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五
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
こ
ろ
、
古
墳
内
部
に
置
か
れ
た
枢
や
石
室
内
部
に
、
浮
彫
、
塗
色
、
あ
る
い
は
線
刻
に
よ
っ
て
各
種
の
文

様
を
描
く
こ
と
が
流
行
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
た
こ
れ
ら
装
飾
古
墳
の
数
は
、
全
国
で
約
六
百
基
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
三
割
以

上
が
熊
本
県
内
に
分
布
し
、
横
穴
を
除
い
て
石
室
構
造
を
な
す
古
墳
で
は
、
熊
本
県
菊
地
川
流
域
と
福
岡
県
筑
後
川
流
域
が
全
国
の
装
飾
古
墳

発
見
例
の
約
半
数
近
く
を
占
め
て
い
る
（
第
一
図
）
。
日
田
地
域
を
含
め
た
筑
後
川
流
域
の
彩
色
絵
画
の
出
現
と
展
開
に
関
し
て
は
、
石
屋
形

（
１
）

や
石
棚
な
ど
の
独
特
の
石
室
構
造
を
も
つ
こ
と
か
ら
菊
地
川
流
域
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
、
装
飾
古
墳
研
究
に
お
い
て
は
熊
本
県
北
部
地
域
が

最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
装
飾
古
墳
の
絵
画
の
も
つ
特
異
性
が
強
調
さ
れ
、
そ

れ
ら
に
関
す
る
図
録
そ
の
他
の
出
版
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菊
地
川
流
域
に
お
け
る
古
墳
文
化
変
遷
過
程
を
視
座
に
置

い
て
の
、
装
飾
古
墳
の
成
立
と
展
開
に
関
し
て
の
構
造
的
な
研
究
と
分
析
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
一
一
一
一
口
で
は
な
い
。

装
飾
古
墳
研
究
の
出
発
点
と
な
る
「
分
類
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
に
な
さ
れ
て
き
た
が
、
石
棺
系
装
飾
、
石
障
系
装
飾
、
壁
画
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装
飾
古
墳
に
描
か
れ
た
文
様
の
中
で
、
直
弧
文
や
寂
、
楯
な
ど
の
防
具
類
は
辞
邪
の
思
想
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
広
浦
古
墳
な
ど
の
石
棺

（
５
）

に
刻
ま
れ
た
文
様
は
、
死
者
に
備
え
る
た
め
の
副
葬
ロ
叩
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
ほ
か
に
は
、
考
古
学
の
立
場
か
ら
装
飾
の
も
つ
「
意
味
」
に

関
連
し
て
こ
れ
ま
で
に
積
極
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
松
本
信
広
氏
は
福
岡
県
珍
敷
塚
古
墳
や
鳥
船
塚
古

（
６
）

墳
で
発
見
さ
れ
た
装
飾
文
様
に
つ
き
一
一
一
臼
及
し
、
「
天
の
鳥
船
」
と
の
関
連
を
初
め
て
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
日
月
の
運
行
の
担
い
手
と
し
て
、

（
２
）

系
装
飾
、
横
穴
系
装
飾
に
区
分
す
る
小
林
行
雄
氏
の
分
類
が
今
ｐ
Ｈ
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
石
障
系
古
墳
の
成
立
に
関
し
て
、
箱
式
石

棺
墓
と
の
関
連
を
重
要
視
す
る
立
場
で
は
、
こ
れ
に
箱
式
石
棺
系
を
加
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
し
、
歴
史
的
な
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
観
点
か

ら
は
石
棺
系
か
ら
石
屋
形
系
を
分
離
す
る
ほ
う
が
有
意
味
で
あ
る
」
３
そ
れ
ぞ
れ
の
装
飾
を
も
つ
初
現
の
古
墳
と
し
て
は
、
横
穴
系
は
熊
本
県
山

鹿
市
付
城
横
穴
群
（
六
世
紀
第
一
四
半
期
）
、
石
障
系
は
熊
本
県
八
代
市
長
迫
古
墳
や
大
鼠
蔵
尾
張
宮
古
墳
（
五
世
紀
第
一
四
半
期
）
、
石
屋
形

系
は
熊
本
県
玉
名
郡
塚
坊
主
古
墳
（
五
世
紀
第
四
四
半
期
）
、
箱
式
石
棺
系
で
は
熊
本
県
天
草
郡
広
浦
古
墳
や
八
代
市
門
前
２
号
墳
（
四
世
紀

第
四
四
半
期
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
壁
画
系
は
山
鹿
市
日
塚
古
墳
（
六
世
紀
第
一
四
半
期
）
か
ら
は
じ
ま
る
。
石
棺
系
で
は
福
岡
県

八
女
郡
石
人
山
古
墳
が
最
も
古
く
、
五
世
紀
の
第
二
四
半
期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
石
棺
に
装
飾
を
施
す
技
法
は
小
林
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

（
４
）

に
、
大
阪
府
柏
原
市
安
福
寺
の
石
棺
な
ど
竪
穴
式
石
室
に
納
め
ら
れ
る
例
が
あ
り
、
前
期
古
墳
出
土
石
棺
と
の
関
連
で
解
釈
が
可
能
と
ｊ
ｂ
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
突
如
と
し
て
こ
の
地
域
に
出
現
し
た
こ
と
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
な
お
未
解
決
の
問
題
を
多
く
孕
ん
で
い
る
と
い
え

よ
う
。
石
人
山
古
墳
の
直
弧
文
を
施
し
た
石
棺
以
外
、
筑
後
地
域
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
文
様
を
刻
ん
だ
石
棺
が
未
発
見
で
あ
り
、
熊
本
県
の

有
明
海
か
不
知
火
海
の
周
辺
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
も
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
菊
地
川
中
流
域
に
所
在
す
る
鹿
本
郡
鹿
央
町
の

岩
原
古
墳
の
内
部
主
体
に
、
石
人
山
古
墳
の
石
棺
と
同
様
な
装
飾
文
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、

装
飾
古
墳
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
熊
本
県
下
に
展
開
し
た
古
墳
時
代
の
動
向
が
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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東
南
ア
ジ
ア
で
は
船
が
、
北
ア
ジ
ア
や
中
国
で
は
車
が
重
要
視
さ
れ
、
鳥
船
塚
古
墳
（
第
２
図
４
）
や
珍
敷
塚
古
墳
（
第
２
図
５
）
な
ど
に
描

か
れ
た
船
を
漕
ぐ
状
況
は
、
中
国
南
部
や
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
広
が
る
銅
鼓
の
図
像
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
天
の
鳥
船
信
仰
は
日
本
の
古

代
文
化
の
中
に
潜
む
南
方
系
要
素
の
一
つ
と
し
て
松
本
氏
は
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
船
の
働
き
は
「
死
後
の
霊
魂
が
太
陽
の
方

角
に
あ
る
黄
泉
の
島
に
行
く
と
き
の
手
段
」
と
想
定
し
た
。
こ
の
松
本
論
文
は
か
っ
て
米
田
庄
太
郎
氏
に
よ
り
、
日
本
神
話
に
み
ら
れ
る
天
鳥

船
は
世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
魂
の
運
び
手
と
し
て
の
船
と
共
通
し
、
「
霊
魂
の
国
が
海
ま
た
は
河
の
彼
岸
に
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
処
で
は
、
死

（
７
）

入
船
の
観
念
が
生
起
す
る
」
と
し
た
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

漢
代
に
お
い
て
は
天
空
を
駆
け
る
車
は
龍
車
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
一
方
漢
代
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
長
江
流
域
で
は
、
昆
需
へ
の
旅
立
ち
に

〈
８
）

は
鳥
と
龍
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
車
は
漢
代
に
な
っ
て
龍
と
結
び
つ
い
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
中
国
の
段
代
に
お
い

（
９
）

て
は
、
神
や
霊
魂
は
白
馬
で
訪
れ
る
こ
と
が
白
川
静
氏
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は
魂
の
担
い
手
と
し
て
、
北
方
地
域

の
鳥
ま
た
は
犬
と
馬
、
中
・
南
部
地
域
の
鳥
ま
た
は
船
Ⅱ
龍
（
龍
船
）
と
の
対
比
と
し
て
基
本
的
に
は
択
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
、
）

装
飾
絵
画
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
論
孜
は
、
福
岡
県
竹
原
古
墳
を
題
材
に
し
て
金
関
丈
夫
氏
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
金
関
説
に

よ
る
と
、
竹
原
古
墳
の
奥
壁
に
描
か
れ
た
絵
画
は
一
幅
の
意
味
あ
る
全
体
像
で
あ
り
、
鶏
の
存
在
と
船
や
波
文
な
ど
は
そ
れ
が
水
辺
で
の
神
聖

な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
（
第
２
図
１
）
。
上
方
に
や
や
不
釣
り
合
い
に
躍
動
的
に
描
か
れ
た
動
物
は
、
尻
尾
や
指
先
の
特

徴
か
ら
龍
を
表
示
し
た
も
の
と
解
釈
し
、
龍
と
馬
と
の
結
び
つ
き
こ
そ
が
こ
の
壁
画
の
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
。

右
側
の
譜
と
馬
の
間
に
み
ら
れ
る
赤
と
黒
で
交
互
に
描
か
れ
た
三
角
文
は
、
本
来
は
五
彩
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
管
子
」
に
言
う
「
龍
の
衣
服
」

を
表
示
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
絵
画
の
中
で
は
龍
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
推
定
し
た
。
従
っ
て
こ
の
全
体
像
が
表
す
内
容
は
、

「
駿
馬
を
得
る
た
め
に
龍
の
棲
む
特
定
の
水
辺
に
牝
馬
を
率
い
て
、
龍
媒
を
求
め
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
漢
学
に
造
詣
の
深
い
金
関
氏
の

（
、
）

論
証
は
考
古
学
者
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
こ
の
説
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
日
本
の
装
飾
古
墳
に
描
か
れ
た
絵
画
は
葬
送
儀
礼
の
一
環
と
し
て
描
か
れ
た
は
ず
で

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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五
郎
山
古
墳
は
福
岡
県
筑
紫
野
市
原
田
に
所
在
す
る
直
径
約
一
一
三
米
の
円
墳
で
、
複
室
構
造
を
な
す
横
穴
式
石
室
墓
の
奥
壁
と
左
右
の
側
壁

奥
側
に
具
象
的
な
絵
画
が
描
か
れ
て
い
る
（
第
２
図
３
）
。
奥
壁
の
腰
石
中
央
部
に
一
隻
の
船
が
描
か
れ
、
そ
の
左
側
に
は
騎
馬
人
物
二
人
と

そ
れ
を
先
導
す
る
犬
二
頭
が
、
そ
の
上
方
に
は
霊
屋
（
磧
屋
）
に
向
っ
て
祈
る
二
人
と
、
矢
を
番
え
る
装
備
を
つ
け
た
人
物
像
が
あ
る
。
ま
た

画
像
中
央
か
ら
右
側
に
は
大
き
く
描
い
た
靱
と
弓
、
そ
し
て
そ
れ
ら
武
器
の
間
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
四
人
の
人
物
と
鳥
、
馬
な
ど
が
小
さ
く

描
か
れ
、
円
文
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
腰
石
上
部
の
奥
壁
に
は
円
文
に
向
か
っ
て
踊
る
二
人
の
人
物
と
二
匹
の
犬
、
騎
上
で
矢
を
番
え
る

人
物
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
左
側
石
に
は
一
隻
の
、
右
側
石
に
は
二
隻
の
そ
れ
ぞ
れ
棺
と
想
定
さ
れ
る
箱
を
載
せ
た
船
と
円
文
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
楯
、
靱
、
弓
、
鞆
な
ど
は
死
者
の
霊
魂
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
矢
を
番
え
る
人
物
は
新
し
い
魂
を
悪
霊
か
ら
護
る
役
割
が

想
定
さ
れ
る
。
円
文
が
黄
泉
の
国
を
象
徴
す
る
日
月
星
辰
で
あ
り
、
腰
石
に
描
か
れ
た
霊
屋
の
前
で
祈
る
人
物
、
腰
石
上
方
の
奥
壁
に
描
か
れ

た
人
物
が
歌
踊
音
曲
す
る
し
ぐ
さ
と
み
る
と
、
そ
こ
に
一
貫
し
た
葬
送
儀
礼
が
描
か
れ
て
い
る
と
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
腰
石
左
側
に
描
か

れ
た
騎
馬
の
人
物
の
う
ち
手
前
側
の
人
は
黒
色
で
区
画
さ
れ
た
方
形
の
中
に
赤
い
三
点
の
円
文
を
飾
る
「
も
の
」
を
手
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は

従
来
楯
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
装
飾
古
墳
の
文
様
に
み
ら
れ
る
楯
は
上
端
が
ど
れ
も
「
山
な
り
」
に
な
る
特
徴
を
示
し
て
い

（
肥
）

し
」
が
で
き
る
。

あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
絵
画
は
第
一
義
的
に
は
葬
送
儀
礼
に
関
す
る
内
容
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
次
に
具
象
的
な
絵
画
表
現
を
示
す
事
例
は

竹
原
古
墳
だ
け
で
な
く
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
近
接
し
て
営
ま
れ
た
そ
の
ほ
か
の
類
似
し
た
内
容
を
表
す
古
墳
絵
画
に
対
し
て
も
、
全
体
と
し
て
統

一
的
に
解
釈
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
、
葬
送
儀
礼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
こ
れ
ら
装
飾
古
墳
の
全
体
的
解

釈
が
可
能
か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一一

装
飾
古
墳
の
う
ち
具
象
的
な
表
現
を
も
つ
例
と
し
て
福
岡
県
五
郎
山
古
墳
、
竹
原
古
墳
、
珍
敷
塚
古
墳
、
鳥
船
塚
古
墳
の
絵
画
を
挙
げ
る
こ

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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る
こ
と
か
ら
、
別
の
「
も
の
」
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
腰
石
中
央
上
段
に
緑
色
で
屈
折
し
た
「
大
」
字
形
に
描
か
れ
た
図
形
は

鳥
の
羽
ば
た
く
姿
と
さ
れ
て
き
た
が
、
鳥
像
は
他
の
事
例
で
は
も
っ
と
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
衣
笠
を
抽
象
化
し
た
も
の
か
蕨
手

文
の
変
形
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
五
郎
山
の
装
飾
絵
画
で
は
、
楯
や
靭
で
示
さ
れ
る
伝
統
的
な
辞
邪
思
想
と
と
も
に
、
新
し
い
葬
送
儀

礼
の
思
想
が
混
在
し
て
い
る
状
況
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

竹
原
古
墳
は
福
岡
県
鞍
手
郡
若
宮
町
の
諏
訪
神
社
境
内
に
あ
る
、
複
室
を
も
つ
約
三
十
米
ほ
ど
の
前
方
後
円
墳
で
、
奥
室
の
壁
画
を
描
い
た

上
方
に
は
、
菊
地
川
流
域
に
起
源
を
も
つ
大
き
な
石
棚
を
構
え
て
い
る
。
前
室
の
左
右
の
奥
壁
に
玄
武
と
朱
雀
が
描
か
れ
（
第
２
図
２
）
、
奥

室
腰
石
に
は
左
右
に
描
か
れ
た
大
き
な
鶏
と
下
方
の
大
き
な
波
と
船
で
区
画
さ
れ
た
空
間
に
、
馬
と
馬
の
手
綱
を
と
る
武
具
に
身
を
固
め
た
人

物
、
そ
の
上
方
に
い
な
な
く
一
頭
の
馬
と
小
さ
な
船
が
配
置
さ
れ
、
右
側
の
鶏
と
馬
の
間
に
は
五
色
の
三
角
文
を
意
図
し
た
も
の
が
黒
色
と
赤

色
で
交
互
に
塗
ら
れ
て
い
る
（
第
２
図
１
）
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
金
関
氏
は
こ
れ
を
「
五
族
」
で
あ
る
と
考
定
さ
れ
て
い
る
。
五
旗
で
あ
っ

て
も
「
龍
の
衣
服
」
以
外
に
も
考
え
る
余
地
は
あ
る
。
む
し
ろ
葬
送
儀
礼
に
関
係
す
る
点
で
は
、
「
荊
楚
歳
時
記
」
五
月
の
条
に
あ
る
、

五
彩
の
絲
を
も
っ
て
臂
に
繋
け
、
名
づ
け
て
辞
兵
と
曰
う

に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
五
彩
は
「
辞
邪
」
を
象
徴
す
る
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
す
る
と
前
述
し
た
五
郎
山
の
騎
馬
人
物
が
保
持
す
る

「
も
の
」
も
「
辞
邪
を
象
徴
す
る
」
幟
で
あ
り
、
次
に
述
べ
る
珍
敷
塚
古
墳
で
、
船
上
に
描
か
れ
た
り
、
人
物
が
手
に
も
つ
縦
長
の
方
形
区
画
、

鳥
船
塚
古
墳
の
船
上
に
二
本
線
で
記
さ
れ
た
文
様
な
ど
は
、
死
者
の
魂
を
擁
護
す
る
道
具
だ
て
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま

た
こ
の
幟
の
存
在
に
よ
り
、
「
死
者
の
魂
」
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
具
象
的
な
像
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

竹
原
古
墳
の
絵
画
だ
け
で
は
そ
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
ず
は
「
神
聖
な
行
為
の
一
環
と
し
て
馬
を
船
に
乗
せ
よ
う
と
し

て
い
る
」
情
景
を
描
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

珍
敷
塚
古
墳
は
福
岡
県
浮
羽
郡
吉
井
町
の
耳
納
山
麓
に
広
が
る
大
古
墳
群
の
う
ち
の
一
基
で
、
一
九
五
○
年
に
士
取
工
事
に
よ
り
発
見
さ
れ

た
が
、
そ
れ
に
よ
り
破
壊
さ
れ
、
今
日
奥
石
と
側
石
の
一
部
を
留
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
奥
石
中
央
部
に
大
き
く
靭
を
三
個
描
き
、
そ
の
間
に
大

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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き
く
伸
び
た
蕨
手
文
を
配
し
て
、
画
面
左
端
に
は
大
き
な
円
文
と
そ
の
下
方
に
船
を
漕
ぐ
人
物
と
舳
に
と
ま
る
鳥
、
画
面
右
端
に
は
飾
り
の
つ

い
た
幟
を
も
つ
人
物
と
二
匹
の
轤
畭
と
小
さ
な
同
心
円
文
が
あ
り
、
末
端
部
に
は
岸
に
留
ま
る
鳥
の
構
図
に
な
っ
て
い
る
（
第
２
図
５
）
。
こ

の
右
端
に
描
か
れ
た
鳥
と
す
る
も
の
は
あ
る
い
は
岸
に
立
て
ら
れ
た
衣
笠
か
も
し
れ
な
い
。
二
匹
の
蛎
畭
の
存
在
か
ら
右
端
の
図
像
は
月
と
想

定
き
れ
、
中
国
的
な
観
念
の
下
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
、
左
端
の
円
文
は
太
陽
の
象
徴
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
壁
画
中
央

に
大
き
く
描
か
れ
た
靱
と
蕨
手
文
は
、
画
題
が
魂
の
浄
化
と
い
う
神
聖
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
、
全
体
と
し
て
日

月
が
宿
る
天
空
に
死
者
の
魂
が
運
ば
れ
る
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

鳥
船
塚
古
墳
は
珍
敷
塚
古
墳
の
南
方
三
百
米
に
所
在
す
る
古
墳
で
、
珍
敷
塚
古
墳
と
同
様
に
破
壊
さ
れ
、
石
室
の
一
部
の
み
が
残
さ
れ
て
い

る
。
奥
壁
腰
石
の
中
央
部
に
武
装
し
た
人
物
と
鰭
を
漕
ぐ
人
物
が
あ
り
、
船
の
両
端
に
は
鳥
が
、
船
の
前
方
よ
り
に
は
箱
形
の
も
の
が
描
か
れ
、

前
方
の
鳥
と
箱
、
後
方
の
鳥
と
人
物
と
の
間
に
は
、
二
本
線
で
表
現
さ
れ
た
幟
が
は
た
め
い
て
い
て
、
死
者
の
魂
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
表
し
、

死
者
の
魂
を
護
る
こ
と
が
示
め
さ
れ
て
い
る
。
船
の
上
方
に
は
円
文
が
、
左
上
方
に
は
二
対
の
靱
と
太
刀
が
、
腰
石
上
方
の
奥
壁
に
は
一
点
の

楯
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
て
い
て
（
第
２
図
４
）
、
従
来
の
辞
邪
思
想
の
幾
分
か
を
留
め
て
い
る
。
船
首
の
前
方
に
二
本
の
上
下
に
交
差
す
る
図

（
旧
）

像
は
、
珍
敷
塚
古
墳
と
同
様
に
黄
泉
の
国
（
魂
の
永
遠
の
休
息
地
）
の
岸
を
表
現
し
た
も
の
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
四
件
の
絵
画
に
出
現
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
円
文
、
各
種
の
武
具
、
幟
、
船
、
鳥
、
馬
、
犬
、
人
物
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
脚
）

日
月
星
辰
が
死
者
の
魂
が
た
ど
り
着
く
世
界
（
天
あ
る
い
は
海
の
彼
方
）
を
象
徴
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
具
象
的
絵
画
の
内
容
は
、

「
死
者
の
魂
が
船
に
乗
り
鳥
に
先
導
さ
れ
て
あ
の
世
に
行
く
」
行
程
を
描
い
た
も
の
と
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
魂
の
担
い
手
と
し
て
の
船
や
鳥
の
存
在
は
、
銅
鐸
の
絵
画
や
鳥
取
県
角
田
遺
跡
出
土
土
器
に
描
か
れ
た
絵
柄
か
ら
弥
生
時
代
に
ま

で
遡
の
ぼ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
国
分
直
一
氏
や
金
関
恕
凡
晦
が
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
最
近
荻
原
秀
三
郎
氏
に
よ
っ
て
こ
の
問

（
油
）

題
は
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
長
江
流
域
に
展
開
し
た
初
期
稲
作
民
に
淵
源
を
辿
り
う
る
習
俗
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「
階
書
」
「
倭
国
伝
」
の
、

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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葬
に
及
ん
で
屍
を
船
上
に
置
き
、
陸
地
こ
れ
を
牽
く
に
、
或
い
は
小
車
を
も
っ
て
す
。

と
の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
日
本
で
は
、
葬
送
観
念
に
「
海
上
他
界
観
」
、
「
彼
岸
と
此
岸
と
を
結
ぶ
船
と
鳥
」

の
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
竹
原
古
墳
に
み
ら
れ
る
玄
武
と
朱
雀
、
珍
敷
塚
古
墳
の
蠣
畭
な
ど
の
存
在
は
、
日
本
在
来
の
思
想
の
中
に
は
窺
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

金
関
丈
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
新
ら
た
な
大
陸
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
装
飾
古
墳
に
描
か

れ
た
馬
や
騎
馬
人
物
、
犬
な
ど
の
図
像
は
新
た
な
思
想
の
導
入
を
反
映
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

が
知
ら
れ
て
い
る
。

九
州
の
装
飾
古
墳
の
中
で
彩
色
に
よ
り
馬
が
描
か
れ
る
事
例
と
し
て
は
、
前
述
し
た
五
郎
山
古
墳
、
竹
原
古
墳
を
除
く
と
次
の
よ
う
な
類
例

九八七六五四三二

薬
師
下
南
古
墳

清
澄
橋
古
墳

日
ノ
岡
古
墳

桂
川
王
塚
古
墳

田
代
太
田
古
墳

法
恩
寺
３
号
墳

ガ
ラ
ン
ド
ヤ
２
号
墳

永
安
寺
東
古
墳

弁
慶
ヶ
穴
古
墳

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）

一一’

福
岡
県
久
留
米
市
草
野
町

福
岡
県
浮
羽
郡
田
主
丸
町

福
岡
県
浮
羽
郡
吉
井
町

福
岡
県
嘉
穂
郡
桂
川
町

佐
賀
県
鳥
栖
市
田
代
本
町

大
分
県
日
田
市
刃
連
町

大
分
県
日
田
市
石
井
町

熊
本
県
玉
名
市
永
安
寺

熊
本
県
山
鹿
市
熊
入
町

馬馬騎騎騎騎馬馬騎
馬馬馬馬馬



－１７２－

（
〃
）

こ
の
他
に
福
岡
県
浮
羽
郡
吉
井
町
原
古
墳
に
ｊ
、
船
に
乗
る
馬
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
日
下
八
光
氏
の
模
写
で
は
船
に

乗
り
、
右
側
に
頭
を
向
け
た
馬
が
表
現
き
れ
て
い
る
が
、
今
日
壁
画
の
剥
落
が
激
し
く
、
そ
の
当
否
は
明
ら
か
に
し
難
い
た
め
に
詳
細
は
不
明

（
旧
）

で
あ
る
。
．
ま
た
観
音
塚
古
墳
の
奥
壁
に
は
数
隻
の
船
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
右
端
に
あ
る
図
像
を
「
船
に
乗
っ
た
騎
馬
」
と
す
る
に

は
、
不
鮮
明
な
こ
と
と
、
類
例
が
な
い
こ
と
か
ら
驍
踏
を
覚
え
る
。

以
上
の
古
墳
の
中
で
年
代
的
に
最
も
遡
上
す
る
と
想
定
さ
れ
る
の
は
、
日
ノ
岡
古
墳
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
全
長
が
七
四
米
を
測
り
、
一
重

の
周
濠
を
も
つ
前
方
後
円
墳
で
、
単
室
の
胴
張
り
の
す
る
横
穴
式
構
造
の
石
室
を
な
す
。
羨
道
部
分
が
長
大
化
す
る
以
前
の
短
い
類
型
に
属
し
、

（
旧
）

六
世
紀
の
第
一
一
四
半
期
の
築
造
（
磐
井
の
乱
後
）
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
馬
像
は
石
室
左
側
壁
に
一
一
一
角
文
や
円
文
に
混
じ
っ
て
わ
ず
か
に
一
頭

み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
竹
原
古
墳
な
ど
に
み
ら
れ
る
明
瞭
な
葬
送
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
欠
け
て
い
る
。

こ
れ
に
続
き
馬
の
登
場
す
る
図
像
が
描
か
れ
た
、
六
世
紀
の
第
三
四
半
期
に
比
定
さ
れ
る
古
墳
と
し
て
、
桂
川
王
塚
古
墳
、
田
代
太
田
古
墳

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
王
塚
古
墳
で
は
馬
は
両
側
の
前
室
奥
壁
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
（
第
３
図
）
、
死
体
を
納
め
る
石
屋
形

や
石
屋
形
を
包
む
石
室
全
体
は
三
角
文
や
円
文
、
楯
形
文
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
馬
の
持
つ
装
飾
的
意
味
は
こ
の
他
の
装
飾
古
墳
に
み
ら

れ
る
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
副
葬
品
と
し
て
多
数
の
馬
具
や
武
具
・
武
器
を
所
有
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
む
し
ろ
被
葬
者
の
生

前
に
お
い
て
の
「
派
遣
軍
の
上
官
」
と
し
て
の
誇
ら
し
い
状
況
を
物
語
る
が
ご
と
き
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
田
代
太
田
古
墳
で
は
人
物
や

馬
に
乗
っ
た
人
物
、
船
な
ど
が
同
一
の
空
間
に
配
置
さ
れ
て
い
て
も
、
一
一
一
角
文
や
円
文
、
楯
形
文
な
ど
に
挟
ま
れ
て
、
明
瞭
な
葬
送
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
認
め
難
い
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
薬
師
下
南
古
墳
で
は
奥
室
左
側
の
壁
に
、
旗
棹
も
つ
騎
馬
が
描
か
れ
て
い
て
、
あ
る
い
は
死
者
を

象
徴
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
肝
心
な
奥
壁
に
装
飾
を
欠
く
た
め
に
、
そ
の
意
味
は
判
然
と
し
な
い
。
清
澄
橋
古
墳
で
は
馬
は
単
独
に
表

現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
葬
送
儀
礼
と
の
関
連
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
馬
が
船
や
鳥
な
ど
と
結
び
つ
い
て
明
確
な
葬
送
儀
礼
を
表

現
し
た
事
例
は
、
こ
れ
よ
り
や
や
築
造
時
期
が
遅
れ
る
古
墳
に
認
め
ら
れ
る
。

弁
慶
ケ
穴
古
墳
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
船
と
結
び
つ
く
図
像
を
も
つ
も
の
と
し
て
玉
名
市
永
安
寺
東
古
墳
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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船
に
乗
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墓
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
、
）

葬
送
儀
礼
に
船
が
伴
う
こ
と
は
、
海
上
他
界
観
を
ｊ
じ
っ
集
団
に
於
い
て
は
通
有
の
現
象
で
あ
る
と
す
る
と
、
馬
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
斎
藤
忠
氏
は
「
乗
り
主
の
い
な
い
馬
は
死
者
を
運
ぶ
も
の
で
あ
り
、
死
者
を
運
ぶ
船
と
と
も
に
、
恐
ら
く
死
者

（
皿
）

の
霊
魂
を
送
る
た
め
の
も
の
」
と
想
定
し
、
白
石
太
一
郎
氏
は
馬
ｊ
Ｄ
船
と
同
様
に
「
魂
の
乗
り
物
」
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
弁
慶
ヶ
穴

古
墳
に
於
い
て
、
船
上
に
馬
が
描
か
れ
る
場
面
と
船
上
に
箱
形
の
容
れ
物
が
認
め
ら
れ
る
場
面
が
あ
り
、
箱
形
の
容
れ
物
の
上
に
鳥
が
と
ま
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
箱
形
の
容
れ
物
は
棺
で
あ
り
、
霊
魂
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
馬
と
棺
が
互
換
性
を

も
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
馬
が
棺
と
同
様
に
死
者
の
魂
を
留
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
（
第
４
図
）
。

こ
う
し
た
「
魂
の
運
び
手
」
と
し
て
馬
が
重
要
な
役
割
を
担
う
事
例
は
、
古
代
の
東
北
・
北
ア
ジ
ア
に
広
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
古
墳
で
は
装
飾
文
様
と
し
て
円
文
や
三
角
文
と
と
も
に
船
と
馬
が
描
か
れ
る
が
、
馬
は
一
匹
前
室
左
側
壁
に
、
船
三
隻
は
前
室
右
側
壁
に
あ

り
、
両
者
が
同
一
画
面
に
意
味
あ
る
組
み
合
わ
せ
で
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
永
安
寺
東
古
墳
は
切
石
を
使
っ
た
石
室
構
造
の
特
徴
か
ら
六
世

紀
末
に
築
造
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
馬
の
も
つ
意
味
を
忘
れ
か
け
た
時
期
の
壁
画
」
と
も
解
釈
さ
れ

る
余
地
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
馬
が
船
や
鳥
な
ど
と
結
び
つ
い
て
同
一
の
シ
ー
ン
に
現
れ
、
明
瞭
な
葬
送
儀
礼
を
表
現
し
た
事
例
と
し
て
は
、

竹
原
古
墳
、
五
郎
山
古
墳
、
弁
慶
ケ
穴
古
墳
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
時
期
を
、
六
世
紀
の
第
三
四
半
期
か
ら
第
四
四
半
期
の
交
、
前
後
に
築
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
ら
に
限
定
で
き
る
。

こ
れ
ら
特
殊
な
葬
送
儀
礼
を
表
現
す
る
と
想
定
さ
れ
る
装
飾
が
施
さ
れ
た
古
墳
は
、
竹
原
古
墳
な
ど
の
前
方
後
円
墳
か
、
も
し
く
は
五
郎
山

古
墳
や
弁
慶
ケ
穴
古
墳
な
ど
そ
の
地
域
を
代
表
す
る
大
型
円
墳
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
六
世
紀
後
半
段
階
で
の
古
墳
所
在
地
域
の
特
定
有
力
者
の

）
う
し
た
「
魂
の
運
び
手
」
と

「
後
漢
書
』
「
烏
垣
伝
」
に
は
、

俗
貴
兵
死
、
敵
屍
以
棺
、

犬
、
使
護
死
者
霊
帰
赤
山
。

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）

有
突
之
哀
、
至
葬
則
歌
踊
相
送
。
肥
養
一
犬
以
彩
縫
牽
、
併
取
死
者
所
乗
馬
衣
物
、
皆
焼
而
送
之
。
言
以
属

赤
山
在
遼
東
東
北
数
千
里
、
如
中
国
人
死
者
魂
帰
岱
山
也
。
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弁
慶
ケ
穴
古
墳
な
ど
に
描
か
れ
た
装
飾
モ
チ
ー
フ
が
、
「
馬
の
背
に
乗
っ
て
死
者
の
魂
が
あ
の
世
に
行
く
」
と
い
う
考
え
の
反
映
で
あ
る
と

す
る
と
、
古
墳
の
年
代
観
か
ら
そ
う
し
た
観
念
は
極
め
て
限
ら
れ
た
時
間
帯
の
中
で
出
現
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
極
く
短
期
間
の
う
ち
に
、

し
か
も
点
在
的
に
こ
う
し
た
葬
送
観
念
が
受
容
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
た
だ
単
に
「
文
化
伝
播
」
で
は
解
釈
し
難
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
麹
）

従
来
こ
う
し
た
装
飾
古
墳
の
出
現
に
関
し
て
、
「
朝
鮮
出
兵
」
に
関
連
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
五
世
紀
末
か
ら

六
世
紀
段
階
で
の
九
州
地
域
の
特
定
有
力
者
が
、
大
陸
の
新
し
い
思
想
と
身
近
に
接
す
る
機
会
と
し
て
、
「
日
本
書
紀
』
に
拠
り
当
時
の
出
兵

（
観
）

関
連
記
事
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

と
あ
り
、
鮮
卑
族
な
ど
に
も
こ
う
し
た
観
念
が
強
く
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
扶
餘
族
の
墓
に
比
定
さ
れ
る
老
河
深
遺
跡
で
も
多
数
の
馬
の
随
葬
墓

（
麺
）

が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
百
済
の
王
墓
で
あ
る
石
村
洞
古
墳
で
も
馬
の
随
葬
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
馬
に
ま
つ
わ
る
葬
送
観

念
が
少
な
く
と
も
朝
鮮
南
部
（
百
済
）
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

旧
り
て
勅
し
て
、
物
部

○
宣
化
二
年
十
月
（
五
三
七
）

○
継
体
九
年
二
月
（
五
一
五
年
）

○
雄
略
二
十
三
年
四
月
（
四
七
九
）

価
り
て
兵
器
を
賜
ひ
、
併
せ
て
筑
紫
国
軍
士
五
百
人
を
遣
し
て
、
国
に
護
り
送
ら
し
む
。
是
を
東
城
王
と
す
。
是
歳
、
百
済
の
調
貢
、

常
の
例
よ
り
益
れ
り
。
筑
紫
の
安
致
臣
・
馬
飼
臣
等
、
船
帥
を
率
ゐ
て
高
麗
を
撃
つ
。

大
伴
金
村
連
に
詔
し
て
、
其
の
子
磐
と
狭
手
彦
を
遣
し
て
、
任
那
を
助
け
し
む
。
是
の
時
に
、
磐
、
筑
紫
に
留
り
て
、
其
の
国
の
政

を
執
り
て
、
三
韓
に
備
ふ
。
狭
手
彦
、
往
き
て
任
那
を
鎮
め
、
加
、
百
済
を
救
ふ
。

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）

四

物
部
連
を
副
へ
て
、
遣
罷
帰
す
。
（
中
略
）
故
、
物
部
連
、
舟
師
五
百
を
率
て
、
直
に
帯
沙
江
に
詣
る
。
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て
、
勇
士
一
千
を
率
て
、
衛
り
て
韮

こ
の
他
に
、
そ
の
後
の
敏
達
十
二
年
十
一

靱
負
阿
利
斯
登
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
記
事
に
述
べ
ら
れ
る
「
筑
紫
の
軍
士
」
、
「
筑
紫
の
安
致
臣
・
馬
飼
臣
等
、
船
師
を
率
ゐ
て
」
、
「
竹
斯
物
部
莫
奇
沙
河
」
、
「
筑
紫
国
造

○
欽
明
十
七
年
正
月
（
五
五
六
）

○
欽
明
十
五
年
十
二
月
（
五
五
四
）

百
済
本
記
に
云
は
く
、
三

○
欽
明
十
四
年
六
月
（
五
五
三
）

内
臣
を
遣
し
て
、
百
済
に

○
欽
明
十
五
年
五
月
（
五
五
四
）

○
欽
明
十
一
年
（
五
五
○
）

○
欽
明
九
年
十
月
（
五
四
八
）

有
至
臣
が
将
て
来
る
所
の
民
、
竹
斯
物
部
莫
奇
委
沙
河
、
能
く
箭
を
射
る
。

速
に
竹
斯
嶋
の
上
の
諸
の
軍
士
を
遣
し
て
、
臣
が
国
を
来
り
助
け
た
ま
へ
。

能
く
射
る
人
、
筑
紫
国
造
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
進
み
て
弓
を
贄
き
、
占
擬
ひ
て
新
羅
の
騎
卒
の
最
も
勇
み
壮
れ
る
者
を
射
落
す
。

（
中
略
）
余
昌
、
国
造
の
園
め
る
軍
を
射
却
け
し
こ
と
を
讃
め
て
、
尊
び
て
名
け
て
鞍
橋
君
と
曰
ふ
。

内
臣
、
舟
師
を
率
て
百
済
に
詣
る
。

是
に
、
阿
部
臣
・
佐
伯
連
・
播
磨
直
を
遣
し
て
、
筑
紫
国
の
舟
師
を
率
て
、
衛
り
送
り
て
国
に
至
ら
し
む
。
別
に
筑
紫
火
君
を
遣
し

、
勇
士
一
千
を
率
て
、
衛
り
て
弥
亘
に
送
ら
し
む
。

に
、
そ
の
後
の
敏
達
十
一
一
年
十
二
月
の
条
に
あ
る
日
羅
に
関
す
る
記
事
か
ら
、
宣
化
一
一
年
の
渡
韓
の
一
員
に
葦
北
の
国
造
の
刑
部
の

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）

三
百
七
十
人
を
百
済
に
遣
し
て
、
城
を
得
爾
辛
に
助
け
築
か
し
む
。

百
済
に
使
せ
し
む
。

一
一
一
月
十
二
日
辛
酉
に
、
日
本
使
人
阿
比
多
、
一
一
一
つ
の
舟
を
率
て
、
都
下
に
来
り
至
る
と
い
う
。

価
り
て
良
馬
二
匹
・
同
船
二
隻
・
弓
五
十
張
・
箭
五
十
具
を
賜
ふ
。
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ま
た
「
勇
士
一
千
人
を
率
い
」
た
筑
紫
火
君
に
つ
い
て
の
「
日
本
書
紀
」
の
記
事
に
は
、
『
百
済
本
記
」
を
引
き
、
「
筑
紫
君
児
、
火
中
君
弟
」（
配
）

と
解
釈
が
む
づ
か
し
い
注
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
中
」
は
可
能
性
と
し
て
菊
地
川
流
域
に
所
在
す
る
と
一
般
に
は
老
｛
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
中
」
が
熊
本
県
玉
名
市
大
字
中
に
比
定
し
う
る
と
す
れ
ば
覇
）
「
火
の
中
の
君
の
兄
」
が
居
住
す
る
菊
地
川
流
域
に
展
開
す
る
、
六
世
紀

後
半
段
階
に
築
造
さ
れ
た
比
較
的
大
き
な
円
墳
な
ど
の
被
葬
者
た
ち
も
の
一
部
も
、
筑
紫
君
に
率
い
ら
れ
た
「
勇
士
一
千
人
」
の
中
に
含
ま
れ
、

国
造
軍
の
中
核
と
し
て
出
兵
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
、
熊
本
県
山
鹿
市
小
原
浦
田
、
長
岩
、
鍋
田
な
ど
の
馬
像
を
浮
彫
り
し
た
横
穴
に

埋
葬
さ
れ
た
人
々
は
、
そ
れ
ら
の
従
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
九
州
に
出
現
し
た
六
世
紀
代
の
馬
を
装
飾
に
も
つ
古
墳
の
被
葬
者
た
ち
は
、
殆
ど
が
こ
の
欽
明
期
の
朝
鮮
派
兵

（
釦
）

に
関
連
し
た
集
団
に
属
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
想
定
さ
れ
る
。

表
し
て
い
る
。

鞍
橋
君
」
、
「
筑
紫
国
の
舟
師
」
、
「
筑
紫
火
君
」
、
「
葦
北
国
造
刑
部
の
靭
負
阿
利
斯
登
」
な
ど
は
、
百
済
か
ら
要
請
さ
れ
た
と
い
う
「
竹
斯
嶋
の

上
の
諸
の
軍
士
」
の
実
態
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
朝
鮮
へ
の
出
兵
記
事
で
は
、
軍
の
船
団
を
組
む
こ
と
が

で
き
る
九
州
の
国
造
ク
ラ
ス
の
人
物
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
五
五
○
年
か
ら
五
六
年
の
伽
耶
の
滅
亡
時
期
に
集
中
す

（
霞
）

る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
彼
ら
は
岸
俊
男
氏
の
い
う
九
州
の
「
国
造
軍
」
と
一
一
一
一
口
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
靱
負
や
部
民
が
加
わ
っ
た
集
団
で

（
鋼
）

（
”
）

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
士
ロ
田
晶
氏
に
よ
る
九
州
の
氏
族
一
覧
を
手
掛
か
り
に
す
る
と
、
法
恩
寺
古
墳
や
ガ
ラ
ン
ド
ヤ
古
墳
が
所
在
す
る

日
田
に
日
下
部
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
国
造
軍
の
一
員
と
し
て
、
こ
れ
ら
古
墳
の
被
葬
者
が
参
画
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を

階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
欽
明
期
に
お
け
る
朝
鮮
派
兵
は
百
済
の
要
請
に
応
え
た
も
の
で
、
大
き
く
は
百
済
の
対
高
句
麗
と
の
戦
闘
と
対
新
羅
と
の
戦
闘
の
二
段

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）

五
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百
済
は
高
句
麗
の
圧
迫
を
受
け
て
四
七
五
年
熊
津
に
遷
都
し
た
が
、
そ
の
後
も
高
句
麗
の
南
下
は
続
き
、
ま
ず
新
羅
と
結
ぶ
こ
と
で
こ
の
局

面
に
対
処
す
る
一
方
、
伽
耶
地
域
を
そ
の
領
土
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
勢
力
の
拡
大
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
任
那
」
の
割
譲
を
得

る
と
と
も
に
、
聖
明
王
二
六
年
（
五
四
八
）
以
降
、
百
済
は
高
句
麗
と
の
戦
い
に
勝
ち
、
漢
江
流
域
の
旧
六
郡
を
回
復
し
た
。
「
日
本
書
紀
」
欽

明
二
一
一
一
年
（
五
六
一
一
）
の
条
に
引
く
大
伴
狭
手
彦
の
活
動
、

遂
に
勝
に
乗
り
て
宮
に
入
り
て
、
蓋
に
珍
寶
靴
・
七
織
帳
・
鐡
屋
を
得
て
還
来
り
。

は
欽
明
十
一
年
（
五
五
○
）
に
関
連
し
た
記
事
と
考
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
対
高
句
麗
と
の
戦
闘
は
派
遣
軍
に
と
っ
て
有
利
に
展
開
し
た
こ

と
が
窺
え
、
国
造
軍
の
一
員
と
し
て
参
戦
し
た
九
州
の
豪
族
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
新
羅
真
興
王
十

二
年
（
五
五
二
漢
江
流
域
の
百
済
の
旧
領
が
新
羅
の
手
に
帰
し
、
高
句
麗
と
の
直
接
の
対
決
が
回
避
さ
れ
る
状
況
に
な
る
と
、
百
済
と
新
羅

の
対
立
が
顕
在
化
し
、
真
興
王
十
四
年
（
五
五
三
）
以
後
は
百
済
と
新
羅
の
間
で
の
戦
闘
が
持
続
的
に
行
わ
れ
る
事
態
に
陥
っ
た
。
こ
う
し
た

点
か
ら
欽
明
十
五
年
以
降
の
派
兵
は
、
伽
耶
を
巡
る
新
羅
と
の
戦
い
で
の
百
済
支
援
の
た
め
の
参
戦
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
三
国
史
記
」
「
新

羅
本
紀
」
真
興
王
十
五
年
（
五
五
四
）
の
条
、

百
済
明
礼
、
加
良
と
輿
に
来
っ
て
管
山
城
を
攻
む
。
（
中
略
）
新
州
の
軍
主
金
武
力
、
州
兵
を
以
之
に
赴
き
、
戦
い
を
交
ゆ
る
に
及
ん
で
、

稗
将
一
一
一
年
山
郡
の
高
干
刀
、
急
に
撃
っ
て
百
済
王
を
殺
す
。
是
に
於
い
て
諸
軍
勝
に
乗
じ
て
大
い
に
之
に
克
ち
、
佐
平
四
人
、
卒
二
万
九

千
六
百
人
を
斬
る
。
匹
馬
返
る
者
無
し
。

の
記
事
や
、
同
年
の
「
’
一
一
国
史
記
」
「
百
済
本
紀
」
聖
王
一
一
三
年
の
条
の

秋
七
月
、
王
新
羅
を
襲
わ
ん
と
欲
し
、
親
ら
歩
騎
五
千
を
師
い
、
夜
狗
川
に
至
る
。
新
羅
の
伏
兵
発
し
、
輿
に
戦
っ
て
乱
兵
の
害
す
る

記
録
は
、
百
済
聖
明
王
の
親
征
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
自
身
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
大
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
を
述
べ
、
こ
れ
に
続
き
、
さ
ら
に

「
百
済
本
紀
」
威
徳
王
八
年
（
五
六
二
の
条
の
、

所
と
為
り
て
莞
ず
。

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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葬
送
儀
礼
の
明
瞭
な
表
現
と
し
て
の
馬
が
装
飾
絵
画
に
登
場
す
る
の
は
、
六
世
紀
の
第
一
一
一
四
半
期
か
ら
、
第
四
四
半
期
の
交
、
前
後
と
極
め

て
限
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
造
軍
の
一
員
と
し
て
欽
明
期
に
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
集
団
が
も
ち
帰
っ
た
大
陸
地
域
に
展
開
す
る
新

（
釦
）

し
い
思
想
と
類
推
で
き
、
こ
れ
ら
装
飾
古
墳
は
そ
の
新
し
い
葬
送
儀
礼
の
田
心
想
の
下
に
営
ま
れ
た
墓
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
き
た
。
そ
こ
に
表

現
さ
れ
た
馬
は
「
魂
の
乗
り
物
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
国
北
方
地
域
で
典
型
的
に
み
ら
れ
る
葬
送
観
念
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
北
・
東
北
ア
ジ

ア
で
は
死
者
の
霊
魂
は
、
「
犬
に
先
導
さ
れ
て
、
馬
に
乗
り
」
魂
の
故
郷
（
天
界
）
へ
向
か
う
の
で
あ
り
、
日
本
の
装
飾
古
墳
で
は
五
郎
山
古

墳
の
壁
画
を
除
い
て
は
葬
送
儀
礼
と
結
び
つ
い
て
犬
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
弥
生
時
代
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
「
魂
は
船
に
乗
り
、
海
Ⅱ
天

兵
を
遣
し
て
新
羅
の
辺
境
を
侵
掠
す
。
羅
兵
出
て
撃
ち
之
を
敗
り
、
死
す
る
者
一
千
余
人
。

な
ど
の
内
容
か
ら
、
伽
耶
を
巡
る
新
羅
と
の
戦
い
が
圧
倒
的
に
新
羅
優
位
の
ま
ま
に
推
移
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
日
本

書
紀
」
欽
明
一
一
一
一
一
年
（
五
六
二
）
の
条
の
、

春
正
月
、
新
羅
任
那
の
官
家
を
打
ち
減
し
つ
。

と
の
「
任
那
」
の
滅
亡
記
事
は
、
百
済
ば
か
り
で
な
く
、
百
済
を
支
援
し
た
日
本
側
の
完
全
な
負
け
戦
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
欽
明
期
の
朝
鮮
で
の
戦
闘
に
加
わ
っ
た
国
造
軍
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
欽
明
十
二
年
（
五
五
二
を
境
と
し
て
そ
の
前
後

で
は
大
き
く
異
な
っ
た
局
面
が
展
開
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

王
塚
古
墳
や
チ
ブ
サ
ン
古
墳
を
初
め
と
す
る
六
世
紀
中
頃
以
前
に
築
造
さ
れ
た
装
飾
古
墳
に
は
、
馬
と
葬
送
儀
礼
の
結
び
つ
き
が
明
白
に
は

表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
古
墳
築
造
の
経
緯
と
時
期
か
ら
、
六
世
紀
五
十
年
代
後
半
か
ら
六
○
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
の
伽
耶
の
滅
亡
時
に
朝
鮮

に
送
り
出
さ
れ
、
悲
惨
な
体
験
を
し
た
集
団
に
関
係
す
る
人
物
こ
そ
が
、
彼
の
地
に
展
開
し
て
い
た
新
し
い
葬
送
儀
礼
を
導
入
し
、
「
馬
」
を

魂
の
担
い
手
と
し
て
描
い
た
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
よ
う
。

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）

お
わ
り
に
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の
彼
方
に
向
か
う
」
と
い
う
観
念
が
強
く
受
け
継
が
れ
、
当
時
の
九
州
に
於
い
て
は
魂
と
船
と
の
結
び
つ
き
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
六
世
紀
後
半
段
階
の
装
飾
古
墳
に
描
か
れ
た
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
は
、
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
や
竹
原
古
墳
、
五
郎
山
古

墳
の
壁
画
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
死
者
の
魂
が
乗
っ
た
馬
を
船
に
乗
せ
て
、
鳥
に
先
導
さ
れ
て
あ
の
世
に
送
る
」
と
い
う
新
旧
の
思
想

を
折
衷
し
た
観
念
の
下
に
表
現
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
六
世
紀
第
四
四
半
期
以
降
、
九
州
在
住
者
に
と
っ
て
朝
鮮
と
切
実
に
関
係
す
る
契
機
が
な
く
な
る
と
、
そ
の
後
に
築
造
さ
れ
た
装
飾

古
墳
の
絵
画
の
中
か
ら
馬
の
モ
チ
ー
フ
は
喪
失
し
、
有
明
海
一
帯
の
石
室
の
中
に
船
を
線
刻
す
る
こ
と
が
再
び
盛
ん
と
な
り
、
菊
地
川
流
域
の

横
穴
群
に
ゴ
ン
ド
ラ
を
表
示
す
る
こ
と
が
隆
盛
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
船
像
と
結
び
つ
い
た
魂
の
運
び
手
と
し
て
の
馬
像
の
登
場
は
、

ほ
ん
の
限
ら
れ
た
一
時
期
の
現
象
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

装
飾
古
墳
に
描
か
れ
た
絵
画
の
中
で
の
葬
送
儀
礼
と
結
び
つ
い
た
馬
の
出
現
時
期
は
、
上
述
の
よ
う
に
極
く
短
い
限
ら
れ
た
時
間
帯
に
過
ぎ

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
海
外
に
戦
闘
要
員
と
し
て
動
員
さ
れ
、
伽
耶
の
滅
亡
に
併
せ
て
敗
走
を
重
ね
る
戦
局
に
お
い
て
、
死
に
直
面
し
た

状
況
に
置
か
れ
た
集
団
の
問
で
の
そ
れ
は
永
く
留
め
る
べ
き
鎮
魂
歌
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
基
本
的
な
考
え
は
、
一
九
八
一
年
か
ら
三
ケ
年
間
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
高
木
正
文
氏
と
共
同
で
、
菊
地
川
流
域
の
横
穴
群
の
実
測

調
査
を
行
っ
た
期
間
中
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
一
九
九
三
年
秋
の
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
主
催
「
装
飾
古
墳
特
別
展
示
」
で
日
下
八
光
氏
の
装

飾
古
墳
の
模
写
に
接
し
た
こ
と
、
一
九
九
六
年
冬
に
福
岡
大
学
が
調
査
し
た
五
郎
山
古
墳
を
見
学
し
た
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
構
想
を
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
本
稿
は
一
九
九
七
年
九
月
の
熊
本
大
学
国
語
国
文
学
会
で
「
古
典
と
考
古
学
」
、
同
十
月
の
熊
本
県
文
化
財
保
護
協
会
で
「
装
飾
古
墳

の
世
界
」
と
そ
れ
ぞ
れ
題
し
て
講
演
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
文
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
次
に
掲
げ
る
諸
氏
に
貴
重
な
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
致
し
ま
す
。

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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士
寛
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松
本
寿
三
郎
、
工
藤
敬
一
、

㈲
松
本
信
広
「
古
代
伝
承
に
表
れ
た
車
と
船
」
「
日
本
民
俗
学
」
第
四
号
、
一
九
五
四
年
。

、
米
田
庄
太
郎
「
天
鳥
船
」
「
芸
文
」
第
八
巻
第
二
・
三
号
、
’
九
一
七
年
。

⑧
曽
布
川
寛
「
昆
涛
山
へ
の
昇
仙
」
中
公
新
書
、
一
九
八
一
年
。

⑨
白
川
静
「
詩
経
』
中
公
新
書
、
’
九
七
○
年
。

Ⅲ
金
関
丈
夫
「
竹
原
古
墳
奥
室
の
壁
画
」
「
三
口
の
因
□
三
」
第
二
一
五
号
、
一
九
六
九
年
。

⑪
森
貞
次
郎
「
竹
原
古
墳
」
小
林
行
雄
編
『
装
飾
古
墳
」
平
凡
社
、
一
九
六
四
年
。

⑫
以
下
、
装
飾
古
墳
に
関
す
る
記
述
は
主
と
し
て
、
高
木
正
文
編
「
熊
本
県
装
飾
古
墳
総
合
調
査
報
告
書
』
、
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
年
、
小
林
行
雄

編
・
藤
本
四
八
写
真
「
装
飾
古
墳
」
平
凡
社
、
’
九
六
四
年
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
「
装
飾
古
墳
の
世
界
』
’
九
九
三
年
、
藤
井
功
・
石
山
勲
「
装
飾
古

墳
」
日
本
の
原
始
美
術
第
一
○
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
九
年
、
佐
賀
県
立
博
物
館
「
装
飾
古
墳
の
壁
画
」
’
九
七
四
年
、
坪
井
清
足
・
町
田
章
「
壁
画
・
石
造
物
」

日
本
原
始
美
術
体
系
第
四
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
斎
藤
忠
「
日
本
装
飾
古
墳
の
研
究
」
講
談
社
、
一
九
七
三
年
な
ど
に
拠
っ
た
。
ま
た
五
郎
山
古
墳
の
壁

画
に
関
し
て
は
、
福
岡
大
学
の
小
田
富
士
雄
、
武
末
純
一
両
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、
調
査
期
間
中
に
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
奥
石
左
側
と
腰
石
上
方
の
奥
壁
に

描
か
れ
た
動
物
は
犬
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
。

側
こ
れ
ら
四
件
の
装
飾
絵
画
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
同
一
工
人
の
手
に
な
り
、
同
一
集
団
に
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
喪
屋
か
ら
黄
泉
ま
で
の
一
連
の
モ

Ⅲ
赤
崎
敏
男
「
筑
後
の
装
飾
古
墳
」
「
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
第
三
九
五
号
、
’
九
九
五
年
。

②
小
林
行
雄
「
装
飾
古
墳
」
小
林
行
雄
編
・
藤
本
四
八
写
真
「
装
飾
古
墳
」
平
凡
社
、
’
九
六
四
年
。

③
乙
益
重
隆
編
「
装
飾
古
墳
と
文
様
』
古
代
史
発
掘
第
八
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
四
年
、
玉
利
勲
「
装
飾
古
墳
の
謎
」
一
九
八
七
年
、
高
木
恭
二
「
石
障
系
横
穴

式
石
室
の
成
立
と
変
遷
」
「
｛
呂
崎
ク
リ
エ
イ
ト
」
第
六
号
、
一
九
九
四
年
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
葬
送
儀
礼
に
係
わ
る
品
目
に
お
い
て
は
、
死
体
の
「
容
れ
物
」
と
し

て
の
「
棺
」
が
最
も
重
要
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
古
墳
装
飾
は
棺
に
「
辞
邪
」
の
文
様
が
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
石
棺
や
石
棺
の

容
量
を
拡
大
し
た
石
障
が
東
部
瀬
戸
内
や
畿
内
地
方
な
ど
の
遠
方
に
わ
ざ
わ
ざ
運
ば
れ
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
蔵
富
士
寛
「
石
屋
形
考
」
『
先
史

学
・
考
古
学
論
究
Ⅱ
』
熊
本
大
学
考
古
学
研
究
室
、
一
九
九
七
年
参
照
。

側
小
林
行
雄
注
側
に
同
じ
。

副
乙
監
童
壁
漏
『
儘
術
古
奔

ど
は
そ
の
走
り
で
あ
る
。

乙
益
重
隆
編
「
装
飾
古
墳
と
文
様
」
古
代
史
発
掘
第
八
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
四
年
。
福
井
県
小
山
谷
古
墳
出
土
の
舟
形
石
棺
の
上
蓋
に
表
現
さ
れ
た
「
鏡
」
な

春
成
秀
爾
、
木
下
尚
子
、
山
崎
純
男
、
武
末
純
一
、
松
本
健
郎
、
島
津
義
昭
、
高
木
正
文
、
高
木
恭
二
、
藏
冨
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幽
吉
林
省
文
物
考
古
研
究
所
「
楡
樹
老
河
深
」
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。

⑬
装
飾
絵
画
の
出
現
と
朝
鮮
派
兵
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
、
多
く
の
論
者
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
森
貞
次
郎
「
装
飾
古
墳
の
発
生
と
展
開
」
、
「
福

岡
県
鞍
手
郡
若
宮
町
竹
原
古
墳
の
壁
画
」
「
九
州
の
古
代
文
化
』
六
輿
出
版
、
一
九
八
三
年
、
佐
田
茂
「
彩
色
壁
画
の
出
現
と
筑
後
の
彩
色
古
墳
」
「
交
流
の
考
古

学
』
一
九
九
一
年
、
参
照
。
な
お
小
林
行
雄
氏
は
「
も
し
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
任
那
遠
征
の
体
験
を
表
現
し
た
も
の
と
み

る
」
と
し
て
、
葬
送
儀
礼
と
は
関
連
さ
せ
な
い
で
、
朝
鮮
派
兵
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
小
林
行
雄
注
②
参
照
。

剛
以
下
読
み
は
岩
波
書
店
古
典
文
学
大
系
本
「
日
本
書
紀
」
一
九
六
七
年
に
拠
る
。

⑬
岸
俊
男
「
防
人
考
」
「
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、
’
九
六
六
年
。

岡
山
尾
幸
久
「
文
献
か
ら
見
た
磐
井
の
乱
」
「
日
本
古
代
国
家
の
形
成
」
大
和
書
房
、
一
九
八
六
年
。

阿
吉
田
晶
「
古
代
国
家
の
形
成
」
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
」
第
二
巻
、
一
九
七
五
年
。

例
山
尾
幸
久
氏
は
想
像
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
と
断
り
な
が
ら
も
「
熊
本
県
北
部
の
菊
地
川
流
域
の
勢
力
と
、
八
女
の
筑
紫
君
一
族
と
は
、
久
し
く
つ
な
が
り
を
持
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
「
中
の
君
」
の
所
在
地
を
菊
地
川
流
域
に
当
て
て
い
る
。
山
尾
幸
久
注
（
翌
参
照
。
ま
た
八
木
充
氏
は
一
九
九
七
年
六

月
九
州
考
古
学
会
主
催
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
筑
紫
火
君
の
謎
を
さ
ぐ
る
」
で
同
様
の
見
解
を
披
瀝
さ
れ
た
。

⑲
現
在
の
玉
名
高
校
の
敷
地
付
近
の
字
が
「
中
」
で
あ
る
（
松
本
寿
三
郎
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
）
。
角
川
書
店
の
「
日
本
地
名
大
辞
典
』
や
平
凡
社
の
「
熊
本
県

の
地
名
』
に
よ
る
と
、
建
武
二
年
（
’
一
一
一
五
五
）
の
菊
地
武
吉
の
寄
進
状
、
貞
和
五
年
（
一
一
一
一
四
九
）
の
壱
岐
守
輔
重
寄
進
状
、
応
安
八
年
（
二
一
一
七
五
）
近
江
守
平
某

チ
ー
フ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

伽
円
文
は
四
・
五
世
紀
こ
ろ
の
鏡
の
図
像
か
ら
展
開
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
鏡
が
日
月
と
同
一
視
さ
れ
、
時
に
は
辞
邪
を
表
し
、
天
や
神
を
象
徴
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
東
北
ア
ジ
ア
か
ら
北
ア
ジ
ア
各
地
に
み
ら
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
の
伝
承
で
窺
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
「
日
本
書
紀
」
の
大
日
霊
尊
や
月
弓
尊
の

誕
生
説
話
、
「
古
事
記
」
の
天
照
御
神
、
月
読
神
の
出
現
時
の
話
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
甲
元
眞
之
「
鏡
」
金
関
恕
・
佐
原
真
編
「
弥
生
文
化
の
研
究
』
第
八

巻
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
参
照
。

旧
国
分
直
一
「
基
層
文
化
の
系
譜
」
「
日
本
文
化
の
古
層
』
第
一
書
房
、
一
九
九
二
年
、
同
「
方
士
徐
福
の
挫
折
と
栄
光
」
「
北
の
道
南
の
道
』
第
一
書
房
、
一
九

九
二
年
、
金
関
恕
「
古
代
文
学
と
考
古
学
」
古
橋
信
孝
他
編
「
古
代
文
学
と
は
何
か
」
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
。

Ⅲ
荻
原
秀
三
郎
「
稲
と
鳥
と
太
陽
の
道
」
大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
。

Ⅲ
金
子
文
夫
「
考
古
遺
跡
」
『
吉
井
町
誌
』
一
九
七
四
年
。

旧
佐
賀
県
立
博
物
館
「
装
飾
古
墳
の
壁
画
』
一
九
七
三
年
、
吉
井
町
教
育
委
員
会
「
原
古
墳
』
一
九
八
四
年
。

Ⅲ
石
山
勲
「
筑
後
」
近
藤
義
郎
編
「
前
方
後
円
墳
集
成
九
州
編
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

剛
米
田
庄
太
郎
注
、
に
同
じ
。

⑪
斎
藤
忠
「
壁
画
古
墳
の
系
譜
』
学
生
社
、
一
九
八
九
年
、
白
石
太
一
郎
「
古
墳
壁
画
の
解
釈
学
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
「
装
飾
古
墳
の
世
界
』
一
九
九
三

年
。

船
に
乗
る
馬
（
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第
１
図
蔵
富
士
寛
作
成

第
２
図
森
貞
次
郎
「
福
岡
県
鞍
手
郡
若
宮
町
竹
原
古
墳
の
壁
画
」
、
「
装
飾
古
墳
の
発
生
と
展
開
」
『
九
州
の
古
代
文
化
」
六
興
出
版
、
一
九
八
三
年
、
森
貞
次
郎

「
鳥
船
塚
古
墳
」
小
林
行
雄
編
「
装
飾
古
墳
」
平
凡
社
、
’
九
六
四
年
。

第
３
図
森
貞
次
郎
「
装
飾
古
墳
の
発
生
と
展
開
」
「
九
州
の
古
代
文
化
』
六
興
出
版
、
一
九
八
三
年
。

挿
図
の
出
典

追
記脱
稿
後
、
谷
川
健
一
氏
の
「
白
鳥
伝
説
上
」
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
谷
川
氏
に
よ
る
と
遠
賀
川
流
域
は
、
か
っ
て
物
部
氏
の
割
拠
地
で
あ
り
、
「
直
方
市
下

新
人
の
剣
神
社
に
は
筑
紫
国
造
の
田
道
命
が
筑
紫
物
部
を
ひ
き
い
て
祀
っ
た
神
社
で
、
倉
師
大
明
人
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
か
ら
、
筑
紫
国
造
と
し
て
威
勢
を
張
っ
て

い
た
鞍
橋
君
も
ま
た
そ
れ
と
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
「
鞍
手
郡
誌
』
の
「
現
に
郷
内
に
鞍
橋
君
を
祀
り
し
黒
治
社
の
廃
趾
あ
り
」
の
一
文
を
引
い
て
、
筑

紫
国
造
鞍
橋
の
君
は
鞍
手
町
新
北
に
居
住
す
る
贄
田
物
部
の
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
谷
川
健
一
「
白
鳥
伝
説
上
』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
参
照
。

寄
進
状
な
ど
に
中
村
の
地
名
が
あ
り
、
中
村
の
地
名
が
中
世
ま
で
遡
上
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
菊
地
武
吉
の
寄
進
状
に
付
さ
れ
た
坪
付
写
に
掲
げ
ら
れ
た

坪
名
の
う
ち
三
坪
が
、
今
日
の
玉
名
市
大
字
中
周
辺
で
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
帯
が
中
世
に
中
村
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
大

字
中
は
菊
地
川
河
口
の
洪
積
台
地
上
に
あ
り
、
台
地
下
の
現
Ｊ
Ｒ
玉
名
駅
付
近
で
湊
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
台
地
上
の
北
側
に
隣
接
し
て
、
律
令
時
代
の
玉
名

郡
衙
関
係
遺
跡
（
郡
倉
、
郡
寺
、
郡
庁
）
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
発
掘
の
結
果
判
明
し
て
い
る
。
六
世
紀
段
階
の
国
造
の
居
住
地
が
後
に
郡
衙
の
所
在
地
に
な
り
、

国
造
ク
ラ
ス
が
後
に
郡
司
に
編
成
替
え
さ
れ
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
比
定
の
確
実
性
を
高
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
付
近
は
「
田
」
字
を
記
し
た

木
製
鎧
が
出
土
し
た
柳
町
古
墳
時
代
集
落
遺
跡
や
、
五
世
紀
後
半
の
首
長
墓
で
あ
る
稲
荷
山
古
墳
や
伝
左
山
古
墳
が
、
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
東
北
に
二
キ
ロ
ほ
ど

離
れ
た
所
に
、
大
坊
古
墳
、
永
安
寺
東
古
墳
、
同
西
古
墳
、
馬
出
古
墳
な
ど
の
装
飾
古
墳
が
所
在
し
、
台
地
の
東
を
流
れ
る
繁
根
川
上
流
域
の
石
貫
に
穴
観
音
、

ナ
ギ
ノ
、
古
城
な
ど
の
装
飾
を
も
つ
横
穴
群
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
も
そ
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。
今
日
の
玉
名
市
の
中
心
部
は
律
令
時
代
に
は
玉
名
郡
日
置
郷

に
比
定
さ
れ
る
こ
と
、
菊
水
町
出
土
の
火
葬
骨
壷
に
伴
う
墓
誌
の
銅
板
に
よ
り
、
玉
名
郡
の
「
権
擬
小
領
」
と
し
て
日
置
氏
の
名
が
窺
わ
れ
る
こ
と
な
ど
は
、
以

上
の
考
定
の
否
定
資
料
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
日
置
部
と
火
の
カ
バ
ネ
は
「
キ
ミ
」
で
あ
り
、
同
一
国
内
で
国
造
と
カ
バ
ネ

を
同
じ
く
し
、
ウ
ジ
名
の
異
な
る
部
十
カ
バ
ネ
の
ウ
ジ
が
分
布
す
る
辺
境
の
地
域
で
は
、
「
国
造
の
一
族
が
部
民
を
管
し
た
結
果
生
じ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
」
と
の
八
木
充
氏
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。
八
木
充
「
国
造
制
の
構
造
」
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
」
第
二
巻
、
一
九
七
五
年
参
照
。

⑩
こ
の
時
期
菊
地
川
中
流
域
の
横
穴
墓
に
、
五
弦
（
伽
耶
）
琴
を
弾
い
た
り
、
太
鼓
や
鼓
を
鳴
ら
す
な
ど
従
来
こ
の
地
域
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
図
像
が
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
、
新
し
い
葬
送
儀
礼
の
登
場
を
物
語
る
。
高
木
正
文
「
横
穴
墓
に
刻
ま
れ
た
鎮
魂
の
調
べ
と
涙
」
「
交
流
の
考
古
学
」
一
九
九
一
年
、
参
照
。

な
お
こ
う
し
た
新
し
い
観
念
が
日
本
に
導
入
さ
れ
る
契
機
の
一
つ
と
し
て
、
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
人
々
が
、
百
済
や
伽
耶
で
の
実
際
の
葬
儀
を
目
の
当
た
り
に

し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

船
に
乗
る
馬
（
甲
元
）
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第
４
図
高
木
正
文
編
『
熊
本
県
の
装
飾
古
墳
』
熊
本
県
教
育
委
員
会
、

船
に
乗
る
馬
（
甲
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九
八
四
年
。
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