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大良大
刀、

一
、
長
門
国
美
禰
南
原
寺
墓
地
考

南
原
寺
は
檀
波
羅
密
寺
が
誰
り
難
波
羅
密
寺
と
な
り
、
今
日
の
南
原
寺
と
寺
名

を
移
し
た
古
刹
で
あ
る
。
長
門
国
三
三
所
観
音
霊
地
第
十
七
番
札
所
と
し
て
も
著

名
で
あ
る
。
こ
の
南
原
寺
の
現
本
堂
の
東
脇
か
ら
桜
山

へ
至
る
小
径
を
登
る
と
中

世
墓
地
に
出
会
う
。

一
九
八
三
年
、
美
祢
市
教
育
委
員
会
よ
り
刊
行
さ
れ
た

『南

原
寺
遺
跡
-
第

一
次
発
掘
調
査
概
報
』
は
、
こ
の
寺
域
か
ら
発
掘
さ
れ
た
経
塚
と

}
こ
の
中
世
墓
地
を
扱

っ
て
鮮
や
か
に
そ
の
実
態
を
提
示
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
そ

…
の
騨
尾

に
付
し
て
、
些
さ
か
私
考
を
記
し
て
置
き
た
い
。

一

南
原
寺
墓
地
は
一一、段
に
雛
壇
造
成
さ
れ
た
墓
地
で
あ
る
。
上
段
に
八
基
、
中
段

　
に
二
基
・
下
段
に

塞

の
方
形
積
石
墓
が
黎

{と
並
ん
で
い
る
・
い
ま
こ
の
墓
域

を
検
討
す
る
に
当
り
重
視
し
て
置
か
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
に

「墓
道
」
が
あ
る
。

.
現
本
堂
の
東
脇
か
ら
北

へ
直
行
す
る
小
径

は
、
現
在
本
墓
地
前
で
東
折
し
て
い
る

が
、
嘗

つ
て
、
本
墓
地
が
息
ず
い
た
時
期

に
は
、
更
に
小
径
-
墓
道
が
な
お
北

へ

直
進
し
、
墓
地
内
を
東
西
に
分
別
す
る
形

で
上
段
に
ま
で
辿
り

つ
い
て
い
た
可
能

性
が

つ
よ
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
墓
道
」
を
想
定
す
る
と
、
本

墓
地
は
上
段
を
各
四
基
の
方
形
積
石
基
か
ら
構
成
さ
れ
る
東

・
西
域
の
二
域
に
、

中
段
は
二
基
の
方
形
積
石
墓
か
ら
構
成
さ
れ
る
東
域
と
造
墓
を
見
な
い
西
域
の
二

区
に
、
下
段
は

一
基
の
方
形
積
石
墓
か
ら
構
成
さ
れ
る
東
域
と
造
墓
を
見
な
い
西

域

の
二
域
に
よ

っ
て
構
造
が
枠
組
み
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上

っ
て
来
る
の

で
あ
る
。
墓
域
に
整
然
と
し
だ
規
格

・
規
制
の
働
い
て
い
る
様
子
が
明
確
に
読
み

と
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
墓
地
の
構
造
を
理
解
す
る
と
、
そ
の
構
造
の
変
遷
展

開
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
を
こ
う
し
た
構
造
上
か
ら
検
討
す
る

と
注
目
す
べ
き
成
果
を
得
る
か
に
見
え
る
。
ま
ず
上
段
の
東
西
二
域
を
詳
細
に
見

る
と
東
西
の
分
割
線
-
墓
道
の
到
る
線
を
介
し
て
東
西
両
域
が
そ
れ
ぞ
れ
左
右
対

称
の
配
置
を
と

っ
て
い
る
事
に
気
付
く
。
東
域
で
は
五
号
墓

・
四
号
墓

∴
二
号
墓

が
接
し
、
六
号
墓
が
大
き
く
離
れ
て
営
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
西
域
で
は
二
号

墓

・
一
号
墓
が
接
し
、

一
一
号
墓
が
僅
か
に
離
れ

一
〇
号
墓
が
大
き
く
離
れ
て
営

な
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
相
似
の
配
置
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
に
だ
注

目
さ
れ
る
の
は
五
号
墓
が
四
号
墓
に
接
す
る
の
に
対
し
、
西
域
の

一
号
墓
と

=

号
墓
間
に
は
僅
か
で
は
あ
る
が
間
隔
が
見
ら
れ
る
。
東
域
は

「
接
し
て
可
」
、

西

域
は

「
心
持
ち
離
す
が
可
」
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
く
離

れ
、
各
三
基
と
区
別
さ
れ
て
い
る
六
号
墓
、

一
〇
号
墓
と
は
ま
た
異
な

っ
た
在
り

方
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
上
段
の
東
域
は
三
基

・
]
基
の
二
区
、
西

域
は
三
基

・
一
基
の
二
区
が
弁
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
段
東
域
は
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二
基
の
方
形
積
石
墓
-
八
号
墓

・
七
号
墓
が
接
し
合
い
、
あ
た
か
も
上
段
の
東

・

西
両
域
の
五
号
墓
と
四
号
墓
、
二
号
墓
と

一
号
墓
と
相
似
た
在
り
方
を
示
し
て
お

り
、
東
域
そ
れ
自
体

二
基
の
墓
で

一
区
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

…
中
段
西
域
に
は
造
墓
を
見
な
い
の
で
あ
る
か
ら
造
墓
が
予
測
さ
れ
な
が
ら
造
墓
に

罫

ら
な
か

っ
た
経
緯
が
あ

っ
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
・
下
段
東
域
は

塞

の

方
形
積
石
墓
で
構
成
さ
れ
る

一
区
で
あ
り
、
西
域
は
中
段
西
域
同
様
、
造
墓
が
予

測
さ
れ
る
中
で
遂
に
造
墓
に
到
ら
な
か

っ
た
経
緯
が
あ

っ
弛
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

}
う
。

}

以
上
の
分
析
か
ら

本
鑑

は
、

上
段
東
域
に
二
区

三

基

.
塞

)
、

西
域

一
に
二
区

(三
基

・
一
基
)
、
中
段
東
域
に

一
区

(
二
基
)
、
下
段
東
域

に

一
区

二

基
)
に
造
墓
を
見
、
中
段
西
域
、
下
段
西
域
各

一
区
を
造
墓
予
定
地
と
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
情
景
は
本
墓
地
の

【
最
終
時
の
情
景
で
あ
る
。
墓
地
設
定
時

か
ら
墓
地
の
用
益
終
焉
時
ま

で

の

問

に

「
歴
史
」
が
め
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
所
で
あ
る
。
各
墓
の
形
状
を
通
じ

て
変
遷
の
過
程
を
推
測
し
て
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。
調
査
者
は
報
告
書
中
で
各
墓

一
に
つ
い
て
重
要
な
分
類
基
準
を
提
示
し
て
い
る
・
そ
の

一
は
僅
か
な
盛
土
が
認
め

ら
れ
る
方
形
積
石
墓
と
盛
土
が
認
め
ら
れ
な
い
方
形
積
石
墓
と
い
う
外
形
景
観
か

ら
す
る
基
準

で
あ
る
。
前
者
に
は
二

・
五

・
六

・
九
号
墓
、
後
者
に
は

一
∴
二
・

七

・
八

・
一
〇

・
=

号
墓
が
属
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
二
は
積
石
上
面
や
隙
間

に
扁
平
な
河
原
石
を
配
す
る
方
形
積
石
墓
と
河
原
石
を
配
さ
な
い
方
形
積
石
墓
と

一い唾

課

欝

藤

黎

謂

影
炉監

麺

五
.八

一

い
ま
、
こ
の
二
つ
の
基
準
を
組
み
合
せ
る
と
、
盛
土
が
認
め
ら
れ
河
原
石
を
配

し
た
方
形
積
石
墓
は
二

・
五

・
九
号
墓
。
盛
土
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
河
原
石
を

配
さ
な
い
方
形
積
石
墓
は
六
号
墓
。
盛
土
が
認
め
ら
れ
ず
河
原
石
の
配
さ
れ
た
方

形
積
石
墓
は

一
・
三

・
四

・
八

・
=

号
墓
。
盛
土
が
認
め
ら
れ
ず
河
原
石
を
配
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大良プ茎刀
、

さ
な
い
方
形
積
石
墓
は
七

・
一
〇
号
墓
。
と
い
っ
た
四
種
の
墓
が
区
別
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
二
基
準
を
共
に
具

備
す
る
タ
イ
プ
、
二
基
準
の

一
を
具
え

一
を
欠
落
す
る
二
っ
の
タ
イ
プ
、
二
基
を
共
に
欠
落
す
る
タ
イ
プ
が
具
体
的
に
把

握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
タ
イ
プ
と
し
て
は

二
基
準
を
具
え
た
整
正
な
タ
イ
プ
と
、

二
基
準
を
欠
く
タ
イ
プ
の
簡
略
さ
の
間
に
中
間
の

一
を
欠
落
し
た
二
つ
の
タ
イ
プ

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
整
正

・
簡
略
両
タ
イ
プ

を
検
討
す
る
と
第
三
基
準
と
し
て
方
形
積
石
墓
の
規
矩
が

一
つ
の
役
割
を
果
す
。

一
般
の
規
矩
に
属
す
る
も
の
は

一
・
二

∴
二
・
四

・
五

・
六

・
八

・
九
号
墓
、
小

規
矩
に
属
す
る
も
の
は
七

・
一
〇

・
=

号
墓
で
あ
る
。
従

っ
て
、
整
正
タ
イ
プ

の
全
基
は

一
般
的
規
矩
に
従
い
、
簡
略
タ
イ
プ
の
全
基
が
小
規
矩
に
従
い
、
中
間

タ
イ
プ
中
、
盛
土
を
認
め
な
い
が
河
原
石
を
配
し
た
五
基
中
の

一
基
が
小
規
矩
に

従
い
、
他
の
四
基
、
及
び
盛
土
が
該
め
ら
れ
る
も
の
の
河
原
石
を
配
し
な
い

一
基

は

一
般
の
規
矩
に
従
う
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
だ
事
実
か
ら
整
正

タ
イ
プ
は
規
矩
も
大
き
く
、
中
間
タ
イ
プ

は
規
矩
の
大
き
な
も
の
が
多

い
が
僅
か

に
規
矩
小
な
る
も
の
が
存
在
し
、
簡
略
タ
イ
。フ
の
規
矩
は
小

で
あ
る
と
い
う
特
色

を
も

つ
こ
と
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
来
た

っ
て
、
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
の
推
移
を
考
え
る
な
ら
ば
、

整
正
-
中
間
-
簡
略
と
い
っ
た
便
化
の
流

れ
を
与
え
る
か
、
簡
略
-
中
間
i
整
正

と
い

っ
た
発
展
の
流
れ
を
与
え
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
前
者
の
流
れ
で
は

(
二

・
五

・
九
号
墓
)
↓

(六
号
墓
)
・
(
一
∴
.∵

四

・

八

・
=

号
墓
)
↓

(七

・
一
〇
号
墓
)

と
変
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
後
者
の
流

れ
で
は

(七

・
一
〇
号
墓
)
↓

(
一
・
三

・
四

・
八

・
一
一
号
墓
)
・
(六
号
墓
)

↓

(二

・
五

・
九
号
墓
)
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
っ

の
流
れ
を
本
墓
地
に
帰
し
て
実
際
に
検
討
す
る
と
、
そ
の
配
置
か
ら
見
る
か
ぎ
り

七

・
一
〇
号
墓
か
ら
本
墓
地
が
は
じ
ま
る
と
す
る
に
は
、
そ
の
位
置
や
段
の
構
成

上
無
理
が
あ
る
こ
と
は
歴
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
従

っ
て
、
本
墓
地
の
構
成
は
二

・
五

・
九
号
墓
か
ら
始
ま
る
と
見
る
方
が
妥
当
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

場
合
、
整
正
ー
中
間
-
簡
略
と
い
っ
た
便
化
の
流
れ
が
本
墓
地
に
息
づ
く
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
上
段
は
、
東
域
が
五
ー
四
-
三
号
墓
、

別
に
六
号
墓
。
西
域
は
二
ー

一
1

=

号
墓
、
別
に

一
〇
号
墓
。
中
段
は
八
-
七

号
墓
。
下
段
は
九
号
墓
の
み
で
続
く
墓
の
形
成
を
見
ず
と
い

っ
た
経
緯
を
辿
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
六
号
墓
、

一
〇
号
墓
の
二
基
で

あ
る
。
六
号
墓
は
上
段
東
域
の
東
端
に
あ
り
、
五
号
墓
と
は
大
き
く
離
れ
る
。
五

ー
四
1
ご
.号
墓
と
変
遷
す
る
流
れ
の
中
で
六
号
墓
は
五
号
墓
よ
り
遅
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
四
-
三
号
墓
よ
り
遅
れ
る
と
は
断
じ
え
ず
、
む
し
ろ

河
原
石
の
少
な
い
第
三
号
よ
り
早
い
感
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
東
域
は
五
-
四
ー

(六
)
i
三
号
墓
と
変
遷
す
る
と
見
て
よ
い
。
こ
の
場
合
、
五
-
四
-
三
号
墓
と

同
じ
家
族
で
は
あ
る
が
直
系
的
に
続
く
三
基
と
別
に
、
途
次
六
号
墓
の
や
や
区
別

さ
れ
る

一
基
が
成
立
し
た
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
西
域
の

一
〇
号
墓
は

ニ
ー

一
-

一
一
号
墓
と
直
系
的
に
続
く
三
基
と
は
別
に
、
傍
系
的
に
や
や
区
別
き

れ
る
墓
で
あ
り
、

=

号
墓
よ
り
遅
れ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

各
域
は
直
系
的
に
継
起
し
て
形
成
さ
れ
る
三
基
の
墓
と
、
そ
の
形
成
過
程
に
各

一

基
の
傍
系
的
墓
を
位
置
を
区
別
し
て
容
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
上
段
の
東

・
西
両
域
は
そ
れ
ぞ
れ

一
家
族
、
計
二
家
族
が
用
益
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
時
に
傍
系
家
族
貝
を
区
別
し
つ
つ
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

中
段
墓
域
の
形
成
は
上
段

・
下
段
に
比
し
て
僅
か
に
遅
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
五

・
二

・
九
号
墓
よ
り
八
号
墓
が
新
し
い
タ
イ
プ
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の

中
段
は
直
系
的
と
考
え
て
よ
い
七
号
墓
が
接
し
て
営
な
ま
れ
、

一
家
族
の
流
れ
を

反
映
し
て
い
る
。
第
七
号
墓

の
時
期
は
上
段
西
域
の

一
一
号
墓
と
同
期
で
あ
り
、

形
成
が
遅
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
二
基
で
構
成
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
下
段
墓
域
は
九
号
墓

一
基
で
あ
る
。
上
段
両
域
の
五

・
二
号
墓
と
同
時
期
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}
早
く
形
成
さ
れ
な
が
ら
後
続
す
る
墓
を
も
た
な
い
。
中
段
の
八
ー
七
号
墓
が
続
く

{
も
の
と
見
ら
れ
易
い
が
、
明
確
に
段
を
異
に
し
て
居
り
、
し
か
も
、
九
号
墓
が
五

一
号
墓

よ
り
西
寄
り
、
中
段
の
八
号
墓
と
上
下
す
る
位
置
に
営
な
ま
れ
て
い
る
こ
と

【
か
ら
す
れ
ば
、
お
の
つ
と
中

・
下
段
の
相
違
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
別
家
族
と

克

る
べ
き
で
あ
り
・
五

三

婁

よ
り

は
新
し
く
・
八
量

よ
り
や
や
古
く
営
な

}
ま
れ
、
後
続
墓
寛

な
か
っ
二

蚕

の
義

と
藁

ら
れ
る
の
で
あ
る
.

　

南
原
寺
本
堂
上
方
の
墓
地
の
形
成
は
上
記
の
変
遷
観
で
以

っ
て
理
解
す
る
こ
と

雪
達
鴇

璃
%
鐙
建
劇響
静
紅
慰

…
五

・
二
号
墓
が
営
ま
れ
て
直
後
に
下
段

九
号
墓
が
営
な
ま
れ
る
事
実
は
、
上

・
中

…
・
下
段
の
三
段
が
同
時
に
設
計
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て

琴

墓
域
は
当
初
三
段
各
二
墓
域
・
計
六
墓
域
の
設
定
を
意
図
し
て
造
成
さ
れ
・
四

[
家
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
用
益
し
、
二
墓
域
は
空
閑
と
し
て
終
始
し
た
こ
と
が
判

一
明
す
る
の
で
あ
る
。
上
段
の
用
益
の
頻
繁
さ
は
他
に
抜
出
て
お
り
、
そ
の
上
段
と

い
う
占
地
か
ら
見
て
も
墓
地
造
営
の
契
機
と
な
っ
た
家
族
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

一
う
。
六
墓
域
の
背
景
に
六
家
族
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
大
家
族
間
に
主
従
な
り
上

{
下
と
い

っ
た
関
係
が
見
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
上
段
の
二
家
族
が
三
期
を
円

}
滑
に
推
移
す
る
中

で
中
段
は
二
期
、
下
段
は

一
期
間
の
墓
し
か
営
ま
ぬ
不
整
の
流

[
れ
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
「
一
門
」
.
「
一
族
」
と
い
っ
た
概
念
で
こ
の
墓
地
が
誕

}
生
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
三
段
の
六
家
族
-
現
実
の
四
家
族
は
門
族
を
構
成
す
る

客

叢

で
萱

そ
の
間
の
不
均
質
藩

蓼

反
映
し
て
い
る
と
い
ー

しに
な

　
る

で

あ

ろ

う

。

…

上
段
西
域
の
喜

蒙

発
掘
調
査
さ
れ
・
そ
の
積
石
墓
中
央
に
石
材
で
巻
か
れ

}
て
安
置
さ
れ
る
蔵
骨
容
器
を
検
出
し
て

い
る
・
容
器
の
規
矩
か
ら
み
て
・
ま
た
現

存
し
て
い
た
実
情
か
ら
み
て

一
躯
の
遺
骨

で
は
な
く
、
分
骨
さ
れ
た
遺
骨
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
本
墓
地
で
は

一
方
形
積

石
墓
が
基
本
的
に

一
人
葬
、
し
か
も
分
骨

し

一
を
留
め
他
を
各
霊
地
に
配
さ
れ
る
だ
け
の
人
物
と
す
れ
ば
、
戸
主
や
そ
の
妻

が
被
葬
者
と
し
て
想

い
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。
接
し
重
な
る
二

・
一
号
墓
、
五

・
四

号
墓
、
八

・
七
号
墓
な
ど
の
在
り
方
は
夫
妻
墓
i
比
翼
連
理
墓
で
あ

っ
た
可
能
性

も
な
い
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
他
の
三

・
=

号
墓
は
そ
の
子
息
、
六

・
一
〇

号
墓
も
そ
の
子
息
と
係
り
合
う
傍
な
る
者
と
い
っ
た
形
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

各
墓
を
全
て
戸
主
な
り
、
傍
な
る
系
譜
の
戸
主
と
見
る
考
え
と
と
も
に
考
え
て
置

か
ね
ば
な
ら
ぬ

一
つ
の
在
り
方
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
南
原
寺
は
名
刹
霊
場
寺
院

で
あ
る
。
本
寺
を
霊
場
と
し
て
納
骨
し
た
と
す
る
考
え
も
あ
ろ
う
が
、
本
墓
地
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
墓
域
は

一
っ
の
定
ま
っ
た
流
れ
を
も
ち
、
そ
れ
だ
け
に
、

一
門

族
の
墓
地
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

一
門
族
の
納
骨
に
こ
う
し
た
墓
地
を
あ

て
る
こ
と
は
少
な
い
だ
け
に
、
南
原
寺
を
支
え
る
檀
越
の
姿
を
想
定
す
る
こ
と
の

方
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

南
原
寺
境
内
に
は
本
墓
地
以
外
に
な
お
多
く
の
墓
地
が
見
ら
れ
る
。
彼
此
対
照

す
る
中
で
中
世
墓
地
の
姿
、
南
原
寺
と
の
係
り
合
い
が
浮
か
び
上
る
で
あ
ろ
う
。

南
凍
寺
を
中
心
に
展
開
す
る
墓
地
を
具
体
的
に
辿
る
過
程
で
南
原
寺
に
注
が
れ
た

中
世

・
近
世
人
の
眼
差
し
、
想
い
が
甦
え
る
の
で
あ
る
。

(85

・
1

・
7
了
)

二
、
肥
後
国
飽
託
扇
田
横
穴
群
考

熊
本
市
内
を
貫
流
す
る
坪
井
川
の
支
流
、
井
芹
川
沿
い
に
扇
田
横
穴
群
が
所
在

す
る
。
そ
の
所
在
地
は
飽
託
郡
北
部
町
大
字
貢
、
二
基
の
横
穴
の
所
在
が
知
ら
れ

て
い
だ
が
熊
本
市
教
育
委
員
会
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
七
基
か
ら
な
る
横
穴
群
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
調
査
の
成
果
は
、
熊
本
市
教
育
委
員
会
よ
り

『
扇
田
横

穴
群
発
掘
調
査
報
告
書
』
と
し
て
昭
和
五
八
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

七
基
の
横
穴
は
、
丘
陵
の
轡
入
部
奥
に
あ

っ
て
南
面
す
る
七
号
横
穴
と
、
丘
陵

張
出
部
東
に
あ

っ
て
南
面
す
る

一
i
六
号
横
穴
の
二
区
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず

一

-
六
号
横
穴
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

一
号

・
二
号
横
穴
は
隣
接
し
合
い
、
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他
と
の
問
は
間
隔
を
作
る
。
ま
た
三
号

・
四
号

横
穴
も
隣
接
し
合

い
、
他
と
の
間
に
は
間
隔
が

見
ら
れ
る
。
五
号

・
六
号
横
穴
も
ま
た
隣
接
し

合

い
、
他
と
の
問
に
は
間
隔
を
設
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
隣
接
し
合
う
関
係
、
間
隔
を
あ
け
区

一
別
し
合
う
関
係
と
い
う
二
つ
の
基
準
で
本
横
穴

群
を
見
る
と
、
結
局
、

一
・
二
号
横
穴
、
三

・

四
号
横
穴
、
五

・
六
号
横
穴
と
い
っ
た
三
群
が

東
面
に
、
七
号
横
穴

一
基
か
ら
な
る

一
群
が
奥

面
に
営
な
ま
れ
、
四
群

で
構
成
さ
れ
る
横
穴
群

と
し
て
こ
の

「
扇
田
横
穴
群
」
が
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

ま
ず

一
-
六
号
横
穴
群
を
構
成
す
る
三
群
六

基
を
詳
細
に
見
る
と
興
味
ぶ
か
い
事
実
が
浮
か

ぶ
。
そ
れ
は
横
穴
の
規
矩
ー
埋
葬
し
う
る
人
員

に
係
る
規
矩
の
問
題
か
ら
見
る
時
、

一
・
二
号

横
穴
が

一
人
を
葬
る
の
が
精

一
杯
と
い
う
規
矩

を
示
す
の
に
対
し
、
三

・
四

・
五

・
六
号
横
穴

は
大
小

こ
そ
そ
の
間
に
あ
れ
、
共
に
多
人
数
ー

二
人
以
上
を
葬
る
空
聞
規
矩
を
示
し
こ
こ
で
大

別
二
分
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

一
・
二

号
横
穴
は
単
に

一
人
葬
-
小
規
矩
と
言
う

に
と

ど
ま
ら
ず
羨
門
の
作
り
も
な
く
床
面
は
凹
凸
は

げ
し
く
奥

へ
行
く
程
、
天
井
は
下
が
り
狭
溢
化

す
る
と
い
う
よ
う
に
作
り
が
粗
雑
で
あ
る

の
に

対
し
、
三

・
四

・
五

・
六
号
横
穴
は
多
人
葬
に

第2図 扇 田 横 穴 実 測 図
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相
応
し
く
大
規
模
で
あ
り
、
羨
門
を
設
け
床
面
を
整
え
、
時
に
は
屍
床
を
設
け
四

壁
や
天
井
を
美
し
く
削
る
と
い
う
よ
う
に
作
り
が
整
正
、
と
い
う
風
に
鮮
や
か
な

対
照
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鮮
や
か
な

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
生
み
出

す
原
因
が
時
間
差
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
後
に
証
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

六
基
で
構
成
さ
れ
る
三
群
が
以
上
の
よ
う
に
小
規
矩
横
穴
で
構
成
さ
れ
る

一
・

二
号
横
穴
群
と
大
規
矩
横
穴
で
構
成
さ
れ
る
三

・
四
号
横
穴
群
、
五

・
六
号
横
穴

群
に
分
別
さ
れ
る
と
、
各
分
別
さ
れ
だ
群
別
の
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。
い
ま
、
扇

田
横
穴
群
の
七
基
の
個
性
を
表
記
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

編

号

第

一
号

第

二
号

第
三
号

第
四
号

第
五
号

第
六
号

玄

室

奥

　

へ

行

㎜
幅

員

晶悶同

さ

「
天
井

三
五

一
二
五

二
二
〇

一
七
五

一
七
五

一
六
八

六 四
〇 〇

 

二
〇
〇

一
六
五五 〇

四 二
〇 〇

奥 奥低 低

 

一
六

五

一

一
五

一

一
〇

八

五

屋 宥
根 隆

奥 屋
低 根

羨

道

羨
門

一
段

}

ア ナ

リ シ

ア ア

リ リ

ア ア

リ リ

ナ ナ
ソ ソ

ナ ア

シ リ
ナ ア
シ リ

備

考

一
人
葬

一
人
葬

多
人
葬

多
人
葬

多
人
葬

多
人
葬

・
二
屍
床
か

第
七
旦

二
六
・
三

五
2

一
七
五

宥
隆

ア
リ

ア
リ

多
人
葬

・
三
屍
床

本
表
か
ら
、

一
・
二
号
横
穴
群
の
規
模
が
極
端
に
小
さ
い
こ
と
は
十
分
に
読
み

と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

一
方
、
規
矩
の
大
き
い
と
い
う
こ
と
で

一
括
し
た
三

・
四
、
五

・
六
号
横
穴
群
の
中
に
も
、
詳
細
に
検
討
す
る
と
規
矩

・
構
造
の
点
で

随
分
と
相
違
の
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
六
号
横
穴
が
卓
越
し
た
規
矩
と

整
美
な
構
造
を
も
ち
、
四

・
五
号
横
穴
が
続
き
、
六
号
横
穴
が
規
矩

・
構
造
と
も

縮
小
簡
略
化
す
る
流
れ
を
示
し
て
い
る
。
問
題
は
四

・
五
号
横
穴
で
あ
る
が
葬
る

べ
き
死
者
数
に
基
い
て
規
矩
が
決
ま
る
と
す
れ
ば
五
号
墓
は

一
棺
分
玄
室
幅
が
狭

く
、
従

っ
て
四
号
横
穴
よ
り
規
矩
小
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
羨
門
部
の
段
を
丁

重
に
造
り
出
し
、
羨
道
と
玄
室
の
差
高
を
明
確
に
と
る
の
は
五
号
横
穴
で
あ
り
、

そ
う
し
た
面
を
勘
案
す
れ
ば
五
号
横
穴
が
僅
か
に
四
号
横
穴
に
先
行
す
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
西
面
の
横
穴
群
六
基
の
間
に
は

三
1

(五
-
四
)
1
六
-

二
i

一
号
横
穴

と
い
っ
た
変
化
が
辿
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
を
、
現
実
の
横

穴
群

の
分
布
情
況
に
帰
し
て
考
え
る
と
、

一
・
二
号
横
穴
群
で
は
ニ
ー

一
号
横
穴

三

・
四
号
横
穴
群

で
は
三
-
四
号
横
穴
、
五

・
六
号
横
穴
群
で
は
五
-
六
号
横
穴

へ
と
規
矩
を
縮
小
し
簡
略
化
す
る
傾
向
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
の
縮
小
化

・
簡
略
化
現
象
を
基
準
に
考
え
る
な
ら
ば
、
三
-
四

号
横
穴
群
中
三
号
横
穴
が
ま
ず
営
な
ま
れ
続
く
四
号
横
穴
が
誕
生
す
る
直
前

に
、

隣
接
す
る
五

・
六
号
横
穴
群
中
の
五
号
横
穴
が
設
け
ら
れ
、
四
号
横
穴
が
誕
生
し

た
の
ち
六
号
横
穴
が
五
号
横
穴
の
脇
に
営
な
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
三

・
四
号
横
穴
群

の
二
基
と
五

・
六
号
横
穴
群
の
二
基
が
交
互
に
時
間

を
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
過
程
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
う
し
た
二
群
の
横
穴
群
の
形
成
が
終
了
し
た
の
ち
、
二

・
一
号
横

穴
が
三
号
横
穴
の
脇
に
順
次
築
か
れ

一
群
を
形
成
し
て
い
く
過
程
が
た
ど
れ
る
の

で
あ
る
。

横
穴
の
規
矩
の
縮
小
化
、
構
造
の
簡
略
化
と
い
う
二
現
象
を
基
準
に
す
る
場
合

以
上
の
変
化
の
過
程
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
時
間
に
基
づ
く
推
移
変
遷
を
示
す

も
の
で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
、
前
述
し
た
よ
う
に
規
矩
大
、

構
造
整
正
な
横
穴
を
古
く
考
え
次
第
に
規
矩
小
、
構
造
簡
略
化
し
て
い
く
過
程
を

そ
の
分
布
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ま
ず
伸
び
た
尾
根
の
西
面
斜
面
を
1
形
に
意
を
配

っ
て
墓
域
を
形
成
し
て
い
る
申

で
、
そ
の
東
端
に
三
号
横
穴
、
中
央
に
五
号
横
穴

続
い
て
三
号
横
穴
の
脇
、
五
号
横
穴
と
の
間
に
四
号
横
穴
が
、
更
に
墓
域
西
端
、

五
号
横
穴
脇
に
六
号
横
穴
が
営
な
ま
れ
る
形
と
な
り
、
そ
の
後
、
1
形
の
墓
域
が
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用
を
果
て
た
結
果
、
尾
根
の
面

影
を
残
し
て
い
る
東
外
方
に
二

号
横
穴
、

つ
づ
い
て

一
号
横
穴

が
成
立
し
て
終
焉
す
る
と
い
っ

た
理
解
し
う
る
墓
域
の
展
開
が

た
ど
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
規
矩
小
、

構
造
簡
略
な
横
穴
を
古
く
考
え

次
第
に
規
矩
大
形
化
、
構
造
整

正
化
と
い
う
過
程
を
と
る
と
す

れ
ば
、
]
形
に
意
を
配

っ
て
形

成
し
だ
墓
域
中
の
四
横
穴
は
理

解
し
う
る
と
し
て
も
、
古
く
位

置
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
筈
の

一

・
二
号
横
穴
が
十
分
な
墓
域
を
持
た
ぬ
点
、
二
号
横
穴
か
ら
六
号
横
穴

へ
の
移
行

が
唐
突
の
感
を
抱
か
せ
る
点
な
ど
、
円
滑
な
流
れ
を
作
ら
ぬ
事
実
が
浮
か
び
上
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
両
者
の
対
比
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、

規
矩
大
、

構
造
整
正

[
な
る
横
穴
が
初
現
的
で
あ
り
、
漸
時
規
矩
縮
小
化
、
構
造
簡
略
化
の
道
程
を
歩
む

…
と
す
る
の
が
正
し
く
、
多
人
数
か
ら

一
人
葬

へ
と
変
遷
す
る
と
説
き
う
る
の
で
あ

一
る
・

皿

以
上
の
検
討
か
ら
扇
田
横
穴
群
の
形
成
序
列
が
明
確
に
な

っ
た
。
張
り
出
し
た

尾
根
西
面
の
六
基
に
比
し
て
奥
部
中
央

に
見
ら
れ
る
七
号
横
穴
群
が
規
矩
、
構
造

に
お
い
て

一
段
と
卓
越
し
、

一
層
古
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

一
と
す
れ
ば
扇
田
横
穴
群
の
構
造
の
形
成

は
左
表
の
よ
う
に
表
現
し
て
よ
い
で
あ
ろ

一
う
。
こ
う
し
た
形
成
序
列
が
明
確
に
な
る
と
、
各
群
の
性
格
が
改
め
て
問
わ
れ
る

…
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
奥
部
に
営
な
ま
れ
だ
七
号
横
穴
は

一
基
で
構
成
さ

%
葬

法

多

人

葬

一

人

葬

1

期

五

期

皿

期

七

 

群

名

三
ー

ー

四

W

期

-

期

五

期

五
ー

t
六

二
ー

}1

一

れ
る
群

で
あ
る
。
他
の
横
穴
が
尾
根
西
面
を
]
形
に
意
識
し
て
造
墓
し
て
い
く
の

と
は
自
ず
と
異
な
る

一
面
を
示
し
て
い
る
。
七
号
横
穴
を
築

い
た
家
族
が
奥
部
を

棄
て
尾
根
西
面
に
墓
域
を
移
す
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
か
の
如
く
で
あ

る
が
、
元
来
は
継
起
し
て

一
家
族
が
横
穴
を
営
な
む
場
合
は
隣
接
し
て
築
く
の
が

一
般
で
あ
る
。
尾
根
西
面
の
各
横
穴
群
が
継
起
す
る
二
基
で
も

っ
て

一
群
を
構
成

し
て
い
る
様
を
見
る
と
、
七
号
横
穴
を
築
い
た
家
族
は
後
続
す
る
横
穴
を
設
け
な

か

っ
た
と
見
る
の
が
最
も
妥
当
な
所
見
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
家
族
の
崩

壊
、
没
落
、
断
絶
、
規
制
と
い
っ
た
現
象
が
存
在
し
た
可
能
性
が

つ
よ
い
の
で
あ

る
。
奥
部
と
は
別
に
新
し
く
造
墓
主
体
と
し
て
登
場
し
て
来
る

一
家
族
は
墓
域
を

尾
根
西
面
に
求
め
、
ま
ず
三
号
横
穴
を
築
き
、
つ
づ
い
て
い
ま

一
家
族
が
こ
の
墓

域
の
西
半
を
得
て
五
号
横
穴
を
築
く
の
で
あ
る
。
こ
の
三

・
五
号
横
穴
は

一
つ
の

墓
域
を
共
有
し
う
る
関
係
-
同
族
と
考
え
ら
れ
、
三
号
横
穴
築
造
の
契
機
と
な

っ

だ
最
初
の
被
葬
者
が
郷
戸
主
な
ら
ば
五
号
横
穴
の
最
初
の
被
葬
者
は
そ
の
郷
戸
内

の
有
力
な
房
戸
主
で
あ
る
と
い
っ
た
観
方
を
す
る
の
が
最
も
相
応
し
い
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、
尾
根
西
面
の
]
形
に
意
識
さ
れ
た
墓
域
は

一
郷
戸

が
用
益
す
る
空
間
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
墓
域
に
は
続
い
て
四

号
横
穴
が
誕
生
す
る
が
、
恐
ら
く
そ
の
接
し
た
在
り
方
か
ら
し
て
三
号
横
穴
を
継



い
だ
郷
戸
主
の
奥
域
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
く
六
号
横
穴
は
五
号
横
穴
に

㎝
接
し
て
営
な
ま
れ
て
お
り
、
三

・
四
号
横
穴
と
同
様
な
関
係
、
す
な
わ
ち
五
号
横

・
穴
と
い
う
房
戸
主
を
継
ぐ
房
戸
主
の
奥
域
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
新
古

の
関
係

…
に
あ
る
二
基
が
二
群
を
構
成
す
る
扇
田
横
穴
群
の
場
合
は
、
そ
の
各
期
の
規
矩
、

…
構
造
を
も
配
慮
し
て
郷
戸

・
房
戸
と
い

っ
た
家
族
の
在
り
方
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。
郷
戸
主

・
房
戸
主

と
も
に
次
第
の
戸
主
は
前
代

の
戸
主
の
葬

ら
れ
る
横
穴
の
脇
に
接
し
て
横
穴
を
築

く
と
い
う

一
つ
の
約
束
事
i
慣
、行
が
見
ら

れ
る
。

「
血
」
と

「統
」
を
語
る
在
り
方
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
1
形
に
設
定
し
た
墓
域

に
四
横
穴
が
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
の
墓
域

}
は

一
杯
に
な
り
、
続
く
造
墓
は
位
置
、
空
間
か
ら
み
て
難
し
く
な
る
。
逆
言
す
れ

)

ば
当
初
設
定
さ
れ
た
墓
域
は
こ
の
郷
戸
主

・
房
戸
主
二
世
代
に
わ
た
る
四
基
を
容

　
ユ

へ

(

れ
て
終
焉
を
告
げ
る
も
の
と
想
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば

鵬

墓
域
を
よ
り
広
く
設
計
し
、
三
号
横
穴

と
五
号
横
穴
間
を
拡
げ
二
基

.
三
基
を
連

礁

・
ね
る
べ
く
意
を
配
る
必
要
が
あ

っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
本
来
は

ゑ"r
L

四
基
で
も

っ
て
終
焉
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う

鯉

し
た
場
合
、
後
出
し
て
登
場
し
て
く
る

一
・
二
号
横
穴
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。

一
・
二
号
横
穴
は
共
に
狭
溢
な

一
人
葬
構
造
で
あ
り
、
そ
の
作
り
も
粗
雑
で
あ
り

三

・
四
、
五

・
六
号
横
穴
群
と
は
趣
き
を

一
新
し
た
形
で

一
・
二
号
横
穴
が
生
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
造
墓

意
識
も
、
横
穴
の
構
造
観
も
、
ま
た
被
葬

者
の
イ
メ
ー
ジ
も

一
変
す
る
の
で
あ

っ
て
、
現
実
に
そ
の
築
か
れ
る
位
置
も
尾
根

一
先
端
に
近
づ
き
、
従
前

の
四
基
が
納
ま

っ
た
墓
域
か
ら
分
れ
出
た

一
つ
の
世
界
-

墓
域
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

一
・
二
号
横
穴
は
他
の
横
穴
と
は

区
別
し
て
考
え
、
区
別
し
て
取
扱
う
必
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味

で
改
め
て
二
号
横
穴
を
注
視
す
る
と
二
号
横
穴
こ
そ
新
し
い
墓
域
の
創
設
に
係
る

横
穴
で
あ
り
、
三
号
横
穴
と
共
通
し
た
雰
囲
気
を
も

つ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で

73

あ
る
。
二
号
横
穴
は

一
人
葬
、
被
葬
者

は
戸
主

一
人
で
あ
り
、
こ
の
性
格
は
嗣
出

す
る

一
号
横
穴
に
も
通
ず
る
。
こ
の
戸
主
が
郷
戸
主
の
系
譜
を
引
く
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
郷
戸
主
墓
で
あ
っ
た
三
号
横
穴
に
隣
接
し
て
横
穴
を
築
い
て
い
る
こ
と
か

ら
も
十
分
に
説
き
う
る
で
あ
ろ
う
。
元
来
な
ら
ば
四
号
横
穴
に
接
し
て
造
墓
す
る

の
が
理
解
し
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
房
戸
主
墓
五
号
横
穴
近
く
に
あ
り
二
号
横
穴

を
容
れ
る
余
地
が
な
い
こ
と
、
郷
戸
主
墓
と
し
て
新
し
く
墓
域
設
定
を
必
要
と
し

た
二
号
横
穴
の
被
葬
者
の
脳
裡
に
は
、
先
行
す
る
墓
域
を
創
出
し
た
三
号
横
穴
の

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
始
祖
墓
で
あ
り
、
ま
た
自
か
ら
も
新
墓
域
の
創
始
に
係
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
の
重
さ
な
り
も
あ
っ
て
こ
う
し
た
位
置
に
墓
域
を
形
成
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

一
号
横
穴
は
二
号
横
穴
の
後
嗣
者
を
被
葬
者
と
す
る
が
、
そ
の
極
め
て

小
規
矩
、
粗
雑
な
作
り
か
ら
見
て
苦
年
継
嗣
で
あ
っ
た
か
、
火
葬
後
の
蔵
骨
と
い

っ
た
経
緯
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
扇
田
横
穴
群
は
上

記
の
よ
う
な
家
族
群
の
在
り
方
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第

一
次
の
墓

域
が
三
号
横
穴
被
葬
戸
主
の
死
に
当
り
設
定
さ
れ
、
第
二
次
の
墓
域
が
二
号
横
穴

被
葬
戸
主
の
死
で
設
定
さ
れ
る
事
実
は
墓
域
の
創
出
が
郷
戸
主
に
あ
る
こ
と
を
語

る
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
第

二
次
墓
域
に
は
五
号
横
穴
ー
房
戸
主
墓
の
系

譜
を
引
く
横
穴
の
形
成
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
房
戸
主
墓
の
造
墓
を
認
め
ず

郷
戸
主
家
族
員
の
追
葬

・
合
葬
を
認
め
ず
、

一
人
郷
戸
主
に
の
み
墓
域
と
墓
-
横

旨II

....

ヒ[期1多

1i
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穴
の
設
定
を
承
認
す
る
と
い
っ
た
動
向
が
明
確
に
た
ど
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
動
向
が
郷
戸
主
を
お
し
た
て
だ
新
し

い
政
策
の
表
現
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
地
域

の

一
人
葬
の
成
立
は
七
世
紀
中
葉
大
化
葬

送
規
制
に
基
づ
く
も
の
と
私
は
考
え
る
が
、
扇
田
横
穴
群
は
そ
う
し
た
家
族
の
動

き
を
語
る
重
要
な
遺
跡
と
言
え
よ
う
。

(85

・
01

・
12
了
)

三
、
陸
奥
国
本
宮
天
王
壇
古
墳
考

福
島
県
の
ほ
ぼ
中
央
、
伊
達
郡
本
宮
町
に
天
王
壇
古
墳
が
所
在
す
る
。
こ
の
古

墳
の
周
辺
を

「
七
ツ
壇
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
天
王
壇
、
壇
、
庚
申
壇
、
金
山
、
産

土
山
と
い

っ
た
古
墳
が
集
中
し
、
そ
れ
ら
が
埴
輪
な
ど
を
具
え
た
中
期
古
墳
と
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
中

で
規
模
も
雄
大
で
あ
り

多
種
の
埴
輪
を
も
ち
特
に
興
趣
を
よ
ぶ
の
が
天
王
壇
古
墳
で
あ
る
。
昭
和
五
七

・

五
八
年
、
本
宮
町
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
実
施
し
、
重
要
な
成
果
の
数
々
を

収
載
し
て
昭
和
五
九
年
三
月
、
同
町
よ
り

『
天
王
壇
古
墳
』
と
題
す
る
調
査
報
告

書
が
田
行
さ
れ
た
。
本
古
墳
の
成
果
の

一
は
周
淫
を
続
し
た
帆
立
貝
式
古
墳
で
あ

る
こ
と
、
二
は
円
筒
埴
輪
、
器
財
埴
輪

、
人
物
埴
輪
、
動
物
埴
輪
と
い
っ
た
各
種

の
埴
輪
を
た
て
て
い
る
こ
と
、
『
は
墳

丘
裾
、
周
浬
外
に
多
く
の
追
葬
者
を
見
、

円
筒
埴
輪
を
利
用
し
た
葬
墓
と
い
う
形
を
と
る
者
が
多

い
こ
と
、
四
は
動
物
埴
輪

と
は
別
に
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
、
五
に
は
五
世
紀
後
半
代

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
古
墳
で
あ
る
こ
と
と
い

っ
た
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
成
果
の

一
、
二
に
触
れ
つ
つ
私
考
を
の
べ
た
い
。

ま
ず
留
意
さ
れ
る
事
実
の

一
に
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
の
発
見
が
あ
る
。
天
王

壇
古
墳
は
帆
立
貝
式
古
墳
で
あ
る
。
円

丘
の
西
面
に
幅
六
麿
、
長
さ
三
層
の
造
出

状
の
構
造
が
あ
り
、
こ
の
前
面
の
み
が
周
漫
の
幅
が
狭
く
、
墳
丘
の
正
面
を
定
め

祭
祀
を
行
な
う
場
に
相
応
し
い
構
造
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
造
出
部
前
面
の
周
淫

中
か
ら
二
点
の
土
製
馬
形
代
と

一
点
の
土
製
鶏
形
代
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
二
点
の
馬
形
代
に
は
大
小
が
あ
り
、
小
馬
形
代
は
体
長

一
九

・
五
弛
ン、
頭
高

一
〇

・
八
種
.、
面
繋

・
鞍
を
も

つ
装
馬
で
あ
り
、
大
馬
形
代
は
体
長
二
六

・
五
弛
ン

頭
高

一
六

・
六
拉
、、、
面
繋
を
欠
く
が
鞍
を
具
え
装
馬
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

こ
う
し
た
土
製
馬
形
代
と
共
伴
し
た
土
製
鶏
形
代
は
体
長
二
一
・
二
弛
ン、
頭
古型

七

・
一
弛
ン、
土
製
馬
形
代
と
異
な
り
、
脚
台
を
つ
け
申
空
の
作
り
を
も

つ
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
に
関
心
が
も
た
れ
る
理
由
の

一
半
は
、

土
馬
と

一
般
に
称
さ
れ
る
遺
物
の
中
で
本
例
が
最
古

の
遺
例
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

鶏
形
代
も
脚
台
を
も
ち
中
空
に
作
る
と
言
う
特
色
あ
る
造
形
は
他
に
例
を
見
な
い

例
で
あ
る
と
言
え
る
こ
と
に
あ
る
。

(第
4
図

天
王
壇
古
墳
土
製
鶏

・
馬
形
代
)



zk璽f糸 氏丈篶ミ、想 考'(1)75

天
王
壇
古
墳
で
は
埴
輪

の
樹
立
が
確
め
ら
れ
て
い
る
。
家

・
甲
冑
形
と
い
っ
た

器
財
埴
輪
や
人
物
埴
輪
と
は
別
に
鳥
i
鶏
形
埴
輪
も
二
点
発
見
さ
れ
て
い
る
。

一

は
鶏
冠
を
も
つ
雄
鶏
形
埴
輪
で
あ
り
体
長
四
六
弛ン
、
頭
高
二
九

・
八
弛
ン、

一
は
水

鳥
形
埴
輪
で
あ
り
体
長
四
八
弛
ン、
高
さ

二
四

・
四
弛ン
、
尾
の
構
造
が
異
な
る
も
の

の
共
に
籠
付
き
台
脚
上
に
作
ら
れ
、
調
整
、
焼
成
と
も
類
似
す
る
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
二
点
の
鳥
形
埴
輪
は
造
出
部
の
正
面
南
寄
り
、
周
浬
内
に
転
落
し
だ

形
で
共
存
し
て
お
り
、
共
に
淫
底
に
接
面
し
て
い
る
。
調
査
者
の
説
く
ご
と
く
造

出
部
、
そ
れ
も
正
面
南
寄
り
縁
辺
近
く

に
樹
立
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
鳥
形
埴
輪
と
同
位
置
に
猪
形
埴
輪
、
犬
形
埴
輪
も
転
落
し
て
お
り

鳥
形
埴
輪
よ
り

一
段
と
規
矩
の
大
き
い
両
埴
輪
も
造
出
部
前
面
に
樹
て
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

従

っ
て
、
造
出
部
に
は
鶏
形
埴
輪
、
水
馬
形
埴
輪
、
猪
形
埴
輪
、
犬
形
埴
輪
の

四
種
が
正
面
南
寄
り
に
樹
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
様
こ
の

造
出
部
中
央
に
鶏
形
代
、
馬
形
代
二
躯
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
別
に
意
須
比
着
用
女
子
埴
輪
像
や
甲
冑
形
埴
輪
が
北
面
く
び
れ
部
の
周
渥
中

か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
人
物
埴
輪
、
器
財
埴
輪
は
北
面
に
連

樹
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

つ
よ
い
。
人
物

・
器
財
埴
輪
を
北
側
面
に
、
鶏
、
水
鳥

猪
、
犬
形
埴
輪
を
南
側
面
に
、
中
央
正
面
に
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
を
配
置
し
た

造
出
部
の
構
造
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
が
こ
う
し
た

埴
輪
と
同
時
期
の
製
作
に
係
る
も
の
と
見
る
か
否
か
は
論
議
を
呼

ぶ
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、
淳
底
に
共
に
崩
落
す
る
そ
の
状
況
は
酷
似
し
て
お
り
、
ま
た
鶏
形
埴
輪

と
同
様
、
円
筒

・
箪
と
い
っ
た
面
で
の
小
異
は
見
る
が
台
脚
を
も
ち
中
空
に
作
る

土
製
鶏
形
代
の
姿
は
よ
く
同
時
代
性
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
同
時
期
、
乃
至

は
極
め
て
接
し
た
時
期
に
造
出
部
に
配

置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
根
拠
と
な
る
の

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
土
製
鶏
形
代
と
共
伴
し
た
土
製
馬
形
代
も
ま
た
同
様
に
考
え

る
べ
き
も
の
と
な
り
、
天
王
壇
古
墳
の
埴
輪
樹
立
時
、
乃
至
は
そ
の
後
の
極
め
て

接
す
る
時
期
に
配
置
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

こ
う
し
た
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
の
機
能
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

埴
輪

と
は
異

な
る
機
能
を
も

つ
こ
と
は
こ
の
天
王
壇
古
墳
に
鶏
形
埴
輪
が
存
在
し
、
ま

た
馬
形
埴
輪
も
各
地
で
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
容
易
に
説
き
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「埴
輪
世
界
」
と
異
な
る
世
界
に
息
づ
き
、
共
に
造
出
部
に
息
づ
く
存
在
と
し
て

あ
る
、
そ
う
し
だ
情
景
を
説
き
う
る
性
格
が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

天
王
壇
古
墳

の
埴
輪
、
例
え
ば
猪
形
埴
輪
と
犬
形
埴
輪
は
大
阪
府
高
槻
市
昼
神
車

塚
古
墳
前
方
部
正
面
段
築
で
共
存
し
王
者
の
遊
び

「
巡
狩
-ー
遊
猟
」
を
演
ず
る
セ

ッ
ト
と
し
て
存
在
す
る
し
、
意
須
比
着
用
女
子
像
は
酒
蓋
を
捧
げ
祭
式
の
重
要
な

演
者
と
し
て
存
在
し
、
甲
冑
形
埴
輪
も
寄
り
来
る
悪
霊
の
排
除
を
演
ず
る
も
の
と

し
て
存
在
す
る
。
換
言
す
れ
ば
古
墳
に
た
つ
埴
輪
世
界
で
は
よ
く
そ
の
機
能
の
知

ら
れ
た
埴
輪
群
で
あ
り
、
王
権
な
り
首
長
霊
継
承
を
め
ぐ
る
祭
式
の
表
現
で
あ

っ

た
。

そ
う
し
た
埴
輪
群
の
中
に
あ
っ
て
、

土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
が
配
置
さ
れ

る
根
拠
、
ま
た
馬
形
代
、
鶏
形
代
が
撰
ば
れ
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

こ
に
想
起
さ
れ
る
史
料
が
あ
る
。
祈
年
祭
1
と
し
ご
ひ
の
ま
つ
り
と
称
さ
れ

て
い
る
祭
式
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
延
喜
式
」
巻
第

一
に
は
祈
年
祭
の
詳
細
を
記
し

「
御
歳
社
加
二白
馬
白
猪
白
鶏
各

一
」

と
い
う
記
事
が
あ
り
、

同
式
の
巻
第
八
の

祈
年
祭
祝
詞
中
に
は

「
御
年
皇
神
能
前
爾
白
馬
白
猪
白
鶏
種
々
色
物
+
備
奉
与
」
と

い
っ
た
詞
が
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
臼
馬

・
白
猪

・
白
鶏
と
い
う
形
で
三
種
の
動
物
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

祈
年
祭
は
言
う
ま
で
も
な
く

『令
義
解
』

に
も

「欲
レ
令
ご歳
災
不
レ作
、
時
令
順

度
一即
於
二神
祇
官
一祭
レ之
、
故
日
二祈
年
祭
一」
と
あ
る
よ
う
に
歳
災
を
作
さ
し
め

ず
時
令
順
度
に
過
ぎ
年
穀
を
損
わ
ざ
る
こ
と
を
願
う
祭
式
で
あ

っ
た
。
こ
の
祭
日

に
は
京
畿
か
ら
白
鶏

一
隻
、
近
江
よ
り
臼
猪

一
頭
、
左
右
馬
寮
か
ら
各
々
祓
馬
十

一
匹
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
白
馬

・
白
猪
は
御
歳
神
に
、
祓
馬
は
伊
勢
両
宮
を
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.
は
じ
め
二
二
社
に
献
ず
る
も
の
と
見
ら

れ
て
い
た
。
た
だ
臼
猪
の
献
進
は
常
に
滞

り
が
ち
で
あ
り
、

『台
記
』
仁
平
元
年

二
月
四
日
条
、

『重
憲
記
』
天
養
元
年
二

月
四
日
条
の
他
、

『
百
練
抄
」
な
ど
に
も
臼
猪
を
得
ぬ
様
を
記
し
て
い
る
。
祈
年

祭
の
成
立
に
つ
い
て
は
古
来
天
武
朝
に
創
祀
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
す
る
所
説
を
め
ぐ

っ
て
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
朝
儀
に
と
り
上
げ
ら
れ
る
以
前
に
同
意
同
趣
の
祭
式

が
存
在
し
た
と
す
る
こ
と
の
可
能
性
は

あ
ろ
う
。

天
王
壇
古
墳
造
出
部
に
配
置
さ
れ
た
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
の
世
界
に
通
ず
る

か
と
想
わ
れ
る

「
祈
年
祭
」
の
史
料
を
掲
げ
た
が
、
こ
こ
に
注
目
さ
れ
る

一
記
事

が

『古
語
拾
遺
』
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

昔
在
神
代
、
大
地
主
神
営
レ
田
之
日
、
以
二牛
宍
一食
二
田
人
↓干
レ
時
御
歳
神
之
子

至
二於
其
田
一唾
レ饗
而
還
、
以
レ
状
告
レ
父
、

御
歳
神
発
レ
怒
、

以
レ
蝿
放
二其
田
↓

苗
葉
忽
枯
損
似
二篠
竹
↓於
レ是
大
地
主
神
、
令
三片
巫
、
肱
巫
占
二求
其
由
↓御
歳

神
為
レ崇
、
宜
下
献
二白
猪
白
馬
臼
鶏

一以
解
中
其
怒
ハ
…
…
傍
従
二其
教
↓苗
葉
復
茂
、

年
穀
豊
稔
、
是
今
神
抵
官
以
一一白
猪
白
馬
白
鶏
一祭
二御
歳
神
一之
縁
也

と
あ
る
御
歳
神
を
祀
る
本
縁
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
崇
り
神
た
る
御
歳
神
の

神
怒
に
ふ
れ
た
場
合
、
稲
の
枯
損
を
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
怒
り
を
と
く
も

の
と
し
て
白
猪

・
白
馬

・
臼
鶏
が
あ
る
こ
と
を
鮮
や
か
に
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

年
穀
、
崇
り
神
の
両
者
に
係
る
も
の
と
し
て
三
種
の
動
物
が
あ
る
が
、
猪
の
存
在

を
欠
く
事
例
の
屡
々
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
白
鶏

・
白
馬
が
主
と

し
て
常
用
さ
れ
る
も
の
、
白
猪
に
か
え
て
は
牛
が
宛
て
ら
れ
た
り
調
布
を
宛
て
て

い
る
事
例
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

御
歳
神
の
崇
り
を
解
く
白
猪
白
馬
白
鶏
の
姿
を
説
く

『古
語
拾
遺
』
の
記
事
は

『
延
喜
式
』
の
祈
年
祭
に
見
え
る
御
年
皇
神
の
坐
す
御
歳
社

へ
の
白
猪
白
馬
臼
鶏

の
献
進

の
本
縁
で
あ
り
、
こ
の
献
進
が
単
な
る
神
財
の
奉
献
と
い

っ
た
性
格
で
は

な
く
、
崇
り
に
対
す
る
鎮
和
を
目
的
と
す
る
献
進
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
崇
り
な
す
神
」
を
和
め
る
機
能
、
そ
う
し
た
機
能
が
猪

・
馬

・
鶏

に
息
づ
き
、
二
種
、
三
種
が
共
に
献
じ
ら
れ
て
機
能
が

一
層
発
動
す
る
も
の
と
感

じ
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
陵
墓
が
崇
り
の
根
源
と
な

っ
た
事
例
は
多

く
の
史
書

の
伝
え
る
所
、
そ
の
度
ご
と
に
奉
幣
使
を
出
し
て
鎮
謝
す
る
記
事
も
ま

た
多
い
。
歳
来
、
諸
国
の
貢
物
を
抽
き
、
こ
れ
を
荷
前
と
称
し
て
諸
陵
等
に
分
遣

奉
幣
す
る
慣
行
と
も
係
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
天
王
壇
古
墳
の
土
製
馬
形
代

・
鶏

形
代
も
こ
う
し
た

「
墳
墓

ー

祖
霊
の
崇
り
」

に
対
応
し
て
奉
献
さ
れ
た
形
代
で

あ
る
可
能
性
が

つ
よ
い
の
で
あ
る
。
埴
輪
世
界
で
も
あ
る
造
出
部
に
、
こ
う
し
た

「鎮
崇
世
界
」
が
土
製
馬
形
代

・
鶏
形
代
で
も

っ
て
息
づ
い
た
の
で
あ
る
。
恐
ら

く
本
古
墳
造
営
の
後
、
年
な
ら
ず
し
て

「
崇
り
」
ま
す
歳
災
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
注
目
す
べ
き
文
物
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
天
王
壇
古
墳
と
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る

一
古
墳
が
あ
る
。
伯
首
国
名
和

ハ

ン
ボ
塚
古
墳
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
古
墳
も
ま
た
天
王
壇
古
墳
同
様
、
帆
立
貝
式
古

墳
で
あ
り
、
円
丘
径
三
四
層
、
西
面
に
幅
六
層
、
長
さ
四
麿
の
造
出
部
が

つ
き
、

こ
の
部
分
だ
け
周
渥
幅
は
三
層
と
狭
い
。
そ
の
規
模
、
構
造
は
天
王
壇
古
墳
と
酷

似
し
て
居
り
注
目
さ
れ
る
が
、
ま
た
、
埴
輪
、
土
製
鳥
形
代
の
存
在
、
追
葬
者
の

周
洋
外
縁

へ
の
葬
埋
と
い
っ
た
面
で
も
通
ず
る

一
面
を
も

っ
て
い
る
。

ハ
ン
ボ
塚

古
墳
の
造
出
部
か
ら
は
二
躯
の
人
物
埴
輪
と
水
鳥
形
埴
輪

一
隻
が
前
面
渥
中
に
転

落
し
た
形
で
見
出
さ
れ
た
。
共
に
極
め
て
小
形
の
粗
雑
な
作
り
の
埴
輪
で
あ
る
。

一
見
土
製
人
形
代
、
土
製
水
鳥
形
代
と
呼
ぶ
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
資
料

で
あ
る
が
、
箱
や
円
窓
の
存
在
も
あ
り

「
埴
輪
」
の
概
念
に
容
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
人
物
埴
輪
、
鳥
形
埴
輪
の
造
出
部
樹
立
は
天
王
壇
古
墳
に
通
ず
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、

「
造
出
部
」
の
機
能
が
埴
輪
世
界
に
息
づ
く
所
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
物

語

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

ハ
ン
ボ
塚
古
墳

で
は
、
造
出
部
に
は
埴
輪
群
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ

り
、
土
製
馬
形
代
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
ン
ボ
塚
古
墳
で
の
土
製
馬

形
代
は
発
見
地
点

の
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
三
点
が
あ
り
、

一
は
墳
丘
北
面
裾
近
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く
、

一
は
周
渥
の
東
面
外
縁
、

一
は
周
渥
の
北
東
面
外
縁
で
の
発
見
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の

ハ
ン
ボ
塚
古
墳
に
は
周
渥
外
縁
に
そ
い
四
基
の
埋
葬
施
設
i
追
葬
者
空

間
が
見
ら
れ
る
が
、
内
三
基
は
組
合
式
石
棺
、

一
基
が
円
筒
埴
輪
を
利
用
し
た
円

筒
棺
で
あ
る
。
天
王
壇
古
墳
で
も
墳
丘
裾
に

一
埴
輪
棺
、
周
渥
外
縁
に
三
埴
輪
棺

と

一
墓
城
を
調
査
範
囲
内
で
発
見
し
て

お
り
、
非
常
に
似
た
在
り
方
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ハ
ン
ボ
塚
古
墳
の
土
製
馬
形
代
は
こ
の
追
葬
の
墓
群
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
周
渥
東
面
外
縁
の
土
製
馬
形
代
は
五
層
離
れ
て

第
二
号
組
合
式
石
棺
が
、
周
渥
北
東
面

外
縁
の
土
製
馬
形
代
は
第
三
号
組
合
式
石

棺
と
僅
か
二
層
離
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ

の
関
連
は
極
め
て
密
な
る
も
の
が
あ
る
。

報
告
書
で
は
土
馬
と
呼
び
七
世
紀
に
所
属
さ
せ
る
が
、

ハ
ン
ボ
塚
古
墳
の
場
合
も

や
や
遡
ら
せ
、
こ
う
し
た
組
合
式
石
棺
が
設
け
ら
れ
て
以
後
、
こ
う
し
た
土
製
馬

冠

代
を
そ
れ
ぞ
れ
に
献
進
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
・

ハ
ン
ボ
塚
古
堪

丘
内
、
北
面
裾
で
も
土
製
馬
形
代
が
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

ハ

ン
ボ
塚
古
墳
被
葬
者
、
周
渥
外
縁
追
葬
者
を
め
ぐ

っ
て
こ
う
し
た
土
製
馬
形
代
が

息
づ
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
ン
ボ
塚
古
墳
も
五
世
紀
後
半
の
造
墓

で
あ
る
。
各
組
合
式
石
棺
も
大
き
く
そ
の
時
期
を
距
る
も
の
で
は
な
い
だ
け
に
、

土
製
馬
形
代
も
そ
う
し
た
時
期
に
近
い
も
の
と
し
て
把
え
、
天
王
壇
古
墳
と
同
様

崇
り
の
発
動
が
あ
り
、
そ
の
鎮
祭
と
し

て
こ
う
し
た
追
葬
者
を
も
含
め
た
形
で
の

土
製
馬
形
式
の
息
づ
き
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
考
す
る
の
で
あ
る
。

陸
奥
国
と
伯
曹
国
、
そ
の
へ
だ
た
り

は
大
き
い
。
し
か
し
多
く
の
通
ず
る
面
を

も

つ
両
古
墳
の
存
在
は
朝
廷
を
介
し
て
は
じ
め
て
正
し
い
評
価
が
出
来
る
と
い
え

よ
う
。
土
製
馬
形
代
に
つ
い
て
も
主
葬
者
に
鎮
祭
を
行
な
う
場
合
、

一
墳
内
の
全

被
葬
者
を
含
め
て
鎮
祭
を
行
な
う
場
合

と
い
っ
た
相
違
は
あ
る
も
の
の

「崇
り
」

へ
の
こ
う
し
た
対
応
、
鎮
め
の
祭
式
は
朝
廷
を
介
し
て
は
じ
め
て
理
解
し
う
る
所

で
あ
ろ
う
。
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ArchaeologicalExaminationinThreeBurialSitesinJapan

MasayoshiMlzuNo

Summary

1.11medieavalgraves,foundatNambarajitemple,Minecity,Yamaguchiprefecture

Byexaminingthegravestructurestoconformthesequenceoftheconstruction,

theauthorshovesthecharacterofthegraveyard.

2.7tunnelgraves,excavatedatOgita,Kumamotocity,Kumamotoprefecture:By

examiningthegravestructuretoconformthesequence,theauthoralsoshows

thecharacterofagroupofgravesofthelaterhalfofsixthcentury.

3.TennouzanKofun(tumulusmound),excavatedatMotomiyatown,Fukushima

prefecture:Thetombofthelaterhalfoffifthcenturyisroundwithasquare

terracewhereclaysofhorseandcockinminiaturesizewerefound.By

examiningthecharacteroftheseobjects,theauthorshowstheyhadafunction

ofquellingthedeceasedperson.


