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一

、

は

じ

め

近
年
、
大
規
模
な
土
地
破
壊
に
と
も
な
っ
て
、
発
掘
規
模
も
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
調
査
は
長
期
間
に
わ
た
り
、
調
査
員

の
疲
労
も
重
な
り
、
文
化
財
行
政
は
重
大
な
転
機
を
む
か
え
て
い
る
。
基
本
的
に
は
人
聞
社
会
の
構
造
を
無
視
し
た
経
済
優
先
の
政
治
体
制
に

矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
経
済
的
発
展
が
国
家
を
成
長
さ
せ
る
重
要
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
こ
に
は
人
聞
社
会
を
維
持
す
る
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
類
を
滅
亡
さ
せ
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
開
発
に
伴
な
う
破
壊
は
山
を
削
り
、
緑
を
な
く
し
、
自
然
景
観
を
台
な
し
に
し
て
し
ま
う
。

福
岡
県
に
お
い
て
も
、
新
幹
線
、
九
州
縦
貫
道
の
工
事
は
各
種
の
遺
跡
を
破
壊
し
、
文
化
財
は
危
機
に
頻
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
遺
跡
が
記

録
保
存
の
名
の
下
に
次
か
ら
次
へ
と
聞
に
葬
ら
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
こ
そ
、
遺
跡
に
対
す
る
せ
め
て

も

の

つ

ぐ

な

い

で

あ

る

と

考

え

る

。

群

集

墳

の

形

成

さ

れ

て

行

く

過

程

を

考

え

て

み

よ

う

と

思

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
遺
跡
を
中
心
に
し
て
、

う
の
で
あ
る
。

大
規
模
な
破
壊
は
群
集
墳
の
う
ち
一
基
の
み
で
は
な
く
群
と
し
て
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
、
調
査
も
必
然
的
に
群
単
位
で
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
群
全
体
の
調
査
は
今
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
近
年
は
相
当
数
の
群
集
墳
が
調
査
さ
れ
、
そ
の
在
り
方
も
相
当

具
体
的
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。

群
集
墳
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
「
群
集
墳
の
形
成
と
そ
の
被
葬
者
に
つ
い
て
」
で
私
見
を
の
ベ
、
群
集
墳
が
形
成
さ
れ
る
条
件
に
は
縦
と
横

群
集
墳
形
成
の
一
視
点
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の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
世
代
的
に
漸
次
築
造
さ
れ
て
支
群
を
形
成
す
る
も
の
と
、
同
一
世
代
で
支
群
を
形
成
す
る

も
の
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
支
鮮
が
集
ま
っ
て
群
集
墳
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
如
何
な
る
条
件
の
下
で
な
さ

ま
た
群
の
形
成
が
ど
の
よ
う
な
規
制
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
る
か
、

の
か
不
明
な
点
が
多
い
。
群
の
大
き
さ
に
は
様
々
あ
り
、
数
百
基
群
集
す
る
も
の
か
ら
、
数
基
の
み
で
群
集
す
る
も
の
ま
で
千
差
万
別
で
あ
る
。

本
論
で
は
こ
う
し
た
群
集
墳
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
古
代
に
お
け
る
身
分
と
階

級
の
概
念
規
定
が
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
、
群
集
墳
に
直
接
的
な
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
墳
が
家
族
墓
と
し
て

の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
概
念
規
定
が
不
明
確
な
た
め
群
集
墳
の

位
置
づ
け
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
群
集
墳
が
全
国
の
古
墳
の
中
で
大
部
分
を
占
め
る
現
実
に
お
い
て
は
、
国
家
的
政
治
機
棒
が
縫
立
さ
れ
て
く

る
過
程
で
、
早
急
に
解
決
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

二

、

身

分

と

階

級

律
令
施
行
の
前
段
階
は
階
級
的
矛
盾
が
顕
在
化
し
、
い
わ
ゆ
る
身
分
制
が
確
立
す
る
段
階
で
あ
る
。
埋
葬
形
態
に
も
変
化
を
与
え
、
古
墳
そ

の
も
の
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
再
検
討
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
成
文
化
し
た
の
が
令
で
あ
り
、
人
民
支
配
形
態
に
お

い
て
は
、
支
配
者
が
人
民
と
妥
協
し
た
結
果
が
公
地
公
民
を
基
礎
と
し
た
律
令
体
制
の
政
治
で
あ
る
。
こ
の
メ
ル
グ
マ

l
ル
が
大
化
改
新
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、
大
化
改
新
に
つ
い
て
は
改
新
詔
の
分
析
が
進
む
と
同
時
に
、
前
後
の
社
会
分
析
が
高
度
に
な
り
、
そ
の
内
に
含
む
内
容
に
つ

い
て
は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
意
見
を
も
っ
研
究
者
も
大
化
年
代
か
ら
壬
申
の
乱
ま
で
の
聞
で
の
綜
合
的
な
政

治
体
制
の
確
立
は
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

わ
が
国
の
社
会
発
展
を
考
え
る
時
、
階
級
分
化
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
第
一
段
階
は
、
弥
生
時
代
前
期
末
な
い
し
は
中
期
の
段
階
で
あ
る
し
、

階
級
社
会
の
成
立
は
古
墳
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
七
世
紀
に
律
令
体
制
の
国
家
が
完
成
し
た
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
二
段
階



が
古
墳
の
発
生
で
あ
り
、
第
三
段
階
が
律
令
施
行
に
と
も
な
う
古
代
国
家
主
義
の
段
階
で
あ
る
。

に
み
ら
れ
る
古
墳
の
巨
大
化
は
如
何
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
残
る
Q

分
の
概
念
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
そ
れ
で
は
仁
徳
、
応
神
陵
古
墳

こ
の
段
階
的
な
発
展
を
考
え
る
ば
あ
い
に
階
級
規
定
と
身

マ
ル
グ
ス
と
ワ
エ

l
パ

l
に
代
表
さ
れ
る
二
つ
の
中
心
的
な
理
論
が
存
在
す
る
。

つ
ま
り
身
分
制
度
と
社
会
的
分
業
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
、
社
会
的
分
業
、
お
よ
び
こ
れ
に
対
応
す
る
特
殊
職
業
領

域
へ
の
個
々
人
の
拘
束
が
相
対
立
す
る
出
発
点
か
ら
発
展
す
る
。
一
方
ウ
エ

l
パ

1
は
階
級
闘
争
H
経
済
闘
争
と
し
、
階
級
と
身
分
の
関
係
に

つ
い
て
「
幾
分
強
引
に
単
純
化
す
れ
ば
、
階
級
は
財
貨
の
生
産
と
営
利
に
対
す
る
関
係
に
し
た
が
っ
て
構
成
さ
れ
、
身
分
は
特
有
な
生
活
様
式

の
形
式
を
と
っ
た
財
貨
の
消
費
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

階
級
理
論
に
つ
い
て
は
、

マ
ル
グ
ス
は
階
級
闘
争
H

政
治

闘
争
と
い
う
理
論
、

分
制
の
成
立
に
つ
い
て
両
者
と
も
新
し
い
階
級
の
出
現
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
考
え
方
の
根
本

ク
エ

l
パ
l
が
「
状
況
」
と
し
て
捕
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
身

し
か
も
そ
れ
は
特
殊
な
階
級
な
の
で
あ
る
。

的
な
対
立
は
階
級
を
マ
ル
グ
ス
が
「
関
係
」
と
し
て
捕
え
、

身
分
制
の
出
現
を
考
え
る
ば
あ
い
、
そ
れ
は
国
家
の
発
生
を
意
味
す
る
。

身
分
を
階
級
が
政
治
的
な
関
係
を
持
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
「
国
家

は
諸
階
級
へ
の
社
会
の
分
裂
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
、
ま
た
生
じ
る
と
き
に
、
搾
取
者
と
被
搾
取
者
が
出
現
す
る
と
き
に
、
出
現
す
る
」
。
ま
た

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
国
家
を
階
級
対
立
の
非
和
解
性
の
産
物
で
あ
る
と
し
、
国
家
そ
の
も
の
は
階
級
対
立
を
和
解
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い

る。
人
間
の
搾
取
の
最
初
の
形
態
、
そ
れ
は
マ
ル
グ
ス
、

レ

l
一ご
J

に
よ
れ
ば
奴
隷
所
有
者
と
奴
隷
の
出
現
を
意
味
す
る
も
の
で
、
搾
取
を
組
織

的
に
行
な
う
も
の
が
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
搾
取
を
国
家
的
に
容
易
に
す
る
秩
序
が
階
層
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
階
層
と

い
う
ば
あ
い
、
そ
れ
は
勿
論
、
階
級
の
出
現
が
前
提
と
な
る
が
、
階
級
が
経
済
的
な
優
劣
性
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
社
会
的
な
優
劣
を
持

た
な
け
れ
ば
何
ら
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
秩
序
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

階
級
と
身
分
の
規
定
の
基
本
的
な
態
度
と
し
て
、
西
嶋
定
生
氏
は

「
現
代
に
お
け
る
矛
盾
の
克
服
の
た
め
の
実
践
的
立
場
か
ら
古
代
の
客
観

群
集
墳
形
成
の
一
視
点

（
佐
田
）

二
O
五



群
集
墳
形
成
の
一
視
点

的
把
握
が
要
請
さ
れ
る
こ
日
」
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
基
本
的
な
階
級
関
係
は
特
殊
な
身
分
制
と
し
て
の
み
社
会
的
に
実
現
さ
れ
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
氏
は
身
分
と
階
級
の
概
念
を
社
会
的
、
政
治
的
カ
テ
ゴ
り
！
と
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
と
規
定
し
て
、
階
級

は
支
配
、
被
支
配
の
関
係
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
い
る
。

（
佐
田
）

ニO
六

一
方
石
母
国
正
氏
は
、
階
級
と
は
、
特
定
の
歴
史
的
社
会
の
生
産
関
係
、
そ
の
時
代
の
主
要
な
生
産
手
段
に
対
す
る
所
有
関
係
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
た
社
会
集
団
。
身
分
は
階
級
関
係
が
政
治
的
ま
た
は
国
家
的
な
秩
序
と
し
て
固
定
さ
れ
た
階
層
的
秩
序
と
し
て
い
る
。

わ
が
国
の
ば
あ
い
に
関
し
て
、
関
晃
氏
は
、
階
級
対
立
は
支
配
者
層
を
構
成
す
る
中
央
・
地
方
の
大
小
の
貴
族
、
豪
族
と
一
般
農
民
層
と
の

間
に
あ
る
の
で
あ
り
、
良
践
の
区
分
と
は
一
致
し
て
い
な
く
て
、
こ
の
良
践
の
区
分
こ
そ
が
社
会
的
身
分
差
を
示
す
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
石
母
田
氏
は
「
令
制
に
お
け
る
奴
蝉
は
、
国
家
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
大
箇
の
身
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
階
級
な
の
で
は
な

い
。
し
か
し
階
級
と
し
て
の
奴
蝉
は
、
こ
の
身
分
の
外
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
奴
蝉
す
な
わ
ち
賎
民
身
分
と
い
う
形
態
に
お
い
て
し
か
現

実
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
、
令
制
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
良
賎
の
区
別
は
、
氏
姓
制
度
に
組
織
さ
れ
る
身
分
集
団
を
確
立
す
る
と

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
良
賎
の
区
分
が
す
な
わ
ち
身
分
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
氏
姓
制
度
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
重
要
な
役
割
を
演
じ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
氏
姓
か
ら
の
賎
民
の
身
分
集
団
の
排
除
が
良
賎
の
区
別
を
明
確
に
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
氏
は
賎
民
は
良
人
共
同
体
の
富

裕
層
に
分
割
私
有
さ
れ
る
も
の
で
、
良
人
共
同
備
の
集
団
的
儀
礼
で
あ
る
国
の
大
献
の
放
具
の
一
っ
と
し
て
族
長
層
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
。

治
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ゑ事
「 し
部 て
」 い
カミ る
君 の
や に
臣 対
等 し
Q) 、
姓 聞
と氏
tま』ま

種 「
類 氏
を 」
異 の
に 政

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
一
種
の
「
カ
パ
ネ
」
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
こ
れ
は
必
然
的
に
と
の
関
係
が
生
じ
る
が
、
「
氏
」
そ

の
も
の
は
基
本
的
に
は
族
制
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
氏
」
の
内
部
構
造
を
み
る
と
、
そ
の
中
に
は
あ
き
ら
か
に
部
民
を
含

ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
部
曲
は
「
氏
」
の
構
成
員
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
「
氏
」
は
内
部
に
階
級
対
立
の
関
係
を
含
む
一
個

「氏」



の
政
治
組
織
で
あ
る
。

そ
し
て
氏
人
集
団
と
部
曲
と
は
あ
き
ら
か
に
生
産
手
段
が
異
な
り
、
両
者
の
聞
に
は
生
産
関
係
が
生
じ
て
く
る
。
と
い

う
こ
と
は
階
級
対
立
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
「
部
」
が
支
配
者
の
要
求
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
国
家
の
政
治

的
秩
序
に
組
込
ま
れ
る
。
こ
の
ば
あ
は
、
部
民
と
い
う
も
の
が
あ
き
ら
か
に
石
母
田
氏
の
い
う
良
人
の
概
念
に
含
ま
れ
、
部
民
が
労
働
関
係
に

お
い
て
の
み
収
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
氏
」
は
政
治
組
織
で
あ
る
。

つ
ま
り
社
会
的
身
分
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
内
部

で
の
身
分
差
は
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
階
級
差
の
み
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
部
民
が
専
門
工
人
で
あ
る
と
い
う
観
点

を
強
め
れ
ば
、
階
級
的
な
面
が
強
化
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
社
会
的
な
欲
求
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
人
民
と
し
て
の
認
識

を
放
棄
さ
せ
ら
れ
た
集
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
社
会
的
身
分
を
強
く
考
え
さ
せ
る
。

大
化
前
代
に
お
い
て
は
賎
民
の
全
人
口
は
国
民
全
体
の
約
一

O
パ

1
セ
シ
ト
と
推
計
さ
れ
て
い
て
、
社
会
全
体
の
生
産
で
占
め
る
割
合
い
は

少
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
階
層
の
人
々
が
底
辺
と
な
っ
て
国
家
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
都
民

制
も
な
り
た
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
氏
族
そ
の
も
の
の
独
自
性
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
賎
民
の
出
現
を
み
る
と
『
説

志
倭
人
伝
』
の
中
に
ヤ
y

コ
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
家
の
子
で
あ
り
家
族
の
内
に
含
み
こ
ま
れ
た
あ
く
ま
で
も
私
的
な
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
奴
は
は
っ
き
り
と
し
た
賎
民
身
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
部
民
は
そ
の
出
現
が
四
世
紀
末
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
あ
き
ら
か
に
生
産
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
氏
族
内
部
に
お
け
る
個
人
的
な
欲
求
か
ら
出
現
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
時

に
複
雑
な
政
治
機
構
が
成
立
し
て
く
る
と
、
必
然
的
に
人
民
支
配
も
間
接
的
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
中
央
の
支
配
も
地
方
へ
次
第
に
普
及
し

て
く
る
。
県
の
設
置
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
部
と
い
う
組
織
に
よ
る
人
民
支
配
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
こ
に
は
部
設
定

の
主
体
的
条
件
が
つ
ち
か
わ
れ
て
い
て
、
支
配
者
側
の
必
要
に
応
じ
た
方
向
に
進
む
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
も
の
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
部

民
制
の
特
色
を
考
え
て
み
よ
う
。

部
民
制
は
弥
生
時
代
中
期
以
来
、
地
方
国
家
や
小
国
家
内
部
に
発
展
し
て
き
た
小
共
同
体
の
あ
る
程
度
の
自
然
発
生
的
な
社
会
的
分
栄
の
発

達
、
そ
れ
に
伴
な
う
専
門
的
工
人
の
形
成
を
土
台
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
小
共
同
体
内
の
分
業
は
上
か
ら
の
必
要
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
支
配
者
の

群
集
墳
形
成
の
一
視
点

（
佐
田
）

二
O
七
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二
O
八

必
要
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
き
た
。
部
民
制
の
成
立
は
前
述
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
共
同
体
聞
の
社
会
的
分
業
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
小

君
主
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
大
和
王
権
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
時
に
、
直
接
の
支
配
体
系
と
な
る
の
が
部

で
あ
る
。
小
君
主
治
下
の
地
方
国
家
や
小
国
家
の
内
部
の
小
共
同
体
を
直
接
に
と
ら
え
る
も
の
で
、
よ
り
強
い
支
配
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
七
世
紀
の
社
会
は
こ
の
部
民
制
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
専
門
工
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
農
民
も
田
部
に
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
家
的
支
配
が
な
さ
れ
て
い
く
。
共
同
体
支
配
を
前
提
と
す
る
ア
ジ
ア
的
共
同
体
は
、
そ
の
成
員
が
土
地
に
対
す
る
所
有
権
を
次
第
に
確
立

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弛
み
、
そ
の
内
部
に
家
父
長
制
家
族
を
独
立
さ
せ
て
く
る
。
そ
し
て
部
民
制
支
配
の
中
に
お
け
る
る
こ
の
動
向

が
人
民
を
し
て
社
会
に
対
す
る
激
し
い
抵
抗
を
呼
び
お
こ
す
。
家
父
長
制
家
族
の
成
長
と
土
地
の
私
的
所
有
の
傾
向
が
強
く
な
っ
た
の
が
、
六

世
紀
末
l
七
世
紀
前
半
の
時
期
な
の
で
あ
る
。
土
地
所
有
の
傾
向
が
小
共
同
体
の
中
で
強
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
小
共
同
体
の
首

長
に
古
墳
を
築
造
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
鮮
集
墳
が
形
成
さ
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
古
墳
築
造
そ
の
も
の
に
は
と
り
た

て
て
経
済
的
背
景
を
考
え
る
必
要
な
い
け
れ
ど
も
、
富
の
蓄
積
が
可
能
と
な
っ
て
、
始
め
て
群
集
墳
の
概
念
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

大
化
改
新
が
存
在
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
律
令
国
家
成
立
の
集
大
成
が
後
の
天
皇
制
国
家
に
お
い
て
一
時
期
に
集
め
ら
れ
た
も
の
か
は
、
問

題
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
薄
葬
令
に
み
ら
れ
る
墓
葬
の
規
定
は
身
分
に
よ
っ
て
墳
墓
の
規
模
を
決
定
し
て
い
る
。
蘇
我
入
鹿
が
大
規
模
な
寿
陵

を
築
い
た
こ
と
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
が
、
七
世
紀
初
頭
か
ら
い
わ
ゆ
る
巨
石
古
墳
が
つ
く
ら
れ
始
め
る
。

」
の
こ
と
は
身
分
と
い
う

政
治
的
、
社
会
的
に
規
制
さ
れ
た
階
層
差
が
古
墳
の
上
に
再
び
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
宗
教
観
念
が

墓
制
に
も
強
く
反
映
し
て
い
る
。
墓
制
に
対
す
る
観
念
は
も
ち
ろ
ん
脈
々
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
急
激
に
強
く
な
っ
た
も
の
で
も
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
社
会
的
な
規
制
と
結
び
つ
い
た
こ
と
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
。

五
世
紀
末
噴
か
ら
小
共
同
体
内
部
に
家
父
長
制
家
族
の
独
立
が
進
ん
で
、
家
の
支
配
も
動
揺
す
る
。
こ
う
し
た
時
期
に
国
家
は
共
同
体
的
機

能
を
集
中
し
、
家
父
長
制
家
族
を
直
接
把
握
す
る
新
し
い
支
配
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
生
産
関
係
に
も
変
動
を
き

た
す
。
塩
沢
君
夫
氏
は
こ
れ
を
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
最
終
段
階
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
和
国
家
に
よ
る
支
配
体
制
の
確
立
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期
に
群
集
墳
が
盛
行
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
横
穴
式
石
室

を
内
部
主
体
に
も
つ
古
墳
の
北
九
州
、
畿
内
に
お
け
る
異
な

り
は
小
古
墳
の
築
造
が
身
分
制
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
社
会
変
動

を
考
え
る
な
か
に
お
い
て
は
っ
き
り
し
て
く
る
も
の
で
、
身

分
制
度
へ
組
込
ま
れ
て
く
る
過
程
の
中
に
お
い
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
群
集
墳
成
立
の
主
体
的
条
件
が
そ

れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

三
、
群

集

の

実

例

0

片
山
古
墳
群
（
第
1
図）

福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣
町
手
野
及
び
内
浦
一
帯
は
数
百
基
の

古
墳
が
群
集
す
る
地
域
で
、
当
古
墳
群
も
そ
の
中
の
一
つ
で

第1図

あ
る
。
古
墳
群
は
一
六
基
か
ら
成
り
、
そ
の
う
ち
一
基
は
す

こ
し
離
れ
て
い
る
が
、
一
五
基
は
隣
接
し
た
地
域
に
分
布
し

て
い
る
。
調
査
が
な
さ
れ
た
の
は
八
基
で
、
い
ず
れ
も
円
墳

で
あ
る
。
規
模
は
約
一

0
メ
ー
ト
ル
が
最
大
で
、
比
較
的
小

形
の
古
墳
で
あ
る
。
調
査
さ
れ
た
八
基
の
う
ち
一
一
号
墳
は

竪
穴
式
石
室
で
、
他
の
古
墳
と
は
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
よ

ニO
九
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ニ－

o

う
だ
。

一
一、築

造
の
年
代
は
出
土
遺
物
が
少
な
く
、
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、
三
つ
の
時
期
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
、

一
二
号
墳
は
石
室
構
造
、
出
土
遺
物
か
ら
本
古
墳
群
で
は
一
番
古
く
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
築
造
さ
れ
た
も
の
と

一
二
、
九
号
墳
が
つ
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
の
先
後
関
係
は
よ

一
O
号
墳
が
六
世
紀
の
終
り
近
く
に

さ
ら
に
四
、
七
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
で
は
一
一
号
墳
が
最
も
古
く
、

く
わ
か
ら
な
い
c

次
に
く
る
の
が
、
八
、
一
三
号
墳
で
六
世
紀
後
半
に
比
定
で
き
る
。

つ
く
ら
れ
、
そ
れ
に
追
葬
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
築
造
順
序
か
ら
み
る
と
、
最
初
に
傾
斜
面
に
並
行
に
築
造
さ
れ
、
次
の
段
階
で
は
最
初
に
つ
く
ら
れ
た
古
墳
の
よ
、
下
に
築
造

さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
面
的
に
横
へ
拡
が
り
、
南
側
へ
移
動
す
る
よ
う
な
恰
好
に
な
り
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
ふ
れ
る
群
集
墳

一
期
と
二
期
と
の
聞
に
は
数
十
年
の
空
白
期
聞
が
あ
る
。

と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
三
時
期
の
築
造
が
連
続
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

こ
の

期
聞
を
ど
う
処
理
す
れ
ば
よ
い
の
か
問
題
は
残
る
が
、
群
集
墳
形
成
の
一
つ
の
パ
グ
ー
ン
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

0

飛
山
古
墳
群
（
第
2
図）

福
岡
市
下
和
白
飛
山
に
所
在
す
る
当
古
墳
群
は
東
か
ら
南
西
へ
伸
び
る
独
立
し
た
尾
根
の
頂
部
に
等
間
隔
に
並
ん
で
お
り
、
東
の
方
か
ら
一

二
、
三
号
墳
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
一
番
西
側
に
あ
る
三
号
墳
は
高
圧
塔
建
設
に
よ
っ
て
す
で
に
壊
滅
し
て
お
り
、
石
室
の
石
材
が
わ
ず
か
に

残
存
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。

一
号
墳
は
長
さ
一
・
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
墓
拡
を
掘
り
、
南
西
に
閉
口
す
る
小
石
室
を
築
い
て
い
る
。
石
室
は
長
さ
ニ
・

二
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
メ
ー
ト
ル
の
不
整
方
形
を
呈
し
て
い
る
横
口
式
石
室
で
あ
る
。
内
部
か
ら
は
勾
玉
、
ガ
ラ
ス
玉
、
万
、
剣
、
刀
子
を
は
じ

め
滑
石
製
有
孔
円
板
、
臼
玉
、
須
恵
器
謹
片
が
出
土
し
て
い
る
。
蛮
は
古
式
の
様
相
を
強
く
持
っ
て
お
り
、

五
世
紀
後
半
代

t
六
世
紀
初
頭
の

時
期
が
考
え
ら
れ
る
。

二
号
墳
は
一
号
墳
の
西
方
一

0
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
石
室
は
長
さ
一
・
九
二
メ
ー
ト
ル
、
幅
0
・
九
メ
ー
ト
ル
の
小
規
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模
な
竪
穴
式
石
室
で
あ
る
。
最
下
段
に
は
腰
石
を
使
用
し
て
お
り
、
石
組
み
、
石
材

飛山古墳群分布図（『福岡市埋蔵文化財調査報告書』 18集

も
一
号
墳
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
横
口
式
と
竪
穴
式
の
ち
が
い
は
あ
る
が
、
両

者
相
似
た
時
期
に
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
出
土
遺
物
と
し
て
は
平
根

式
の
鉄
織
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

【却
v

o
平
原
古
墳
群
（
第
3
図）

福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
に
所
在
す
る
古
墳
群
で
、
現
在
七
基
か
ら
構
成
さ
れ
い
る
。

こ
の
中
で
丘
陵
頂
部
に
あ
る
六
号
墳
は
規
模
も
大
き
く
、
内
部
主
体
に
横
穴
式
石
室

を
も
つ
も
の
で
、
他
の
古
墳
と
は
構
造
を
異
に
し
て
お
り
。
時
期
的
に
新
し
い
。
七

号
墳
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
が
、
石
室
の
構
造
そ
の
他
は
同
様
で
あ
る
c

五
号
墳
は
径
約
八
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
、
内
部
に
小
形
の
横
口
式
石
室
を
も

っ
て
い
る
。
石
室
は
板
石
を
積
み
重
ね
て
お
り
、
短
か
い
簡
単
な
羨
道
が
付
設
さ
れ

て
い
る
。
玄
室
の
長
さ
一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
幅
奥
壁
で
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
、
横
口

部
で

0
・
八
六
メ
ー
ト
ル
を
は
か
る
不
整
形
な
形
で
あ
る
。
三
号
墳
は
径
七
メ
l
ト

ル
前
後
の
円
墳
で
、
内
部
に
は
五
号
墳
と
同
様
な
小
形
の
横
口
式
石
室
を
も
っ
て
い

る
が
、
ほ
と
ん
ど
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
石
室
は
長
さ
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
前
後
、
幅

奥
壁
で
一
メ
ー
ト
ル
前
後
、
横
口
部
で
は
若
干
狭
ま
っ
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
須
恵

第2図

器
躍
と
ガ
ラ
ス
玉
の
み
で
あ
っ
た
が
、
聴
は
古
式
の
様
相
を
強
く
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
一
号
墳
は
径
五
・
二
メ
ー
ト
ル
前
後
の
円
墳
で
、
内
部
主
体
は
完
全
に
抜
き
取

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
墓
拡
の
形
か
ら
同
様
の
石
室
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
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平原古墳群分布図（「九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告Jill〕

六
号
墳
は
石
室
構
造
も
異
な
り
、

時
期
も
離
れ
て
い
る
の
で
同
一
の
古

墳
群
と
じ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
当
古
墳

群
が
調
査
か
ら
は
ず
れ
た
古
墳
を
含

め
て
一
つ
の
群
集
墳
と
し
て
存
在
し

て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
群
集

墳
と
し
て
は
初
期
の
も
の
で
五
世
紀

後
半
代
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
在

り
方
に
盛
期
群
集
墳
の
初
現
的
形
態

を
充
分
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

埋
葬
に
つ
い
て
い
え
ば
、
二
次
埋
葬

が
認
め
ら
れ
る
の
は
五
号
墳
の
み
で

他
の
古
墳
が
一
次
埋
葬
の
み
で
終
つ

て
い
る
こ
と
は
、
被
葬
者
の
数
が
少

第3図

数
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
第
に
埋
葬

数
が
増
大
し
て
い
く
傾
向
に
な
っ
て
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二
一
四

く
る
の
で
あ
る
。

《阻》

o
高
見
A
古
墳
群
ハ
第
4
図）

南
面
し
た
標
高
二

O
t二
四
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
斜
面
に
一

0
メ
ー
ト
ル
程
の
間
隔
で
四
基
が
存
在
し
て
い
る
。
四
基
と
も
両
袖
式
の
横
穴
式

石
室
で
、
通
有
の
形
を
し
て
い
る
。

－
号
墳
は
恰
ん
ど
盛
土
を
も
た
ず
、
内
部
主
体
の
横
穴
式
石
室
は
玄
室
が
約
一
・
五
×
一
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
プ
ラ
シ
で
、
そ
れ
に

簡
単
な
羨
道
が
つ
く
形
で
あ
る
。
羨
道
先
端
は
地
形
に
沿
っ
て
一
方
が
外
へ
伸
び
て
い
る
。
出
土
遺
物
に
は
耳
環
、
ガ
ラ
ス
玉
、
切
子
玉
、
馬

具
、
刀
子
、
鉄
鉱
、
須
恵
器
平
瓶
が
あ
り
、
平
瓶
は

W
型
式
を
示
し
て
い
る
。

二
号
墳
は
丘
陵
面
先
端
に
築
造
さ
れ
て
い
る
明
確
な
墳
丘
を
も
っ
古
墳
で
あ
る
。
横
穴
式
石
室
は
長
さ
二
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
八
メ
ー
ト
ル

の
玄
室
に
一
段
高
く
な
っ
た
細
長
い
羨
道
を
も
っ
て
い
る
。
羨
道
に
は
墓
道
が
つ
づ
き
、
墳
丘
上
面
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
耳

環
、
勾
玉
、
土
製
小
玉
、
刀
、
銀
、
須
恵
器
な
ど
の
ほ
か
、
新
し
い
時
代
の
青
磁
、
土
師
器
が
あ
る
。
須
恵
器
は
杯
、
平
瓶
、
培
、
壷
な
ど
が

あ
り
、

E
型
式
の
後
半
か
ら
N
型
式
の
新
し
い
と
こ
ろ
ま
で
含
ん
で
い
る
。

三
号
墳
は
二
号
墳
か
ら
一
－
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
並
行
し
て
あ
り
、
明
確
な
盛
土
を
認
め
る
。
内
部
の
横
穴
式
石
室
は
破
壊
さ
れ
て
お

り
、
抜
き
跡
に
よ
っ
て
石
室
の
規
模
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
長
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
七
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の

玄
室
に
幅
0
・
八
メ
ー
ト
ル
程
の
羨
道
が
つ
く
よ
う
で
あ
る
。
出
土
遺
物
に
は
耳
環
、
須
恵
器
が
あ
る
の
み
で
、
須
恵
器
は

N
型
式
か
ら
V
型

式
に
わ
た
っ
て
い
る
。

四
号
墳
は
本
古
墳
群
で
は
最
も
高
い
所
に
位
置
し
て
い
る
。
内
部
主
体
は
長
さ
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
玄
室
に
畏

さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
、
幅
0
・
九
メ
ー
ト
ル
の
羨
道
が
つ
く
横
穴
式
石
重
で
あ
る
。
出
土
遺
物
に
は
耳
環
、
豪
玉
の
ほ
か
杯
、
高
杯
、
壷
、
謹

の
須
恵
器
が
あ
る
。

以
上
の
四
基
の
う
ち
て
二
、
三
号
墳
は
ほ
ぼ
標
高
を
同
じ
く
す
る
が
、
四
号
墳
の
み
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
築
造
の
時
期



考
え
ら
れ
る
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は
出
土
し
た
須
恵
器
か
ら
み
れ
ば
三
号
↓
二
号
↓
一
号
↓
四
号
の
順
で
、
い
ず
れ
も
追
葬
が
認
め
ら
れ
、
使
用
を
終
っ
た
の
は
ほ
ぼ
同
じ
噴
と

0

山
の
前
古
墳
群
（
第
5
図）

福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
に
所
在
す
る
古
墳
群
で
あ
る
。
五
基
で
一
群
を
な
し
、
実
際
調
査
が
な
さ
れ
た
の
は
三
基
で
あ
る
。
そ
の
配
置
は
一

号
墳
を
尾
根
の
頂
部
に
置
き
、
北
東
に
延
び
る
傾
斜
に
そ
っ
て
二
、
三
、
四
、
五
号
墳
と
並
ん
で
い
る
。

一
号
墳
は
尾
根
の
頂
部
に
位
置
す
る
径
二
四
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
、
当
古
墳
群
で
は
最
も
大
き
く
、
盟
主
的
地
位
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
内
部
主
体
は
胴
張
り
の
複
室
構
造
の
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。
調
査
時
に
は
既
に
大
き
く
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
大
部
分
の
石
材
は
抜
き

と
ら
れ
て
い
た
。
緑
泥
片
岩
の
板
石
を
使
用
し
て
構
築
し
て
い
る
点
は
他
の
石
室
と
同
様
で
あ
る
が
、
後
室
に
は
石
障
を
設
け
て
い
る
。
出
土

遺
物
は
撹
乱
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
移
動
し
て
い
た
が
、
須
恵
器
、
土
師
器
を
は
じ
め
、
耳
環
、
雲
珠
、
辻
金
具
、
杏
葉
、
鐙
、
鉄
鎖
な
ど
が
あ

る
。
な
か
で
も
土
師
器
は
小
形
品
が
墓
道
よ
り
出
土
し
て
お
り
、
墓
前
祭
に
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
馬
具
の
類
は
他
の
古

墳
に
比
べ
て
非
常
に
豊
富
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
。

二
号
墳
は
一
号
墳
の
す
ぐ
北
東
の
傾
斜
面
に
裾
を
接
す
る
よ
う
な
位
置
に
あ
る
。
表
面
は
か
ろ
う
じ
て
古
墳
と
認
識
で
き
る
程
度
の
低
い
盛

土
で
、
東
西
径
約
一

0
・
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
径
一
一
了
四
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
あ
る
。
内
部
主
体
は
羨
道
の
短
か
い
胴
張
り
を
も
っ
横
穴
式

石
室
で
、
全
長
二
・
六
五
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
を
は
か
る
小
形
の
も
の
で
あ
る
。
構
築
方
法
は
基
本
的
に
は
一
号
墳
と
同

様
で
あ
る
が
、
石
室
の
規
模
、
構
造
は
全
く
異
な
り
、
三
号
墳
に
類
似
し
て
い
る
。
遺
物
は
石
室
内
、
前
庭
部
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
須

恵
器
、
土
師
器
、
直
万
、
鉄
鎖
、
耳
環
、
馬
具
、
ガ
ラ
ス
玉
な
ど
が
あ
る
が
、
耳
環
は
一
六
個
も
あ
り
、
小
石
室
と
し
て
は
数
が
多
い
。

三
号
墳
は
二
号
墳
の
す
ぐ
傍
に
位
置
し
て
い
る
小
古
墳
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
二
つ
の
石
室
が
同
一
墳
丘
の
中
に
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
石
室
は
共
に
羨
道
が
明
確
な
形
を
と
ら
な
い
横
穴
式
石
室
で
、
胴
張
り
を
も
っ
て
い
る
。
築
造
は
北
側
に
あ
る
小
石
室
が
早
く
、
続
い
て

大
き
い
石
室
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
墳
丘
に
も
求
め
ら
れ
、
形
と
し
て
は
二
墳
が
く
っ
つ
い
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
小
石
室
か
ら

群
集
墳
形
成
の
一
視
点

（
佐
田
）

二
一
五
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二
一
六

耳
環
、
鉄
銀
、
直
万
、
大
石
室
か
ら
耳
環
、
玉
類
、
銅
釧
、
鉄
鎖
、
万
子
、
須
恵
器
、
土
師
器
と
特
に
変
っ
た
も
の
は
な
い
。

こ
の
三
号
墳
の
両
石
室
の
関
係
を
考
え
る
と
、
最
初
に
小
石
室
が
つ
く
ら
れ
、
第
一
次
埋
葬
が
行
な
わ
れ
た
後
、
す
ぐ
に
第
二
次
埋
葬
を
行

な
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
石
室
が
あ
ま
り
に
小
さ
く
、
追
葬
を
行
な
う
に
は
不
適
当
で
あ
っ
た
の
で
、
横
に
つ
く
り
か
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
小
石
室
が
一
次
埋
葬
の
み
で
、
大
石
室
に
追
葬
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
得
る
。

以
上
の
三
古
墳
を
み
る
と
、
そ
の
築
造
年
代
が
ほ
ぼ
同
時
期
と
考
え
ら
れ
、
各
々
追
葬
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
形
を
と
り
、
使
用
期
間

も
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
未
調
査
の
二
古
墳
も
同
様
に
考
え
ら
れ
、
こ
の
群
全
体
が
同
時
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
す
な
わ
ち
群
集
形
態
の
二
様
の
う
ち
、
同
時
に
築
造
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
号
墳
が
盟
主
的
立
場
を
と

る
こ
と
は
、
こ
の
五
基
一
群
が
そ
れ
で
単
位
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

0

鈴
ケ
山
古
墳
群
（
第
6
図）

山
の
前
古
墳
群
と
同
様
福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
に
所
在
す
る
本
古
墳
群
は
四
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
地
形
的
に
各
々
は
二
基
一
群
に
分

つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
調
査
さ
れ
た
の
は
て
二
号
墳
で
、
こ
れ
が
一
群
を
形
成
し
て
い
る
。

一
号
墳
は
径
一
二
メ
ー
ト
ル
前
後
の
円
墳
で
、
内
部
主
体
は
全
長
六
・
八
メ
ー
ト
ル
の
複
室
構
造
の
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。
前
、
後
室
と
も

胴
張
り
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
地
域
に
特
有
の
形
態
で
も
あ
る
。
埋
葬
遺
体
は
残
存
せ
ず
、
床
面
も
相
当
撹
乱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な

数
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
報
告
者
は
耳
環
の
出
土
数
よ
り
六
体
以
上
と
考
え
て
い
る
。
築
造
の
年
代
は
出
土
し
た
須
恵
器
の
形
式
か
ら

六
世
紀
後
半
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
七
世
紀
初
頭
頃
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

二
号
墳
は
径
一
三
・
三

t
一
六
・
九
メ
ー
ト
ル
の
す
こ
し
い
び
つ
な
円
墳
で
、
内
部
主
体
は
西
に
閉
口
す
る
長
さ
約
七
・
四
メ
ー
ト
ル
の
複

室
構
造
の
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。
石
室
は
薄
い
板
状
の
石
を
積
ん
で
つ
く
っ
て
お
り
、
一
号
墳
と
同
様
に
胴
が
膨
ら
ん
で
い
る
。
副
葬
品
も
と

り
た
て
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
く
群
集
墳
に
通
有
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
号
墳
と
二
号
墳
を
み
る
と
、
石
室
の
構
造
、
副
葬
品
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
同
一
年
代
の
築
造
で
あ
る
こ
と
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が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
六
世
紀
後

半
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
使
用
さ
れ

？こ
o こ
勇 と
猛が
寺 推
古定
墳8さ

れ
る

当
古
墳
は
佐
賀
県
杵
島
郡
北
方
町
勇
猛

山
の
東
方
の
傾
斜
面
に
所
在
し
て
お
り
、

北
側
の
椛
島
山
に
は
鏡
を
出
土
し
た
石
棺

が
あ
る
。
現
在
封
土
の
崩
壊
が
ひ
ど
く
明

確
に
境
形
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
元
々
は
円
墳
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
内

部
主
体
に
は
三
個
の
横
穴
式
石
室
を
も
っ

特
異
な
形
を
し
て
い
る
。
石
室
は
封
土
の

中
央
に
一
個
、
左
右
に
約
四
・
五
メ

l
ト

ル
の
等
間
隔
で
平
行
し
て
二
個
が
並
ん
で

い
る
。
と
も
に
南
に
閉
口
し
て
い
る
が
、

両
端
の
二
室
は
わ
ず
か
に
中
央
を
向
い
て

い
る
。
石
室
の
大
き
さ
は
一
号
石
室
が
最

第B図

も
大
き
く
、
三
号
石
室
が
一
番
小
さ
い
。

構
築
方
法
も
一
号
石
室
が
高
さ
約
三
メ

l

七
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二
一
八

ト
ル
ぐ
ら
い
あ
っ
て
、
羨
道
と
玄
室
の
床
面
が
同
一
な
の
に
対
し
て
、
二
、
三
号
石
室
は
天
井
が
低
く
な
り
、
玄
門
で
段
を
も
ち
、
玄
室
の
床

面
が
低
く
な
っ
て
い
る
構
造
で
あ
る
。
石
室
構
造
か
ら
み
れ
ば
、
一
号
石
室
が
古
く
、
次
い
で
二
号
石
室
、
三
号
石
室
と
な
っ
て
い
る
。

同
一
墳
丘
に
三
石
室
を
も
つ
こ
と
は
特
異
な
現
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
形
と
し
て
は
群
集
形
態
の
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と

同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
石
室
構
造
か
ら
み
れ
ば
、
三
石
室
が
漸
次
築
造
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
三
石
室
の
聞
に
は
連
続
し
た

関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
時
期
を
異
に
し
た
群
集
の
形
態
と
何
ら
変
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

回

、

群

の

形

成

き
り
し
て
く
る
。

近
年
調
査
さ
れ
た
群
集
墳
の
実
例
を
取
り
挙
げ
て
み
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
群
集
墳
の
形
成
さ
れ
る
過
程
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
が
は
っ

同
同
族
の
墓
域
、
岡
村
々
の
墓
域
と
分
類

水
野
正
好
氏
は
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
、
パ
門
家
族
の
墓
域
、
同
氏
族
の
墓
域
、

し
、
家
族
の
墓
域
は
い
わ
ゆ
る
一
つ
の
丘
陵
に
順
次
横
穴
式
石
室
が
築
造
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

の
も
の
で
、
地
域
的
に
集
合
し
た
も
の
が
、
同
、
伸
、
同
へ
と
大
き
な
群
を
形
成
し
て
行
く
。
こ
れ
は
群
の
在
り
方
を
具
体
的
に
検
討
し
た
も

の
で
、
群
集
墳
調
査
の
問
題
点
を
鋭
く
追
求
し
て
い
る
。
表
面
的
に
は
同
じ
形
態
を
と
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
同
じ
内
容
を
も
っ
て

こ
の
単
位
が
群
と
し
て
は
最
少

い
る
と
は
限
ら
ず
、
微
妙
な
ユ
ュ
ア
シ
ス
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

群
集
墳
の
内
容
に
つ
い
て
も
各
種
の
形
態
が
み
ら
れ
る
。
構
造
の
み
を
と
り
あ
げ
て
も
、
小
石
室
を
内
部
主
体
に
も
つ
も
の
、
横
穴
式
石
室

を
も
つ
も
の
、
木
棺
直
葬
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
或
る
程
度
の
時
代
差
は
認
め
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
そ
の
内
容
に
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
非

常
に
多
い
。
ま
た
埋
葬
数
に
お
い
て
も
、
多
人
数
埋
葬
、
単
体
埋
葬
の
場
合
も
あ
り
、
埋
葬
数
か
ら
の
み
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
掛
肘
築

墳
の
中
で
も
飛
山
古
墳
群
、
片
山
古
墳
群
は
古
い
時
期
に
築
造
さ
れ
た
一
群
で
あ
る
。

と
も
に
小
形
の
横
口
式
石
室
な
い
し
は
そ
れ
に
類
す
る

石
室
構
造
を
も
ち
、
小
形
の
古
墳
で
あ
る
。
し
か
も
埋
葬
数
は
少
な
く
石
山
勲
氏
は
片
山
古
墳
群
の
一
基
の
埋
葬
数
を
一

t
ニ
体
と
考
え
暗
い

る
。
埋
葬
数
が
少
な
い
こ
と
は
新
た
に
古
墳
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
階
層
が
古
墳
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
必
然
的
に
埋
葬
数



は
少
な
く
な
っ
て
く
る
。
こ
の
在
り
方
は
畿
内
に
お
け
る
初
期
横
穴
式
石
室
が
追
葬
を
ほ
と
ん
ど
考
え
さ
せ
な
い
の
と
一
脈
通
じ
る
現
象
で
お

る
。
そ
こ
に
は
古
墳
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
な
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
群
集
墳
発
生

の
主
要
因
で
あ
る
。
し
か
し
九
州
に
お
い
て
は
既
に
こ
の
時
期
に
は
多
人
数
埋
葬
の
例
も
多
く
み
う
け
加
が
る
。
こ
の
少
数
埋
葬
と
多
人
数
埋

葬
の
例
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
一
見
奇
異
な
現
象
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
複
数
を
同
一
個
所
に
葬
む
る
と
い
う

思
想
の
存
在
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
初
期
群
集
墳
に
み
ら
れ
る
少
数
埋
葬
は
、
よ
う
や
く
古
墳
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
階
層
の
人
々

が
こ
ぞ
っ
て
古
墳
を
つ
く
り
始
め
た
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
。
こ
の
段
階
で
は
古
墳
に
順
次
葬
む
る
よ
り
も
、
古
墳
を
つ
く
る
こ
と
に
政
治
的

な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

群
集
墳
の
盛
期
に
な
る
と
、
小
古
墳
が
群
在
す
る
よ
う
に
多
く
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
数
は
非
常
に
多
く
、
な
か
に
は
数
百
基
も
群
集
す
る
こ

と
が
為
る
。
こ
れ
ら
は
同
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
順
次
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
分
布
、
時
期
を
考
え
る
と
い
く

つ
か
の
小
群
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
徴
地
形
、
古
墳
の
方
向
な
ど
に
よ
っ
て
支
群
に
分
割
で
き
る
こ
と
は
既
に
先
学
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ

’hv

。こ
う
し
た
支
群
を
見
る
と
三
通
り
の
構
成
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
パ
円
、
古
墳
は
順
次
つ
く
ら
れ
る
が
、
世
代
的
な
ず
れ
が
な

く
、
ほ
ぼ
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
支
群

Q

同
、
付
と
形
成
は
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
一
基
他
の
古
墳
よ
り
規
模
の
大
き
い
も
の
を
含
む

支
群
。
日
円
、
世
代
的
に
順
次
つ
く
ら
れ
、
個
々
の
古
墳
に
は
時
期
差
が
認
め
ら
れ
る
支
群
。
こ
の
う
ち
付
、
悼
の
群
の
形
成
過
程
は
全
く
同
様

の
現
象
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
盟
主
的
な
古
墳
を
含
む
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
、
共
同
体
の
在
り
方
、
被
葬
者
の
問
題
と
も
係
わ

っ
て
く
る
。

付
の
よ
う
な
形
成
の
仕
方
を
前
記
古
墳
群
の
中
か
ら
挙
げ
る
と
、
高
見
A
古
墳
群
、
山
の
前
古
墳
群
、
鈴
ケ
山
古
墳
群
が
あ
る
。
加
え
る
に

初
期
の
群
集
墳
で
あ
る
飛
山
古
墳
群
、
平
原
古
墳
群
で
も
同
時
期
の
築
造
が
考
え
ら
れ
る
し
、
片
山
古
墳
群
の
ば
あ
い
三
時
期
に
分
け
ら
れ
る

一
時
期
に
限
れ
ば
同
様
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
支
群
は
一
世
代
を
経
る
と
、
墓
と
し
て
の
命
脈
を
終
え
、
次
の
築
造
が
始

IJ, 
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ま
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
か
と
い
え
ば
、
山
口
県
熊
毛
郡
平
生
町
東
前
寺
古
墳
群
の
在
り
方
が
一
つ
の
例

urる。

O
基
が
群
集
し
て
い
る
が
、
時
代
的
に
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
単
位
で
北
か
ら
東
へ
と
移
動
し
て
い
る
。
同
の
よ
う

な
形
成
を
示
し
て
い
る
の
に
は
山
の
前
古
墳
群
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
独
立
し
た
小
丘
陵
の
最
高
所
に
規
模
の
大
き
い
一
号
墳
が
所
在

し
、
石
室
構
造
で
も
他
と
異
な
っ
て
複
室
構
造
の
横
穴
式
石
室
を
呈
し
て
い
る
。
同
の
よ
う
に
連
続
し
て
築
造
さ
れ
た
古
墳
群
は
追
葬
の
問
題

も
あ
っ
て
、
抽
出
す
る
の
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
が
、
片
山
古
墳
群
の
在
り
方
が
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
時
期
に
限
れ
ば
け
の
関
係
が
成

立
し
て
い
る
が
、
全
体
を
み
れ
ば
時
期
的
に
ず
れ
て
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
同
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
た
だ
し
複
数
か
ら
成
つ

こ
こ
で
は

て
お
り
、
個
々
の
古
墳
が
ど
う
続
く
の
か
は
は
っ
き
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
パ
け
、
同
の
よ
う
な
同
時
期
築
造
を
横
の
関
係
、
同
の
よ
う
な
時
期
的
に
順
次
築
造
さ
れ
る
の
を
縦
の
関
係
と
し
、
両
者
の
関
係
が
結
合

し
て
群
集
墳
は
形
成
さ
れ
均
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
縦
の
関
係
で
は
連
続
性
を
も
つ
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
、
単
位
と
し
て
は
最
小
の
単
位

を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
野
氏
の
い
う
家
族
の
墓
域
が
こ
れ
で
あ
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
は
滋
賀
県
甲
賀
郡
甲
西
町
菩
提
寺
古
郡
群
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
時
期
を
異
に
し
て
連
続
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
尾
根
に
裾
を
接
す
る
よ
う
に
四
基
が
並
ん
で
い
る
。
片

山
古
墳
群
の
ば
あ
い
は
こ
の
形
態
が
同
時
に
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
両
者
は
時
期
的
な
差
と
被
葬
者
の
違
い
な

ど
、
現
象
面
で
異
な
り
は
あ
る
が
一
つ
の
パ
タ

l
y
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

横
の
関
係
と
は
同
時
築
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
支
群
の
在
り
方
を
示
す
も
の
で
、
支
鮮
の
中
に
含
ま
れ
る
古
墳
の
数
は
一
定
し
て
い
な

い
。
こ
の
ば
あ
い
支
群
は
一
つ
の
単
位
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
、
単
位
集
団
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
単
位
集
団
が
何
を
指

す
も
の
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
一
古
墳
へ
の
埋
葬
者
が
ど
の
よ
う
な
単
位
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
単
位
集

聞
を
解
く
き
っ
か
け
が
盟
主
的
古
墳
を
も
っ
山
の
前
古
墳
群
の
よ
う
な
支
群
の
在
り
方
で
あ
る
。

栗
古
墳
群
、
福
岡
市
下
和
白
宮
ノ
前
古
墳
群
で
も
み
ら
れ
る
。
狐
栗
古
墳
詳
で
は
、
平
野
に
一
番
近
く
規
模
の
大
き
い
古
墳
が
並
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
例
は
滋
賀
県
甲
賀
郡
甲
西
町
狐

こ
こ
で
は
盟
主
的
な
集
団
が
同
一
で
継
続
し
て
い
た
ら
し
く
、
順
次
並
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
盟
主
的
存
在
を
考
え
さ
せ
る
古
墳
が
支
群
の



中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
墓
域
を
選
定
す
る
際
に
も
規
制
が
働
い
て
い
た
こ
と
で
、
現
実
の
生
活
で
は
よ
り
強
力
な
規
制
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的
規
制
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
が
、
一
古
墳
の
被
葬
者
を
家
父
長
制
的
世
帯

共
同
体
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
を
集
合
し
た
一
個
の
作
業
単
位
と
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
単
位
が
日
常
に
お
け
る
生
産
単
位

で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
生
活
単
位
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
単
位
集
団
と
い
う
表
現
は
非
常
に
酸
味
な
言
葉
で
あ
る
。
西
谷
正
氏
は
福
岡
県
山
門
郡
瀬
高
町
の
大
道
端
遺
跡
で
数
軒
が
空
間
に
よ
っ

て
区
切
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
単
位
集
団
と
し
て
、
支
群
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
円
墳
l
円
墳
群
l
群
集
墳

が
、
竪
穴
式
住
居
｜
単
位
集
団
｜
村
落
と
い
う
在
り
方
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
可
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
一
住
居
で
の
生
活
人
員
は
一
古
墳
へ

の
被
葬
数
と
相
似
て
い
る
が
、
住
居
が
ど
の
程
度
続
く
も
の
か
、
埋
葬
の
区
切
り
を
ど
こ
で
つ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
ま
た

一
住
居
が
生
活
単
位
と
し
て
独
立
し
て
い
た
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
し
、
む
し
ろ
数
軒
の
単
位
を
一
古
墳
に
当
て
る
の
が
妥
当
で
は
な
か

ろ
う
か
と
考
え
る
。

玉

、

お

わ

り

古
代
に
お
け
る
身
分
と
階
級
の
概
念
と
群
集
墳
の
形
成
の
過
程
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
一
見
関
係
の
な
さ
そ
う
な
こ
の
問
題
は
、
群
集
墳
を

如
何
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
前
提
条
件
と
し
て
絶
対
に
欠
か
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
群
集
墳
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
上
で
は
被
葬

者
の
社
会
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
通
し
の
な
い
漠
然
と
し
た
論
述
を
繰
返
し
て
き
た
。

と
考
え
る
。
こ
の
小
稿
が
群
集
墳
研
究
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
だ

〈
一
九
七
二
・
一

0
・
三
一
）

群
集
墳
形
成
の
一
視
点

ハ
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田
〉
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註

（1
）
佐
田
茂
「
群
集
墳
の
形
成
と
そ
の
被
葬
者
に
つ
い
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』
五
八
巻
二
号
－
九
七
二
年
。

（2
）
古
代
史
部
会
「
「
大
化
改
新
」
研
究
史
の
検
討
」
『
日
本
史
研
究
』
七
八
号
一
九
六
五
年
。
古
代
史
部
会
「
七
世
紀
の
社
会
と
「
大
化
改
新
」
像
」

『
日
本
史
研
究
』
九
O
号
－
九
六
七
年
。
門
脇
禎
二
『
「
大
化
改
新
」
論
ー
そ
の
前
史
の
研
究
｜
』
一
九
六
九
年
。
原
秀
三
郎
「
大
化
改
新
批
判
序
設
」

、，J

、，J

上
・
下
『
日
本
史
研
究
』
八
六
号
、
八
八
号
一
九
六
六
・
六
七
年
o

fs

、〆
a

、

（3
）
マ
ッ
ク
ス
ウ
エ

l
パ

l
著
浜
島
朗
訳
『
権
力
と
支
配
』
所
収
。

（4
）
太
田
秀
道
「
歴
史
に
お
け
る
身
分
と
階
級
」
『
思
想
』
一
九
六
七
年
一
月
号
。

（5
）

レ

l
－
一
ン
著
全
集
刊
行
委
員
会
訳
『
国
家
と
革
命
』
二
ハ
0
ペ
ー
ジ
。

（
6
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
』
一
三
巻
。

（
7
）
西
嶋
定
生
「
古
代
史
学
の
問
題
点
」
『
古
代
史
講
座
』

H

八
四
ペ
ー
ジ
一
九
六
一
年
。

（8
）
西
嶋
定
生
「
中
国
古
代
奴
牌
制
の
再
考
察
」
「
古
代
史
講
座
』
同
一
九
六
三
年
。

（9
）
石
母
国
正
「
古
代
の
身
分
秩
序
｜
日
本
に
つ
い
て
の
覚
書
l
」
『
古
代
史
講
座
』
国
一
九
六
三
年
。

（
叩
）
関
晃
「
古
代
日
本
の
身
分
と
階
級
」
『
古
代
史
講
座
』
同
一
九
六
三
年
。

（
日
）
石
母
田
正
「
前
掲
書
」
二
五

0
ペ
ー
ジ
。

（ロ）

A
D
一
O
七
年
以
来
の
倭
王
が
中
国
王
朝
に
貢
上
し
た
「
生
口
」
や
邪
馬
台
国
王
の
所
有
し
た
多
数
の
奴
縛
は
賎
民
の
先
駆
形
態
と
考
え
、
と
の
身
分

を
排
除
し
、
内
部
を
「
大
人
」
「
下
戸
」
の
身
分
K
分
化
し
た
「
ク
ニ
」
と
い
う
政
治
的
社
会
を
良
人
共
同
体
の
端
緒
形
態
と
考
え
て
い
る
。

（
日
）
平
野
邦
雄
「
大
化
前
代
の
社
会
構
造
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
古
代
2

一
九
六
二
年
。

（U
）
滝
川
政
次
郎
『
日
本
奴
隷
経
済
史
』

（
日
）
平
野
邦
雄
「
前
掲
書
」

（
m
v
直
木
孝
次
郎
「
部
民
制
」
『
日
本
古
代
国
家
の
構
造
』
所
収
一
九
五
八
年
。

（
げ
）
塩
沢
君
夫
『
古
代
専
制
国
家
の
構
造
』
、
一
九
五
八
年
。

（
泊
）
松
岡
史
・
石
山
勲
・
前
川
威
洋
・
副
島
邦
弘
『
片
山
＋
口
墳
群
』
（
『
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
四
六
集
ご
九
七
O
年。

（
叩
）
塩
尾
勝
利
・
鳥
律
義
弘
・
国
平
健
三
・
柳
田
純
孝
・
他
『
和
白
遺
跡
群
』
（
『
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
－
八
集
）
一
九
七
一
年
。

（
初
）
石
山
勲
・
川
述
昭
人
「
平
原
古
墳
群
の
調
査
」
（
『
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
』

E
）
｝
九
七
二
年
。



（
幻
）
（
叩
〉
と
同
じ
。

（
勾
）
西
谷
正
・
佐
田
茂
・
松
本
肇
・
石
山
勲
・
川
述
昭
人
・
酒
井
仁
夫
・
森
田
勉
「
山
の
前
古
墳
群
の
調
査
」
（
『
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調

査
報
告
』

E
）
一
九
七
二
年
。

（
お
）
西
谷
正
・
石
山
勲
・
川
述
昭
人
「
鈴
ケ
山
古
墳
群
の
調
査
」
（
『
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
』

E
）

（
包
）
木
下
之
治
『
勇
猛
山
古
墳
群
』
一
九
六
七
年
。

（
お
〉
水
野
正
好
「
群
集
墳
と
古
墳
の
終
駕
」
『
古
代
の
日
本
』

5

一
九
七
O
年。

（
お
〉
（
沼
）
と
同
じ
。

（
幻
）
佐
閉
茂
「
出
土
人
骨
か
ら
み
た
後
半
期
古
墳
の
被
葬
者
l
九
州
の
場
合
｜
」
『
九
州
考
古
学
』
四
六

（
お
）
潮
見
浩
・
川
越
哲
志
・
河
瀬
正
利
・
藤
田
等
『
東
前
寺
古
墳
群
発
掘
調
査
報
告
」
一
九
六
六
年
。

（
鈎
）
（
1
〉
と
同
じ
。

（
ω）
一
九
六
五
年
一

O
月
、
滋
賀
県
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
調
夜
さ
れ
た
。

（
引
む
水
野
正
好
他
『
甲
賀
都
甲
西
町
狐
栗
古
墳
群
調
査
概
要
』
（
『
滋
賀
県
文
化
財
調
査
概
要
第
六
集
』
）

（m
M

）
（
印
）
と
同
じ
。

（
お
〉
西
谷
正
・
下
条
信
行
・
木
村
幾
多
郎
・
島
津
義
昭
「
九
州
考
古
学
の
諸
問
題
」

一
九
七
二
年
。

一
九
七
二
年
。

一
九
六
六
年
。

『
考
古
学
研
究
』
一
九
巻
一
号

一
九
七
二
年
。

群
集
墳
形
成
の
一
視
点

（
佐
田
）

一一一一一一一


