲
上
毛
杢

わ
が
古
代
国
家

の
歴
史
的
立
場
か
ら
捉
、兄
よ
う
と
す
る
こ
と
を
記

6

大
塚
初
重

「
常
陸
丸
山
古
墳
の
横
形
と
内
部
構
造
に
つ
い
て
」

し
て
こ
の
小
論
を
終
り
た
い
と
思
う
。

(日
本
考
古
学
協
会
十
二
回
総
会
研
究
発
表
要
旨

・
昭
和
二
八
年
)

本
研
究
に
あ
た
っ
て
は
後
藤
守

一
教
授

・
杉
原
荘
介
教
授
か
ら

7

三
木
文
雄

「
古
墳
出
土
の
鋸
に
つ
い
て
」
(考
古
学
雑
誌

四
〇
巻

種

々
御
指
導
と
御
援
助
を

う
け
た
こ
と
を

記
し
て
感
謝
と
し
た

一
号
.
昭
和
二
九
年
)

い
.
ま
た
研
究
基

礎
的
な
諺

測
量
を
主
体
・
し
た
関
係
か
ら

鵜

鋸

額

翻

灘

嬰

鰍
正
+
年

各
地
の
諸
先
生
、
学
友

の
御
援
助
を
う
け
る
点
が
大
き
か
っ
た
。

10

昭
和
二
七
年
度
各
個
研
究
お
よ
び
助
成
既
発
報
告
集
録

(昭
和
工

特

に
末
永
雅
雄
博
士
を
は
じ
め
斎
藤
忠
技
官

・
尾
崎

喜

左

雄

教

八
年
)

　

授

・
相
沢
忠
洋
氏

・
山
本
清
助
教
授

・
西
川

宏
氏

・
江
森
正
義

11

上
田
三
平

「西
山
古
墳
」
(文
部
省
史
蹟
調
査
報
告

一
)

6

氏

・
大
内
重
春
氏

・
相
馬
高
校
郷
土
研
究
部
諸
君
か
ら
も
御
教
示

12

昭
和
三
〇
年
、
三
昧
塚
古
墳
発
掘
の
際
に
実
見
し
た
。

・
御
援
助
を
み

た
.
ミ

に
深
意

謝
す
義

弟
で
あ
る
.
ま

灘

轟

轟
佐
昧

田
新
山
古
墳
研
究
L
大
正
+
年

た
、
実
測

に
協
力
さ
れ
た
李
進
煕
君
を
初

め
と
す
る
明
治
大
掌
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