
古

墳

と

平

野

の

問

題

伊

主壬'"
刀可

泰

達

(
I
)
 

三
世
紀
後
半
よ
り
大
和
朝
廷
が
漸
次
圏
内
の
支
配
体
制
を
強
化
し
七
世
紀
に
至
っ
て
覇
権
を
確
立
し
て
古
代
政
権
の
成
立
を
み
る
が
、

そ
の
前
代
の
弥
生
式
時
代
に
発
生
し
た
地
域
的
集
団
大
和
朝
廷
に
よ
る
統
一
以
前
に
お
い
て
存
在
し
た
首
長
が
、
ま
た
古
墳
時
代
に
入
っ

て
か
ら
の
豪
族
た
ち
が
如
何
な
る
地
理
的
条
件
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
の
生
産
力
を
有
し
た
地
域
に
ど
の
よ
う
な
版
図
を
有
し
て
播
居
し

@
 

た
か
は
不
明
な
点
が
多
い
。
古
く
は
三
友
国
五
郎
氏
が
新
し
く
は
藤
岡
謙
二
郎
博
士
が
、
古
墳
と
平
野
の
関
連
を
と
り
あ
げ
ら
れ
た
卓
見

@
 

は
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
点
の
解
明
に
何
等
か
の
手
が
か
り
は
な
い
も
の
か
と
考
え
、
先
に
拙
稿
「
遺
跡
分
布
よ
り
み
た

古墳と平野の問題

古
代
地
域
」
を
発
表
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
そ
の
検
討
、
追
究
を
せ
ず
批
判
を
受
け
な
い
ま
ま
に
本
論
を
す
す
め
る
と
と
は
資
料

不
足
、
検
討
不
足
で
時
期
尚
早
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
一
つ
の
核
と
な
る
べ
き
地
域
を
把
握
し
前
記
研
究
と
併
せ
て
地
域
を
ひ

ろ
め
検
討
す
る
と
い
う
と
と
に
し
て
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。

古
代
地
域
を
理
解
す
る
上
に
お
い
て
そ
の
時
代
が
農
耕
生
活
を
基
盤
と
し
、
そ
の
生
産
力
が
支
配
力
の
根
源
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
農
業
共
同
体
は
水
と
い
う
も
の
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
め
に
水
系
を
中
心
と
し
た
山
麓
斜
面
、
扇
状
地
、
流
域
低
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地
を
組
合
わ
せ
、
弥
生
式
遺
跡
、
古
墳
、
式
内
社
の
分
布
と
対
照
し
て
芳
え
、

一
水
系
ま
た
は
二
、
三
の
水
系
を
一
つ
の
単
位
と
し
た
古



. ._，_. 、 i

、制。

代
生
活
固
と
‘
い

4

ろ
か
地
域
集
団
の
社
会
圏
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
が
先
述
の
拙
稿
の
論
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
基
礎
的
な
考
え
に
し
て
古

代
豪
族
の
生
活
圏
・
社
会
圏
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
地
域
に
考
え
ら
れ
る
か
い
ま
だ
結
論
を
出
す
べ
き
殺
階
に
は
至
っ
て
い

な
い
が
、
そ
の
解
明
の
一
つ
の
鍵
と
し
て
事
例
を
あ
げ
一
試
論
と
し
た
い
。
こ
の
間
題
を
芳
え
る
場
合
、
連
続
す
る
時
間
'
的
空
間
を
重
ね

合
せ
る
と
い
う
景
観
変
遷
史
的
立
場
で
な
く
一
つ
の
時
間
的
空
間
の
断
面
を
把
え
る
立
場
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
把
握
す
る
被
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葬
者
、
宿
体
の
性
格
、
.
社
会
的
地
位
や
身
分
、
勢
力
等
に
関
し
て
は
明
ら
か
な
も
の
は
少
な
く
、
ま
た
本
稿
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
場

合
も
'
そ
ろ
い
っ
た
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
の
段
階
で
あ
る
。
明
ら
か
で
な
い
豪
族
の
中
核
と
な
る
べ
き
生
活
圏
・
支
配
闇
を
考
え
る
こ
と

は
根
底
よ
り
論
理
が
な
り
た
た
な
い
と
と
に
も
な
る
が
二
百
向
塚
の
発
生
を
み
る
古
墳
時
代
に
入
り
、
そ
の
遺
産
で
あ
る
塁
々
と
横
た
わ
ぺ
る

大
填
丘
を
み
る
と
き
に
そ
れ
を
営
造
せ
し
め
た
権
力
と
、
経
済
力
の
実
在
を
認
識
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
頂
上
に
立
カ
て
周
囲
を
蹄
観
す
れ

ば
き
.
ら
に
そ
の
支
配
す
る
地
域
や
生
産
力
と
の
関
連
な
ど
か
ら
生
活
圏
と
い
っ
た
も
の
の
実
存
が
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
、
た
め
に
そ
の
地
域

に
何
と
い
う
民
族
が
播
居
し
て
い
た
と
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
氏
族
で
あ
っ
た
か
な
ど
の
究
明
は
組
に
ゆ
ず
っ
て
、
本
稿
で

は
古
墳
時
代
に
お
け
る
権
力
者
の
墳
墓
で
あ
る
古
墳
が
実
在
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
ら
の
古
墳
を
築
造
「
せ
し
め
一
た
営
力

の
基
礎
で
あ
る
生
産
地
域
と
い
う
も
の
を
追
究
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
古
墳
そ
の
も
の
の
と
ら
え
か
た
に
も
い
ろ
い
ろ
と
あ

り
、
例
え
ば
、
単
独
に
存
在
す
る
も
の
、
群
を
な
し
て
存
在
す
る
も
の
、
墳
形
の
差
、
墳
丘
規
模
の
違
い
、
内
部
構
造
上
の
違
い
、
築
造

年
代
の
相
違
等
等
、
複
雑
な
様
相
で
混
在
し
て
い
る
現
状
で
あ
り
、
さ
ら
に
困
難
な
こ
と
に
は
そ
れ
ら
は
す
べ
て
が
調
査
さ
れ
て
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
不
明
の
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ま
ず
こ
れ
ら
の
古
墳
そ
の
も
の
の
整
理
が
必
要
と
な
り
古
墳

'
群
な
ど
に
な
っ
て
く
る
と
単
に
形
態
と
か
時
期
的
な
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
と
れ
ら
の
群
を
墓
地
と
考
え
て
そ
れ
は
一
集
落
あ
る
い
は
二

集
落
以
上
の
共
同
体
的
な
も
の
の
墓
地
で
あ
る
と
が
、
単
一
氏
族
の
票
代
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
内
質
的
な
有
機
的
関
連
性
の
問
題
も
生



じ
て
く
る
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
如
く
一
時
期
に
お
け
る
空
間
の
復
原
を
試
み
る
点
か
ら
、
ま
ず
各
時
期
に
ま
た
が
っ
た
古
墳
群
で
あ
れ

ば
そ
の
群
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
期
の
も
の
を
抽
出
し
さ
ら
に
単
独
の
古
墳
を
選
び
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
そ
の
あ
る
時
期
に
お
け
る
空
間
抽
出
の
た
め
そ
れ
ら
古
墳
の
分
布
状
態
を
確
認
し
相
互
の
関
係
を
芳
察
す
る
必
要

が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
墳
丘
の
規
模
、
内
部
構
造
、
出
土
遺
物
の
質
、
量
な
ど
主
立
地
環
境
な
ど
に
よ
っ
て
、
被
葬
者
の
力
の
強
弱

と
と
も
に
そ
の
被
葬
者
の
勢
力
圏
あ
る
い
は
生
活
圏
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
の
相
関
関
係
な
ど
を
描
出
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

(
亙
)

以
上
の
見
解
に
た
っ
て
、
あ
る
地
域
を
限
定
し
て
考
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
各
種
の
要
素
を
省
去
し
、
単
純
な
形
で
示
し
て
み
た
い
。

す
な
わ
ち
奈
良
県
の
場
合
、
盆
地
全
体
が
遺
跡
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
程
多
種
多
様
の
、
ま
た
各
時
代
に
わ
た
っ
て
の
数
多

く
の
遺
跡
遺
構
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
古
墳
だ
け
に
限
っ
た
と
し
て
も
一
万
基
を
越
え
る
膨
大
な
数
量
で
あ
る
。
し
か
し
一
基
の

古
墳
を
築
造
し
た
被
葬
者
の
支
配
力
を
考
え
た
場
合
、
奈
良
盆
地
全
域
を
支
配
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
よ
り
小
地
域
的
な
も
の
で
あ

古墳と平野の問題

る
。
そ
れ
で
全
県
的
に
把
握
す
る
の
で
な
く
、
南
大
和
す
な
わ
ち
奈
良
盆
地
南
部
と
平
群
谷
、
生
駒
谷
、
富
雄
谷
と
い
う
低
地
と
河
谷
の

地
域
に
焦
点
を
合
わ
ぜ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
南
大
和
の
平
野
は
地
図
を
読
ん
だ
り
北
大
和
の
山
頂
よ
り
奈
良
盆
地
を
展
望
す
る
と
、
盆

地
全
域
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
に
み
え
る
が
、
と
の
地
域
一
円
は
盆
地
中
の
一
盆
地
と
い
っ
た
一
区
画
を
な
し
た
地
域
で
一
つ
の
ま

と
ま
り
を
も
っ
た
小
地
域
で
あ
る
。
葛
城
川
、
高
田
川
、
曽
我
川
の
流
域
低
平
地
が
中
核
で
西
方
は
葛
城
、
金
剛
の
連
峰
が
鋒
え
、
葛
下
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-
葛
城
・
高
田
の
諸
川
の
水
源
を
な
し
、
そ
の
山
麓
斜
面
に
そ
れ
ら
諸
川
の
扇
状
地
が
発
達
し
て
低
地
に
望
み
南
部
は
国
見
山
宇
中
心
と

し
た
山
塊
が
吉
野
川
河
谷
と
の
聞
に
の
び
て
境
を
な
し
、
東
方
は
越
智
岡
丘
陵
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
北
方
は
大
和
平
野
に
拡
が
る
が
、
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馬
見
丘
陵
が
咽
喉
部
を
拒
す
る
如
く
存
在
し
て
盆
地
と
の
障
壁
を
形
づ
く
り
前
述
の
如
き
一
小
区
画
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
お

け
る
五
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
築
造
さ
れ
た
と
認
定
さ
れ
る
古
墳
の
存
在
を
み
る
と
室
の
大
墓
、
披
上
の
鐘
子
塚
、
大
屋
の
屋
敷

ujujい品払い込

⑤
 

室
大
墓

i
巨
勢
の
丘
陵
が
奈
良
盆
地
に
む
か
つ
て
北
に
の
び
る
丘
陵
の
分
岐
し
た
一
つ
の
尾
根
が
、
西
南
か
ら
東
北
に
む
か
つ
て
派
生
し

山

也

埴

理

南大和の古墳分布図第 1図

て
い
る
丘
陵
端
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
、
葛
城
川
が
こ
の
古
墳
の
す
ぐ
西
を
北
流
し
そ
の
河
琉
は
肥
沃
な
平
野
を
形
成
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
本
墳
は
主
軸
を
ほ
ぼ
東
西
に
、
前
方
部
を
西
面
さ
せ
た
前
方
後
円
墳
で
周
濠
の
存
在
が
地
貌
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
規



模
は
全
長
二
三
八
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
の
径
一

O
五
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
の
高
さ
約
二
五
メ
ー
ト
ル
で
整
然
と
三
段
に
築
成
さ
れ
て
い
る

一
級
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
と
の
古
墳
は
墳
丘
表
面
に
は
葺
石
、
円
筒
埴
輪
の
樹
立
が
認
め
ら
れ
、
明
治
年
間
に
前
方
部
よ
り
絵
模
様

神
獣
鏡
二
面
分
、
三
角
緑
神
獣
鏡
一
面
、
獣
首
鏡
一
面
分
を
含
む
一
一
面
の
漢
式
鏡
と
滑
石
製
勾
玉
二
九
箇
、
管
玉
完
形
七
箇
と
破
片
、

藁
玉
一
箇
、
改
璃
小
玉
約
百
箇
、
石
製
万
子
な
ど
多
数
の
遺
物
出
土
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
五
年
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の

結
果
、
後
円
部
頂
上
に
二
つ
の
竪
穴
式
、
石
室
が
構
築
さ
れ
、
中
に
は
雄
大
な
長
持
形
石
棺
が
安
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
石
室
を
囲
ん
で
二

重
に
埴
輪
列
が
囲
韓
し
、
そ
れ
ら
は
甲
胃
、
楯
、
靭
な
ど
武
器
を
形
象
す
る
も
の
が
多
く
、
石
室
内
部
か
ら
は
既
掘
の
厄
に
あ
っ
て
い
る

が
勾
玉
、
管
玉
な
ど
の
玉
製
品
、
短
甲
片
、
琴
柱
形
石
製
品
、
万
剣
類
、
石
棺
内
よ
り
は
玉
類
、
石
室
外
よ
り
は
数
多
く
の
石
製
模
造
品

(
万
子
、
斧
頭
)
漢
式
鏡
片
な
ど
の
出
土
を
み
て
い
る
。

要
す
る
に
墳
正
・
遺
物
の
上
か
ら
み
て
古
墳
時
代
中
盛
期
の
五
世
紀
前
半
期
の
頃
と
考
え
ら
れ
、
被
葬
者
の
地
位
の
高
さ
を
示
し
て
い

る

@
 

披
上
鐘
子
塚

l
巨
勢
の
丘
陵
が
北
に
の
び
、
越
智
岡
の
丘
陵
と
相
対
す
る
北
斜
面
柏
原
の
集
落
に
面
す
る
と
こ
ろ
に
鐘
子
塚
は
存
在
す

古墳と平野の問題

る
。
三
段
築
成
に
整
美
さ
れ
た
も
の
で
周
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
痕
跡
を
示
し
、
陪
家
と
み
ら
れ
る
小
円
墳
も
濠
外
に
存
在
し
て
い
る
。
墳
E

上
に
は
葺
石
、
埴
輪
円
筒
列
が
整
然
と
樹
立
し
て
お
り
、
南
側
く
び
れ
部
に
水
鳥
形
の
埴
輪
が
検
出
さ
れ
報
告
さ
れ
て
い
る
。
長
持
形
石

棺
が
内
包
さ
れ
、
築
造
年
代
な
ど
は
前
述
の
室
大
墓
な
ど
と
そ
う
大
差
な
く
、
未
だ
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る

が
、
墳
正
の
規
模
、
外
部
施
設
な
ど
か
ら
み
て
、
矢
張
り
室
大
墓
な
ど
に
匹
適
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
相
対
す
る
豪
族
の
墳
墓
と
み
て
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さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

@
 

築
山
古
墳
|
奈
良
盆
地
の
西
南
部
に
発
達
し
て
い
る
馬
見
丘
陵
の
最
南
端
に
位
置
し
、
丘
陵
中
の
馬
見
古
墳
群
よ
り
は
や
や
離
れ
て
丘
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陵
南
部
の
低
平
地
に
面
し
て
立
地
し
て
い
る
。
全
長
二
一

0
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
の
径
一
二

0
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
の
幅
一

O
五
メ
l
ト

ル
で
周
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
壮
大
な
規
模
を
有
す
る
も
の
で
陪
家
な
ど
も
あ
り
古
墳
時
代
最
盛
期
の
特
徴
を
そ
な
え
て
お
り
、
現
在
陵
墓
参

寿
地
に
治
定
さ
れ
て
い
る
。

狐
九
塚
1
葛
下
川
流
域
の
孤
井
集
落
の
付
近
に
位
置
し
、
周
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
前
方
後
円
墳
で
規
模
も
雄
大
で
そ
の
墳
形
も
古
墳
時
代

最
盛
期
の
様
相
を
示
し
、
葛
下
川
流
域
に
は
こ
れ
に
匹
適
す
る
大
規
模
な
も
の
は
な
い
。

屋
敷
山
古
墳
|
新
庄
町
よ
り
葛
城
山
麓
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
大
屋
の
集
落
に
達
す
る
が
、
そ
の
南
に
存
在
す
る
大
規
模
な
前
方
後

円
墳
で
こ
の
山
麓
斜
面
に
は
特
殊
な
古
墳
や
千
塚
と
称
す
る
後
期
群
集
墳
は
群
在
す
る
が
、
時
期
の
さ
か
の
ぼ
り
う
る
の
は
こ
の
屋
敷
山

古
墳
の
み
で
あ
る
。
後
円
部
墳
頂
付
近
に
偉
大
な
長
持
形
石
棺
の
蓋
石
が
露
出
し
て
お
り
時
期
的
に
室
大
墓
な
ど
と
前
後
す
る
時
代
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
い
ず
れ
も
五
世
紀
初
頭
よ
り
中
葉
に
至
る
古
墳
時
代
中
期
の
様
相
を
示
し
時
期
的
に
も
半
世
紀
に
も
ま
セ
が
ら
な
い
こ
と
を
物
語
つ

て
い
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
ら
の
古
墳
は
あ
ま
り
時
期
の
へ
だ
た
ら
な
い
聞
に
営
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
墳
墓
を
造
営
し
得
る

被
葬
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
割
拠
し
て
い
た
と
推
定
し
て
き
し
て
誤
り
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
室
大
墓
は
葛
城
川
流
域
の
低
平

地
を
前
面
に
擁
し
、
披
上
の
鐘
子
塚
は
曽
我
川
流
域
地
域
を
控
え
、
屋
敷
山
古
墳
は
高
田
川
流
域
地
域
を
擁
し
て
い
る
。
狐
井
塚
は
葛
下

川
流
域
、
築
山
陵
墓
参
考
地
は
馬
見
丘
陵
東
面
の
高
田
、
葛
城
川
の
併
流
低
平
地
域
を
擁
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
竜
田
川
流
域
の
河
谷
を
み
る
と
南
大
和
の
如
く
平
坦
面
の
広
い
地
域
で
な
く
、
生
駒
山
脈
と
矢
田
正
陵
の
聞
に
狭
ま
れ
た
断
層

谷
で
あ
り
、
竜
田
川
に
よ
り
侵
蝕
を
う
け
た
河
谷
で
あ
る
。
こ
の
川
は
上
流
部
は
生
駒
川
で
あ
り
中
流
の
マ
ン
ガ
の
淵
と
よ
ば
れ
る
峡
谷

を
墳
に
し
て
竜
田
川
と
な
り
南
流
し
て
蛾
瀬
と
よ
ば
れ
る
小
峡
谷
を
へ
て
大
和
川
に
そ
そ
い
で
い
る
。
傾
勤
地
塊
の
生
駒
山
脈
は
背
面
を



東
に
む
け
、
そ
の
綾
傾
斜
面
は
耕
地
化
が
進
み
水
田
が
樹
枝
状
に
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
河
谷
に
お
け
る
古
墳
分
布
を
み
る
と
平
群
谷
に
は

後
期
古
墳
約
三

O
基
ば
か
り
で
そ
の
中
横
穴
式
石
室
を
有
す
る
も
の
一
二
基
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
前
期
に
編
年
さ
れ
る
古
墳
は

未
だ
発
見
さ
れ
ず
た
だ
一
基
平
群
谷
を
さ
か
の
ぼ
る
上
流
生
駒
川
の
右
岸
に
竹
林
寺
古
墳
一
基
の
存
在
を
み
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
地
域

は
地
形
的
に
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
で
あ
り
、
古
代
豪
族
平
群
氏
の
拠
地
と
考
え
ら
れ
て
い
る
注
目
す
べ
き
、
問
題
の
あ
る
地
域
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
古
墳
群
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
は
未
だ
解
明
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
正
税
帳
な
ど
に
よ
り
平
群
郡
の
租
税
な

⑦
 

ど
分
明
す
る
地
域
と
し
て
有
意
義
な
地
方
で
あ
る
。
竹
林
寺
古
墳
は
生
駒
山
の
東
南
麓
、
暗
峠
越
の
北
側
に
生
駒
川
に
面
し
て
突
出
し
た

丘
陵
上
の
行
基
の
墓
の
所
在
で
知
ら
れ
る
竹
林
寺
の
境
内
に
存
在
す
る
。
と
の
丘
陵
の
東
端
に
前
方
都
を
東
面
し
て
営
ま
れ
た
前
方
後
円

墳
で
、
た
ま
た
ま
昭
和
一
四
年
に
後
円
部
が
発
掘
さ
れ
内
部
主
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
基
底
部
に
疎
床
を
も
う
け
そ
の
上
に
粘
土
を

舟
形
に
作
り
と
の
層
中
に
遺
物
を
含
む
朱
層
が
あ
り
、
さ
ら
に
礁
層
と
そ
の
上
に
蓋
石
、
さ
ら
に
割
石
を
か
ま
ぼ
と
状
に
積
重
ね
る
と
い

う
特
殊
な
構
造
で
、
遺
物
と
し
て
長
宣
子
孫
内
行
花
文
鏡
片
、
碧
玉
製
石
釧
、
万
剣
、
鉄
釘
な
ど
の
出
土
が
み
ら
れ
、
古
墳
時
代
前
期
の
特

徴
を
示
し
、
四
世
紀
後
半
の
時
期
に
治
定
さ
れ
る
。
前
述
の
如
く
、
と
れ
は
生
駒
谷
に
属
す
る
地
域
に
立
地
し
、
と
の
古
墳
以
外
に
古
墳

古墳と平野の問題

が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
期
の
古
墳
が
平
群
谷
に
表
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
関
連
は
明
ら
か
で
な
い
。
と
の
平
群
谷
に

隣
接
し
た
矢
田
丘
陵
の
東
側
、
西
之
京
丘
陵
と
に
は
さ
ま
れ
た
富
雄
川
流
域
河
谷
地
域
は
、
と
こ
も
平
群
谷
同
様
地
形
的
に
は
一
つ
の
完

結
的
な
地
域
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
神
式
伝
承
に
み
ら
れ
る
鳥
見
に
治
定
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
が
む
し
ろ
遺
跡
は
少
な
く
古
い

時
代
の
開
発
を
示
す
も
の
は
乏
し
い
現
状
に
あ
る
。
と
の
河
谷
も
平
群
谷
同
様
前
期
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
古
墳
は
丸
山
古
墳
茶
臼
山
古
墳

⑤
 

の
二
基
の
み
で
他
は
後
期
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
丸
山
古
墳
は
富
雄
川
の
河
流
が
峡
谷
よ
り
盆
地
に
流
出
す
る
漢
口
部
に
あ
た
り
、
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矢
田
丘
陵
の
東
斜
面
が
東
南
部
で
は
西
田
中
、
大
和
田
の
丘
陵
に
分
れ
る
が
大
和
田
に
の
び
る
丘
陵
北
部
の
小
丘
皐
を
利
用
し
た
前
方
後



38 

円
墳
で
画
象
帯
竜
虎
文
鏡
、
五
神
田
獣
鏡
な
ど
の
鏡
鑑
類
に
銅

製
釧
形
金
具
、
銅
板
薄
板
や
滑
石
製
の
撃
、
釜
頭
、
万
子
、
鍬

形
石
、
琴
字
形
石
製
品
な
ど
の
石
製
品
模
造
品

碧
玉
製
食

管
玉
類
な
ど
多
数
の
特
殊
な
遺
物
を
出
土
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
奈
良
県
外
で
の
地
域
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
今
ま

で
は
同
一
時
期
の
古
墳
分
布
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
割
拠
性
と
地

域
性
を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
成
層
的
な
構
成
を
も
っ
古
墳
群

@
 

を
包
有
す
る
地
域
を
検
討
し
て
み
る
と
三
重
県
名
賀
郡
美
旗
地

方
が
あ
る
。
こ
の
美
濃
波
多
盆
地
は
大
和
と
伊
勢
を
つ
な
ぐ
交

通
の
要
衝
に
あ
た
り
、
径
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
小
盆
地
で

あ
る
が
、
八
基
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
わ
た
る
古
墳
を
棄
し
た

一
生
産
地
帯
で
あ
る
。
古
墳
の
分
布
は
盆
地
中
央
部
に
本
古
墳

群
最
大
の
馬
塚
と
い
う
前
方
部
を
西
に
む
け
た
全
長
一
四
O
メ

ー
ト
ル
、
後
円
部
径
八
九
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
一

O
一メ

l

ト
ル
、
周
濠
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
前
方
後
円
墳
が
あ
り
、
陪
家

を
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
馬
塚
の
北
約
八

0
0
メ
ー
ト
ル
盆

地
北
限
部
に
毘
沙
問
塚
が
濠
を
め
ぐ
ら
し
古
墳
時
代
中
期
の
典



型
的
な
前
方
後
円
墳
の
形
を
示
し
な
が
ら
存
在
し
、
そ
の
東
五

0
0
メ
ー
ト
ル
に
前
中
期
の
過
渡
期
と
芳
え
ら
れ
る
、

一O
五
メ

1
ト

ル
、
後
円
部
径
七
七
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
三
九
メ
ー
ト
ル
の
前
方
都
の
低
短
な
前
方
後
円
墳
女
郎
塚
が
存
在
し
て
い
る
。
と
の
女
郎
塚

の
北
約
二

0
0
メ
ー
ト
ル
の
と
と
ろ
に
最
も
古
い
と
み
ら
れ
る
殿
塚
が
築
造
さ
れ
て
い
る
。
と
の
古
墳
は
自
然
の
地
形
を
最
も
よ
く
利
用

し
、
後
円
部
の
外
周
に
不
正
形
の
空
濠
を
有
す
る
前
方
後
円
墳
で
全
長
八
五
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
径
五
二
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
四

O
メ
l

ト
ル
で
墳
正
に
は
葺
石
、
埴
輪
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
る
。
昭
和
三
六
年
こ
の
陪
家
が
調
査
さ
れ
甲
胃
、
工
具
、
万
剣
類
の
遺
物
埋
葬
を

主
体
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
注
目
を
集
あ
た
。
馬
塚
南
方
の
玉
塚
は
方
墳
で
南
東
約
五

0
0メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、

玉
塚
は
全
長
四
三
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
径
三
三
メ
ー
ト
ル
、
前
方
都
幅
二
四
メ
ー
ト
ル
で
濠
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
前
方
後
円
墳
で
あ

る
。
さ
ら
に
南
の
土
小
波
田
部
落
に
は
三
基
の
横
穴
式
石
室
が
あ
り
、
残
存
す
る
赤
井
の
塚
穴
は
七
世
紀
初
頭
前
後
と
み
ら
れ
る
整
備
さ

れ
た
石
室
で
あ
る
。
以
上
殿
塚
古
墳
を
古
墳
時
代
前
期
末
と
編
年
し
女
郎
塚
、
毘
沙
門
塚
、
馬
塚
、
玉
塚
、
中
期
末
の
王
塚
と
順
次
築
造

さ
れ
、
同
一
年
代
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
な
い
点
か
ら
一
世
一
代
一
墳
と
し
て
長
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
古
墳
群
と
考
え
る
な
ら
ば
一

古墳と平野の問題

氏
族
、

と
し
た
集
団
の
古
墳
群
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
地
域
集
団
に
よ
っ
て
絶
え
る
こ
と
な
く
構
築
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
、
地
理
的
に
周
囲
よ
り
隔
絶
さ
れ
た
こ
の
小
盆
地
を
基
盤

(
E
)
 

以
上
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
古
墳
と
そ
の
周
辺
の
地
域
を
観
察
し
て
き
た
が
と
と
で
芳
察
し
た
い
と
と
は
単
的
に
い
っ
て
地
域
集
団

の
構
成
は
平
野
か
ら
の
収
穫
に
よ
っ
て
規
成
さ
れ
た
と
の
芳
え
に
た
ち
、
古
墳
が
ど
の
程
度
の
生
産
力
を
有
す
る
地
域
を
母
胎
と
し
て
営

39 

造
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
被
葬
者
が
ど
の
程
度
の
版
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
古
墳
の
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規
模
、
立
地
環
境
な
ど
の
差
異
に
よ
っ
て
そ
の
営
造
者
を

A
一
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
生
活
基
盤
の
安
j
-
-
つ
い
と
と
ろ
に
壮
大

な
古
墳
の
築
造
は
あ
り
え
ず
、
平
野
面
積
と
ヅ
墳
の
規
模
は
平
行
す
る
も
の
と
い
う
考
え
方
よ
り
更
に
一
歩
進
め
た
具
体
的
な
形
で
J

・

1

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
か
ら
、
前
述
の
古
墳
と
そ
の
周
辺
の
平
野
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
。

奈
良
盆
地
は
周
辺
の
山
地
か
ら
流
れ
出
る
川
が
大
和
川
に
ま
と
ま
り
広
範
な
平
坦
地
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
、
河
川
水
系
へ
の
歴
史
的

な
関
与
を
契
機
と
し
て
形
J
さ
れ
る
地
域
的
な
集
団
は
、
そ
の
形
成
の
初
期
か
ら
他
の
集
団
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
、
そ
の
聞
の
調
整

を
必
然
に
さ
せ
ら
れ
る
タ
件
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
奈
良
盆
地
に
お
け
る
地
域
的
集
団
聞
の
系
列
化
を
は
や
め
複
雑
化
し
、
強
固
な
政
治
的

⑬
 

支
配
関
係
を
樹
立
さ
〈
る
要
因
と
な
っ
た
と
近
藤
義
郎
氏
は
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
盆
地
低
平
部
に
お
け
る
様
相
は

複
雑
で
あ
る
が
、
け
述
の
拙
稿
で
し
る
し
た
如
く
、
地
域
集
団
は
明
確
で
は
な
い
が
水
系
毎
に
あ
る
存
在
を
遺
跡
分
布
よ
り
看
取
さ
れ

る
が
、
本
稿
で
わ
ら
っ
て
い
る
そ
れ
ら
の
地
域
集
団
が
如
何
程
の
生
産
圏
や
領
域
を
擁
し
て
い
た
か
は
残
念
な
が
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な

ぃ
。
盆
地
南
部
地
域
の
古
墳
時
代
前
半
の
大
規
模
前
方
後
円
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
首
長
を
前
代
の
弥
生
式
時
代
よ
り
生
産
の
高
揚
に
っ
と

め
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
克
服
し
て
集
団
相
互
の
系
列
化
を
進
め
、
そ
の
頂
点
に
達
し
た
政
治
勢
力
者
と
考
え
た
な
ら
ば
弥
生
式

時
代
の
形
勢
よ
り
展
望
し
て
み
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
も
す
で
に
論
じ
て
い
る
の
で
簡
単
に
ふ
え
ん
し
て
み
る
と
前
述
の
盆
地
南

部
に
お
げ
る
弥
生
式
の
遺
物
散
布
地
及
び
遺
跡
は
四
五
を
数
え
、
そ
の
分
布
状
態
は
曽
我
川
流
域
に
二
ニ
、
葛
城
川
流
域
に
九
、
高
田
川

流
域
に
九
、
葛
下
川
流
域
に
ご
ニ
、
と
な
り
ほ
ぼ
同
数
の
散
布
状
況
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
遺
跡
を
み
て
も
曽
我
川
に
は
新
沢
茶
臼
山
古

墳
(
五

oh)号
墳
)

の
前
面
に
は
新
沢
一
遺
跡
や
川
西
の
大
遺
跡
を
擁
し
、
築
山
古
墳
の
場
合
は
高
田
川
の
流
域
と
有
井
の
遺
跡
そ
の
上

流
に
は
犬
屋
の
屋
敷
山
古
墳
と
火
雷
神
社
周
辺
に
広
大
な
遺
跡
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
葛
城
川
流
域
に
は
大
規
模
な
鴨
都
波
遺
跡
と
そ
の

南
方
山
麓
に
室
大
墓
の
立
地
が
み
ら
れ
、
銅
鐸
と
多
鑑
細
文
鏡
出
土
で
知
ら
れ
る
名
柄
遺
跡
も
そ
の
上
流
部
に
あ
る
。
葛
下
川
の
流
域
は
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未
だ
大
規
模
な
遺
跡
は
知
ら
れ
な
い
が
銅
鐸
出
土
で
知
ら
れ
る
観
音
山
、
縄
文
式

遺
跡
の
磯
壁
、
竹
の
内
遺
跡
な
ど
を
始
め
多
く
の
弥
生
式
遺
物
散
布
地
が
分
布

し
、
そ
の
中
央
部
に
孤
井
塚
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
弥
生
式
遺
跡
と
と
れ
ら

の
古
墳
を
直
接
結
び
つ
け
る
何
も
の
も
な
く
発
展
的
段
階
で
は
把
握
で
き
な
い
が

弥
生
式
時
代
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
た
集
団
を
も
と
に
そ
れ
ら
の
集
団
の
生
活
基
盤

平群谷遠望

で
あ
る
生
産
圏
を
母
胎
と
し
て
発
生
し
た
権
力
者
と
い
う
こ
と
は
地
域
的
な
意
味

に
お
い
て
理
解
で
き
る
。
と
の
地
域
は
奈
良
盆
地
全
体
よ
り
み
れ
ば
小
区
画
を
な

し
て
い
る
が
地
理
的
に
は
奈
良
盆
地
同
様
各
河
川
が
併
流
し
て
い
る
た
め
広
範
な

低
平
地
を
形
成
し
、
障
壁
と
な
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
地
域
集
団
は
何
ら
か
の
形

第 3図

で
相
互
に
関
連
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
判
然
と
し
た
境
界
は
な
く
と

も
、
第
1
図
の
如
き
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
有
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
の
地
域
内
で
の
個
々
の
境
界
は
地
理
的
な
障
壁
と
な
る
べ
き
も
の
の
な
い
と
と

ろ
か
ら
判
然
と
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
古
墳
の
存
在
し
た
地
点
を
中
核
と

し
た
地
域
的
集
団
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
は
看
取
で
き
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
め
て

一
層
地
理
的
に
地
域
限
界
が
明
瞭
に
把
握
で
き
自
己
完
結
的
に
治
水
を
進
め
、
開

発
を
拡
大
さ
せ
ら
れ
る
条
件
に
あ
る
地
域
と
し
て
竜
田
川
、
富
雄
川
両
河
谷
・
美

濃
波
多
盆
地
の
地
域
を
あ
げ
こ
れ
ら
の
地
域
が
如
何
ほ
ど
の
生
産
力
を
有
し
て
い



42 

た
か
を
考
え
て
み
る
と
き
に
竹
林
寺
古
墳
や
丸
山
古
墳
程
度
の
規
模
を
有
す
る
古
墳
の
営
造
者
が
支
配
す
る
地
域
そ
し
て
そ
の
生
産
力
と

い
っ
た
も
の
を
類
推
す
る
と
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
た
が
残
念
な
と
と
に
は
上
代
に
お
け
る
生
産
量
に
関
す
る
資
料
は
皆
無

の
た
め
そ
れ
よ
り
以
前
の
検
出
法
は
今
後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
産
地
域
に
つ
い
て
は
水
稲
の
生
産
技
術
の
上
よ
り
み
て
単

な
る
自
然
の
湿
潤
低
地
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
段
階
よ
り
発
展
し
て
耕
地
を
拡
大
す
る
の
に
水
を
制
禦
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
成
功
し
た

と
考
え
ら
れ
、
と
く
に
谷
水
田
の
開
発
刺
用
に
際
し
て
は
必
然
的
に
水
の
調
整
な
く
し
て
の
開
発
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
点
よ

り
水
利
濯
親
構
造
上
よ
り
こ
れ
ら
の
河
谷
の
生
産
地
域
を
み
る
と
平
群
谷
に
お
い
て
は
、
水
田
の
発
達
は
生
駒
川
の
沿
岸
と
、
生
駒
山
脈

東
斜
面
の
樹
枝
状
に
発
達
し
た
谷
に
の
び
、
水
田
面
積
は
三
七
四
町
、
畑
地
が
八
三
町
、
山
林
一
一
八
一
町
で
耕
地
面
積
は
全
面
積
の
二

@
 

四
%
を
し
め
し
て
い
る
。
堀
内
義
隆
氏
な
ど
の
調
査
に
よ
る
と
こ
れ
ら
の
水
田
の
用
水
源
は
河
川
、
摺
池
が
主
で
湧
水
や
地
下
水
は
補
助

的
な
も
の
で
あ
る
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
河
谷
は
常
水
に
乏
し
い
の
で
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
そ
し

て
地
形
上
耕
地
が
分
散
し
細
分
さ
れ
て
い
る
た
め
用
水
の
融
通
も
困
難
で
小
分
単
位
に
終
り
、
自
然
的
条
件
に
よ
る
各
部
落
毎
或
は
用
水

源
毎
の
用
水
慣
行
が
成
立
し
て
い
る
孤
立
的
、
閉
鎖
的
な
濯
斑
地
域
で
そ
れ
だ
け
に
古
い
慣
行
が
永
続
し
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
耕
地

の
拡
大
は
引
水
、
集
水
、
保
水
の
技
術
の
進
歩
と
共
に
拡
が
っ
た
と
芳
え
ら
れ
、
河
谷
に
お
け
る
氾
濫
は
種
々
の
生
活
の
知
恵
を
あ
た
え
、

堤
防
、
溜
池
、
ウ
ケ
堤
な
ど
諸
種
の
施
設
を
創
造
せ
し
め
た
が
、
古
墳
時
代
に
お
い
て
は
、
文
献
の
上
に
池
造
り
の
記
事
が
み
ら
れ
る
の

は
崇
神
朝
よ
り
始
ま
り
、
応
神
、
仁
徳
朝
に
は
最
大
を
数
え
る
、
五
世
紀
初
頭
よ
り
の
大
規
模
な
墳
正
と
豊
富
な
遺
物
を
埋
蔵
す
る
古
墳

⑫
 

の
営
造
は
こ
れ
ら
池
濯
概
の
進
歩
に
よ
る
飛
躍
的
な
生
産
力
の
向
上
の
結
果
で
あ
る
と
の
見
解
を
前
に
発
表
し
た
が
、
と
れ
ら
溜
池
に
よ

@
 

る
水
利
を
行
な
う
以
前
に
登
呂
な
ど
に
み
ら
れ
る
河
川
濯
慨
に
よ
る
高
地
の
耕
地
化
を
芳
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
河
谷
に
お
い

て
は
溜
池
濯
報
よ
り
河
川
濯
慨
を
主
に
み
た
の
で
あ
る
が
、
富
雄
谷
に
お
い
て
は
河
川
濯
減
率
は
旧
富
雄
村
に
お
い
て
は
二
二
%
を
し
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第4図 富雄川流域図

凡例
・古墳

事溜池

怪水田

電削1晴海
流域

ー‘弓け堤

め
、
富
雄
川
本
流
に
そ
っ
て
細
長
く
分
布
し
、
富
雄
川
旧
氾
濫
原
の
様
相
を
復
原
し
う
る
状
態
に
あ
る
。
と
の
河
谷
で
最
も
河
川
濯
減
率

の
高
い
の
は
石
木
集
落
と
そ
の
下
流
に
あ
る
城
集
落
で
そ
れ
に
つ
い
で
、
中
・
三
碓
・
二
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
谷
に
お
け
る
古
墳

分
布
と
の
関
係
を
み
る
と
、
こ
の
河
谷
に
お
け
る
古
墳
の
存
在
す
る
地
域
の
前
面
は
石
木
、
城
の
領
域
に
あ
た
る
わ
け
で
、
こ
の
両
地
域
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は
高
率
の
河
川
濯
瓶
地
域
で
あ
り
、
古
墳
の
立
地
す
る
領
域
は
ほ
と
ん
ど
の
水
田
が
溜
池
濯
慨
に
た
よ
っ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の
事



44 

実
は
古
墳
の
立
地
が
営
々
と
造
営
さ
れ
た
生
産
地
域
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
未
だ
耕
地
花
さ
れ
な
い
水
利
の
便
の
悪
い
地
を
選
定
し

て
い
る
事
実
を
示
し
て
い
る
。
石
木
部
落
な
ど
で
は
毎
年
水
に
は
苦
労
し
、
天
候
に
左
右
さ
れ
雨
天
を
利
用
し
て
、
時
期
的
に
は
少
し
早

く
て
も
、
ま
た
は
遅
く
と
も
水
の
あ
る
聞
に
田
植
を
す
る
と
い
っ
た
、
ま
っ
た
く
自
然
に
順
応
し
た
耕
作
が
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
と

と
は
自
然
に
決
定
ず
け
ら
れ
る
要
素
の
多
か
っ
た
古
代
の
生
産
状
況
が
ホ

1
フ
ツ
と
よ
み
が
え
き
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
ま
だ
溜
池

な
ど
に
よ
る
整
理
さ
れ
た
水
利
施
設
の
な
い
状
態
の
生
産
地
域
が
生
産
地
域
と
し
て
発
達
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

そ
こ
で
古
墳
の
分
布
状
態
な
ど
か
ら
し
て
富
雄
川
河
谷
に
は
前
期
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
古
墳
と
し
て
前
述
の
丸
山
古
墳
の
存
在
が
み
ら

れ
、
下
流
に
お
い
て
は
、
西
之
京
正
陵
商
端
の
新
木
山
古
墳
が
み
ら
れ
る
が
こ
の
両
者
の
関
係
は
同
一
時
期
の
築
造
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

新
木
山
古
墳
は
何
等
調
査
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
墳
形
な
ど
か
ら
し
て
丸
山
古
墳
よ
り
も
後
出
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
も
別
個
の

豪
族
の
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
丸
山
古
墳
は
富
雄
谷
河
谷
の
生
産
地
域
に
播
居
し
た
豪
族
で
あ
り
、
新
木
山
古
墳
は
佐
保
川
流
域
の
生
産

地
域
に
居
住
し
た
豪
族
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
一
氏
族
に
考
え
る
な
ら
ば
佐
保
川
流
域
は
い
ま
だ
低
湿
地
で
あ
り
生
産
地
と
し
て
は
不
適

当
な
時
期
に
と
の
富
雄
川
河
谷
が
生
産
地
で
あ
り
、
盆
地
中
央
部
の
低
湿
地
に
存
在
す
る
島
根
山
古
墳
や
河
合
大
塚
山
古
墳
群
が
営
造
さ

れ
る
時
期
に
は
富
雄
川
下
流
、
佐
保
川
合
流
点
付
近
の
こ
の
低
湿
地
も
耕
地
化
さ
れ
、
新
木
山
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

河
長
よ
り
、
そ
の
前
面
の
盆
地
低
平
面
を
望
む
生
産
地
域
宏
領
域
と
し
た
豪
族
居
住
が
単
行
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
こ
の
丸
山
古
墳
を
中
心
と

し
た
生
産
地
帯
を
み
る
と
富
雄
川
河
谷
の
旧
富
雄
村
に
お
け
る
水
田
面
積
は
一

O
世
紀
ご
ろ
で
は
約
一
七

O
町
、
明
治
初
年
は
水
田
四
一

田
町
七
反
、

畑
六
一
町
八
反
で
現
在
三
五
三
町
四
反
四
畝
に
対
し
て
畑
面
積
は
二
三
町
五
畝
で
あ
る
が
、
先
述
の
如
く
河
掛
り
に
よ
る

水
戸
は
約
四
二
町
六
反
で
井
堰
に
よ
り
濯
概
さ
れ
、
二
名
で
は
三
堰
、
三
碓
で
は
五
堰
、
中
で
は
六
堰
、
石
木
で
は
一

O
堰
の
井
堰
よ
り

河
沿
い
に
直
接
濯
概
さ
れ
て
い
る
。
最
も
河
川
濯
翫
に
た
よ
る
の
が
石
木
領
で
あ
り
反
対
に
最
も
溜
池
濯
慨
に
た
よ
っ
て
い
る
の
が
大
和



田
領
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
事
実
よ
り
こ
の
河
谷
に
お
い
て
は
古
墳
の
生
産
地
が
河
川
濯
減
地
域
の
生
産
よ
り
始
ま
り
漸
次
、
溜
池

濯
慨
に
よ
る
耕
地
の
拡
大
を
は
か
っ
た
こ
と
が
耕
地
発
展
の
推
移
と
し
て
考
え
ら
れ
、
河
川
濯
海
面
積
に
よ
っ
て
一
つ
の
領
域
を
推
定
す

る
こ
と
は
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
美
旗
地
方
の
場
合
を
み
て
も
と
の
地
域
は
歴
史
的
に
、
ま
た
地
理
的
に
み
て
新
聞
開
発
地
域
と
し
て
有
名
で
藤
堂
藩
の
藩
営
新

用
水
、
排
水
路
の
開
撃
に
と
も
な
う
開
発
型
式

@
 

の
も
の
で
、
模
式
的
な
幾
何
学
的
地
割
を
有
す
る
村
落
型
態
を
も
つ
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
古
代
に
お
い
て
持

固
と
し
て
承
応
年
聞
に
開
か
れ
、

そ
れ
も
低
湿
地
に
営
ま
れ
る
型
態
の
も
の
で
な
く
、

統
天
皇
の
狩
猟
場
で
あ
っ
た
と
か
、
近
世
初
頭
ま
で
中
村
、
神
戸
、
小
波
多
の
入
会
草
刈
場
で
あ
っ
た
と
か
め
伝
承
と
関
連
し
て
、
美
濃

波
多
台
地
は
近
世
初
頭
ま
で
は
非
生
産
地
域
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
新
田
地
帯
は
(
耳
)
で
述
べ
た

美
濃
波
多
古
墳
群
の
古
墳
分
布
地
域
で
あ
る
。
先
述
し
た
富
雄
谷
の
古
墳
立
地
と
同
様
、
非
生
産
地
域
を
古
墳
築
造
の
立
地
条
件
と
し
て

い
る
一
実
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
古
墳
築
成
の
営
力
は
周
囲
の
環
境
よ
り
み
て
伊
賀
盆
地
全
域
と
み
る
よ
り
盆
地
南
部

の
小
波
田
川
流
域
低
地
一
円
と
考
え
る
の
が
至
矧
で
あ
ろ
う
。
と
の
地
域
は
現
在
は
深
瀬
川
よ
り
引
水
す
る
種
生
水
路
と
東
狭
間
池
よ
り

古墳と平野の問題

引
水
す
る
二
系
統
の
濯
減
水
路
で
耕
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
新
田
開
発
当
時
の
江
戸
初
期
に
は
小
波
田
川
掛
り
、
泥
川
掛
り
、
石

神
池
掛
り
の
三
水
路
に
よ
る
水
利
系
統
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
小
波
多
川
濯
概
流
域
低
平
地
は
小
波
多
川
川
掛
り
に
よ
る
河
川
濯
斑

地
域
が
古
代
生
産
地
域
と
推
定
し
て
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
、
濯
報
面
積
は
置
接
濯
慨
に
よ
る
も
の
一
二

O
町
、
み
は
た
、
西
原
地
域
が

ほ
ぽ
中
心
で
間
接
濃
慨
に
よ
る
の
が
二
八

O
町
を
占
め
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
ま
た
竜
田
川
流
域
に
も
ど
っ
て
生
駒
谷
と
平
群
谷
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
平
群
谷
に
は
古
墳
時
代
前
期
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る

45 

古
墳
は
い
ま
だ
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
時
期
的
に
は
中
期
末
よ
り
の
特
色
あ
る
古
墳
の
分
布
を
示
し
て
い
る
。
他
方
生
駒
谷
に
お
い
て
は
竹
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林
寺
古
墳
を
除
い
て
、
そ
れ
に
続
く
中
期
、
後
期
古
墳
の
存
在
を
み
ず
と
の
両
谷
の
聞
に
は
マ
ン
ガ
の
淵
と
よ
ば
れ
る
峡
谷
に
よ
る
地
理

的
障
壁
が
あ
り
、
二
分
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
両
谷
と
も
に
河
岸
段
丘
上
に
弥
生
式
土
器
の
散
布
地
を
有
し
て
そ
の
河
谷
は
弥
生
式

時
代
か
ら
の
生
産
地
域
と
な
っ
て
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
が
、
竹
林
寺
古
墳
の
被
葬
者
が
生
駒
谷
地
域
に
君
臨
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
平
群
谷
に
ま
で
及
ん
だ
か
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
生
駒
谷
を
一
つ
の
単
位
と
し
、
さ
ら
に
平
群
谷
を
も
含
め
て
考
え
て
み

@
 

た
い
。
そ
れ
ら
の
生
産
地
域
の
生
産
高
を
考
え
て
み
る
と
、
天
平
年
間
の
大
倭
平
群
郡
の
税
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
合
稲
穀
五
千
三
百
八
十

七
斜
六
升
四
合
、
頴
稲
田
干
一
百
七
束
三
把
半
が
平
群
谷
や
生
駒
谷
に
お
い
て
は
ど
の
程
度
の
収
税
を
行
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
平

群
郡
の
各
村
別
の
生
産
比
率
を
江
戸
、
明
治
、
現
在
三
期
を
通
じ
て
出
し
て
み
る
と
平
群
村
一
九
・

O
五
話
、

一
三
・
四
二
%
、

七

一
%
、
生
駒
町
は
、

一
八
・
七
五
%
、
二
回
・
六
六
%
、
一
二
・
二
七
%
、
う
ち
南
生
駒
は
ゴ
了

O
三
%
、

三
了
八
一
%
、

一一一一. 

O
七
%
と
な
り
ほ
ぼ
同
一
の
比
率
を
示
し
て
い
る
、
そ
の
比
率
を
す
ぐ
に
あ
て
は
め
る
と
と
事
態
に
問
題
は
あ
る
が
一
応
そ
の
比
率
で
正

税
帳
に
示
さ
れ
た
数
値
を
み
る
と
平
群
谷
、
生
駒
谷
は
、

一
九
%
と
し
て
一

O
二
六
斜
乃
至
二
二
%
と
し
て
七
二
三
斜
の
収
税
可
能
の
地

域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
三
項
に
わ
た
っ
て
古
墳
被
葬
者
の
版
図
と
そ
の
古
墳
営
造
力
と
も
な
る
生
産
力
生
産
地
域
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
具

体
的
に
述
べ
た
地
域
に
つ
い
て
も
調
査
不
充
分
の
点
も
あ
り
、
さ
ら
に
他
地
域
に
お
い
て
も
検
討
を
要
す
る
問
題
も
あ
り
、
中
央
豪
族
の

場
合
は
地
方
に
も
生
産
地
域
を
領
有
し
て
お
り
、

そ
の
他
種
々
の
問
題
点
が
あ
り
国
難
な
試
論
で
は
あ
る
が
短
時
日
の
調
査
報
告
で
あ
る

た
め
不
備
な
点
は
多
く
有
し
て
い
る
が
よ
り
精
密
な
こ
れ
ら
の
実
証
や
方
法
論
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず
っ
て
一
試
案
と
し
て
予
報
に
と
ど
め

る
こ
と
と
す
る
。
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