
郷
土
史
探
訪

．
さ
さ
や
か
な
記
録

　
　
浜
脇
の
横
穴
墓
群

　
　
　
　
　
　
朽
ち
果
て
よ
う
と
し
て
い
る
遺
跡

〃

人
　
江
　
秀
　
利

　
昭
和
六
四
年
頃
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
浜
脇
中
学
校
に
勤
め
て
い
た
と
き
に
、
突
然
新
聞
記
者
の
訪
問
を
受
け
ま
し

た
。
取
材
の
趣
旨
は
「
昨
日
、
金
比
羅
山
の
横
穴
古
墳
（
以
後
横
穴
墓
）
前
で
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
男
性
の
焼
身
自
殺
が

あ
っ
た
。
記
事
に
す
る
の
で
浜
脇
の
古
墳
の
事
に
つ
い
て
話
し
て
欲
し
い
」
と
云
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
記
者
は
、
こ

の
騒
ぎ
で
浜
脇
の
横
穴
墓
の
存
在
を
知
っ
た
と
云
う
こ
と
で
し
た
。

　
金
比
羅
山
や
芝
生
の
横
穴
墓
は
、
子
供
の
私
が
考
古
学
に
興
味
を
持
つ
切
っ
か
け
に
な
っ
た
縁
の
深
い
古
墳
で
す
。

昭
和
八
年
に
鳥
居
腹
蔵
博
士
が
書
い
た
「
別
府
市
誌
」
の
第
二
章
「
上
代
遺
跡
（
二
三
～
五
九
頁
）
」
を
何
度
も
読
み

ま
し
た
。
横
穴
墓
の
写
真
、
分
布
状
態
略
図
、
横
穴
墓
の
ス
ケ
ッ
チ
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
身
近
に
あ
る
芝
生
・
平
原

横
穴
墓
群
、
金
比
羅
山
横
穴
墓
群
、
矢
ノ
林
、
宇
土
の
横
穴
墓
に
強
く
惹
か
れ
ま
し
た
。

　
少
年
の
あ
る
日
、
金
比
羅
山
横
穴
墓
の
一
つ
に
お
っ
か
な
び
っ
く
り
入
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
薄
暗
く
て
ひ

ん
や
り
し
た
黄
泉
の
世
界
で
し
た
。
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戦
時
中
、
隣
保
班
で
金
比
羅
山
に
防
空
壕
を
掘
り
ま
し
た
。
浜
脇
の
旅
館
街
が
亀
川
海
軍
病
院
に
家
屋
徴
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
か
ら
、
白
衣
の
傷
病
兵
が
大
ぜ
い
鶴
嘴
を
振
る
い
モ
ッ
コ
担
い
で
、
医
療
器
具
庫
や
薬
品
庫
用
の
横
穴
を
掘

り
ま
し
た
。
地
区
の
人
は
白
衣
が
敵
機
の
爆
撃
よ
け
に
な
る
と
思
い
、
兵
隊
さ
ん
と
和
気
蕩
々
で
防
空
壕
を
掘
り
ま
し

た
。
金
比
羅
山
の
地
底
は
、
い
つ
の
間
に
か
蟻
の
巣
の
よ
う
に
な
っ
た
、
な
ど
云
わ
れ
ま
し
た
。
崖
の
地
質
が
阿
蘇

凝
灰
岩
で
す
か
ら
、
昔
も
今
も
掘
り
や
す
い
の
で
す
。
今
で
は
横
穴
墓
と
防
空
壕
が
よ
く
間
違
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
浜
脇
の
横
穴
墓
群
は
い
つ
頃
か
ら
造
ら
れ
、
副
葬
品
な
ど
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま

た
、
ど
ん
な
人
が
葬
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
横
穴
墓
は
浜
脇
に
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
。
少
し
で
も
明
ら
か

に
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
※
横
穴
・
横
穴
墳
・
横
穴
古
墳
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
初
期
に
造
ら
れ
た
古
代
の
墳
墓
の
一
つ
の
形
を
云
う
。

　
　
丘
陵
な
ど
の
斜
面
や
断
崖
を
横
穴
状
に
掘
込
ん
だ
も
の
。
墳
丘
を
伴
わ
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
「
古
墳
」
と
呼
ば
ず
、
一
般

　
　
に
「
横
穴
墓
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。

　
一
　
古
墳
時
代
と
古
墳

　
最
初
に
古
墳
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。

　
現
代
の
学
者
は
い
つ
頃
か
ら
の
墓
を
「
古
墳
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
大
き
な
瓶
の
口
を
合
わ
せ
て

棺
に
し
て
、
遺
体
を
葬
っ
て
い
た
弥
生
時
代
の
墓
は
合
口
甕
棺
墓
と
云
っ
て
古
墳
と
は
呼
び
ま
せ
ん
。
卑
弥
呼
の
墓
・

は
多
分
古
墳
で
な
く
甕
棺
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
石
垣
地
区
の
弥
生
遺
跡
か
ら
小
児
甕
棺
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
古
墳
と
は
、
塚
を
築
い
て
石
室
に
遺
体
を
葬
っ
た
墓
の
こ
と
で
す
。
四
世
紀
ご
ろ
大
和
政
権
が
誕
生
し
て
、
奈
良
盆
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地
を
中
心
に
し
て
、
塚
を
築
い
て
池
を
巡
ら
し
た
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ほ
ぼ
四
世
紀
頃
か

ら
七
世
紀
に
お
よ
ぶ
時
期
を
一
般
的
に
古
墳
時
代
と
呼
び
ま
す
。

　
古
墳
時
代
は
前
・
中
・
後
期
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
前
期
は
大
和
政
権
が
全
国
を
統
一
す
る
時
期
で
、
政
権
に
組
み
込
ま
れ
た
豪
族
は
大
和
に
習
っ
て
前
方
後
円
の
墓
を

造
り
、
下
賜
さ
れ
た
銀
鎖
な
ど
の
副
葬
品
を
納
め
て
埋
葬
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
竪
穴
式
石
室
と
云
わ
れ
、
後
円
部
に

竪
穴
を
掘
っ
て
石
棺
を
納
め
る
の
が
主
流
の
よ
う
で
す
。

　
中
期
は
五
世
紀
こ
ろ
に
始
ま
り
ま
す
。
応
神
天
皇
や
仁
徳
天
皇
に
代
表
さ
れ
る
大
王
が
現
れ
ま
す
。
土
木
技
術
も
進

ん
で
大
形
の
古
墳
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

　
大
陸
か
ら
の
様
式
を
取
り
入
れ
て
、
横
穴
式
石
室
の
新
し
い
墓
を
造
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
期
末
か
ら
後
期
に

か
け
て
、
こ
の
横
穴
式
古
墳
が
し
だ
い
に
広
が
り
ま
す
。
こ
の
古
墳
は
平
地
に
石
室
と
通
路
、
人
口
（
門
）
な
ど
を
造

り
付
け
て
封
土
を
盛
り
上
げ
塚
に
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
墳
丘
の
横
に
入
口
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
巨
石
の
運
搬
、
組

立
て
、
土
を
鴇
き
固
め
る
（
版
築
）
土
木
工
事
の
技
術
が
進
ん
だ
の
で
、
労
力
が
少
な
く
て
済
み
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
五
世
紀
の
後
半
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
社
会
が
変
化
し
て
、
地
方
の
有
力
者
階
層
が
小
規
模
な
横
穴
式
古
墳
を
造

る
よ
う
に
な
り
、
古
墳
も
群
集
墓
な
ど
が
現
れ
ま
し
た
。
副
葬
品
も
武
器
か
ら
農
具
や
身
の
回
り
品
が
多
く
な
り
、
新

く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
灰
色
で
堅
く
焼
か
れ
た
須
恵
器
な
ど
も
沢
山
出
土
し
ま
す
。

　
別
府
で
は
後
期
の
六
世
紀
後
半
に
、
鬼
の
岩
屋
古
墳
や
次
郎
・
太
郎
塚
古
墳
の
よ
う
な
小
規
模
の
古
墳
が
造
ら
れ
た

ま
し
た
。
鬼
の
岩
屋
古
墳
（
国
指
定
）
は
巨
岩
で
組
み
立
て
た
横
穴
式
石
室
を
持
つ
、
県
下
で
代
表
的
な
古
墳
で
す
。

　
同
じ
時
期
に
横
穴
墓
が
造
ら
れ
ま
す
。
横
穴
墓
の
内
部
は
横
穴
式
石
室
同
じ
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
（
1
0
0
頁
）
。
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浜
脇
の
横
穴
墓
も
六
世
紀
終
わ
り
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
掘
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
ち
ょ
う
ど
飛
鳥
時
代
、
白
鳳
時
代
か

ら
奈
良
時
代
初
期
に
当
た
り
ま
す
。

　
横
穴
式
古
墳
も
横
穴
墓
も
羨
道
の
入
口
を
開
く
と
、
玄
室
と
云
う
埋
葬
室
に
入
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
だ
か
ら
追
葬

が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
、
数
代
続
く
「
家
の
墓
」
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
古
墳
は
「
大
化
薄
葬
令
」
に
よ
っ
て
規
模
を
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
次
第
に
姿
を
消
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
※
版
築
　
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
工
法
　
一
定
の
厚
さ
に
積
ん
だ
赤
土
や
砂
を
つ
き
固
め
、
そ
れ
を
く
り
返
し
て
土
を
盛
り
上
げ
る
方

　
　
法
。

　
※
須
恵
器
　
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
工
法
　
ろ
く
ろ
を
使
い
高
温
で
焼
い
た
黒
灰
色
の
陶
器
。
六
世
紀
頃
は
祭
器
だ
っ
た
が
、
次
第
に
日

　
　
常
雑
器
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
※
次
郎
・
太
郎
古
墳
　
実
相
寺
古
代
公
園
に
あ
る
古
墳
、
発
掘
は
さ
れ
て
な
い
が
近
所
の
天
神
畑
古
墳
か
ら
横
穴
式
石
室
が
出
土
し
た

　
　
の
で
、
同
じ
よ
う
な
石
室
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
市
指
定
史
跡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

　
※
鬼
の
岩
屋
　
一
号
・
二
号
が
あ
る
。
後
期
古
墳
時
代
の
代
表
的
な
安
山
岩
の
巨
石
を
組
み
合
わ
せ
た
横
穴
式
石
室
を
備
え
た
古
墳
。
（
国

　
　
指
定
史
跡
）

　
　
横
穴
墓

　
「
大
分
の
歴
史
事
典
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
約
二
五
〇
か
所
の
遺
跡
で
横
穴
墓
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
総
数
は
三
千
基
’

以
上
に
お
よ
ぶ
と
書
い
て
い
ま
す
。
考
古
学
雑
誌
「
九
州
横
穴
の
形
式
と
時
期
・
佐
田
茂
」
（
第
十
六
巻
一
号
）
は
大

分
県
の
な
か
に
、
別
府
の
金
比
羅
山
横
穴
群
（
2
6
）
、
平
原
横
穴
群
（
2
4
）
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
横
穴
墓
は
「
百
穴
」
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と
も
呼
ば
れ
一
か
所
に
多
数
の
横
穴
墓
が
群
集
す
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。

　
横
穴
墓
は
県
下
ほ
ぼ
全
域
に
分
布
し
て
い
ま
す
が
、
特
に

筑
後
川
上
流
域
の
日
田
地
方
、
大
分
川
下
流
域
の
大
分
市
、

山
国
川
流
域
の
三
光
村
や
中
津
市
、
駅
館
川
流
域
の
宇
佐
市
、

大
野
川
流
域
の
竹
田
市
な
ど
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

　
古
墳
時
代
後
期
に
横
穴
墓
は
横
穴
式
古
墳
と
ほ
ぼ
並
行
し

て
造
ら
れ
ま
し
た
が
、
横
穴
墓
は
内
部
の
形
や
副
葬
品
な
ど

か
ら
初
期
、
最
盛
期
、
後
期
に
分
け
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
葬

ら
れ
た
人
は
横
穴
式
古
墳
に
葬
ら
れ
た
人
よ
り
身
分
的
に
更

に
低
い
階
層
の
人
の
よ
う
で
す
。
八
世
紀
に
な
る
と
上
流
階

層
に
仏
教
が
ひ
ろ
ま
っ
て
、
横
穴
式
古
墳
と
と
も
に
横
穴
墓
も
姿
を
消
し
ま
す
。

　
　
横
穴
墓
の
墓
室

　
上
は
横
穴
式
石
室
（
鬼
の
岩
屋
２
号
墳
）
、
下
図
は
横
穴
墓
（
浜
脇
）
の
床
面
の
図
で
す
。

　
玄
室
は
死
体
を
納
め
た
部
屋
で
、
羨
道
は
人
口
か
ら
玄
室
に
通
じ
る
通
路
で
す
。
上
の
２
号
墳
で
は
石
扉
が
左
に
開

い
た
ま
ま
の
状
態
で
残
っ
て
い
ま
す
。

　
横
穴
墓
の
玄
室
は
下
図
の
よ
う
な
羽
子
板
形
や
方
形
、
長
袋
や
円
形
が
あ
り
ま
す
。
天
井
は
ド
ー
ム
形
、
ア
ー
チ
形
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や
屋
根
形
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
浜
脇
横
穴
墓
1
0
4
・
1
0
5
頁
参
照
）

　
一
般
に
初
期
の
横
穴
墓
は
羨
道
が
短
か
く
や
や
下
向
き
に
玄
室
へ
通
じ
て
い
ま
す
。
天
井
部
は
屋
根
形
や
ド
ー
ム
形

し
た
も
の
が
多
い
と
云
わ
れ
ま
す
。

　
最
盛
期
は
六
世
紀
代
が
中
心
で
、
全
体
的
に
玄
室
や
羨
道
が
整
備
さ
れ
、
玄
室
の
プ
ラ
ン
が
方
形
や
縦
長
、
横
長
に

な
り
、
羨
道
が
長
く
な
り
ま
す
。

　
後
期
は
七
世
紀
代
が
中
心
で
、
全
体
的
に
規
模
が
小
さ
い
も
の
が
多
く
造
り
が
雑
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
羨
道
も
短

く
な
り
天
井
も
低
く
な
り
ま
す
。
特
徴
と
し
て
は
高
田
市
の
穴
瀬
横
穴
の
よ
う
に
、
入
り
口
部
に
同
心
円
や
人
物
ら
し

い
文
様
が
描
か
れ
た
装
飾
横
穴
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
二
　
浜
脇
の
横
穴
墓
群

　
芝
生
・
平
原
の
横
穴
墓
群
は
穴
森
道
添
右
側
、
笹
川
墓
地
西
側
の
雑
木
の
急
斜
面
、
金
比
羅
山
横
穴
墓
群
は
浜
脇
中

学
校
裏
の
金
比
羅
山
登
り
道
中
腹
右
手
の
崖
ヽ
矢
の
林
横
穴
墓
は
も
と
の
小
百
争
愛
児
園
の
裏
山
ヽ
宇
土
横
穴
墓
は
バ

ス
道
路
下
の
急
斜
面
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
用
い
る
資
料
は
、
昭
和
四
五
年
、
市
教
委
の
研
究
紀
要
「
浜
脇
横
穴
墓
（
古
墳
）
の
分
布
と
実
態
　
入
江
秀
利
」

を
参
考
に
し
ま
す
。
一
人
で
横
穴
墓
に
潜
り
込
み
計
測
し
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
私
が
入
れ
な
い
横
穴
に
は
、

幼
稚
園
児
だ
っ
た
息
子
を
も
ぐ
り
込
ま
せ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
三
五
年
前
の
素
人
の
記
録
で
す
か
ら
、
曖
昧
な
と
‘

こ
ろ
も
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
正
式
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
正
確
な
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
二
〇
年
現
在
は
、
自
然
崩
壊
も
含
め
て
残
念
な
が
ら
当
時
に
比
べ
る
と
さ
ら
に
荒
れ
て
い
ま
す
。
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浜
脇
横
穴
墓
群
の
分
布
図

　SO凱

１；¶ａ０００

Ｉ
　
平
原
横
穴
群

Ｈ
　
芝
生
横
穴
墓
群

ｍ
　
金
比
羅
山
横
穴
墓
群

Ⅳ
　
矢
ノ
林
横
穴
墓
群

Ｖ
　
宇
土
横
穴
墓
群

　
浜
脇
横
穴
墓
が
多
数
群
れ

て
い
る
の
は
上
図
の
ｍ
金
比

羅
山
横
穴
墓
群
（
2
6
）
、
下
図
の
ｎ
芝
生
横
穴
墓
群
（
ｍ
一
）
、
Ｉ
平
原
横
穴
墓
群
（
1
3
）
で
す
。
次
頁
の
分
布
図
は
「
別

府
市
誌
・
昭
八
」
図
を
使
い
ま
し
た
。

　
●
は
横
穴
墓
と
し
て
の
形
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
羨
門
や
羨
道
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
○
は
崩
壊
の
著
し
い

横
穴
墓
で
、
表
土
が
ず
り
落
ち
羨
門
や
羨
道
が
崩
壊
し
て
玄
室
が
露
出
し
て
い
る
横
穴
墓
で
す
。
多
く
の
場
合
土
砂
や

ゴ
ミ
が
た
ま
っ
た
状
態
で
す
。
調
査
し
て
三
五
年
経
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
後
に
崩
壊
し
て
、
姿
を
消
し
た
も
の
も

数
多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
現
に
何
年
か
前
の
台
風
の
後
に
、
平
原
の
２
。
３
号
の
左
に
あ
る
○
の
横
穴
の
表
土
が
は
げ
落
ち
て
赤
土
の
崖
に
二

個
の
玄
室
が
ポ
ッ
カ
リ
と
□
が
空
い
て
い
ま
し
た
。
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浜
脇
横
穴
墓
の
紹
介

　
数
あ
る
横
穴
墓
の
う
ち
、
比
較
的
保
存
の
い
い
も
の
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
平
原
の
４
。
５
号
の
横
穴
墓
で

す
。
穴
森
道
に
近
い
の
で
一
寸
急
斜
面
を
登
れ
ば
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
４
号
墓
は
前
庭
が
広
い
の
で
す
が
、
玄
室
と
羨
道
を
合
わ
せ
た
内
部
の
長
さ
は
双
方
と
も
あ
ま
り
か
わ
り
ま
せ
ん
。

玄
室
は
円
形
と
方
形
で
プ
ラ
ン
は
異
な
り
ま
す
。
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平
原
４
号

４
号

｡ Ｚ

マ

平
原
５
号１４０

１：５０

　
平
原
の
１
号
墓
は
外
見
は
立
派
で
す
が
、
崖
を
登
ら
な
け
れ
ば
入
れ
ま
せ
ん
。

　
芝
生
横
穴
墓
群
の
３
号
墓
は
死
床
が
あ
り
ま
す
。
死
床
と
は
死
体
を
横
た
え
る
ペ
ッ
ト
の
こ
と
で
す
。
私
が
調
査
し

た
う
ち
で
死
床
が
あ
る
横
穴
墓
は
こ
の
３
号
墓
だ
け
で
し
た
。
ベ
ッ
ド
は
左
側
に
少
し
高
く
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
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珍
し
い
も
の
で
は
金
比
羅
山
横
穴
墓

の
中
に
、
穴
を
掘
っ
た
と
き
壁
を
削
っ

た
暫
の
跡
が
残
っ
て
い
る
の
が
あ
り
ま

す
。
た
し
か
９
号
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

暫
の
幅
は
約
1
0
～
2
5
惣
あ
り
ま
す
。

　
矢
の
林
に
は
独
立
し
た
砂
岩
に
、
二

つ
並
ん
だ
横
穴
墓
が
あ
り
ま
す
。
独
立

二
穴
形
式
の
も
の
は
浜
脇
横
穴
墓
群
で

此
処
だ
け
で
し
た
。

　
ま
た
、
宇
土
の
バ
ス
道
路
下
の
崖
に

も
独
立
し
た
砂
岩
に
横
穴
墓
が
三
個
あ

り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
朝
見
の
う
え
辺
り

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
横
穴
墓
で
木
炭
と

５０
１

芝
生
３
号

矢
の
林
独
立
墓

枕
石
、
中
年
の
大
腿
骨
が
出
土
し
た
と
云
わ
れ
ま
す
。
陣
場
に
も
横
穴
墓
が
一
個
あ
り
ま
す
（
私
は
未
確
認
）
。
こ
れ

ら
三
ケ
所
の
横
穴
墓
は
、
金
比
羅
山
を
中
心
に
し
た
横
穴
墓
群
の
種
族
と
は
別
の
更
に
小
規
模
な
種
族
の
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
最
近
、
浜
脇
横
穴
墓
群
の
崩
壊
が
激
し
い
よ
う
で
す
。
一
三
〇
〇
年
間
自
然
に
守
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
史
跡
が
、
き

ち
ん
と
し
た
記
録
も
残
さ
れ
ず
に
、
私
達
の
時
代
に
な
っ
て
朽
ち
果
て
て
し
ま
う
の
は
実
に
残
念
で
す
。
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副
葬
品
と
被
葬
者

　
埋
葬
さ
れ
た
人
々
の
文
化
や
社
会
、
横
穴
墓
が
造
ら
れ
た
年
代
な
ど
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
浜
脇
橋
穴
墓
群
は
全
て
開
口
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
か
つ
て
金
比
羅
山
横
穴
墓
内
や
周
辺
の
土
地
か
ら
副
葬
品
が

発
見
さ
れ
て
、
浦
田
の
修
福
寺
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
金
属
器
で
は
鉄
製
の
轡
、
鏡
板
な
ど
馬
具
の
破
片
、
鍍
金
の
耳
環
、
管
玉
、
匂
玉
、
切
子
玉
、
白
玉
、
ガ
ラ
ス
丸
玉

な
ど
装
身
具
、
須
恵
器
の
器
の
破
片
、
鉄
釘
、
土
錘
、
鉄
鏃
な
ど
生
活
用
具
が
あ
り
ま
す
。
金
比
羅
横
穴
墓
の
下
に
農

地
を
も
つ
友
永
直
氏
が
畑
か
ら
見
事
な
須
恵
器
の
瓶
を
掘
り
出
し
て
い
ま
す
。
鉄
釘
は
長
い
角
釘
で
木
棺
に
打
ち
込
ま

れ
て
い
た
も
の
で
す
。
馬
具
や
装
身
具
は
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
横
穴
墓
に
は
一
般
的
な
副
葬
品
で
す
。
鉄

鏃
は
狩
猟
の
道
具
で
武
具
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
浜
脇
横
穴
墓
の
副
葬
品
に
土
錘
が
出
土
す
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
ま
す
。
土
錘
は
網
の
錘
で
土
器
製
の
錘
と
須
恵
器
の

堅
い
錘
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
古
代
別
府
地
方
は
ア
サ
ミ
（
朝
見
）
郷
と
云
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ア
サ
ミ
は
海
人
族
の
安
曇
族
の
ア
ズ
ミ
が
誼
っ
た

も
の
で
、
内
海
の
豊
か
な
魚
族
を
追
っ
て
き
た
安
曇
族
の
一
部
が
、
浜
脇
に
定
着
し
た
と
仮
説
を
立
て
る
人
も
あ
り
ま

す
。
浜
脇
横
穴
墓
の
被
葬
者
は
漁
労
に
携
わ
る
海
人
族
の
流
れ
を
く
む
者
達
だ
ろ
う
と
云
う
の
で
す
。
別
府
の
弥
生
式

遺
跡
か
ら
土
錘
が
出
土
し
ま
す
。
私
は
実
相
寺
遺
跡
付
近
で
幾
つ
か
採
集
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
地
形
的
に
み
て
、
朝
見
川
の
流
域
で
は
広
い
豊
か
な
田
畑
が
営
ま
れ
た
と
思
え
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
に
住
ん
で
い
た

ハ
マ
ワ
キ
や
ベ
ッ
プ
の
人
々
は
専
業
の
漁
師
で
、
海
産
物
と
農
作
物
と
交
易
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
歴
史
に
ア
サ
ミ
が
初
め
て
顔
を
だ
す
の
は
『
銃
口
本
紀
』
の
「
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
五
月
二
三
日
　
速
見
郡
散
見
（
朝
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見
）
郷
に
山
崩
れ
起
こ
り
埋
め
ら
る
る
家
四
三
、
死
者
四
七
人
」
と
云
う
記
録
で
す
。
旧
暦
の
五
月
で
す
か
ら
、
お
そ

ら
く
梅
雨
の
大
雨
で
崖
が
崩
れ
て
土
石
渡
に
襲
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
近
世
の
記
録
で
も
、
朝
見
川
の
氾
濫
で
松
原

浦
ま
で
土
石
流
が
押
し
流
し
た
と
云
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
宝
亀
の
洪
水
で
埋
め
ら
れ
た
人
々
は
、
横
穴
墓
と
関

係
の
あ
る
部
族
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
残
念
で
す
が
こ
れ
以
上
詳
し
い
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
当
時
の
庶
民
が
全
て
横
穴
墓
に
葬
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
大
勢
の
庶
民
は
野
山
に
土
葬
さ
れ
ま
し

た
。
庶
民
個
々
の
墓
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
半
ば
過
ぎ
か
ら
で
す
。

　
私
の
「
研
究
紀
要
」
の
末
尾
に
「
残
さ
れ
た
古
墳
の
実
測
を
今
後
も
続
け
な
が
ら
、
分
布
や
実
態
を
も
う
少
し
緻
密

に
検
討
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
浜
脇
地
域
の
房
戸
・
郷
戸
の
集
団
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
書
い
て

い
ま
す
が
、
三
五
年
間
全
く
手
を
付
け
な
か
っ
た
こ
と
に
羞
じ
い
り
ま
す
。

　
「
別
府
市
誌
・
昭
八
」
の
『
上
代
遺
跡
』
に
鳥
居
博
士
は
、
鬼
の
岩
屋
古
墳
や
浜
脇
横
穴
群
の
外
に
長
松
寺
境
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
ご

ド
ル
メ
ン
、
同
寺
の
人
面
石
、
浜
脇
引
豪
ス
ト
ン
サ
ー
ク
ル
、
石
垣
村
立
石
平
の
立
石
、
金
比
羅
山
頂
上
の
大
ス
ト
ン
サ
ー

ク
ル
、
立
石
山
の
立
石
（
メ
ン
ヒ
ル
）
、
雛
戸
山
の
巨
石
遺
跡
、
鷲
岩
、
人
面
形
メ
ン
ヒ
ル
な
ど
の
巨
石
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
地
元
で
大
事
に
し
て
い
る
姫
山
メ
ン
ヒ
ル
も
あ
り
ま
す
。

　
現
在
で
は
国
指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
鬼
の
岩
屋
横
穴
式
古
墳
以
外
は
、
考
古
学
の
埓
外
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。
是

非
と
も
現
代
の
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
真
偽
を
明
ら
か
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完
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