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＇ のは、古墳
文
化
の
盛
り
の
姿
を
示
す
も
の
と
し
て
、

人
々
を
驚
か
せ
る
。
ま
た
修
学
院
・
桂
離
宮
の
林
泉
亭

樹
の
灌
洒
な
美
は
、
自
然
と
人
文
と
の
融
合
に
価
値
を

認
め
る
日
本
文
化
の
特
徴
を
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
し
た

も
の
と
し
て
、
内
外
の
人
に
評
価
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
日
本
の
伝
統
文
化
を
考
え
る
と
き
、
い
ず

れ
も
ま
ず
第
一
に
思
い
浮
か
ぺ
ら
れ
る
諸
事
象
で
あ
る
。

た
だ
し
文
化
財
保
護
法
の
保
護
の
対
象
と
し
て
は
、
雅

楽
が
昭
和
三
十
年
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
以

外
は
、
何
―
つ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
そ

れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
法
は
指
定
物
件
の

保
存
と
と
も
に
そ
の
活
用
を
求
め
る
。
皇
室
を
め
ぐ
る

諸
文
化
は
皇
室
が
健
在
で
あ
り
、
国
民
の
良
識
が
働
い

て
い
る
限
り
、
保
存
に
心
配
は
な
く
、
継
承
に
支
障
は

な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
活
用
な
ど
と
い
う
注
文
を
つ

け
る
ま
で
も
な
く
、
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
い
て
活
用
と
い
う
と
き
、
対
象
物
件
は
活
用
さ
れ
な

い
状
態
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
、
皇

室
の
諸
行
事
は
現
在
み
な
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
文

化
財
保
護
法
の
立
ち
入
る
必
要
の
な
い
状
態
に
あ
る
と
、

私
は
考
え
る
。

こ
う
い
う
と
、
昭
和
五
十
三
年
の
史
跡
指
定
に
応
神

天
皇
陵
古
墳
外
濠
外
堤
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
ど
う
か

と
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
こ
れ
は
や
む
を
え

な
い
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
宮
内
庁
が
山
陵
を
管

理
す
る
の
は
、
墳
丘
・
内
濠
・
内
堤
ま
で
に
は
及
ん
で

も
、
外
濠
・
外
堤
に
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、
宮
内
省
が

・l 

＇ 

「
伝
統
文
化
の
保
存
・
継
承
」
と
い
う
題
で
、
随
想
を

書
け
と
い
う
ご
注
文
を
い
た
だ
い
た
。
随
想
と
い
う
の

は
気
が
楽
で
あ
り
が
た
い
が
、
．
さ
ら
に
あ
り
が
た
い
こ

と
は
、
伝
統
文
化
と
い
う
大
変
融
通
性
の
あ
る
言
葉
を

使
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

私
は
文
化
財
保
護
法
施
行
以
来
、
国
の
文
化
財
保
護

の
仕
事
の
一
端
に
か
か
わ
っ
て
、
今
に
三
十
年
に
及
ぶ

の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
こ
の
文
化
財
と
い
う
言
葉
が
気

に
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
美
術
工
芸
品
と
か
、

建
造
物
と
か
、
史
跡
・
名
勝
・
天
然
記
念
物
と
か
、
民

俗
芸
能
と
か
い
う
多
種
多
様
の
動
産
や
不
動
産
、
人
の

作
っ
た
も
の
、
自
然
に
生
じ
た
も
の
な
ど
を
、
一
ま
と

め
に
す
る
法
律
を
作
る
た
め
に
案
出
せ
ら
れ
た
用
語
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
無
理
が
あ
る
。
人
間
が
英
知

と
努
力
の
限
り
を
つ
く
し
て
作
り
上
げ
た
芸
術
品
と
、

自
然
に
残
っ
た
動
物
・
植
物
、
天
然
の
景
観
と
を
、
一

つ
の
尺
度
で
保
存
と
活
用
の
実
を
挙
げ
よ
う
と
い
う
の

山
陵
を
治
定
し
た
際
の
学
問
発
達
の
水
準
や
環
境
の
現

状
か
ら
い
っ
て
無
理
も
な
い
。
今
日
周
囲
に
人
家
が
櫛

比
す
る
と
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
外
濠
・
外
堤
の
一
部

で
も
残
し
て
往
時
の
威
容
を
偲
ぼ
う
と
す
る
の
は
、
文

化
財
保
護
の
立
場
で
あ
る
。
宮
内
庁
も
、
そ
れ
を
望
ん

で
も
、
同
庁
に
与
え
ら
れ
る
予
算
は
き
ぴ
し
い
枠
が
あ

り
、
到
底
そ
れ
ら
の
地
域
を
買
収
す
る
力
は
な
い
。
カ

の
あ
る
文
化
庁
が
こ
れ
を
独
自
の
立
場
か
ら
史
跡
に
指

定
す
る
の
は
、
古
墳
の
外
形
を
少
し
で
も
復
原
し
て
残

そ
う
と
す
る
誠
意
を
買
っ
べ
き
で
あ
る
。
応
神
天
皇
陵

の
下
に
古
墳
の
二
字
を
入
れ
た
の
は
蛇
足
だ
と
い
う
人

も
あ
る
が
、
文
化
財
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
私
は
そ
れ

で
よ
い
と
考
え
る
。
両
庁
の
間
に
合
意
が
成
立
し
て
外

濠
・
外
堤
の
保
存
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
局
か

ら
見
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。

一
時
、
世
間
を
騒
が
せ
た
元
号
も
、
伝
統
文
化
の
重

要
な
も
の
だ
と
考
え
る
。
文
化
財
保
護
法
の
対
象
で
は

な
い
が
、
精
神
に
お
い
て
は
他
の
い
か
な
る
文
化
財
に

も
劣
ら
ぬ
重
み
を
も
つ
。
便
不
便
の
問
題
は
見
方
に
よ

っ
て
ど
う
に
で
も
考
え
ら
れ
る
が
、
国
家
の
象
徴
で
あ

り
、
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
の
代
変
り
と
と
も

に
紀
年
の
法
を
変
え
る
と
い
う
元
号
制
は
、
背
後
に
長

い
伝
統
を
負
い
つ
つ
、
今
日
の
憲
法
に
も
合
致
す
る
制

度
で
あ
り
、
保
存
し
継
承
す
べ
き
も
の
と
、
大
多
数
の

良
識
あ
る
国
民
は
考
え
て
い
る
と
思
う
。
法
律
に
よ
っ

て
き
ま
っ
た
か
ら
、
今
後
の
保
存
に
問
題
は
な
い
が
、

た
だ
私
が
ひ
そ
か
に
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
歴
史
上
長

ー

n雪
ー
く

• 

は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
そ
う
し
た
自
然
＇

現
象
に
文
化
と
い
う
名
を
冠
す
る
こ
と
に
も
釈
然
と
し

な
い
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
い
や
だ
と
思
う
の
は
財
と

い
う
言
葉
で
あ
る
。
財
は
経
済
的
価
値
を
し
か
思
わ
せ

ず
、
歴
史
と
か
精
神
と
か
い
っ
た
も
の
と
は
無
縁
で
あ

る
。
文
化
財
の
保
存
に
は
莫
大
な
経
費
を
要
す
る
こ
と

が
今
は
常
識
化
し
た
が
、
も
と
も
と
文
化
財
と
い
う
名

称
自
体
に
そ
う
し
た
運
命
を
よ
び
こ
む
性
質
を
も
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
皮
肉
に
考
え
て
み
た
り
す
る
。

も
し
私
が
こ
の
立
法
に
関
与
し
た
と
す
れ
ば
、
文
化

遺
産
と
か
、
伝
統
文
化
と
か
い
う
名
称
を
主
張
し
た
で

あ
ろ
う
。
文
化
遺
産
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の

努
力
の
結
晶
の
今
に
残
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
尊
重
す

る
観
念
が
自
然
に
生
ず
る
し
、
伝
統
文
化
と
い
え
ば
、

歴
史
の
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
て
今
日
に
伝
わ
る
先
祖
の

い
と
な
み
で
、
今
後
も
守
り
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
自
覚
が
湧
く
で
あ
ろ
う
。
か
ね
が
ね
そ
う
思
っ
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伝
統
文
化
の
保
存
・
継
承
に
つ
い
て

だ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
伝
統
文
化
と
い
う
題
を
与
え
ら
れ

た
の
は
嬉
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
る
い
は
出
題
者
の

お
考
え
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
伝
統
文
化
の
保
存
に
関
す
る
私
な
り
の
意
見
を
率

直
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

日
本
に
お
い
て
伝
統
文
化
と
い
え
ば
、
そ
の
中
心
に

立
つ
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
皇
室
で
あ
る
。
皇
位
が
二

千
年
に
及
ぶ
血
統
の
統
一
を
保
っ
て
今
日
に
及
ん
で
い

る
こ
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
伝
統
の
存
続
は
な

い
。
し
か
も
、
天
皇
の
権
威
が
、
時
代
に
よ
り
政
治
的
・

経
済
的
な
力
に
消
長
は
あ
っ
て
も
、
思
想
上
に
お
い
て

は
変
わ
ら
ず
、
常
に
文
化
の
中
心
と
し
て
の
位
置
を
保

っ
て
き
た
こ
と
も
珍
し
い
。

こ
の
皇
室
を
め
ぐ
る
も
ろ
も
ろ
の
文
化
現
象
が
、
長

い
歳
月
に
堪
え
て
、
今
に
昔
の
風
儀
を
伝
え
て
い
る
。

ま
ず
新
嘗
祭
・
神
嘗
祭
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
皇
社
神
の

祭
り
、
賢
所
・
皇
霊
殿
な
ど
で
毎
年
定
日
に
行
わ
れ
る

御
神
楽
な
ど
、
古
式
に
則
っ
て
今
も
厳
修
さ
れ
て
い
る

と
聞
く
。
固
有
の
音
楽
の
ほ
か
に
東
洋
諸
国
の
音
楽
を

取
り
入
れ
て
大
成
さ
れ
た
雅
楽
も
ま
た
、
皇
室
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
正
倉
院
の
宝
物

が
八
世
紀
以
来
の
伝
世
品
と
し
て
、
美
術
的
・
工
芸
的

な
価
値
に
お
い
て
、
世
界
に
噴
々
た
る
名
声
を
馳
せ
る

の
も
、
長
い
間
勅
封
と
し
て
保
存
せ
ら
れ
て
き
た
賜
物

で
あ
る
。
歴
代
天
皇
の
山
陵
が
中
世
荒
ら
さ
れ
た
も
の

が
あ
る
に
し
て
も
、
今
な
お
仁
徳
天
皇
・
応
神
天
皇
山

陵
の
ご
と
く
巨
大
な
前
方
後
円
の
墳
丘
を
残
し
て
い
る

く
広
く
行
わ
れ
た
年
号
と
い
う
称
呼
が
、
元
号
と
い
う

旧
皇
室
典
範
の
い
か
め
し
い
名
に
定
着
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
国
語
の
問
題
に
関
連
す

る
。
国
語
も
重
要
な
伝
統
文
化
で
あ
る
の
に
、
戦
後
の

国
語
政
策
が
伝
統
の
保
存
に
反
す
る
道
を
歩
い
た
こ
と

は
何
ぴ
と
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
に
言

わ
せ
れ
ば
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
無
理
な
注
文
や
、
国

内
の
過
激
な
改
革
論
を
抑
え
て
、
せ
め
て
漢
字
仮
名
交

じ
り
の
書
法
を
堅
持
し
た
こ
と
を
こ
そ
、
伝
統
を
守
っ

た
も
の
と
評
価
し
て
ほ
し
い
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
国
語

審
議
会
も
回
を
追
っ
て
、
国
語
の
伝
統
の
尊
重
に
方
向

を
進
め
、
国
家
が
国
語
の
問
題
に
干
渉
す
る
こ
と
か
ら
一

手
を
引
く
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
結
構
だ
と
思
う
。
7

こ
の
ほ
か
に
も
、
由
緒
あ
る
地
名
を
抹
殺
し
て
鉄
道
一

の
駅
名
中
心
の
新
地
名
を
作
り
出
し
た
こ
と
、
地
名
の

古
来
の
訓
み
方
を
無
視
し
て
新
し
い
訓
み
方
に
換
え
た

こ
と
な
ど
、
国
語
問
題
に
は
不
可
解
な
点
が
多
い
。
と

く
に
、
地
名
の
保
存
な
ど
は
費
用
は
一
文
も
か
か
ら
な

い
。
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
精
神
さ
え
あ
れ
ば
残
す
こ

と
の
で
き
る
も
の
だ
か
ら
、
残
念
に
思
う
。

伝
統
文
化
の
保
存
継
承
は
誰
も
が
重
要
だ
と
考
え
る
。

要
は
、
何
が
伝
統
文
化
と
し
て
保
存
す
る
価
値
が
あ
る

か
を
弁
別
し
、
い
か
に
し
て
継
承
す
べ
き
か
の
方
途
を

見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
文
化
財
保
護
法
を
遵
守
す
る
だ

け
で
、
能
事
終
わ
れ
り
と
す
る
の
で
は
心
細
い
と
い
う

の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
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定

価

一

五

0
円
（
送
料
二
九
円
）

年

間

購

読

料

一

、

八

0
0
円

一
編

集

後

記

0
新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

一
九
八

0
年
代
の
幕
開
き
。
例
年
に
も
増
し

て
、
新
年
の
新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
等
で
は
、

ど
の
よ
う
な
時
代
に
向
か
う
か
の
職
論
が
、
に

ぎ
や
か
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
国
際
関

係
等
｀
日
本
を
め
ぐ
る
内
外
の
情
勢
は
一
層
厳

し
く
な
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
物
質
的

な
も
の
で
は
な
く
、
心
の
ゆ
と
り
や
豊
か
さ
が

よ
り
求
め
ら
れ
よ
う
と
の
声
も
強
い
よ
う
だ
。

0
今
月
号
で
は
、
年
頭
に
当
た
っ
て
犬
丸
長
官

の
随
想
、
伝
統
文
化
に
関
す
る
坂
本
先
生
の
随

想
、
そ
れ
に
干
支
に
ち
な
み
猿
の
名
画
を
め
ぐ

る
話
題
等
を
掲
げ
た
。
t

0
こ
れ
か
ら
ま
た
一
年
、
本
誌
を
御
活
用
な
さ

り
、
応
援
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。（史）
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