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は
じ
め
に

　こ
の
公
開
講
座
で
は
、
篠
原
先
生
が
弥
生
時
代
、
滝
沢
先
生
と
私

が
古
墳
時
代
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
が
、
本
題
に
入
る
前
に
、
本

日
の
講
座
で
私
が
お
話
し
す
る
「
古
墳
時
代
後
期
」
と
「
東
駿
河
」

の
範
囲
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。

　「古
墳
時
代
」
と
い
っ
た
場
合
、
三
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
代
を
指

す
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
た
だ
し
、
近
年
は
古
墳
時
代
の
始
ま
り
は

も
う
少
し
遡
る
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
古
墳
時
代
の
終

わ
り
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
遅
い
、
七
世
紀
代
ま
で
を
含
め
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。
七
世
紀
代
は
、
飛
鳥
時
代
と
も
呼
ば
れ
、
律
令
国

家
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
時
期
で
す
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
古
墳

が
造
ら
れ
続
け
ら
れ
る
地
域
も
多
く
あ
り
ま
す
。
静
岡
県
も
そ
の
一

つ
で
あ
り
、
七
世
紀
代
に
至
っ
て
も
古
墳
の
規
模
や
副
葬
品
等
に
当

時
の
社
会
状
況
な
ど
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ

こ
で
は
、
こ
の
時
期
ま
で
を
「
古
墳
時
代
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し

ま
す
。

　さ
て
、
短
く
み
て
も
三
世
紀
半
、
長
く
み
れ
ば
約
五
世
紀
に
わ
た
っ

て
続
く
「
古
墳
時
代
」
で
す
が
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
そ
の
様

第
３
回　

　古
墳
時
代
後
期
の
東
駿
河
の
様
相

　
　
　─
─
埋
葬
施
設
か
ら
み
る
特
徴
─
─

菊
池
　吉
修図１　古墳とその時代
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相
が
一
様
で
あ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
副
葬
品
の
内
容
や
、
埋

葬
施
設
の
状
況
な
ど
か
ら
、
幾
つ
か
の
時
期
に
細
分
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
は
三
時
期
に
区
分
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
、

概
ね
四
世
紀
代
ま
で
を
古
墳
時
代
前
期
、
五
世
紀
代
を
古
墳
時
代
中

期
、
六
世
紀
代
以
降
を
古
墳
時
代
後
期
と
呼
称
し
ま
す
。（
図
１
）。

　次
に
取
り
扱
う
地
域
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
静
岡
市
の
「
薩
埵
峠
」

か
ら
三
島
市
と
清
水
町
の
境
の
「
境
川
」
ま
で
を
「
東
駿
河
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、「
東
駿
河
」
の
こ
と
を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
隣
接
地
で
あ
る
「
伊
豆
」
及
び
「
西
駿
河
」
と
の
対
比
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
両
隣
の
地
域
と
比
較
し
な
が
ら
話
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　つ
ま
り
、今
回
の
講
座
で
は
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
代
に
お
け
る
「
駿

河
」・「
伊
豆
」と
い
う
現
在
の
静
岡
県
東
半
の
様
子
を
概
観
し
な
が
ら
、

そ
の
中
で「
東
駿
河
」が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
地
域
で
あ
る
か
、

お
話
を
し
ま
す
。
な
お
、「
伊
豆
国
」
は
六
八
〇
年
に
駿
河
か
ら
分
置

さ
れ
る
の
で
、「
伊
豆
」
は
今
回
扱
う
六
〜
七
世
紀
に
お
い
て
は
駿
河

の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

前
期
～
中
期
の
古
墳
と
後
期
の
古
墳

　と
こ
ろ
で
、「
古
墳
」
と
言
っ
た
場
合
、
イ
メ
ー
ジ
に
浮
か
ぶ
の
は
、

大
阪
府
の
大
仙
陵
古
墳

や
誉
田
御
廟
山
古
墳
、
あ

る
い
は
奈
良
県
の
箸
墓
古

墳
な
ど
の
大
き
な
前
方
後

円
墳
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

ら
の
一
般
的
に
紹
介
さ
れ

る
巨
大
な
前
方
後
円
墳
の

ほ
と
ん
ど
は
、
前
期
〜
中

期
に
つ
く
ら
れ
る
古
墳
で

す
。
静
岡
県
を
代
表
す
る

全
長
約
百
十
メ
ー
ト
ル
の
磐
田
市
堂
山
古
墳
は
中
期
、
静
岡
市
の
柚

木
山
神
古
墳
は
前
期
の
前
方
後
円
墳
で
す
。

　そ
れ
で
は
、
後
期
の
代
表
的
な
古
墳
と
い
い
ま
す
と
、
ま
ず
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
奈
良
県
の
藤
ノ
木
古
墳
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
古
墳
は

二
〇
年
ほ
ど
前
に
話
題
に
な
っ
た
の
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
思

い
ま
す
。
静
岡
県
内
で
は
静
岡
市
の
賤
機
山
古
墳
が
古
墳
時
代
後
期

を
代
表
す
る
古
墳
と
い
え
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
古
墳
は
、
前
方
後
円

墳
で
は
な
く
、
円
墳
で
す
。

　古
墳
時
代
後
期
に
も
前
方
後
円
墳
は
存
在
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全

国
的
に
み
て
も
中
期
に
比
べ
る
と
大
型
の
前
方
後
円
墳
は
少
な
く
な

り
、
築
造
数
も
減
少
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
六
世
紀
か
ら
七
世
紀 図2　古墳のかたち
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に
移
行
す
る
こ
ろ
、
前
方
後
円
墳
の
築
造
は
終
焉
を
迎
え
ま
す
。
つ

ま
り
、
古
墳
時
代
後
期
は
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
る
最
後
の
時
期
と

い
え
ま
す
。
な
お
、
古
墳
時
代
後
期
に
な
る
と
前
方
後
円
墳
が
小
型

化
す
る
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
前
方
後
円
墳
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
地
域

に
も
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
駿
河
の
場
合
、
藤
枝
市
を
中
心

と
し
た
志
太
地
域
、
静
岡
市
の
安
倍
川
西
岸
な
ど
が
典
型
例
で
あ
り
、

伊
豆
の
国
市
の
駒

形
一
号
墳
も
そ
の

例
と
い
え
ま
す
。

　古
墳
の
分
布
に

つ
い
て
は
、
も
う

一
つ
の
特
徴
が
後

期
の
古
墳
に
は
あ

り
ま
す
。そ
れ
は
、

一
定
の
範
囲
に
非

常
に
密
集
し
て
古

墳
が
造
ら
れ
る
こ

と
で
す
。
図
３
は

沼
津
市
の
石
川
古

墳
群
で
す
が
、
白

い
点
は
全
て
古
墳

で
す
。
こ
の
よ
う
な
古
墳
の
集
ま
り
を
、
一
定
範
囲
に
「
群
れ
」「
集

ま
る
」「
古
墳
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
群
集
墳
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
群
集
墳
が
各
地
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
古
墳
時
代
後

期
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。

　前
方
後
円
墳
が
小
型
化
し
、
や
が
て
消
滅
し
て
い
く
い
っ
ぽ
う
で
、

こ
の
よ
う
な
古
墳
群
が
多
数
形
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
古
墳
の
築

造
数
で
み
る
と
、
後
期
の
古
墳
は
前
期
・
中
期
の
古
墳
の
合
計
よ
り

も
多
く
、
古
墳
時
代
を
通
じ
て
最
も
多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
る
時
代

と
も
い
え
ま
す
。
図
４
は
前
期
・
中
期
の
古
墳
の
分
布
、
図
５
は
後

期
の
古
墳
の
分
布
で
す
が
、
前
方
後
円
墳
の
分
布
域
、
古
墳
の
築
造

数
の
違
い
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

　古
墳
の
分
布
状
況
の
違
い
に
加
え
、
古
墳
時
代
後
期
に
は
、
も
う

一
つ
大
き
な
変
化
が
現
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
埋
葬
施
設
で
す
。
埋
葬

施
設
と
い
う
の
は
、
死
者
を
埋
葬
す
る
た
め
の
施
設
の
こ
と
で
す
が
、

前
期
か
ら
中
期
の
古
墳
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
の
は
、「
竪
穴
系
」
と

呼
ば
れ
る
埋
葬
施
設
で
す
。い
っ
ぽ
う
、後
期
の
古
墳
に
お
い
て
は「
横

穴
系
」と
呼
ば
れ
る
埋
葬
施
設
が
主
流
と
な
っ
て
き
ま
す
。「
竪
穴
系
」

と
「
横
穴
系
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、後
ほ
ど
改
め
て
説
明
し
ま
す
が
、

後
期
の
古
墳
は
前
期
と
違
っ
た
埋
葬
施
設
が
主
流
に
な
り
ま
す
。

　以
上
を
ま
と
め
る
と
、
古
墳
時
代
後
期
の
特
徴
と
し
て
は
次
の
三

点
が
指
摘
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
る
最
後
の

図3　石川古墳群の古墳分布
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時
代
、
二
つ
目
は
、

古
墳
時
代
の
中
で
も

非
常
に
多
く
の
古
墳

が
密
集
し
て
造
ら
れ

る
時
期
、
三
つ
目
は

中
期
と
は
違
っ
た
埋

葬
施
設
が
広
ま
る
時

期
、
と
い
え
ま
す
。

　な
お
、
当
時
の
社

会
を
知
る
に
は
、
当

時
の
人
々
が
暮
ら
し

て
い
た
集
落
や
食

料
・
道
具
な
ど
を
生

産
し
て
い
た
生
産
遺

跡
に
つ
い
て
も
調
べ

る
必
要
が
も
ち
ろ
ん

あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
静
岡
県
に
お
い

て
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
七
世
紀
代
が
一
番
多
く
の
古
墳
が
造
ら

れ
る
時
期
に
あ
た
り
、
数
百
基
に
お
よ
ぶ
古
墳
は
当
時
の
社
会
状
況

を
反
映
し
て
い
る
と
良
好
な
資
料
で
す
。
こ
こ
で
は
古
墳
、
特
に
埋

葬
施
設
の
状
況
か
ら
当
時
の
こ
の
地
域
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。

図4　古墳の分布（前期〜中期）

図5　古墳の分布（後期）
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埋
葬
施
設
か
ら
見
た
東
駿
河
の
特
徴

†
「
竪
穴
系
」
と
「
横
穴
系
」
の
埋
葬
施
設

　東
駿
河
の
古
墳
時
代
後
期
の
様
子
を
埋
葬
施
設
か
ら
探
る
に
あ

た
っ
て
、
先
ほ
ど
前
期
〜
中
期
の
古
墳
と
後
期
の
古
墳
の
違
い
で
触

れ
た
「
竪
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
と
「
横
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
の
違
い

に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
す
。

　「竪
穴
系
」
と
「
横
穴
系
」
の
違
い
は
、
死
者
を
埋
葬
す
る
際
に
古

墳
の
中
に
死
者
を
ど
こ
か
ら
葬
る
か
、
埋
葬
し
た
あ
と
そ
の
死
者
を

埋
葬
し
た
空
間
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
、
そ
し
て
埋
葬
さ
れ
る
人
数

に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　ま
ず
、
死
者
を
埋
葬
す
る
際
の
違
い
で
す
が
、「
竪
穴
系
」
の
場
合
、

死
者
は
埋
葬
施
設
の
上
側
か
ら
埋
葬
施
設
の
中
に
安
置
し
ま
す
。
死

者
を
埋
葬
す
る
空
間
は
上
部
が
開
放
さ
れ
る
こ
と
で
外
部
と
つ
な
が

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、「
横
穴
系
」
に
お
い
て
は
、
埋
葬

空
間
の
横
側
に
外
部
と
つ
な
が
る
通
路
を
も
ち
、
死
者
は
こ
こ
か
ら

埋
葬
施
設
に
葬
ら
れ
ま
す
。
外
部
と
の
つ
な
が
り
が
上
部
に
あ
る
の

が
「
竪
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
、
横
方
向
に
あ
る
の
が
「
横
穴
系
」
の

埋
葬
施
設
で
す
（
図
６
）。

　つ
ぎ
に
、
埋
葬
し
た
後
で
す
が
、「
竪
穴
系
」
の
場
合
は
埋
葬
施
設

を
土
な
ど
で
被
覆
し
、
土
中
に
埋
め
尽
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。「
横
穴

系
」
の
埋
葬
施
設
の
場
合
、
外
部
と
通
じ
る
通
路
の
出
入
り
口
を
石

等
で
塞
ぐ
だ
け
で
す
。

　そ
し
て
、
埋
葬
さ
れ
る
人
数
で
す
が
、「
竪
穴
系
」
は
一
人
を
埋
葬

す
る
と
埋
葬
施
設
を
土
等
で
覆
っ
て
し
ま
う
の
で
、
新
た
な
死
者
を

埋
葬
施
設
に
入
れ
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
基
本
的

に
は
一
つ
の
埋
葬
施
設
に
葬
ら
れ
る
の
は
一
人
だ
け
で
す
。
い
っ
ぽ

う
、「
横
穴
系
」
は
外
部
と
の
通
路
を
塞
ぐ
石
等
を
ど
け
る
こ
と
で
、

新
た
な
死
者
を
埋
葬
施
設
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ

の
埋
葬
施
設
に
死
亡
時
期
の
異
な
る
複
数
の
人
を
葬
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。「
竪
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
は
一
人
の
た
め
の
も
の
、「
横
穴
系
」

の
埋
葬
施
設
は
複
数
人
を
葬
る
た
め
の
も
の
と
言
い
換
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
実
際
の
発
掘
調
査
で
も
、「
横
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
か
ら

は
、
数
人
分
の

人
骨
が
発
見

さ
れ
る
例
が

少
な
か
ら
ず

あ
り
ま
す
。

　そ
れ
で
は
、

「
竪
穴
系
」
と

「
横
穴
系
」
の

実
例
を
少
し

図6　古墳の断面模式図
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み
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
「
竪
穴
系
」

の
埋
葬
施
設
で
す
が
、
図
７
は
藤
枝
市

の
高
田
観
音
前
一
号
墳
の
埋
葬
施
設
、

図
８
は
静
岡
市
の
三
池
平
古
墳
の
埋
葬

施
設
で
す
。
高
田
観
音
前
一
号
墳
の
埋

葬
施
設
は
木
棺
直
葬
と
呼
ば
れ
る
タ
イ

プ
で
、
中
央
部
に
見
え
る
窪
み
が
木
棺

の
痕
跡
に
な
り
ま
す
が
、墓
坑
（
墓
穴
）

に
木
棺
を
納
め
た
後
は
、
土
を
か
ぶ
せ

て
し
ま
い
ま
す
。
な
お
、
木
棺
は
長
い

年
月
を
経
る
間
に
腐
朽
し
て
し
ま
い
、

調
査
で
見
つ
か
っ
た
の
は
そ
の
痕
跡
の

み
で
す
。

　い
っ
ぽ
う
、
三
池
平
古
墳
の
埋
葬
施

設
は
石
を
積
み
上
げ
て
作
る
竪
穴
式
石

室
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
も
、

中
央
部
の
石
棺
に
死
者
を
安
置
し
た
後

は
、
石
棺
の
上
方
を
石
で
覆
い
、
さ
ら

に
土
で
被
覆
し
て
し
ま
い
ま
す
。な
お
、

三
池
平
古
墳
は
前
期
の
古
墳
、
高
田
観

音
前
一
号
墳
は
中
期
の
古
墳
で
す
。

静岡市賤機山古墳（横穴式石室）
図9　横穴系の埋葬施設一

伊豆の国市大北横穴群
図10　横穴系の埋葬施設二

藤枝市高田観音前一号墳（木棺直葬）
図7　竪穴系の埋葬施設一

静岡市三池平古墳（竪穴式石室）
図8　竪穴系の埋葬施設二
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　い
っ
ぽ
う
の
「
横
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
の
例
で
す
が
、
図
９
は
静

岡
市
の
賤
機
山
古
墳
の
埋
葬
施
設
で
す
。
こ
の
写
真
は
埋
葬
施
設
の

中
か
ら
外
を
見
た
構
図
で
す
が
、
奥
に
見
え
る
の
が
埋
葬
施
設
と
外

部
を
つ
な
ぐ
通
路
で
す
。
賤
機
山
古
墳
の
埋
葬
施
設
は
横
穴
式
石
室

と
呼
ば
れ
る
石
を
積
み
上
げ
て
埋
葬
施
設
を
形
成
し
た
も
の
で
、「
横

穴
系
」
を
代
表
す
る
埋
葬
施
設
の
一
つ
で
す
。

　「横
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
横
穴
と
横
穴

式
木
室
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
横
穴
式
石
室
は
石
を
積
み

上
げ
て
作
る
埋
葬
施
設
で
す
が
、
横
穴
式
木
室
は
石
で
は
な
く
木
や

粘
土
を
使
用
し
て
お
り
、
横
穴
は
急
傾
斜
地
な
ど
の
斜
面
に
穴
を
穿

ち
埋
葬
施
設
と
す
る
も
の
で
す
。

　共
に
分
布
は
、
全
国
的
に
見
て
も
偏
在
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
静

岡
県
を
見
る
と
、
横
穴
式
木
室
は
遠
江
に
は
存
在
し
ま
す
が
、
駿
河

に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
い
っ
ぽ
う
の
横
穴
は
、
駿
河
の
一
部
や
伊
豆

の
一
部
に
も
存
在
し
ま
す
。
図
10
は
、
伊
豆
の
国
市
の
大
北
横
穴
群

の
写
真
で
す
。
斜
面
に
見
え
る
黒
い
部
分
が
横
穴
の
出
入
り
口
で
す
。

†
横
穴
と
横
穴
式
石
室
の
分
布

　駿
河
・
伊
豆
で
見
ら
れ
る
「
横
穴
系
」
の
埋
葬
施
設
は
、
横
穴
式

石
室
と
横
穴
で
す
が
、
そ
の
分
布
状
況
に
は
特
徴
が
あ
り
ま
す
（
図

11
）。
お
示
し
し
た
と
お
り
、
横
穴
式
石
室
は
駿
河
・
伊
豆
の
ほ
ぼ
全

域
に
広
が
っ
て

い
ま
す
が
、
横

穴
は
静
岡
市
の

一
部
と
伊
豆
半

島
の
つ
け
根
付

近
に
偏
在
的
に

分
布
し
ま
す
。

　こ
の
こ
と
か

ら
、
古
墳
時
代
後

期
の
東
駿
河
は

主
流
と
な
る
「
横

穴
系
」
の
埋
葬

施
設
か
ら
、
大

き
く
二
つ
の
地

域
に
区
分
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
つ
は
、
横
穴
式
石
室
が
急
増
す
る
富
士
山

南
麓
〜
愛
鷹
山
南
麓
の
地
域
、
も
う
一
つ
は
横
穴
が
盛
行
す
る
江
の

浦
周
辺
の
地
域
で
す
。

　分
布
状
況
に
一
定
の
傾
向
を
持
つ
横
穴
式
石
室
と
横
穴
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
を
詳
細
に
み
る
と
、
さ
ら
な
る
特
徴
を
看
取
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

図11　横穴式石室と横穴の分布
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†
横
穴
式
石
室
の
各
部
名
称
と
実
測
図

　ま
ず
、
横
穴
式
石
室
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
に
し
ま
す
が
、

横
穴
式
石
室
は
石
室
の
各
部
に
様
々
な
名
称
が
付
い
て
い
ま
す
。
横

穴
式
石
室
の
特
徴
に
注
目
す
る
に
は
、
そ
の
各
部
名
称
の
理
解
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
説
明
の
際
に
は
実
測
図
を
多
用
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
題
に
入
る
前
に
、
話
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な

る
各
部
の
名
称
と
実
測
図
の
見
方
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に
し

ま
す
。

　ま
ず
、各
部
の
名
称
で
す
が
、図
12
は
横
穴
式
石
室
の
模
式
図
で
す
。

横
穴
式
石
室
は
死
者
を
埋
葬
す
る
場
所
で
あ
る
「
玄
室
」
と
外
へ
の

通
路
で
あ
る
「
羨
道
」
に
大
き
く
分
か
れ
ま
す
。「
玄
室
」
の
入
り
口

は
「
玄
門
」、「
羨
道
」
の
入
り
口
は
「
羨
門
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。「
羨

門
」
は
石
室
の
入
り
口
で
も
あ
る
た
め
、「
開
口
部
」
と
い
う
呼
ば
れ

方
も
し
ま
す
。

　玄
室
は
三
方
を
壁
に
囲
ま
れ
た
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
最
奥

部
の
壁
は
「
奥
壁
」、
両
側
の
壁
は
「
側
壁
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
横
穴

式
石
室
の
中
に
は
「
玄
室
」
と
「
羨
道
」
の
幅
に
違
い
が
あ
る
も
の

が
存
在
し
ま
す
。
基
本
的
に
は
「
羨
道
」
よ
り
「
玄
室
」
の
幅
が
広

い
の
で
す
が
、平
面
的
に
見
た
場
合
「
玄
室
」
の
入
り
口
で
あ
る
「
玄

門
」に
お
い
て
屈
曲
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
屈
曲
部
を「
袖
」ま
た
は「
袖

部
」
と
言
い
ま
す
。「
袖
」
の
状
況
は
、
横
穴
式
石
室
を
考
え
る
上
で

大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
部
位
で
す
。

　そ
し
て
、
死
者
を

埋
葬
し
た
後
は
、「
羨

道
」
に
石
を
積
み
上

げ
る
、
あ
る
い
は
板

状
の
石
を
使
用
す
る

な
ど
し
て
、「
玄
室
」

を
塞
い
で
し
ま
い
ま

す
。
こ
の
塞
い
で
し

ま
う
部
分
を
「
閉
塞

部
」
と
呼
び
、
閉
塞

に
使
用
さ
れ
る
石
材

を
「
閉
塞
石
」
と
呼

び
ま
す
。

　次
に
、
実
測
図
の
見
方
を
説
明
し
ま
す
。
図
13
は
、
静
岡
市
の
賤

機
山
古
墳
の
横
穴
式
石
室
の
図
面
で
す
が
、
①
は
横
穴
式
石
室
の
床

面
直
上
を
真
上
か
ら
見
た
図
で
、「
平
面
図
」
と
も
言
い
ま
す
。
上
が

奥
壁
側
、
下
が
開
口
部
側
と
な
る
図
が
一
般
的
で
す
。
②
は
横
穴
式

石
室
の
内
側
か
ら
奥
壁
を
見
た
図
で
す
。
輪
郭
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
の
は
奥
壁
手
前
付
近
で
み
た
石
室
の
横
断
面
の
図
で
す
。
③
は
横 図12　横穴式石室の各部名称
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穴
式
石
室
の
中
か
ら
側
壁
を
見
た
図
で
す
。
輪
郭
と
し
て
描
か
れ
る

の
は
、
石
室
中
央
部
に
お
け
る
石
室
の
縦
断
面
図
で
す
。
な
お
、
こ

の
図
で
は
、
入
り
口
側
か
ら
奥
壁
を
見
た
場
合
の
右
側
の
側
壁
の
み

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
面
図
を
挟
ん
で
左
右
両
側
壁
が
対
照
に

示
さ
る
場
合
が
一
般
的
で
す
。

†
「
袖
」
を
持
つ
石
室
と
持
た
な
い
石
室

　そ
れ
で
は
、
横
穴
式
石
室
の
特
徴
か
ら
東
駿
河
の
様
子
を
探
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
横
穴
式
石
室
は
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
と
お
り
、
各

部
に
名
称
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
各
部
の
差
異
か
ら
形
態
分
類

が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
際
、特
に
注
目
さ
れ
る
の
は「
石
室
の
平
面
形
」

や
「
天
井
の
構
造
」、「
床
面
の
構
造
」、「
袖
の
構
造
」
で
す
。
中
で

も「
袖
の
構
造
の
違
い
」は
多
く
の
研
究
者
が
着
目
す
る
分
類
要
素
で
、

そ
の
形
状
か
ら
「
両
袖
式
」
の
石
室
、「
片
袖
式
」
の
石
室
、
そ
し
て

袖
を
持
た
な
い
「
無
袖
」
の
石
室
に
分
類
さ
れ
ま
す
（
図
14
）。

　こ
の
う
ち
、「
両
袖
式
」
は
、
羨
道
幅
に
対
し
玄
室
の
幅
が
広
く
、

羨
道
か
ら
玄
室
を
見
る
と
、
両
方
の
側
壁
が
屈
曲
し
広
が
る
形
態
で

す
。「
片
袖
式
」
も
羨
道
幅
に
対
し
玄
室
の
幅
が
広
い
の
で
す
が
、
羨

道
か
ら
玄
室
を
見
た
場
合
、
左
右
の
側
壁
の
ど
ち
ら
か
の
み
が
屈
曲

し
広
が
る
形
態
で
す
。「
無
袖
」
は
羨
道
幅
と
玄
室
幅
の
差
が
な
い
た

め
、
側
壁
に
屈
曲
す
る
部
位
を
持
た
な
い
タ
イ
プ
で
す
。
こ
の
ほ
か
、

東
海
地
方
に
は「
擬
似
両
袖
式
」と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
が
存
在
し
ま
す
。

「
擬
似
両
袖
式
」
は
羨
道
と
玄
室
の
幅
に
差
が
無
く
、
平
面
形
を
一
見

す
る
と
「
無
袖
」
に
見
え
ま
す
が
、
両
側
の
側
壁
を
見
る
と
玄
室
と

羨
道
の
境
に
立
柱
石
と
呼
ば
れ
る
縦
長
の
石
材
を
配
し
、
玄
室
と
羨

道
の
区
分
と
し
て
い
る
タ
イ
プ
で
す
。

　こ
の
四
種
の
石
室
は
、
い
ず
れ
も
静
岡
県
の
東
半
の
地
域
に
存
在

し
ま
す
が
、
そ
の
分
布
状
況
に
は
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

図14　石室の形態

図13　実測図の見方
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　図
15
は
左
か
ら
賤
機
山
古
墳
、
藤
枝
市
の
女
池
ヶ
谷
四
号
墳
、
富

士
市
の
実
円
寺
西
一
号
墳
の
横
穴
式
石
室
の
実
測
図
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
、
両
袖
式
、
擬
似
両
袖
式
、
無
袖
の
代
表
的
な
石
室
と
い
え
ま
す
。

　両
袖
式
の
賤
機
山
古
墳
、
擬
似
両
袖
式
の
女
池
ヶ
谷
四
号
墳
は
、

破
線
円
で
囲
っ
た
範
囲
が
「
袖
」
に
あ
た
り
ま
す
。
賤
機
山
古
墳
は

平
面
図
で
見
る
と
羨
道
と
玄
室
の
境
に
屈
曲
す
る
部
位
が
あ
り
、
側

壁
に
も
立
柱
石
が
据
え
ら
れ
玄
室
と
羨
道
を
区
分
し
て
い
ま
す
。
女

池
ヶ
谷
四
号
墳
は
平
面
図
を
見
る
限
り
羨
道
幅
と
玄
室
幅
に
差
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
側
壁
図
に
は
立
柱
石
が
あ
り
、
立
柱
石
が
石
室
内
に

せ
り
出
す
こ
と
で
玄
室
と
羨
道
を
区
分
し
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
無

袖
の
実
円
寺
西
一
号
墳
に
は
、
平
面
図
、
側
面
図
と
も
に
袖
に
当
た

る
も
の
を
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
石
室
の
形
態
別
で
見
る

と
、
駿
河
に
お
い
て
数
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
擬
似
両
袖
式
と
無
袖

で
す
。

　さ
て
、
先
ほ
ど
、
分
類
し
た
四
つ
の
形
態
は
「
袖
」
の
有
無
に
着

目
す
る
と
、「
袖
」
を
持
つ
も
の
と
持
た
な
い
も
の
に
大
別
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、「
袖
」
を
持
つ
も
の
と
持
た
な
い
も
の
の
分
布
に
は
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

　図
に
示
し
た
両
袖
式
の
賤
機
山
古
墳
と
擬
似
両
袖
式
の
女
池
ヶ
谷

四
号
墳
は
と
も
に
西
駿
河
の
古
墳
で
す
。
西
駿
河
で
は
両
袖
式
や
擬

似
両
袖
式
に
加
え
少
数
な
が
ら
片
袖
式
も
存
在
し
て
お
り
、
西
駿
河

図15　袖を持つ石室と持たない石室
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に
は「
袖
」を
持
つ
古
墳
が
分
布
す
る
こ
と
が
い
え
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、

無
袖
の
実
円
寺
西
一
号
墳
は
東
駿
河
の
古
墳
で
す
。
実
円
寺
西
一
号

墳
の
よ
う
な
「
袖
」
を
持
た
な
い
石
室
は
、
西
駿
河
に
も
分
布
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
袖
」
を
持
た
な
い
石
室
は
駿
河
の
ほ
ぼ
全
域
に
分

布
す
る
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、「
袖
」
を
持
つ
石
室
は
、
富
士
川
流

域
か
ら
愛
鷹
山
南
麓
に
は
分
布
し
ま
せ
ん
。
い
っ
ぽ
う
で
、
箱
根
西

麓
や
伊
豆
西
海
岸
に
は
、
極
少
数
で
す
が
袖
を
持
つ
石
室
が
分
布
し

て
い
ま
す
。

　つ
ま
り
、
駿
河
─
─
伊
豆
を
含
め
ま
す
が
─
─
は
、
袖
を
持
つ
石

室
が
分
布
す
る
地
域
と
分
布
し
な
い
地
域
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
図
16
）。
東
駿
河
は
無
袖
の
石
室
が
盛
行
す
る
地
域
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

†
床
に
段
を
持
つ
石
室
と
持
た
な
い
石
室

　「袖
」
の
有
無
に
よ
る
地
域
色
の
他
に
も
、
地
域
的
な
特
徴
を
示
す

も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
床
面
の
構
造
で
す
。

　横
穴
式
石
室
を
縦
に
切
っ
て
見
た
場
合
、
床
面
が
開
口
部
か
ら
奥

壁
に
至
る
ま
で
、
床
面
が
平
ら
な
も
の
と
、
床
面
に
段
差
が
あ
り
、

玄
室
床
面
が
開
口
部
よ
り
一
段
低
く
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ

ど
説
明
し
た
「
袖
」
を
持
つ
石
室
は
、
全
て
床
面
が
平
ら
に
な
り
ま

す
が
、
無
袖
の
石
室
に
は
両
者
が
見
ら
れ
ま
す
。

図16　袖を持つ石室の分布
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　図
17
に
実
測
図
を
示
し
た
四
基
の
石
室
の
う

ち
、実
円
寺
西
一
号
墳
、富
士
市
の
中
原
四
号
墳
、

藤
枝
市
の
釣
瓶
落
七
号
墳
は
、
無
袖
の
石
室
で

す
。
ま
ず
、
実
円
寺
西
一
号
墳
の
石
室
の
図
面

に
お
い
て
破
線
で
丸
く
囲
っ
た
部
分
に
注
目
し

て
下
さ
い
。
側
壁
の
図
に
は
石
室
の
縦
断
面
が

記
さ
れ
て
お
り
、
玄
室
床
面
に
対
し
開
口
部
の

床
面
が
一
段
高
く
な
っ
て
い
る
様
子
が
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
段
差
の
部
分
に
は

石
室
を
横
断
す
る
よ
う
な
石
材
が
床
に
配
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
平
面
図
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

中
原
四
号
墳
は
、
側
壁
の
図
か
ら
は
読
み
取
る

こ
と
が
難
し
い
の
で
す
が
、
平
面
図
で
は
開
口
部
側
に
石
材
が
並
べ

ら
れ
て
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
玄
室
床
面
が
開
口
部
よ
り

一
段
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　い
っ
ぽ
う
で
、
同
じ
無
袖
の
石
室
で
す
が
、
釣
瓶
落
七
号
墳
は
、

側
壁
の
図
に
示
さ
れ
た
石
室
の
縦
断
面
に
は
、
玄
室
か
ら
羨
道
、
開

口
部
に
む
け
て
床
面
が
緩
や
か
に
下
っ
て
い
る
様
子
は
表
現
さ
れ
て

い
て
も
、
床
面
に
段
差
の
存
在
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

石
室
の
平
面
図
に
も
床
面
に
お
け
る
造
作
は
表
現
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　な
お
、
両
袖
式
の
賤
機
山
古
墳
も
実
測
図
に
は
床
面
の
造
作
の
表

現
は
な
く
、
玄
室
か
ら
開
口
部
に
至
る
ま
で
、
床
面
が
ほ
ぼ
水
平
に

な
っ
て
い
ま
す
。
駿
河
に
お
け
る
「
袖
」
を
持
つ
石
室
は
、
床
面
に

段
差
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
賤
機
山
古
墳
の
様
に
玄
室
か
ら
開
口
部

ま
で
水
平
か
、
ご
く
緩
や
か
に
開
口
部
に
む
け
下
る
程
度
で
す
。

　さ
て
、
こ
の
床
面
に
お
け
る
段
差
の
有
無
で
す
が
、
分
布
に
偏
り

が
あ
る
こ
と
が
特
徴
と
い
え
ま
す
（
図
18
）。
実
円
寺
西
一
号
墳
、
中

原
四
号
墳
に
代
表
さ
れ
る
「
段
」
を
持
つ
床
面
の
石
室
は
、
富
士
川

流
域
以
東
、
境
川
以
西
に
分
布
が
ほ
ぼ
限
ら
れ
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、

床
面
に
「
段
」
を
持
た
な
い
石
室
は
駿
河
・
伊
豆
の
全
域
に
分
布
し 図17　床面の違い
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ま
す
。
つ
ま
り
、
駿
河
・
伊
豆
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
の
床
面
の
構

造
に
は
地
域
差
が
あ
る
と
い
え
、
床
面
に
段
を
持
つ
石
室
の
存
在
は

東
駿
河
に
お
け
る
石
室
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。

†
石
室
築
造
方
法
の
違
い

　次
に
、
も
う
一
つ
東
駿
河
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
の
地
域
性
を
う

か
が
え
る
特
徴
を
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
石
室
の
裏
込

め
で
す
。
い
ま
ま
で
の
説
明
に
は
な
い
言
葉
な
の
で
、
簡
単
に
説
明

し
て
お
き
ま
す
が
、「
裏
込
」
と
は
、
横
穴
式
石
室
の
奥
壁
の
石
材
や

側
壁
の
石
材
と
墳
丘
の
盛
土
と
の
隙
間
に
詰
め
込
ま
れ
る
土
砂
や
石

で
す
。
古
墳
と
そ
の
埋
葬
施
設
で
あ
る
横
穴
式
石
室
を
造
る
過
程
で
、

横
穴
式
石
室
の
側
壁
の
石
材
や
奥
壁
の
石
材
を
並
べ
積
ん
で
い
き
ま

す
が
、
そ
の
際
、
側
壁
の
石
材
や
奥
壁
の
石
材
の
石
室
内
部
か
ら
み

た
反
対
側
、
墳
丘
の
盛
土
と
の
隙
間
に
は
空
隙
が
生
じ
て
し
ま
う
の

で
、
こ
の
部
分
に
は
何
か
し
ら
の
も
の
を
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

言
葉
で
説
明
し
て
も
、
わ
か
り
に
く
い
か
と
お
も
い
ま
す
の
で
、
実

際
の
古
墳
の
写
真
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　ま
ず
、
図
19
は
富
士
市
の
船
津
寺
ノ
上
一
号
墳
の
石
室
で
す
。
写

真
中
央
の
縦
長
の
長
方
形
の
部
分
が
横
穴
式
石
室
の
玄
室
に
あ
た
る

部
分
で
す
。
長
方
形
部
分
を
取
り
囲
む
白
い
物
は
石
室
の
石
材
で
す
。

長
方
形
部
分
の
左
右
に
整
然
と
並
ぶ
の
が
側
壁
に
あ
た
り
ま
す
。
そ

図18　床面に段を持つ石室の分布
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し
て
そ
の
さ
ら
に
外
側
の
黒
い
部
分
が
墳
丘
の
土
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
、
側
壁
と
墳
丘
の
間
で
す
。
墳
丘
と

の
間
に
は
側
壁
以
外
の
石
材
が
多
数
存
在
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る

か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
裏
込
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
石
材
で
す
。

こ
の
古
墳
は
石
室
の
裏
込
め
に
石
材
が
多
用
さ
れ
て
い
る
例
と
い
え

ま
す
。

　図
20
は
、
沼
津
市
の
虎
杖
原
古
墳
で
す
が
こ
の
古
墳
も
、
石
室
の

裏
込
め
に
石
材
が
多
用
さ
れ
て
い
る
例
で
す
。

　い
っ
ぽ
う
で
、
図
21
の
静
岡
市
の
小
鹿
堀
ノ
内
山
一
号
墳
の
古
墳

横
断
面
の
写
真
を
見
て
下
さ
い
。
古
墳
を
輪
切
り
に
し
て
い
る
珍
し

い
写
真
で
す
が
、
中
央
部
に
見
え
る
の
が
横
穴
式
石
室
で
す
。
石
室

の
側
壁
の
外
側
に
注
目
し
て
下
さ
い
。
側
壁
の
石
材
と
古
墳
の
墳
丘

の
盛
土
の
間
に
は
、
側
壁
の
石
材
以
外
の
石
材
を
み
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
こ
の
古
墳
で
は
、
石
室
の
裏
込
に
石
材
は
使
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　こ
の
よ
う
に
石
室
の
裏
込
め
に
は
、
石
材
が
多
用
さ
れ
る
も
の
と
、

ほ
と
ん
ど
石
材
が
使
用
さ
れ
な
い
も
の
が
存
在
し
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
裏
込
め
に
お
け
る
石
材
の
使
用
状
況
に
も
地
域
差
が
あ
り
ま
す
。

　船
津
寺
ノ
上
一
号
墳
は
富
士
市
の
古
墳
、
虎
杖
原
古
墳
は
沼
津
市

の
古
墳
で
す
。
と
も
に
、
東
駿
河
の
古
墳
で
す
。
い
っ
ぽ
う
、
小
鹿

堀
ノ
内
山
一
号
墳
は
静
岡
市
の
古
墳
で
す
。
実
は
、
駿
河
・
伊
豆
の

図19　船津寺ノ上一号墳の石室と裏込め

図21　小鹿掘ノ内山一号墳の石室と墳丘図20　虎杖原古墳の石室と裏込め
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全
域
で
見
ら
れ
る
の
は
小
鹿
堀
ノ
内
山
一
号
墳
の
よ
う
な
、
裏
込
め

に
石
材
を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
い
タ
イ
プ
で
す
。
石
材
を
多
用
す
る

船
津
寺
ノ
上
一
号
墳
や
虎
杖
原
古
墳
の
様
な
タ
イ
プ
は
駿
河
・
伊
豆

─
─
静
岡
県
内
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
が
─
─
で
は
、
東
駿
河
に
分

布
が
限
ら
れ
ま
す
（
図
22
）

†
東
駿
河
の
横
穴
式
石
室
の
特
徴

　以
上
、
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
「
袖
の
有
無
」、「
床
面
の
構
造
」、

「
裏
込
め
の
状
況
」
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
、
お
話
を
し
て
き
ま
し

た
が
、
い
ず
れ
の
観
点
に
お
い
て
も
、
特
色
を
持
つ
地
域
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
今
回
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
東
駿

河
」
の
地
域
で
す
。
そ
れ
で
は
、
東
駿
河
の
特
徴
を
両
隣
の
西
駿
河

や
伊
豆
と
対
比
さ
せ
て
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
石
室
の
平

面
形
で
見
る
と
、
東
駿
河
は
袖
を
持
た
な
い
無
袖
の
石
室
が
石
室
形

態
の
主
体
と
な
る
地
域
で
す
が
、
西
駿
河
や
伊
豆
に
は
無
袖
の
石
室

と
と
も
に
袖
を
持
つ
石
室
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
次
に
床
面
の
構
造

と
し
て
は
、
東
駿
河
は
玄
室
床
面
が
開
口
部
よ
り
一
段
低
く
な
る
石

室
が
分
布
し
ま
す
が
、
そ
の
他
の
地
域
に
は
分
布
し
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
古
墳
の
構
造
と
し
て
は
、
東
駿
河
に
は
裏
込
め
に
石
材
を
多
用

す
る
石
室
が
存
在
し
ま
す
が
、
西
駿
河
や
伊
豆
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

無
袖
が
盛
行
し
床
面
に
段
を
持
つ
石
室
や
裏
込
め
に
礫
を
多
用
す
る

図22　石材多用裏込の石室の分布



58静岡大学公開講座「沼津の古代遺跡を考える」┃

石
室
が
存
在
す
る
地
域
が
東
駿
河
と
い
え
ま
す
。

†
伊
豆
の
横
穴

　さ
て
、
こ
れ
ま
で
横
穴
式
石
室
の
特
徴
か
ら
東
駿
河
の
特
色
を
見

て
き
ま
し
た
が
、
横
穴
系
の
埋
葬
施
設
と
し
て
は
横
穴
も
東
駿
河
の

東
端
部
か
ら
伊
豆
に
か
け
て
存
在
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
に
横
穴
に

つ
い
て
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　横
穴
は
先
ほ
ど
ま
で
説
明
を
し
て
い
た
横
穴
式
石
室
の
よ
う
に
石

材
を
積
み
上
げ
て
埋
葬
空
間
を
作
る
も
の
で
は
な
く
、
山
肌
の
垂
直

に
近
い
様
な
斜
面
を
水
平
方
向
に
掘
削
し
て
埋
葬
空
間
を
作
り
出
し

て
い
ま
す
。静
岡
県
で
は
北
伊
豆
一
帯
の
他
、東
遠
江
に
多
く
分
布
し
、

限
定
的
で
す
が
静
岡
市
に
も
存
在
し
ま
す
。
な
お
、
沼
津
市
の
江
の

浦
や
香
貫
山
・
徳
倉
山
周
辺
に
も
横
穴
は
存
在
し
ま
す
。
こ
の
一
帯

は
東
駿
河
の
一
部
と
い
え
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
地
域
の
横
穴
も

便
宜
的
に
「
伊
豆
の
横
穴
」
と
し
て
以
下
の
話
を
進
め
ま
す

　横
穴
は
急
斜
面
を
掘
削
し
空
間
を
作
り
だ
す
た
め
、
地
質
的
な
制

約
も
受
け
ま
す
。
軟
弱
な
地
層
や
硬
質
の
岩
盤
で
は
横
穴
を
穿
つ
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
る
程
度
の
強
度
と
掘
り
安
さ
を
兼
ね
備
え
た

地
質
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
分
布
に
偏
り
が
あ
る
の
は
、
地
質
的
な
制

約
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
横
穴
を
造
り
え
る
地
層
が

露
頭
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
横
穴
式
石
室
が
造
ら
れ
て
い
る
場

合
も
あ
る
の
で
、
一
概
に

地
理
的
要
因
が
横
穴
の
分

布
を
左
右
し
て
い
る
と
は

言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
な
お
、

伊
豆
の
横
穴
の
多
く
は
、

箱
根
新
規
軽
石
流
と
呼
ば

れ
る
地
層
と
凝
灰
岩
層
に

造
ら
れ
ま
す
。

　具
体
例
を
み
て
み
ま
す

と
、
三
島
市
の
南
東
部
か

ら
函
南
町
に
か
け
て
は
、

箱
根
新
規
軽
石
流
に
横
穴

が
造
ら
れ
ま
す
。
函
南
町

の
柏
谷
横
穴
群
は
そ
の
代

表
例
で
す
（
図
23
）。
い
っ

ぽ
う
、
沼
津
市
の
江
の
浦

一
帯
か
ら
伊
豆
の
国
市
に

お
い
て
は
、
凝
灰
岩
を
掘

削
し
て
横
穴
が
造
ら
れ
て

い
ま
す
。
伊
豆
の
国
市
の

大
北
横
穴
群
は
そ
の
代
表

図23　柏谷横穴群図24　大北横穴群
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例
と
い
え
ま
す
（
図
24
）。
こ
の
様
な
地
層
が
露
頭
す
る
斜
面

に
、
伊
豆
の
横
穴
は
造
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
こ
の
二
つ
の
横

穴
群
は
と
も
に
国
の
指
定
史
跡
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
地
域

を
代
表
す
る
横
穴
群
で
す
。

　さ
て
、
次
に
伊
豆
の
横
穴
の
特
徴
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
築
造
の
ピ
ー
ク
で
す
。
伊
豆
で
は

横
穴
式
石
室
と
ほ
ぼ
同
じ
か
僅
か
に
遅
れ
て
横
穴
の
築
造
が

開
始
さ
れ
ま
す
。
と
も
に
七
世
紀
代
を
通
じ
て
造
営
が
さ
れ

ま
す
が
、
横
穴
式
石
室
は
七
世
紀
の
前
葉
〜
中
葉
が
築
造
の

ピ
ー
ク
と
い
え
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、
横
穴
群
の
形
成
が
ピ
ー

ク
を
迎
え
る
の
は
、
七
世
紀
中
葉
以
降
の
こ
と
で
、
八
世
紀

前
半
ま
で
多
数
の
横
穴
が
造
ら
れ
ま
す
。
横
穴
は
横
穴
式
石

室
に
く
ら
べ
造
営
の
ピ
ー
ク
が
遅
れ
る
こ
と
が
特
徴
の
一
つ

と
言
え
ま
す
。

　次
に
注
目
し
た
い
の
は
形
態
で
す
。
伊
豆
に
お
い
て
一
般

的
と
い
え
る
横
穴
の
形
状
と
し
て
は
、
開
口
部
が
角
張
っ
た

ア
ー
チ
状
の
形
態
で
、
床
面
に
は
造
作
が
な
く
、
内
部
に
石

櫃
と
よ
ば
れ
る
火
葬
骨
の
埋
納
容
器
や
石
棺
が
な
い
タ
イ
プ

で
す
（
図
25
）。
し
か
し
、
中
に
は
開
口
部
が
二
段
構
造
に
な

り
床
面
に
段
差
を
持
つ
も
の
（
図
26
）
や
、
開
口
部
が
方
形

の
も
の
（
図
27
）、
内
部
に
石
棺
や
（
図
28
）
石
櫃
を
持
つ
横

図25　大北一号横穴図26　宗光寺三号横穴

図27　大北三二号横穴図28　大師一号横穴
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穴
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、

大
北
三
四
号
横
穴
で
発
見

さ
れ
た
石
櫃
は
「
若
舎
人
」

と
陰
刻
さ
れ
て
お
り
、
静

岡
県
を
代
表
す
る
考
古
資

料
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま

す
（
図
29
）。

　こ
の
よ
う
に
様
々
な
形

態
の
横
穴
が
同
一
群
中
に

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
伊
豆
の
─
─
特
に
伊
豆
の
国
市
の
─
─
横
穴
群

の
特
徴
と
い
え
ま
す
。
な
お
、
ほ
か
と
は
異
な
っ
た
特
徴
を
持
つ
横

穴
は
、
概
し
て
比
較
的
規
模
の
大
き
な
横
穴
や
群
の
中
心
を
占
め
る

横
穴
な
ど
で
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
横
穴
の
被
葬

者
は
、
群
中
の
ほ
か
の
横
穴
の
被
葬
者
と
は
違
っ
た
存
在
で
あ
る
こ

と
を
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

†
東
駿
河
の
埋
葬
施
設

　以
上
、
古
墳
時
代
後
期
に
お
け
る
駿
河
や
伊
豆
の
埋
葬
施
設
に
つ

い
て
概
観
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
東
駿
河
は
西
駿
河
や
伊
豆
と
は

違
っ
た
特
徴
を
持
つ
埋
葬
施
設
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た

だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

　あ
ら
た
め
て
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
、
東
駿
河
は
横
穴
式
石
室
が
埋

葬
施
設
の
主
流
と
な
る
点
で
、
横
穴
が
盛
行
す
る
伊
豆
と
は
異
な
る

傾
向
を
も
つ
と
指
摘
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
横
穴
式
石
室
が
主
流
と

な
る
点
は
西
駿
河
と
共
通
し
ま
す
が
、
東
駿
河
に
は
西
駿
河
で
見
ら

れ
る
「
袖
」
を
持
つ
石
室
が
存
在
し
な
い
い
っ
ぽ
う
で
、
西
駿
河
に

は
な
い
床
面
に
段
を
持
つ
石
室
や
石
材
多
用
の
裏
込
め
を
持
つ
石
室

が
存
在
す
る
な
ど
、
石
室
の
形
態
や
構
造
が
西
駿
河
と
東
駿
河
で
は

異
な
り
ま
す
。
図
30
で
説
明
す
る
と
、
図
の
う
ち
①
と
し
た
範
囲
は

横
穴
が
主
流
と
な
る
地
域
、
②
と
③
は
横
穴
式
石
室
が
主
流
と
な
る

地
域
に
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
③
の
地
域
は
袖
を
持
つ
石
室
が
存

在
し
、
②
の
地
域
は
無
袖
が
主
流
で
あ
る
と
と
も
に
、
石
材
を
裏
込

め
に
使
用
す
る
石
室
や
玄
室
床
面
が
一
段
低
く
な
る
石
室
が
存
在
す

る
地
域
で
す
。

　

　こ
の
よ
う
に
、
東
駿
河
は
東
西
に
隣
接
す
る
地
域
と
は
埋
葬
施
設

の
特
徴
が
異
な
り
、独
自
色
を
持
っ
た
地
域
と
い
え
ま
す
。も
っ
と
も
、

両
地
域
と
接
す
る
縁
辺
部
に
お
い
て
は
、
隣
接
地
の
影
響
を
受
け
た

埋
葬
施
設
が
存
在
し
て
お
り
、
多
分
に
漸
移
的
な
地
域
色
と
い
え
ま

す
。　と

こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
東
駿
河
、
西
駿
河
、
伊
豆
の
各
地
に
お

け
る
埋
葬
施
設
の
地
域
色
は
、ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
じ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
各
地
に
お
け

図29　「若舎人」銘石櫃
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る
埋
葬
施
設
の
導
入
経
緯
の
違
い
で
す
。
横
穴
と
横
穴
式
石
室
で
は

横
穴
系
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
も
、
構
築
方
法
が
全
く
異
な
る
こ

と
か
ら
、
別
系
統
の
墓
制
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
か
と
思
い

ま
す
。

　い
っ
ぽ
う
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
は
、
一
見
す
る
と
わ
か
り
に
く

い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
ま
で
見
た
よ
う
に
、
横
穴
式

石
室
に
は
各
部
の
構
造
や
形
態
が
異
な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は

事
実
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
各
部
の
違
い
は
系
譜
の
差
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　駿
河
を
含
め
た
東
海
地
方
に
は
幾
つ
か
の
系
譜
が
異
な
る
横
穴
式

石
室
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
と
し

て
は
、「
畿
内
系
」
の
石
室
、「
東
海
系
（
三
河
系
）」
の
石
室
が
あ
り
、

少
数
で
す
が
「
北
部
九
州
系
」
の
石
室
の
存
在
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
の
う
ち
、西
駿
河
で
見
ら
れ
る
「
袖
」
を
持
つ
石
室
は
「
畿
内
系
」

あ
る
い
は
「
東
海
系
」
の
石
室
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
西
駿
河
に

お
け
る
無
袖
の
石
室
の
多
く
は
、
東
海
系
の
石
室
の
退
化
形
態
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、「
畿
内
系
」
の
石
室
と
は
畿
内
中
心

部
に
お
け
る
王
墓
な
ど
の
石
室
と
形
態
的
特
徴
が
類
似
す
る
も
の
で
、

駿
河
で
は
賤
機
山
古
墳
の
石
室
が
該
当
し
、
畿
内
と
の
関
係
に
よ
り

こ
の
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
形
態
と
い
え
ま
す
。「
東
海
系
」
の
石
室

は
三
河
に
起
源
を
持
つ
石
室
で
、
三
河
や
遠
江
な
ど
と
の
交
流
に
よ

図30　埋葬施設に見られる地域色
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り
、
駿
河
に
も
た
ら
さ
れ
た
形
態
で
す
。

　つ
ま
り
、
西
駿
河
に
お
い
て
は
、
畿
内
や
三
河
・
遠
江
と
の
交
流

に
よ
り
横
穴
式
石
室
が
導
入
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
の
東

駿
河
に
お
い
て
は
、
畿
内
や
三
河
・
遠
江
、
そ
し
て
西
駿
河
で
は
な
く
、

別
の
地
域
と
の
交
流
の
も
と
横
穴
式
石
室
を
導
入
し
た
と
い
え
ま
す
。

た
だ
し
、
現
在
の
研
究
の
成
果
で
は
ま
だ
、
東
駿
河
に
お
け
る
石
室

の
原
型
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
、
定
見
を
え
て
い
ま
せ
ん
。
な
お
、

東
駿
河
は
当
時
の
大
和
王
権
や
近
接
地
か
ら
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
地

域
の
よ
う
に
捉
え
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
東
駿
河
に
は

西
駿
河
の
石
室
と
比
較
し
て
も
遜
色
な
い
規
模
を
持
つ
石
室
が
存
在

し
た
り
、
限
ら
れ
た
被
葬

者
の
み
が
保
有
す
る
装
飾

付
大
刀
や
馬
具
な
ど
を
持

つ
石
室
が
少
な
か
ら
ず
存

在
し
ま
す
。
東
駿
河
の

人
々
の
勢
力
が
劣
っ
て
い

た
り
、
他
地
域
と
全
く
の

交
流
が
な
か
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
埋
葬
施
設
の
系
譜

が
異
な
る
か
ら
と
い
っ

て
、
古
墳
時
代
後
期
に
お
い
て
、
東
駿
河
と
西
駿
河
、
伊
豆
の
そ
れ

ぞ
れ
が
全
く
交
流
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
次
に
、
別
の
考
古
資
料
か
ら
地
域
の
交
流
を
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

海
を
越
え
て

†
家
形
石
棺
と
伊
豆
の
凝
灰
岩

　さ
て
、
静
岡
県
の
地
図
を
み
る
と
、
静
岡
県
は
伊
豆
半
島
と
御
前

崎
に
よ
り
駿
河
湾
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

特
に
西
駿
河
と
伊
豆
は
、
駿
河
湾
に
よ
り
隔
て
ら
れ
た
地
域
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
後
期
に
お

い
て
は
、
海
が
地
域
を
隔
て
て
い
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
よ
う
で
す
。

今
回
は
会
場
が
海
に
近
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
海
に
関
わ
る
地
域
交

流
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
二
つ
の
考

古
資
料
が
あ
り
ま
す
。

　ま
ず
、
一
つ
目
が
「
家
形
石
棺
」
と
呼
ば
れ
る
「
棺
」
で
す
。
古

墳
に
死
者
を
葬
る
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
棺
」
が
使
用
さ
れ
ま
す
が
、

「
棺
」
は
素
材
や
形
状
に
よ
り
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
の
一

つ
に
「
家
形
石
棺
」
が
あ
り
ま
す
。「
家
形
石
棺
」
と
い
う
の
は
、
石

で
造
ら
れ
た
家
の
よ
う
な
形
を
し
た
「
棺
」
で
す
（
図
31
）。

図31　家形石棺
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　冒
頭
で
静
岡
県
に
お
け
る
古
墳
時
代
後
期
の
代
表
的
古
墳
と
し
て

紹
介
し
た
静
岡
市
の
賤
機
山
古
墳
は
、
埋
葬
施
設
で
あ
る
石
室
の
中

に
「
家
形
石
棺
」
を
持
ち
ま
す
（
図
32
）。
こ
の
家
形
石
棺
は
大
き
な

石
材
か
ら
削
り
出
し
家
の
形
に
整
え
、
死
者
を
納
め
る
場
所
を
刳
り

抜
い
て
造
っ
て
い
る
棺
な
の
で
、
刳
抜
式
の
石
棺
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　そ
し
て
、
賤
機
山
古
墳
の
石
棺
の
石
材
は
、
伊
豆
の
凝
灰
岩
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
伊
豆
の
凝
灰
岩
を
使
用
し
た
家
形
石

棺
・
刳
抜
式
の
石
棺
は
、
賤
機
山
古
墳
以
外
で
も
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
分
布
域
は
図
33
で
示
し
た
と
お
り
、
静
岡
市
と
東
駿
河
の

東
端
部
か
ら
伊
豆
に
か
け

て
で
す
。
東
駿
河
東
端
部

や
伊
豆
の
凝
灰
岩
製
の
石

棺
の
中
に
は
、
時
期
や
形

態
的
特
徴
が
賤
機
山
古
墳

の
石
棺
と
異
な
る
も
の
も

あ
り
ま
す
が
、
長
泉
町
原

分
古
墳
の
よ
う
に
賤
機
山

古
墳
の
石
棺
と
の
関
連
を

う
か
が
え
る
資
料
も
あ
り

ま
す
。

　先
ほ
ど
、
横
穴
の
説
明

の
時
に
も
少
し
ふ
れ
ま

し
た
が
、
沼
津
市
の
江

の
浦
周
辺
か
ら
伊
豆
の

国
市
一
帯
に
か
け
て
は
、

凝
灰
岩
が
露
頭
し
て
お

り
ま
す
（
図
34
）。
賤
機

山
古
墳
等
の
静
岡
市
の

石
棺
は
、
こ
う
い
っ
た

場
所
で
石
材
を
採
取
し
、

静
岡
ま
で
運
ば
れ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
何

ト
ン
も
あ
る
石
材
を
陸

路
で
運
ん
だ
と
は
考
え
が
た

く
、
海
を
越
え
て
運
ば
れ
て

い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
東
駿
河
や
伊
豆
に
お
け
る

凝
灰
岩
製
の
石
棺
の
中
に
は
、

賤
機
山
古
墳
の
石
棺
の
石
材
を

採
取
・
運
搬
の
過
程
で
関
与
し

た
人
物
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る

と
考
え
た
い
で
す
。

図32　賤機山古墳の石棺

図33　賤機山古墳の石棺図34　露頭する凝灰岩（沼津市口野）
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　な
お
、駿
河
に
お
い
て
は
、家
形
石
棺
の
他
に
「
組
合
式
箱
形
石
棺
」

と
呼
ば
れ
る
複
数
の
板
状
の
石
材
を
直
方
体
状
に
組
み
上
げ
て
棺
と

し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
組
合
式
箱
形
石
棺
は
静
岡
市
周
辺
か

ら
愛
鷹
山
南
麓
、
箱
根
西
麓
、
伊
豆
半
島
の
古
墳
で
多
く
み
つ
か
り

ま
す
。

　つ
ま
り
、
西
駿
河
と
東
駿
河
、
伊
豆
の
横
穴
式
石
室
に
お
い
て
は
、

石
室
の
中
に
死
者
を
納
め
る
に
あ
た
っ
て
、
組
合
式
箱
形
石
棺
と
い

う
棺
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
持
ち
、
さ
ら
に
、
西

駿
河
、
な
か
で
も
静
岡
市
周
辺
は
東
駿
河
東
端
部
や
伊
豆
と
は
凝
灰

岩
製
の
石
棺
の
使
用
と
い
う
点
で
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。

†
駿
東
型
の
甕

　次
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
駿
東
型
の
甕
」
と
よ
ば
れ
る
土
器
で
す
。

古
墳
時
代
後
期
に
は
、「
土
師
器
」
と
よ
ば
れ
る
素
焼
き
の
土
器
と
、

「
須
恵
器
」
と
よ
ば
れ
る
窯
で
焼
い
た
土
器
の
二
種
類
が
存
在
し
て
い

ま
す
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
駿
東
型
の
甕
」
は
土
師
器
の
甕
に

な
り
ま
す
。
な
お
、「
駿
東
型
の
甕
」
は
「
駿
東
甕
」
と
略
称
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　さ
て
、「
駿
東
型
の
甕
」
は
、
ど
の
よ
う
な
甕
か
と
い
う
と
、
丸
い

胴
部
を
持
ち
、
そ
の
表
面
は
、
刷
毛
で
調
整
す
る
た
め
細
か
な
線
が

見
ら
れ
、
口
縁
部

─
─
土
器
の
縁
の

部
分
で
す
が
─
─

が
厚
み
を
持
ち
、

平
底
の
底
面
に

は
、
木
葉
痕
─
─

葉
っ
ぱ
の
葉
脈
の

痕
─
─
が
あ
る
土

器
で
す
（
図
35
）。

な
お
、こ
の
時
期
、

周
辺
の
地
域
で
見

ら
れ
る
土
師
器
の

甕
は
胴
が
細
長

く
、
口
縁
部
が
厚

く
な
ら
な
い
も
の

が
一
般
的
で
す
。

　ま
た
、「
駿
東

型
の
甕
」
は
「
駿

東
」
と
名
が
付
き

ま
す
が
、
西
駿
河

や
遠
江
の
東
部
で

図35　駿東型の甕図36　西駿河の駿東型の甕
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も
出
土
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
西
駿
河
に
お
い
て
は
一
定
の

出
土
量
が
あ
る
た
め
（
図
36
）、「
駿
東
型
」
で
は
な
く
、「
駿
河
型
の

甕
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

　こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
西
駿
河
で
出
土
し
た
駿
東
型
の

甕
で
す
。
土
器
は
、
そ
の
素
材
と
な
る
土
に
含
ま
れ
て
い
る
鉱
物
等

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
何
処
の
土
を
使
っ
て
造
ら
れ
た
土
器
か
調
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
藤
枝
市
や
焼
津
市
で
出
土
し
た
駿
東
型
の
甕

の
土
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
伊
豆
半
島
─
─
狩
野
川
流
域
─
─
の
土
が

使
用
さ
れ
る
と
い
う
結
果
が
出
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
土
器
の
素
材

と
な
る
土
そ
の
も
の
が
運
ば
れ
て
、
西
駿
河
で
土
器
が
焼
か
れ
た
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
伊
豆
で
造
ら
れ
た
土
器
が

運
ば
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
土
器
の
様
な
大
き
く
か
さ
ば

る
も
の
が
多
数
運
ば
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
運
搬
は
陸
路
よ

り
も
海
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、「
土
器
」
そ
の

も
の
が
運
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、
土
器
の
中
に
何
か
を
入
れ
て
運
ん

だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

　な
お
、
こ
の
ほ
か
に
も
海
を
媒
体
と
し
た
交
流
を
う
か
が
え
る
資

料
が
見
つ
か
り
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
注
目
で
き
る
の
は
、

伊
豆
の
海
岸
に
点
在
す
る
古
墳
群
で
す
。
沼
津
市
の
井
田
松
江
古
墳

郡
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
鏃
─
─
鉄
製
の
ヤ
ジ
リ
─
─
の
中
に
は
、

駿
河
や
遠
江
で
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
と
異
な
る
形
態
の
も
の

も
あ
り
、
同
じ
く
伊
豆
の
西
海
岸
に
あ
る
沼
津
市
の
平
沢
古
墳
群
か

ら
出
土
し
た
、
弓
矢
の
矢
を
射
れ
る
コ
ロ
ク
と
呼
ば
れ
る
容
器
に
使

用
さ
れ
る
飾
り
金
具
は
遠
く
九
州
福
岡
の
沖
ノ
島
の
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
資
料
と
似
て
い
る
な
ど
、
伊
豆
の
海
岸
部
の
古
墳
の
被
葬
者
は

海
を
舞
台
と
し
た
広
域
に
わ
た
る
交
流
範
囲
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、「
洞
穴
墓
」
と
い
う
自
然
に
で
き
た
洞
窟
や

岩
陰
を
埋
葬
に
利
用
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。「
洞
穴
墓
」
が
見
ら
れ

る
地
域
は
限
ら
れ
て
お
り
、太
平
洋
岸
で
は
、紀
伊
半
島
や
三
浦
半
島
、

房
総
半
島
に
見
ら
れ
る
程
度
で
す
。
こ
れ
も
立
地
や
分
布
か
ら
海
を

介
し
た
交
流
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
す
。

ま
と
め

　以
上
、
説
明
し
た
よ
う
に
古
墳
時
代
後
期
に
お
け
る
駿
河
・
伊
豆

で
は
、
西
駿
河
、
東
駿
河
、
伊
豆
の
そ
れ
ぞ
れ
で
古
墳
の
主
た
る
部

位
で
あ
る
埋
葬
施
設
の
特
徴
が
異
な
り
、
独
自
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
埋
葬
施
設
に
死
者
を
埋
葬
す
る
に
あ
た
っ
て
、

石
棺
を
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
も
ち
、
石
棺
の
中

に
は
、
海
を
越
え
て
運
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
な
ど
、

海
を
媒
介
と
し
た
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
事
例
も
あ
り

ま
す
。
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　と
こ
ろ
で
、
西
駿
河
で
は
賤
機
山
古
墳
の
様
に
畿
内
か
ら
の
流
れ

を
汲
む
石
室
が
存
在
し
、
伊
豆
で
は
い
ち
早
い
火
葬
の
導
入
や
「
若

舎
人
」
銘
の
石
櫃
が
存
在
す
る
な
ど
、
畿
内
と
の
関
連
性
が
う
か
が

え
る
考
古
資
料
が
存
在
し
ま
す
。
東
駿
河
の
埋
葬
施
設
か
ら
は
一
見

す
る
と
畿
内
と
の
つ
な
が
り
は
薄
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
飾
り
大

刀
の
存
在
な
ど
か
ら
畿
内
と
の
つ
な
が
り
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
い

え
ま
せ
ん
。
な
お
、
西
駿
河
に
畿
内
系
の
石
室
が
導
入
さ
れ
る
の
は

六
世
紀
後
半
、
東
駿
河
で
飾
大
刀
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
七
世
紀
代
、

そ
し
て
伊
豆
で
横
穴
の
造
営
が
盛
ん
と
な
る
の
は
七
世
紀
後
半
で

八
世
紀
に
な
る
と
火
葬
が
行
わ
れ
ま
す
。
畿
内
と
の
関
連
を
窺
わ
せ

る
資
料
が
時
代
を
追
っ
て
東
に
移
っ
て
い
く
こ
と
は
、
駿
河
・
伊
豆

に
対
す
る
畿
内
か
ら
の
働
き
か
け
が
西
か
ら
漸
移
的
に
東
に
移
っ
て

い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
い
っ
ぽ

う
で
、
東
駿
河
の
埋
葬
施
設
に
は
畿
内
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
東
駿
河
は
西
駿
河
や
伊
豆
と
は
異
な
っ
た
扱
わ
れ
方
を

さ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

　以
上
、
古
墳
時
代
後
期
に
お
け
る
東
駿
河
に
つ
い
て
、
古
墳
の
埋

葬
施
設
か
ら
見
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
こ
の
地
域
の
古
墳
の
も

う
一
つ
の
特
徴
を

紹
介
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。

　実
は
今
回
取
り

上
げ
た
古
墳
や
横

穴
の
多
く
は
、
現

存
し
実
見
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

使
用
し
た
写
真
の

中
に
も
、
最
近
、

現
地
に
行
っ
て
撮

影
し
た
も
の
が
多

く
あ
り
ま
す
。

　伊
豆
を
代
表
す

る
柏
谷
横
穴
群
や
大
北
横
穴
群
は
国
指
定
史
跡
と
し
て
整
備
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
横
穴
で
は
宗
光
寺
横
穴
群
、
横
穴
式
石

室
を
持
つ
平
石
四
号
墳
、
井
田
松
江
古
墳
群
は
前
方
後
円
墳
の
駒
形

一
号
墳
は
現
存
し
ま
す
。
特
に
伊
豆
西
海
岸
屈
指
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
「
煌
め
き
の
丘
」
の
真
下
に
あ
る
井
田
松
江
古
墳
群
は
、

古
墳
の
被
葬
者
と
海
と
の
つ
な
が
り
、
駿
河
湾
を
舞
台
と
し
た
古
墳

時
代
の
人
々
の
活
躍
を
想
像
で
き
る
場
所
と
い
え
ま
す
（
図
37
）。

図37　井田松江古墳と駿河湾
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　既
に
こ
れ
ら
の
古
墳
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
も
、
も

う
一
度
、
視
点
を
変
え
て
こ
れ
ら
の
横
穴
や
古
墳
を
見
る
こ
と
で
、

新
た
な
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
も
一
回
見
た
古
墳

や
横
穴
で
も
、
二
回
・
三
回
と
訪
れ
る
た
び
に
、
一
回
目
に
見
た
時

に
は
見
落
と
し
て
い
た
新
た
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
古
墳
を
残
し
伝
え
て
い
く
と
と
も
に
、
地
域
に
残
る
活

き
た
歴
史
財
産
と
し
て
活
用
し
て
い
く
こ
と
は
私
た
ち
文
化
財
に
関

わ
る
者
の
課
題
と
い
え
ま
す
。
今
回
の
私
の
発
表
を
聞
い
て
頂
く
な

か
で
、
地
元
に
残
る
古
墳
や
横
穴
を
見
に
行
っ
て
み
よ
う
と
思
う
方

が
一
人
で
も
い
れ
ば
幸
い
で
す
。 
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