
平
成
十
年
度
春
季
講
演
会
要
旨

大
分
県
の
歴
史
風
土
を
み
る

ヒ
ナ
マ
ツ
リ
の
源
流

　
ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
考
え
る
な
か
で
、
大
分
県
の
は
ど
ん
な
歴

史
風
土
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　
先
日
新
聞
で
日
田
の
草
野
家
や
広
瀬
家
で
雛
祭
り
の
雛
飾
り
が

始
ま
っ
た
、
と
い
う
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。
両
家
の
雛
飾
り
に
は

大
分
の
江
戸
文
化
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
感
が
あ
る
。
三
月
三
日

の
雛
祭
り
に
は
民
間
で
も
お
雛
様
を
飾
る
家
が
多
い
が
、
あ
ら
た

め
て
ヒ
ナ
マ
ツ
リ
の
起
源
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
広
島
県
福
山
市
に
芦
田
川
と
い
う
川
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
四
八

大
分
市
教
育
委
員
会
事
務
局
参
事
秦
　
　
政
　
博

大
洪
水
で
そ
の
町
が
な

く
な
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
と
も
あ
れ
改
修
が

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

改
修
に
先
立
っ
て
発
掘

調
査
を
行
な
う
こ
と
に

な
っ
た
と
こ
ろ
、
大
変

な
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
平
安
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、

こ
の
沖
積
地
の
中
に
つ
く
ら
れ
た
中
世
の
都
市
で
す
。
こ
れ
が
草

年
に
そ
の
川
の
改
修
を
行
な
い
、
川
口
に
あ
る
広
い
中
州
を
取
り
　
　
‘
戸
千
軒
町
遺
跡
で
す
。
そ
こ
で
、
草
戸
千
軒
町
遺
蹟
調
査
団
が
編

除
く
工
事
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
言
い
伝
え
で
は
、
か
っ
て
常
福

寺
（
現
明
王
院
）
の
門
前
町
が
こ
の
中
州
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
「
備
陽
六
部
誌
」
と
い
う
記
録
に
よ
れ
ば
、
延
宝
年
間
に

成
さ
れ
て
、
日
本
の
中
世
都
市
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
一

八
年
間
わ
た
っ
て
調
査
が
行
な
わ
れ
て
、
多
く
の
住
居
跡
や
生
活

用
具
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。

１－-



　
そ
の
草
戸
千
軒
町
遺
蹟
の
な
か
に
Ｉ
〇
ケ
所
に
及
ぶ
多
く
の
井

戸
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
奇
妙
な
こ
と
に
三
分
の
一
の
井
戸
の
中

か
ら
薄
板
で
作
っ
た
男
性
の
シ
ン
ボ
ル
が
出
て
き
ま
す
。
昔
の
人

の
発
想
の
妙
と
い
う
の
か
、
じ
つ
は
、
井
戸
を
女
性
に
た
と
え
て

そ
の
上
に
男
性
の
シ
ン
ボ
ル
を
吊
す
と
、
男
女
の
関
係
に
な
ら

っ
て
荘
戸
水
が
コ
ン
コ
ン
と
湧
く
こ
と
を
願
う
人
々
の
お
呪
い
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
人
体
の
部
分
や
人
形
を
薄
板
で
作
っ
た
も
の
を
形

代
と
い
い
、
人
形
の
形
代
を
人
形
代
と
い
っ
た
。
人
形
代
で
は
男

性
は
股
間
に
突
起
を
つ
け
、
女
性
は
切
り
込
み
を
い
れ
て
い
ま
し

た
。

　
平
安
時
代
に
は
、
当
時
の
天
皇
は
一
年
間
に
Ｔ
八
八
四
枚
の
人

形
代
を
使
っ
た
と
い
い
ま
す
。
天
皇
は
一
掬
一
吻
と
い
っ
て
、
そ

の
人
形
代
で
患
部
を
撫
で
た
り
息
を
は
き
か
け
、
自
分
の
病
気
を

乗
り
移
ら
せ
て
川
に
流
し
た
の
で
す
。
京
都
の
貴
族
の
社
会
で
は

こ
の
よ
う
な
お
呪
い
の
世
界
が
日
常
の
世
界
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
流
し
雛
の
風
習
で
あ
り
、
こ
の
風
習
が
雛
祭

り
の
原
型
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
今
の
よ
う
な
雛
祭
り
の
形
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て

か
ら
で
す
。
と
く
に
、
元
禄
の
頃
か
ら
町
人
の
経
済
力
が
強
く
な

る
と
豪
華
な
雛
人
形
を
飾
る
と
い
う
に
変
わ
っ
て
、
現
在
の
よ
う

な
雛
祭
り
が
定
着
し
た
の
で
す
。

　
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
雛
祭
り
の
原
型
は
邪
鬼
を
祓
う
お
呪
い
に

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
邪
鬼
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
邪
鬼
は
鬼
で
、
節
分
も
鬼
祓
の
行
事
で
す
。
ま
た
、
古
代
の
人

が
、
羽
根
つ
き
の
羽
根
を
胡
鬼
子
、
羽
子
板
の
こ
と
を
胡
鬼
板
と

い
い
ま
し
た
が
、
こ
の
胡
鬼
子
は
鬼
の
子
の
こ
と
で
、
羽
根
つ
き

は
鬼
の
子
を
追
い
や
る
所
作
な
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
胡
と
は
西
方
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
彼
方
イ
ラ
ン
や
ペ

ル
シ
ャ
な
ど
の
中
近
東
の
世
界
を
指
す
こ
と
ば
で
す
。
胡
瓜
・
胡

弓
・
胡
麻
な
ど
は
み
な
西
方
渡
来
の
意
味
で
「
胡
」
の
宇
が
つ
い

て
い
ま
す
。
古
代
の
文
化
や
物
資
は
み
な
こ
の
国
か
ら
中
国
を
経

て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
の
文
献

を
見
る
と
疫
病
な
ど
邪
悪
な
も
の
と
鬼
も
、
文
物
と
共
に
西
の
胡

の
国
か
ら
か
ら
日
本
に
や
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

邪
鬼
も
こ
の
文
化
の
道
を
通
っ
て
西
方
か
ら
や
っ
て
来
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
安
時
代
の
記
録
の
多
く
は
、
庖
盾
な
ど
の
疫
病
は
西
の
九
州
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で
流
行
し
て
山
陽
道
を
東
に
登
っ
て
畿
内
に
や
っ
て
来
る
の
で
、

西
方
、
つ
ま
り
九
州
地
方
は
あ
ま
り
よ
く
見
ら
れ
て
な
か
っ
た
の

で
す
。

　
そ
れ
で
は
私
達
の
住
む
世
界
で
あ
る
こ
の
九
州
に
つ
い
て
、
少

し
ば
か
り
な
が
め
い
み
ま
し
ょ
う
。

豊
後
は
九
州
か
・
大
分
県
民
気
質

　
九
州
の
位
置
は
わ
が
国
で
は
西
に
あ
た
り
ま
す
。
九
州
の
古
名

を
筑
紫
と
呼
ぶ
の
は
畿
内
か
ら
西
海
道
の
尽
き
る
と
こ
ろ
と
い
う

意
味
で
す
。
東
の
つ
き
る
と
こ
ろ
を
、
み
ち
の
お
く
・
陸
奥
と
い

う
よ
う
に
、
古
代
の
人
は
畿
内
を
中
心
と
す
る
地
域
感
覚
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。

　
我
々
は
そ
の
九
州
の
中
の
大
分
県
の
人
間
で
す
。
大
分
県
は
明

治
四
年
の
廃
藩
置
県
で
生
ま
れ
、
明
治
九
年
に
豊
前
域
の
宇
佐
・

下
毛
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
県
域
が
広
が
り
、
こ
の
大
分
県
の
主
要

部
分
は
豊
後
で
あ
り
す
。

　
豊
後
国
が
記
録
に
出
て
く
る
の
は
、
文
武
天
皇
が
い
た
頃
で
す

が
古
く
は
豊
後
は
豊
前
と
一
体
に
な
っ
て
一
つ
で
し
た
。
こ
れ
を

豊
国
と
い
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
豊
の
前
の
国
と
後
の
国
に
分
割
さ

れ
て
い
っ
た
と
も
の
の
本
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
豊
国
の
源
流
を

.〃

探
っ
て
み
る
と
、
今
の
行
橋
の
辺
り
が
発
祥
の
地
で
あ
る
よ
う
で

す
。
こ
こ
は
御
食
国
ま
た
は
御
膳
国
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
中
津
の
北
に
三
毛
門
と
い
う
駅
が
あ
り
ま
す
。
ミ
ケ
と
は
古
代

に
朝
廷
の
食
料
の
供
給
基
地
と
な
っ
た
地
域
で
す
。
三
毛
門
と
は

ミ
ケ
の
国
の
入
り
口
と
い
う
こ
と
で
す
。
南
大
分
に
三
ケ
田
町
と

い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
。
三
ケ
を
三
毛
・
御
食
と
同
じ
だ
と
理
解

す
る
と
食
料
基
地
の
田
圃
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
に
な
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
大
分
の
地
は
食
料
基
地
と
な
る
豊
か
な

豊
国
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
大
分
と
い
う
地
名
の
も
と
は
第
十
二
代
の
景
行
天
皇
の
伝
説
に

出
て
く
る
、
広
い
田
地
「
碩
田
」
が
大
分
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
も
と
も
と
大
分
の
地

名
の
起
こ
り
は
大
段
で
、
高
崎
や
霊
山
、
明
野
の
大
き
な
段
丘
に

囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
段
は
キ

ダ
の
こ
と
で
、
こ
の
大
き
な
段
丘
「
大
段
」
が
オ
オ
イ
タ
に
な
り
、

段
は
刻
む
と
か
分
け
る
と
か
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
「
分
」
と
な

り
大
分
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
三
つ
の
野
原
「
三
野
」
が

美
濃
に
変
わ
っ
た
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
す
。

　
豊
国
、
御
食
と
し
て
出
発
し
た
大
分
に
住
む
我
々
は
、
ど
ん
な
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県
民
性
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
、
九
州
周
辺
の
県
か
ら
調
べ
て
み
る
と
、
福
岡
は
、
華
奢

国
と
呼
ば
れ
、
古
来
か
ら
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
交

易
の
窓
口
で
あ
り
、
鴻
腫
館
と
い
う
外
交
使
節
接
待
の
た
め
の
迎

賓
館
が
お
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
太
宰
府
は
遠
の
朝
廷
と
も
呼
ば

れ
、
朝
廷
の
九
州
出
張
所
が
お
か
れ
た
華
や
か
な
国
で
し
た
。

　
佐
賀
は
江
戸
時
代
か
ら
武
人
の
国
で
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
も

軍
人
が
多
く
輩
出
し
た
地
で
、
「
葉
隠
」
の
精
神
を
伝
え
る
地
域

で
す
。

　
長
崎
は
、
大
分
と
同
じ
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
を
早
く
か
ら
導
入

し
た
所
で
、
江
戸
時
代
に
は
出
島
を
中
心
と
し
て
、
清
国
、
朝
鮮

や
オ
ラ
ン
ダ
と
の
窓
口
と
な
り
、
何
と
な
く
異
国
の
香
の
漂
う
性

格
を
も
っ
た
地
で
す
。

　
熊
本
は
肥
後
モ
ッ
コ
ス
で
あ
す
。
南
北
朝
の
時
代
に
、
菊
遮
氏

は
九
州
全
域
が
北
朝
に
つ
い
た
の
に
、
懐
良
親
王
を
迎
え
て
南
朝

の
中
心
と
な
っ
て
孤
軍
奮
闘
し
ま
し
た
。
頑
固
一
徹
の
精
神
が
熊

本
で
す
。

　
鹿
児
島
は
ボ
ッ
ケ
モ
ン
と
い
っ
て
非
常
に
地
方
的
、
古
来
、
薩

摩
隼
人
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
方
的
で
あ
り
な
が
ら

幕
末
か
ら
近
代
日
本
を
り
Ｉ
ド
し
た
質
実
剛
健
の
資
質
を
も
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

　
宮
崎
は
色
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
豊
後
と
薩
摩
に
挟
ま
れ
て

ど
っ
ち
に
も
つ
か
ず
の
形
で
、
歴
史
的
に
も
こ
の
よ
う
な
経
過
を

た
ど
っ
て
い
ま
す
。

　
わ
が
大
分
県
人
は
熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
こ
と
。
も
う
一
つ

は
大
分
県
人
の
通
っ
た
跡
に
は
草
も
生
え
ぬ
ア
カ
ネ
コ
コ
ン
ジ
ョ

ウ
と
い
っ
て
、
他
人
の
足
を
引
っ
張
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
江

戸
時
代
の
少
藩
分
立
が
原
因
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
関
東
の
旗
本

領
な
ど
を
見
る
と
実
に
入
り
乱
れ
て
い
る
し
、
宮
崎
も
七
つ
の
藩

領
に
別
れ
て
い
ま
し
た
が
、
大
分
県
の
様
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必

ず
し
も
小
藩
分
立
と
い
う
政
治
的
分
断
の
要
件
が
ア
カ
ネ
コ
コ
ン

ジ
ョ
ウ
の
原
因
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。

瀬
戸
内
海
回
廊
と
豊
後

　
大
分
県
は
、
お
め
で
た
い
時
に
主
に
お
酒
を
出
す
酒
の
文
化
圏

に
あ
る
国
で
す
し
、
ま
た
、
大
分
は
う
ど
ん
文
化
圏
の
国
で
す
。

決
し
て
焼
酎
や
蕎
の
文
化
圏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ど
ん
文
化
は

讃
岐
に
代
表
さ
れ
る
瀬
戸
内
海
小
麦
文
化
圏
で
あ
り
、
酒
文
化
は
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灘
の
生
一
本
の
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
戸
内
閲
で
あ
る
傾
向
を
、
歴
史
的
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
る

　
大
分
は
瀬
戸
内
の
風
習
を
十
分
身
に
つ
け
て
い
る
地
域
で
あ
る
　
　
　
と
、
建
国
神
話
で
は
神
武
天
皇
が
、
日
向
の
美
々
津
を
出
発
し
て

と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
東
征
の
業
に
つ
か
れ
ま
す
。
間
も
な
く
佐
賀
の
関
付
近

　
言
葉
を
取
り
上
げ
て
も
、
大
分
県
は
東
京
式
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
　
　
　
ま
で
来
て
激
し
い
潮
流
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
て
困
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
山
口
や
広
島
・
岡
山
の
人
の
ア
ク
セ
ン
ト
も
大
分
の
も
の
と
　
　
　
す
が
そ
の
時
、
釣
り
を
し
て
い
た
上
地
の
神
様
の
珍
彦
が
、
水
先

よ
く
似
て
お
り
、
言
葉
だ
け
を
聞
く
と
大
分
か
と
錯
覚
を
起
こ
し
　
　
　
案
内
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
早
吸
の
瀬
戸
を
乗
り
切
っ
て
無
事
に
宇

そ
う
で
す
。
山
陽
道
は
東
京
式
の
ア
ク
セ
ン
ト
域
で
、
大
分
ま
で
　
　
　
佐
ま
で
水
先
案
内
を
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
「
ウ
ズ
」
は
早
吸

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
の
文
化
圏
を
み
て
　
　
　
の
瀬
戸
の
渦
と
も
い
い
ま
す
し
、
ま
た
、
長
い
も
の
、
実
は
海
蛇

も
、
大
分
は
瀬
戸
内
の
文
化
圏
に
入
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
と
で
、
蛇
信
仰
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
豊
後
水

　
気
候
の
面
を
み
る
と
、
北
九
州
の
方
は
日
本
海
式
の
気
候
で
冬
　
　
　
道
が
書
物
に
あ
ら
わ
れ
た
最
初
の
物
語
で
、
天
皇
が
御
通
り
に
な
っ

は
季
節
風
の
関
係
で
雪
が
舞
い
非
常
に
寒
い
。
南
九
州
の
鹿
児
島
　
　
　
た
海
の
道
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
す
。

は
南
海
式
の
気
候
で
す
。
東
九
州
の
大
分
は
瀬
戸
内
式
の
気
候
で
　
　
　
　
　
『
伊
像
国
風
上
記
』
の
逸
文
に
、
大
穴
待
命
が
仮
死
状
態
に
あ
っ

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
少
名
彦
名
命
を
た
救
う
め
に
、
大
分
の
速
見
の
湯
を
下
樋
で
道

　
ま
た
、
中
世
の
武
士
の
活
躍
を
み
れ
ば
、
福
岡
を
中
心
と
し
た
　
　
　
後
ま
で
引
い
て
湯
浴
み
さ
せ
、
無
事
に
蘇
生
さ
せ
た
と
書
か
れ
て

北
九
州
は
少
弐
氏
が
活
躍
し
た
地
域
で
あ
り
、
鹿
児
島
は
薩
摩
の
　
　
　
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
分
・
四
国
の
文
化
交
流
の
歴
史
を
物
語

島
津
氏
の
勢
力
下
ヽ
そ
し
て
中
九
州
は
大
友
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
　
　
‘
る
も
の
で
す
・
古
代
の
人
は
豊
後
と
四
国
と
の
緊
密
な
関
連
性
は

た
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
た
り
前
の
話
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
大
分
は
大
分
な
り
に
九
州
の
他
の
地
域
と
は
異
な
り
、
瀬
戸
内
　
　
　
　
神
武
天
皇
の
息
子
に
神
八
井
耳
命
い
う
人
が
い
た
。
古
事
記
に

閲
の
大
分
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
と
、
こ
の
子
孫
は
十
八
の
氏
族
と
に
別
れ
た
と
い
う
。
そ
の
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中
に
は
大
分
君
、
阿
蘇
君
、
肥
君
、
伊
像
国
造
、
奈
良
の
方
で
は

雀
部
君
、
大
野
臣
な
ど
で
、
こ
れ
を
繋
ぐ
と
瀬
戸
内
海
を
渡
っ
て

奈
良
盆
地
を
通
り
、
さ
ら
に
知
多
半
島
か
ら
海
岸
を
北
上
し
て
常

陸
に
至
る
の
で
す
。
こ
れ
は
九
州
の
中
を
貫
い
て
瀬
戸
内
海
が
Ｉ
’

つ
の
神
話
圏
と
し
て
繋
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
こ
こ
に
も
海
の
道
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
姫
島
の
黒
曜
石
の
分
布
を
み
る
と
、
瀬
戸
内
海
の
沿
岸
と
中
国

山
地
を
経
て
日
本
海
側
の
島
根
や
、
四
国
の
四
万
十
川
の
流
域
や

南
高
知
に
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
四
国
の
徳
島
の
近

く
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
瀬
戸
内
の
ル
ー
ト

を
通
っ
て
四
国
山
脈
を
越
え
る
か
、
南
海
ル
ー
ト
を
通
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
の
で
す
。
海
の
道
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の

で
す
。

　
弥
生
式
土
器
の
交
流
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
愛
媛
の
地
域
か
ら

か
ら
出
る
も
の
、
大
分
県
側
か
ら
出
る
も
の
、
佐
伯
の
下
城
式
土

器
、
板
付
式
土
器
な
ど
同
じ
形
式
の
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
な

ど
、
北
九
州
の
交
流
の
強
さ
を
物
語
る
の
で
す
。

　
大
分
県
に
は
、
大
和
の
政
権
の
影
響
を
う
け
て
造
営
さ
れ
た
と

い
う
前
方
後
円
墳
が
い
く
つ
も
あ
の
ま
す
。
な
か
で
も
一
番
古
い

と
い
わ
れ
る
宇
佐
の
赤
塚
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
国
東
半
島
に
も
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
真
玉
の
大
塚
古
墳
、
杵
築
の
小
熊
山
古
墳
、

大
分
の
大
臣
塚
古
墳
、
庄
の
原
の
蓬
莱
山
古
墳
、
坂
の
市
の
亀
塚

古
墳
、
上
ノ
坊
古
墳
、
佐
賀
関
の
築
山
古
墳
、
臼
杵
の
臼
塚
古
墳

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
前
方
後
円
墳
は
大
和
の
王
権
と
、

同
盟
か
支
配
服
属
関
係
を
持
っ
た
豪
族
が
許
さ
れ
て
造
営
し
た
も

の
で
す
。
こ
れ
は
大
和
王
権
の
勢
力
が
瀬
戸
内
を
通
っ
て
海
か
ら

ま
ず
や
っ
て
来
た
こ
と
、
つ
い
で
、
内
陸
部
に
浸
透
し
て
い
き
ま

す
が
、
一
寸
時
間
を
置
い
て
竹
田
の
七
つ
森
古
墳
が
で
き
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
で
す
。

　
日
本
書
紀
は
、
景
行
天
皇
が
周
防
の
国
の
沙
婆
（
防
府
）
を
船

出
し
て
豊
前
の
長
峡
県
（
行
橋
）
に
上
陸
し
て
海
岸
沿
い
に
大
分

に
至
り
、
内
陸
部
の
土
蜘
蛛
の
征
伐
に
向
か
っ
た
と
伝
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
前
方
後
円
墳
が
瀬
戸
内
か
ら
や
っ
て
き
て
広
が
っ

た
こ
と
を
物
語
る
の
で
す
。

　
中
で
も
亀
塚
古
墳
の
上
に
立
つ
と
豊
後
水
道
や
四
国
に
ま
で
丸

見
え
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
、
海
を
意
識
し
て
海
に
臨
ん
で
海
の

王
者
の
た
め
に
築
か
れ
た
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
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れ
と
向
か
い
合
う
よ
う
に
杵
築
の
小
熊
山
古
墳
が
別
府
湾
の
入
口

に
対
と
な
っ
て
築
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
海
の
王
者
に
ふ
さ
わ
し

い
古
墳
で
あ
る
。

　
神
戸
に
五
色
塚
古
墳
と
い
う
大
古
墳
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
石
海

峡
を
見
下
ろ
す
位
置
に
あ
り
、
亀
塚
古
墳
が
早
吸
の
瀬
戸
を
見
下

ろ
す
位
置
に
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
海
の
支
配
を
謳
歌
す
る
点

で
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
大
古
墳
が
作
ら
れ
た
の
は
四
・
五
世
紀
ご
ろ
か
ら

で
、
大
和
政
権
が
航
海
術
に
長
け
た
海
人
族
を
軍
事
力
と
し
て
朝

鮮
半
島
に
進
出
す
る
た
め
に
、
こ
こ
の
豪
族
と
同
盟
、
従
属
関
係

を
結
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
大
分
が
瀬
戸
内
と
深
く
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
歴
史
の
意
義
と

面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

表
九
州
か
ら
裏
九
州
へ

　
大
友
氏
が
大
き
な
勢
力
を
築
き
上
げ
て
き
た
の
は
、
大
友
氏
を

取
り
巻
く
水
軍
が
海
を
押
さ
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
国
東
で
は
伊

美
氏
や
櫛
来
氏
・
真
玉
氏
・
竹
田
津
氏
、
南
部
で
は
一
尺
屋
の
若

林
氏
、
臼
杵
氏
・
薬
師
寺
氏
・
津
久
見
氏
・
鳩
氏
・
佐
伯
氏
な
ど

　
は
す
べ
て
浦
部
水
軍
で
す
。

　
　
江
戸
時
代
に
な
っ
て
豊
後
の
大
名
達
は
参
勤
交
代
や
物
資
の
輸

　
送
に
、
瀬
戸
内
海
の
水
運
を
盛
ん
に
利
用
し
た
。
各
藤
に
は
色
々

　
な
特
産
が
あ
っ
て
、
既
に
江
戸
時
代
に
一
村
一
品
の
源
流
が
あ
っ

　
た
か
の
よ
う
で
す
。
別
府
の
明
君
、
佐
伯
の
紙
や
干
鰯
、
岡
藩
の

　
大
豆
、
臼
杵
藩
の
紙
、
石
灰
、
杵
築
や
府
内
の
七
島
蘭
な
ど
が
瀬

　
戸
内
海
を
通
っ
て
大
坂
に
向
け
て
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

　
肥
後
藤
が
鶴
崎
に
、
岡
藩
は
三
佐
に
飛
び
地
の
港
を
つ
く
る
な
ど

　
江
戸
時
代
に
は
な
お
Ｉ
層
瀬
戸
内
海
ル
ー
ト
の
水
運
が
利
用
さ
れ

　
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
江
戸
時
代
、
広
島
県
の
竹
原
市
の
忠
ノ
海
と
い
う
小
さ
な
漁
村

　
に
、
浜
胡
屋
と
い
う
船
問
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
船
問
屋
が
扱
っ

　
た
物
資
を
持
ち
込
ん
だ
回
船
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
、

　
あ
る
時
期
を
限
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
豊
後
の
国
か
ら
五
百
九
隻

　
も
の
回
船
が
入
港
し
て
い
ま
す
。
日
向
の
国
か
ら
は
六
十
五
隻
、

‘
豊
前
か
ら
は
五
十
八
隻
で
ヽ
豊
後
か
ら
の
船
が
圧
倒
的
に
多
い
・

　
い
か
に
こ
の
ル
ー
ト
で
東
（
表
）
九
州
の
豊
後
が
大
き
な
役
割
を

　
は
た
し
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　
　
府
内
藩
は
二
万
石
の
少
藩
で
あ
り
な
が
ら
、
城
下
に
四
十
八
も
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の
町
大
町
が
あ
り
ま
し
た
。
同
程
度
の
石
高
の
佐
伯
藩
で
は
た
っ

た
の
二
町
、
臼
杵
藩
は
五
万
石
で
す
が
「
臼
杵
八
町
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
町
人
町
の
数
は
ハ
つ
。
こ
う
み
て
く
る
と
当
時
の
府
内

藩
は
豊
後
最
大
の
商
都
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
で
す
。
貝
原
益
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″

の
『
豊
国
紀
行
』
に
「
萬
の
売
物
備
わ
れ
り
」
と
書
か
れ
て
い
る

ほ
ど
の
盛
況
で
し
た
。
瀬
戸
内
海
ル
ー
ト
の
な
せ
る
業
で
す
。

　
明
治
を
迎
え
る
と
事
情
が
一
変
し
ま
す
。
明
治
四
十
二
年
、
福

岡
か
ら
鹿
児
島
ま
で
熊
本
を
経
由
し
て
、
九
州
の
幹
線
鉄
道
、
鹿

児
島
本
線
が
全
通
し
ま
し
た
。
途
中
三
十
八
年
、
長
崎
本
線
が
分

岐
し
て
長
崎
と
繋
が
り
ま
し
た
。
日
豊
本
線
は
、
三
十
年
豊
前
の

長
洲
ま
で
き
ま
し
た
が
、
大
分
ま
で
き
た
の
は
か
な
り
遅
れ
て
四

十
五
年
で
す
。
ち
な
み
に
日
豊
本
線
の
全
通
は
大
正
十
二
年
、
豊

肥
線
は
昭
和
三
年
、
久
大
線
に
い
た
っ
て
は
昭
和
九
年
で
あ
り
ま

す
。

　
明
治
政
府
の
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
の
掛
け
声
の
も
と
に
、
石

炭
資
源
の
と
れ
る
北
九
州
、
大
陸
や
東
南
ア
ジ
ア
に
向
け
て
開
か

れ
た
た
長
崎
や
熊
本
の
港
湾
の
開
発
が
、
大
事
な
国
策
と
し
て
必

要
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

　
明
治
の
世
の
中
に
な
る
と
交
通
は
、
海
か
ら
陸
の
時
代
へ
と
変

わ
っ
た
の
で
す
。
海
路
か
ら
鉄
路
へ
の
移
行
は
、
大
分
を
か
つ
て

の
表
九
州
か
ら
裏
九
州
へ
と
変
換
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
大
分
が
再
び
復
権
す
る
の
は
、
あ
の
新
産
業
都
市
の
形
成
に
よ
っ

て
再
び
港
湾
が
注
目
さ
れ
て
か
ら
で
す
。

　
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
目
を
付
け
た
新
ら
た
な
海
の
道
は
、
新

た
な
海
の
ル
ー
ト
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
分
が
復
興
す
る

た
め
に
は
絶
対
に
海
が
必
要
で
、
海
に
臨
み
海
に
出
て
ゆ
く
臨
海

工
業
が
大
分
を
潤
す
企
業
な
の
で
す
。
ま
さ
に
、
海
の
道
が
蘇
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
井
戸
水
」
の
美
味
し
か
っ
た
頃

　
こ
ど
も
の
頃
、
井
戸
水
を
釣
瓶
や
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
て
飲
ん

だ
も
の
で
す
。
い
ま
、
井
戸
水
の
味
を
知
ら
な
い
人
が
名
水
と
か

を
求
め
て
出
掛
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
人
工
よ
り
自
然
を
求
め

る
と
い
う
感
覚
に
他
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
大
体
昔
の
生
活
が
っ
づ
い
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
の
歩
み
を
た
ど
る
と
、
昭
和
廿
年
代
は

占
領
時
代
で
、
朝
鮮
戦
争
を
き
っ
か
け
に
し
て
復
興
が
始
ま
り
ま

し
た
。
三
十
年
代
の
半
ば
ま
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
昔
の
ま
ま

－８－



の
生
活
習
慣
を
受
け
つ
い
だ
生
活
で
し
た
。
後
半
ご
ろ
か
ら
経
済
　
　
　
神
社
建
築
に
こ
れ
が
残
っ
て
い
ま
す
。

成
長
が
始
ま
り
、
四
十
年
代
は
昭
和
元
禄
と
も
て
は
や
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
五
十
年
代
は
世
界
の
経
済
大
国
に
な
り
ま
し
た
。
六
　
　
　
　
「
ム
ラ
」
の
再
生
の
た
め
に

十
年
は
す
べ
て
が
バ
ラ
色
の
、
そ
し
て
昭
和
末
か
ら
平
成
に
か
け
　
　
　
　
稲
作
は
大
勢
（
ム
レ
）
の
労
働
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
共

て
バ
ブ
ル
が
弾
け
て
今
に
至
っ
た
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
作
業
で
す
。
ム
ラ
と
い
う
言
葉
の
お
こ
り
は
、
人
が
ム
レ
る
こ

　
今
で
も
「
昔
は
よ
か
っ
た
な
」
と
感
慨
に
耽
る
時
代
は
、
三
十
　
　
　
と
、
ム
レ
集
ま
っ
て
（
稲
つ
く
り
の
）
共
同
作
業
を
す
る
と
い
っ

年
代
後
半
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
後
生
活
習
慣
は
昔
と
が
　
　
　
た
社
会
的
要
請
を
背
景
に
し
て
い
る
と
考
え
た
い
わ
け
で
、
つ
ま

ラ
リ
と
変
わ
っ
た
の
で
す
。
日
本
の
国
土
・
日
本
の
精
神
が
音
を
　
　
　
り
村
は
稲
作
の
社
会
構
成
体
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
江
戸

た
て
て
崩
れ
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
後
半
以
降
で
あ
る
と
思
い
ま
　
　
　
時
代
の
百
姓
一
揆
の
「
揆
」
は
物
事
に
心
を
一
つ
に
し
て
取
り
組

す
。
列
島
改
造
、
地
域
開
発
と
い
っ
た
掛
け
声
の
も
と
に
、
田
圃
　
　
　
む
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
に
日
本
の
稲
作
農
民
と
し
て
の
伝
統
が

は
崩
さ
れ
山
が
切
ら
れ
わ
が
国
の
高
度
成
長
は
始
ま
り
ま
し
た
。
　
　
　
続
い
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

営
々
と
弥
生
時
代
か
ら
二
千
年
積
み
重
ね
て
き
た
こ
の
農
地
が
、
　
　
　
　
　
一
粒
万
倍
の
米
を
そ
だ
て
る
た
め
に
、
水
田
の
工
事
は
多
く
の

減
反
や
転
地
と
い
う
形
で
潰
さ
れ
ま
し
た
。
農
業
を
も
と
に
培
わ
　
　
　
知
恵
と
技
術
と
労
働
力
が
必
要
で
す
。
水
を
通
し
て
人
が
結
ば
れ
、

れ
た
、
村
と
し
て
の
協
同
体
い
う
連
帯
感
が
農
業
の
変
化
荒
廃
の
　
　
　
水
を
通
し
て
人
と
大
地
が
結
ば
れ
る
と
い
わ
れ
、
水
と
大
地
を
大

な
か
で
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
降
っ
た
雨
が
地
下
に
し
み
込

　
祠
の
も
と
を
尋
ね
る
と
、
も
と
は
穂
倉
で
、
稲
穂
を
収
め
る
高
　
　
‘
み
中
山
間
他
の
田
を
潤
し
、
平
地
の
田
を
潤
し
て
川
に
流
れ
、
海

床
の
倉
庫
の
こ
と
で
す
。
命
に
も
代
え
が
た
い
稲
を
鼠
な
ど
に
食
　
　
　
に
入
っ
て
魚
を
養
う
と
い
う
自
然
の
サ
イ
ク
ル
が
、
こ
の
時
代
に

わ
れ
な
い
、
水
に
つ
か
ら
な
い
た
め
大
事
に
貯
え
た
倉
で
、
こ
れ
　
　
　
な
っ
て
お
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

が
み
ん
な
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
祠
に
な
っ
た
の
で
す
。
今
の
　
　
　
　
農
家
個
数
は
昭
和
三
五
年
に
六
〇
六
万
戸
あ
っ
た
の
が
、
平
成
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七
年
に
は
三
四
四
万
戸
と
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
も
減
っ
て
い
ま
す
。

　
食
料
自
給
率
は
昭
和
四
〇
年
に
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
そ
れ
が
、
平

成
七
年
に
二
九
八
・
Ｉ
セ
ン
ト
に
減
っ
た
。
穀
物
だ
け
の
自
給
率
で

は
昭
和
三
六
年
に
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た
の
が
、
平
成
四
年
に

二
九
八
Ｉ
セ
ン
ト
に
下
が
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
穀
物
自
給
率
は
昭
祀

三
六
年
に
は
六
二
八
Ｉ
セ
ン
ト
が
平
成
四
年
に
は
百
〇
二
八
Ｉ
セ

ン
ト
で
す
。
他
国
は
皆
そ
の
よ
う
で
あ
る
が
日
本
の
み
は
こ
の
始

末
で
す
。
つ
ま
り
、
農
業
に
赤
信
号
が
と
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
日
本
の
稲
作
の
権
威
で
あ
る
京
都
大
学
の
渡
部
忠
雄
と
い
う
農

業
学
者
は
、
「
農
業
の
荒
廃
は
教
育
の
荒
廃
と
規
を
一
に
す
る
」

と
書
い
て
い
ま
す
。
農
業
の
問
題
と
教
育
の
問
題
は
同
じ
で
す
。

彼
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
減
反
政
策
が
始
ま
っ
て
か
ら
学
校
の
不
登

校
が
始
ま
り
、
学
校
が
荒
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
農
業
と
人
間
の
生
活
は
深
い
関
係
が
あ
る
と
も
指

摘
し
て
い
る
の
で
す
。
作
家
の
井
上
ひ
さ
し
も
、
「
社
会
の
退
廃

の
原
因
は
こ
ど
も
た
ち
が
土
か
ら
離
れ
た
こ
と
で
あ
る
、
こ
ど
も

達
や
社
会
の
荒
廃
の
原
因
の
背
景
は
、
健
全
な
農
村
が
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
そ
の
一
つ
だ
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　
上
は
萬
物
を
生
み
出
す
も
と
で
あ
る
。
土
を
知
ら
な
い
こ
ど
も

達
、
土
を
知
ら
な
い
親
達
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て
い
ま
す
。
カ
ル

チ
ャ
ー
（
文
化
）
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
カ
ル
チ
ベ
ー
タ
ー

は
土
を
耕
し
作
物
を
育
て
る
こ
と
で
あ
り
、
カ
ル
チ
ャ
ー
と
は
生

命
の
源
、
文
化
と
は
人
間
活
動
の
源
と
い
う
こ
と
で
す
。
土
の
大

事
さ
、
農
業
の
大
事
さ
、
と
り
わ
け
日
本
で
は
、
水
田
稲
作
と
い

う
形
、
ご
れ
が
日
本
の
社
会
を
築
き
上
げ
て
き
た
一
番
の
原
動
力

で
あ
っ
た
と
、
い
う
こ
と
を
い
ま
さ
ら
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
訳

で
す
。

　
い
ま
、
社
会
の
連
帯
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
最
近

「
ふ
れ
あ
い
」
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
ふ
れ
あ
い
」
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
日
本
の

精
神
が
危
機
的
状
態
に
な
り
、
次
第
に
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
時
代

の
な
か
で
、
地
域
を
知
り
そ
の
歩
み
を
知
る
な
か
で
、
昔
の
良
さ

や
伝
統
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
こ
ど
も
を
作
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
歴
史
を
勉
強
す
る
の

本
質
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
　
入
江
）
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