
特
集

新
発
見
資
料
か
ら
見
た

｢舌
代
東
ア
ジ
ア
｣

百
済
地
域
で
発
見
さ
れ
た
横
穴
墓
と
そ
の
背
景

男 お

l

は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
韓
国
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
進
展
は
'
朝
鮮

半
島
三
国
時
代
諸
国

･
地
域
の
多
様
な
墓
制
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
'
東
ア
ジ
ア
諸
世
界
と
の
複
雑
な
交
渉
の
実
態
解
明
に
多
-

の
資
料
を
提
供
し
っ
つ
あ
る
｡
小
満
で
取
り
上
げ
る
､
韓
国
で
発
見
さ

れ
た
横
穴
墓
も
そ
う
し
た
ひ
と
つ
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
横
穴
墓
は
､
横
穴
式
石
室
の
影
響
下
に
五
世
紀
中
-
後
葉

の
九
州
北
東
域
で
出
現
し
､
地
域
的
偏
在
を
見
せ
な
が
ら
も
日
本
列
島

各
地
で
盛
行
し
た
倭
独
自
の
横
穴
系
墓
制
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
し
か

ナ
ユ
ンナ
h)ンナ
ムF

し
､
こ
こ
二
･
三
年
の
あ
い
だ
に
韓
国

忠

済

南

道

で
相
次
い
で
発
見

さ
れ
た
横
穴
墓
は
'
紛
れ
も
な
-
日
本
列
島
そ
れ
も
九
州
北
東
域
の
も

ナ
h
ル
ラ
ナ
ム
ド

の
と
近
似
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
｡

1
九
九
〇
年
代
以
降
に

全

羅

南

道

TT)ンサ
ンガ
ン

の

巣

山

江

流

域

一
帯
で
明
ら
か
と
な
っ
た
前
方
後
円
墳
の
存
在
と
と
も

に
､
倭
と
百
済
お
よ
び
そ
の
周
縁
域
と
の
交
渉
の
一
側
面
を
し
め
す
資

料
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
｡

韓
国
の
横
穴
墓
が
大
き
-
取
り
上
げ
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
'

二
〇
〇
三
年
に
調
査
さ
れ
'
二
〇
基
を
上
回
る
横
穴
墓
が
検
出
さ
れ
た

B)1 九州の初現糊横穴壬と6世妃前葉の偉系基制の分布

図2 ｢陵山里の｣横穴圭

(好守ほか1940を一部改変)

1 丹芝里

2 熊津洞

3 山儀里

4 安永里

5 安永里セ ト･シンメ

6 井渦里

7 陵LlJ里兼

A 公山城

B 宋山里古頒群

C 扶蘇山城

D 陵山里盲は群

EZ]3 公州･鉄幹周辺の横穴茎分布図(等高線は100m)
(羅2004を一部変更､加筆)



⊃
ンジ
ユ

タ
ンジ
リ

公
州
市
丹
芝
里
横
穴
墓
群
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
三
年
前
に
行
わ
れ

ア
ニヨ
ン
二

た
公
州
市
の

安

永

里

セ
-
と
シ
ソ
メ
遺
跡
の
二
つ
の
遺
跡
で
も
計
三

基
の
横
穴
重
が
調
査
さ
れ
､
こ
れ
ら
と
九
州
北
部
の
横
穴
墓
と
の
燥
似

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

韓
国
に
お
け
る
横
穴
墓
の
存
在
は
､
早
-

一
九

一
五

(大
正
四
)
午

芦
ン
サ
ン
ニ

に
扶
飴

一
帯
を
調
査
し
た
関
野
貞
氏
が
紹
介
し
た

陵

山

里

の

｢横
穴

塚
｣
(関
野
t
九
一
五
)
を
噂
矢
と
し
､
F昭
和
二
年
古
鏡
調
査
報
告
｣
第

二
冊
に
は

｢
陵
山
里
古
墳
｣
横
穴
墓
の
概
略
図

(図
-
)
が
公
表
さ
れ

キ
ム
キ
ウ
ン

サ

た

(
野

守
ほか
一
九
四

〇
)｡
百
済
の
古
墳
を
概
括
し
た

金

基

姓

氏

は

油

ど批
期

の
墓
制

の

l
つ
と
し
て
こ
の
横
穴
茎
を
取
り
上
げ
た
が
'
対
比
す

べ
き

資
料
が
無
か

っ
た
た
め
か
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ

た

(金
一
九
七
｣ハ
)0

近
年
､
韓
国
に
お
け
る
横
穴
墓
研
究
は
積
榎
的
で
あ
る
O
安
永
里
セ

ナ
ゴ
ンf
ユ

-

･
シ
ソ
メ
遺
跡
調
査
担
当
者
の

羅

建

柱

氏

､
丹
芝
里
遺
跡
調
査
担
当

チ
ミ
ンジ
ユ

者
の

池

現

周

氏

が
あ
い
つ
い
で
横
穴
墓
の
築
造
系
譜
を
中
心
と
し
た
論バ

タ

考
を
発
表
し
た

(羅
二
〇
〇
三
･
〇
四
､
池
二
〇
〇
四
･
〇
五
)
ほ
か
'
朴

エ7n
ン
ス

天

秀

氏
は
朝
鮮
半
島
の
像
系
墓
制
を
整
理
し
､
五

･
六
世
紀
に
お
け

る
倭
と
朝
鮮
半
島
諸
地
域
の
政
治
動
向
の
視
点
か
ら
の
理
解
を
主
張
し

て
い
る

(朴
二
〇
〇
五
)0

韓
国
の
横
穴
墓
資
料
は
ま
だ
十
分
に
整
備
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い

が
'
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
た
資
料
を
整
理
し
､
出
現
の
意
味
を
考
え
る

こ
と
に
し
た
い
C

二

百
済
の
横
穴
墓

こ
れ
ま
で
韓
国
内
で
確
認
さ
れ
た
横
穴
墓
は
､
忠
清
南
道
中
部
か
ら

ク
ン方
ン

南
部
に
か
け
て
の

錦

江

流

域
の
公
州
と
扶
鹸
周
辺
地
に
限
ら
れ
る

(図

3
)
が
､
そ
の
分
布
域
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
可
能
性
が
た
か
い
｡

-

公
州
市
丹
芝
里
横
穴
暮
群

(池
現
周
二
〇
〇
四
･
〇
五
'
図
-
･
5

･
6
)

ウ
ンジ
ン

ソ
ン
サ
ン
ニ

ク
ンガ
ン

熊

津

期

百
済
王
陵
群
の

宋

山

里

古

墳
群
か
ら

錦

江

を

挟
ん
で
北
西
約

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
D
百
済
時
代
山
城

(丹
芝
生
山
城
)
が
営

ソ
ンジ
エサ
ン

ま
れ
た
城
在
山
の
南
側
山
麓
尾
根
先
端
に
立
地
L
t
百
済
時
代
の
石
築

墳

(石
室
･
石
梯
)
1
四

･
蛮
棺
墓

一
と
混
在
し
て
横
穴
墓
が
発
見
さ
れ

た
｡
高
速
道
路
建
設
に
伴
う
調
査
の
た
め
調
査
区
は
限
ら
れ
て
お
り
､

調
査
地
の
南
側
に
も
墓
域
が
広
が
る
と
予
想
さ
れ
る
｡

検
出
さ
れ
た
横
穴
墓
は
二
三
基
､
南
側
に
下
降
す
る
尾
根
稜
線
を
境

に
し
て
､
そ
の
東
西
斜
面

(標
高
四
三
～

六
八
メ
ー
ト
ル
)
に
分
布
す
る
D

横
穴
墓
は
二
～
五
基
程
度
を

一
単
位
と
す
る
小
グ
ル
ー
ブ
で
構
成
さ
れ
､

図 6 丹芝里横穴群写真 e)
① 横穴墓群全景
e) 14号横穴董全景

③ 認諾 荒 野 塞槻

イキ

図 4 丹 芝 里 梢 穴 群 分 布 図 (黒 塗 りが 横 穴 塞 )

図 5 丹芝里 3号横穴墓 (池2004より)



東
側
斜
面
に
四
グ
ル
ー
.7
､
西
側
斜
面
に
三
グ
ル
ー
ブ
程
度
に
ま
と
ま

る
｡
報
告
書
が
未
刊
行
の
た
め
各
横
穴
墓
の
詳
細
は
不
明
だ
が
､
横
穴

墓
の
特
徴
は
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
O

①
明
確
な
墳
丘
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
｡

②
墓
道
平
面
形
は
斜
面
上
方
が
広
い
逆
梯
形
の
も
の
が
多
い
が
､
方
形

の
も
の
も
あ
る
｡
底
面
は
玄
室
に
向
か
っ
て
下
降
す
る
も
の
や
垂
直
に

潔
-
掘
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
｡

③
玄
室
は
平
面
形
が
縦
長
式

(
一
六
基
)､
横
長
式

(七
基
)
の
二
種
に

大
別
さ
れ
る
｡
縦
長
式
に
は
奥
壁
側
の
幅
が
広
い
逆
梯
形
と
隅
丸
長
方

形
の
も
の
が
あ
る
｡
横
断
面
形
は
半
円
形

･
ト
ン
ネ
ル
形

･
方
形
な
ど

が
あ
り
､
縦
断
面
形
は
す
べ
て
前
壁
側
よ
り
も
奥
壁
側
が
低
く
な
る
｡

玄
室
床
面
は
磯

･
磯
と
砂

･
砂
敷
き
な
ど
が
あ
る
｡
玄
室
規
模
は
､
極

小
な
も
の
を
除
け
は
長
辺

一
･
七
-
二
･
六
､
短
辺

〇
･
四
-
1.
･
七
､

高
さ
〇
･
六
1
1
人
1
-
ル
程
度
の
も
の
が
多
い
｡
遺
体
の
埋
葬
は
直

葬
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
､
三
号
横
穴
墓
は
木
棺
が
使
用
さ
れ
て
い
る
｡

⑥
玄
室
入
口
の
閉
塞
は
数
枚
の
板
石
を
立
て
並
べ
空
隙
を
割
石
で
充
塀

す
る
の
が

一
般
的
､
少
数
だ
が
木
板
や
平
瓦

･
丸
瓦
を
使
用
し
た
も
の

も
あ
る
｡

⑤
縦
長
式
玄
室
の
七
基
の
横
穴
墓
か
ら
埋
葬
人
骨
の
一
部
が
発
見
さ
れ
､

二
基
を
除
い
て
複
数
埋
葬
が
み
と
め
ら
れ
る
｡
三
号
墓
で
は
､
成
人
人

骨
四
-
五
体
と
小
児

一
体
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
横
長
式
玄
室
の
横
穴

基
は
玄
室
幅
が
狭
-
単
体
葬
を
意
図
し
た
も
の
ら
し
い
｡

⑥

一
四
基
の
横
穴
墓
か
ら
小
型
容
器
を
主
体
と
し
た
副
葬
品
が
検
出
さ

れ
た
｡
数
少
な
い
が
銭

･
刀
子

･
鎌

･
斧
な
ど
の
鉄
製
品
､
土
製
紡
錘

車
､
金
銅
製
耳
環
な
ど
も
あ
る
｡

⑦
副
葬
さ
れ
た
容
器
類
の
型
式
的
特
徴
か
ら
､
横
穴
墓
の
築
造
時
期
は

百
済
熊
津
期
前
半

(五
世
紀
後
-
末
葉
)
と
さ
れ
る
｡
な
お
､
硬
質
土
器

の
な
か
に
は
､
須
恵
器
な
い
し
須
恵
器
を
模
倣
し
た
杯
類
が
あ
る
ら
し

い

(T
K
四
七
型
式
併
行
期
か
)
0

2

公
州
市
安
永
里
セ
ー
遺
跡

･
シ
ン
メ
遺
跡

(羅
建
柱
二
〇
〇
三
･
〇
四
'
図

7
)

公
州
市
街
地
か
ら
南
に
約

一
六
キ
ロ
メ
1
-
ル
､
扶
験
市
街
地
か
ら

ソク
ソ
ンエ7rI]ン

北
東
に
約

一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
錦
江
支
流
の

石

城

川

右

岸
の
低
台

地
上
に
位
置
す
る
｡
両
遺
跡
は
小
河
川
を
挟
ん
で
近
接
す
る
｡
百
済
時

代
の
墓
制
に
限
定
す
る
と
､
セ
ト
遺
跡
か
ら
は
横
穴
式
石
室
墳
と
と
も

に
横
穴
墓

l
基
､
シ
ソ
メ
遺
跡
か
ら
は
漢
城
期
に
潮
る
土
境
木
梯
墓
や
､

熊
津
期
-
酒
批
期
の
横
口
式
石
耕
'
横
口
式
木
梯
墓
と
と
も
に
横
穴
墓

図7 安永里シンメ ･セ ト遺跡の横穴圭と横口式木榔董 (羅20031り)

E)8 土器棺を収めた横穴董 (‡)熊津洞1号車棺基 を)山儀里4号車棺基 ③安永里横穴車棺基

(遺構名は各報告書による)



8

二
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡

セ
-
遺
跡
の
横
穴
墓
の
玄
室
は
縦
長
式
の
逆
梯
形
､
横
断
面
は
半
円

形
で
あ
る
｡
縦
断
面
は
奥
壁
側
が
低
く
な
る
が
途
中
で
上
方
に
拡
張
し

て
い
る
｡
玄
室
規
模
は
長
さ
二
･
三
メ
ー
ト
ル
'
最
大
幅

一
･
二
メ
1

-
ル
と
大
型
の
部
類
に
入
る
｡
玄
室
内
か
ら
五
点
の
棺
釘
が
出
土
し
､

木
棺
の
使
用
が
推
定
さ
れ
る
｡
玄
室
入
口
に
閉
塞
の
石
材
が
み
と
め
ら

れ
な
い
た
め
､
木
板
に
よ
る
閉
塞
で
あ
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
｡

シ
ソ
メ
遺
跡
の
二
基
の
横
穴
墓
の
玄
室
は
縦
長
長
方
形
だ
が
'
長
さ

一
･
八
､
幅

〇
･
六
メ
ー
ト
ル
と
き
わ
め
て
小
さ
-
､
高
さ
も
低
い
｡

一
号
は
玄
室
入
口
を
板
石
閉
塞
､
二
号
は
硬
質
土
器
の
体
部
破
片
を
使

用
し
て
閉
塞
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
｡
二
基
の

横
穴
墓
と
も
玄
室
内
の
副
葬
品
は
み
と
め
ら
れ
な
い

(図
5
)0

シ
ソ
メ
遺
跡
で
は
横
穴
墓
と
と
も
に
二
基
の

｢横

口
式
木
榔
董
｣
が

確
認
さ
れ
た
｡
土
壌
木
椀
墓
の
墓
境
短
辺
に
､
横
穴
墓
と
類
似
す
る
下

り
斜
面
の
墓
道
を
接
続
し
た
構
造
で
あ
る
｡
二
基
と
も
上
部
が
削
平
さ

れ
て
い
る
た
め
上
部
構
造
は
不
明
だ
が
､
も
と
は
深
い
土
坑
内
に
木
椀

が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
木
櫛
の
下
部
構
造
が
判
明
し
た
二

号
墓
の
木
椀
は
､
長
辺
二
･
二
メ
1
-
ル
､
短
辺

〇
･
九
メ
ー
ト
ル
'

木
櫛
と
墓
道
と
の
境
を
大
型
板
石
で
閉
塞
し
て
い
る
｡
副
葬
品
は
少
な

-
'

一
号
墓
が
土
製
紡
錘
車
の
み
､
二
号
基
は
皆
無
で
二
点
の
鍵
と
六

点
の
棺
釘
が
出
土
し
て
い
る

(図
7
)｡

安
永
里
セ
ト
･
シ
ソ
メ
の
二
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
三
基
の
横
穴
墓
と

二
基
の
梼
口
式
木
椀
墓
は
､
築
造
年
代
を
確
定
す
る
資
料
に
欠
け
る
が
'

報
告
者
は
百
済
時
代
と
想
定
さ
れ
て
い
る
｡
お
そ
ら
-
､
熊
津
期
前
半

頃
で
あ
ろ
う
｡

3

扶
飴
周
辺
の
横
穴
墓

百
済
領
域
で
最
初
に
横
穴
墓
が
確
認
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
｡
現
在
､

二
例
の
横
穴
基
が
知
ら
れ
て
い
る
が
'
資
料
的
に
多
少
の
不
安
が
残
る
｡

ま
ず
第

一
は
'
昭
和
二
年
度
古
鏡
調
査
報
告
に

｢陵
山
里
古
墳
｣
と

し
て
図
示
さ
れ
た
も
の
｡
横
穴
墓
の
詳
し
い
説
明
が
な
い
け
れ
ど
も
､

図
面
に
注
記
さ
れ
た
規
模

(長
さ
約
二
･
七
､
幅
約
一
､
高
さ
約
〇
･
七
メ
-

(-
)

-
ル)

か
ら
み
て
､
関
野
貞
氏
が
陵
山
里
東
古

墳

群
調
査
の
際
に
確
認

し
た

｢横
穴
塚
｣
と
同

一
の
も
の
で
あ
ろ
う

(図
2
)｡
玄
室
は
隅
丸
の

縦
長
長
方
形
'
墓
道
は
す
で
に
流
出
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
間
違
い
な
い

と
す
れ
ば
'
陵
山
里
東
古
墳
群
の
一
角
に
営
ま
れ
た
点
か
ら
扶
飴
期
の

築
造
と
想
定
さ
れ
る
｡

ナ
ソ

第
二
は
､
扶

蘇

山
城
か
ら
北
東
に
約
六
キ
ロ
メ
1
-
ル
'
錦
江
左
岸

チ
ヨ
ン

ド
ン
ニ

の
井

洞

里

遺
跡
第
四
号
建
物
跡
の
下
部
か
ら
小
型
の
横
穴
墓
が
発
見

さ
れ
た
と
い
う
｡
規
模

･
構
造
の
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
､

調
査
者
の
柳
基
正
氏
は
熊
津
期
後
半
-
油
批
期
前
半
の
築
造
と
想
定
し

て
い
る

(柳
二
〇
〇
三
)｡

9

4

聾
棺
を
安
置
す
る
横
穴
墓

(図
8
)

横
穴
墓
の
玄
室
に
土
器
棺
を
安
置
し
た
も
の
だ
が
､
韓
国
で
は
蛮
棺

墓
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
-
'
横
穴
墓
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
た

ウ
ン.シン
.A
ン

の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
｡
公
州
市
熊
津
洞
古
墳
群

(安
東
周
一
九
八

サ
ンウイ
リ

こ
'
公
州
市
山

儀

里

古
墳
群

(李
南
爽
1
九
九
九
)
の
は
か
､
安
永
里
遺

跡

(李
南
爽
ほ
か
二
〇
〇
〇
)
か
ら
各

一
基
ず

つ
が
検
出
さ
れ
て
い
る
｡

蘭
津
洞
古
墳
群
は
石
室
墳

一
五

･
石
榔
墳
四
･
蛮
棺
墓

(土
器
棺
)
二
､

山
儀
里
は
石
室
墳
四
〇
･
石
梯
墳

一
五

･
蛮
棺
墓
三
な
ど
か
ら
構
成
さ

れ
る

(
い
ず
れ
も
百
済
時
代
に
限
る
)｡

山
儀
里

･
安
永
里
の
横
穴
基
例
は
'
土
器
棺
を
収
め
る
程
度
の
小
規

模
の
玄
室
だ
が
､
玄
室
前
面
に
下
り
斜
面
の
墓
道
を
備
え
'
入
口
を
板

石
で
閉
塞
す
る
な
ど
､
横
穴
墓
の
築
造
原
理
を
保
持
し
て
い
る
｡
熊
津

洞

三
万
蜜
棺
墓

(横
穴
墓
)
は
､
横
長
式
楕
円
形
の
玄
室

(奥
行
き
〇
･

四
､
幅
一
･
六
､
高
さ
一
二

ノ
ー
-
ル
)
と
や
や
大
き
め
で
内
部
に
三
基

の
土
器
棺
を
収
め
る
｡
入
口
部
は
詳
細
不
明
だ
が
塊
石
で
閉
塞
し
た
ら

し
い
｡

ハン
ソ
ン

百
済
の
土
器
棺
墓

(賓
棺
墓
)
は
'
漢
城
～
酒
批
期
に
わ
た
っ
て
下

位
の
墓
制
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
外
部
施
設
は
土
境
内
に
納
め
る

の
が
ふ
つ
う
だ
が
､
簡
単
な
右
横
を
設
け
る
は
あ
い
も
あ
る

(も
ち
ろ

ん
横
穴
式
石
室
例
も
あ
る
)｡
土
器
棺
を
収
め
る
墓
室
に
あ
え
て
横
穴
墓
構

造
を
選
択
し
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
み
た
い
｡

三

百
済
横
穴
墓
の
築
造
系
譜
と
出
現
背
景

-

百
済
横
穴
墓
の
築
造
系
譜

こ
れ
ま
で
百
済
領
域
で
確
認
さ
れ
た
確
実
な
横
穴
墓
は
以
上
の
と
お

(2
)

り
で
あ

る
｡

冒
頭
に
述
べ
た
よ
-
に
､
東
ア
ジ
ア
で
横
穴
墓
が
顕
著
に

展
開
し
た
の
は
日
本
列
島
で
あ
る
｡
地
域
的
な
偏
在
を
示
し
な
が
ら
も
､

南
は
宮
崎
県
'
北
は
宮
城
県
に
い
た
る
広
域
に
分
布
し
､
少
な
-
と
も

三
万
基
程
度
の
横
穴
墓
が
築
造
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
ち
な
み
に
九

州
だ
け
で
も

一
万
二
千
基
を
上
回
り
'
な
か
で
も
豊
前

･
肥
後
の
突
出

が
目
立

つ

(九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
二
〇
〇
〇
)｡
横
穴
墓
は
五
世
紀
後

葉
に
豊
前
地
方
に
出
現
し
た
の
ち
､
後
期
群
集
項
の
一
形
式
と
し
て
盛

行
し
た
｡
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23号 (縦長 ･隅九)

11号 (横長 ･隅丸)

A4号 (方形 ･楕円)

A8号 (横長 ･隅九)

⑤横倉鍋倉 2号 (縦長 ･楕円)

(各報告音より)

図9 九州の初期横穴基話形式

安
永
里
セ
ト
･
シ
ソ
メ
で
検
出
さ
れ
た
横
穴
墓
は
'
羅
建
柱
氏
が
指

摘
す
る
よ
-
に
､
九
州
北
東
域
の
豊
前

1
帯
の
初
期
横
穴
基
と
顧
著
な

共
通
性
を
し
め
す

(寧

一〇
〇
四
)｡
玄
室
入
口
に
明
確
な
袖
部
が
表
現

さ
れ
な
い
点
に
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
'
両
者
の
関
係
を
否
定
す
る
よ

-
な
要
件
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
他
方
､
池
現
周
氏
は
'
百
済

･
九
州
の

横
穴
墓
の
出
現
時
期
が
近
接
す
る
こ
と
'
九
州
の
初
期
横
穴
墓
に
し
ば

し
は
朝
鮮
半
島
系
文
物
が
副
葬
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
'
横
穴
墓
の
起

原
を
九
州
と
す
る
見
解
に
再
考
を
求
め
て
い
る

(池
二
〇
〇
四
･
〇
五
)｡

倭
の
横
穴
墓
起
原
問
題
は
諸
説
あ
り
決
着
を
み
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
'

i.

五
世
紀
後
葉
前
半
期
と
想
定
さ
れ
る
初
現
期
横
穴
墓
形
態
の
多
様
性
に

よ
る
｡
最
近
､
九
州
の
横
穴
墓
の
成
立
過
程
を
検
討
し
た
田
代
健
二
氏

は
､
そ
の
な
か
で
も
玄
室
平
面
形
が
横
長
楕
円
形
の
も
の
が
縦
長
長
方

形
の
も
の
よ
り
も
先
行
L
t
前
者
の
祖
型
を
南
九
州
の
地
下
式
横
穴
墓
'

後
者
の
祖
型
を
竪
穴
系
横
口
式
石
室
と
推
測
し
た

(田
代
二
〇
〇
五
)｡

ま
た
横
穴
墓
の
成
立
に
先
行
し
て
地
下
式
横
穴
墓
が
伝
播
し
た
可
能
性

を
想
定
し
､
こ
う
し
た
地
下
式
横
穴
墓
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
も
と
に
横
穴

墓
が
成
立
し
た
と
み
た
｡
こ
れ
ま
で
十
分
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
出
現
期
横
穴
墓
の
玄
室
形
態
の
多
様
性
や
地
下
式
横
穴
墓
の
墓
道
に

近
い
事
例
が
あ
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
｡
な

工工

お
'
豊
前
で
発
案
さ
れ
た
横
穴
墓
は
､
さ
ほ
ど
の
時
間
を
お
く
こ
と
な

-
筑
前
東
部

(遠
賀
川
流
域
)､
筑
後
北
部

(小
郡
周
辺
)
で
も
築
造
を
始

め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

(図
9
)0

そ
れ
で
は
､
百
済
横
穴
墓
の
築
造
時
期
は
い
つ
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
の

か
､
丹
芝
里
が
鍵
を
振

っ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
丹
芝
里
で
は
縦
長
式
の
玄

室
の
は
か
に
､
横
長
式
の
も
の
も
多
く
み
と
め
ら
れ
'
基
道
が
垂
直
に

掘
り
込
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
と
概
要
報
告
は
記
述
す
る
｡
こ
れ
ら
の
横

穴
墓
の
詳
細
は
不
明
だ
が
'
豊
前
の
初
現
期
横
穴
墓
の
横
長
楕
円
形
の

も
の
に
対
比
で
き
る
も
の
か
'
そ
れ
と
も
九
州
南
東
地
域
に
盛
行
す
る

.l{.:川m
J
M.::.IIL:I.1iEt,､.:.P:,TIJ.I.:.2'川:tf:::.I::::
..,:..,i:.:;;
((;:lml.;,:;T;!<T.BL.胴軒

J.:,.J･dT.:.I:;:I:i:I,'l:...t
Mi.:･':‥

入
口
部
板
石
閉
塞
は
宮
崎
県
崩
先
地
下
式
癖
穴
墓
群
に
酷
似
す
る
｡
い

ず
れ
に
し
て
も
､
五
世
紀
後
～
末
葉
に
唐
突
に
出
現
す
る
百
済
横
穴
墓

の
出
自
は
'
九
州
で
案
出
さ
れ
た
初
期
横
穴
墓
に
求
め
ら
れ
る
可
能
性

が
た
か
い
｡
た
だ
し
'
初
期
横
穴
墓
は
筑
前

･
筑
後
で
も
築
造
さ
れ
て

い
る
か
ら
'
そ
の
故
地
を
と
-
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
｡

●

そ
れ
に
し
て
も
､
ニ
ー
四
基
程
度
で
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す

る
丹
芝
里
の
横
穴
墓
の
基
域
構
成
は
福
岡
県
竹
並
遺
跡
や
大
分
県
上
ノ

原
横
穴
墓
群
の
様
相
と
き
わ
め
て
類
似
す
る
｡
グ
ル
ー
ブ
構
成
の
背
景

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
､
遺
存
人
骨
に
よ
る
親
族
関
係
の
研
究
も
期
待

さ
れ
る
｡

一

い
ま
ひ
と
つ
､
安
永
里
シ
ソ
メ
で
確
認
さ
れ
た

｢横
口
式
木
榔
墓
｣

に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
｡
羅
建
柱
氏
は
､
先
行
す
る
土
坑
木
梯

墓
に
横
穴
系
墓
室
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
取
り
入
れ
た
自
生
的
な
遺
構
と
推

測
す
る
｡
そ
の
可
能
性
が
た
か
い
が
'
類
似
す
る
遺
構
が
福
岡
県
甘
木

図10 崩先 4号地下式横穴墓(報告書改変､再 トレース)
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市
古
寺
墳
墓
群
中
に
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
｡
こ
の
遺
構
は

｢
竪

穴
系
横
口
式
剖
貫
石
室
｣
と
や
や
こ
し
い
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
､
玄
室
を
地
表
か
ら
岩
盤
に
掘
り
込
み
､
そ
の
短
辺
に
下
降
す
る

墓
道
を
取
り
付
け
た
構
造
で
あ
る
｡
玄
室
上
部
が
ア
ー
チ
形
に
狭
ま
り
'

天
井
部
に
石
材
を
架
構
す
る
も
の
と
木
板
を
架
構
す
る
も
の
が
あ
る
ら

し
い
｡
玄
室
入
口
は
お
も
に
板
石
で
閉
塞
さ
れ
る

(橋
口
一
九
八
三
)0

た
だ
､
内
部
に
木
櫛
を
構
築
し
た
り
､
木
棺
を
使
用
し
た
可
能
性
は
ひ

く
い
｡
六
基
が
調
査
さ
れ
､
そ
の
う
ち
の

一
基
は
五
世
紀
後
～
末
葉
の

築
造
で
あ
る
｡
｢他
人
の
空
似
｣
か
も
し
れ
な
い
が
'
二
者
の
遺
構
は

同
時
期
の
百
済

･
倭
の
墓
制
の
な
か
で
も
孤
立
し
て
お
り
'
両
者
の
関

係
を
探
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
｡

2

百
済
に
お
け
る
横
穴
墓
出
現
の
背
景

そ
れ
で
は
百
済
に
お
け
る
横
穴
墓
の
出
現
は
何
を
語
る
の
か
｡
墓
制

の
伝
播
は
､
文
物

･
情
報
移
動
と
異
な
り
､
伝
統
的
な
墓
制
を
保
有
し

た
被
葬
者
も
し
-
は
被
葬
者
集
団
の
移
動

(移
住
)
と
移
動
地
で
の
死

去
と
埋
葬
を
し
め
す
場
合
が
多
い
｡
も
と
も
と
九
州
東
北
部
に
展
開
し

た
横
穴
墓
が
百
済
領
域
に
出
現
す
る
要
因
は
'
朝
鮮
半
島
諸
勢
力
と
倭

国
の
政
治
動
向
の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
が
､
百
済
墓
制
.の

な
か
で
横
穴
墓
の
位
置

･
様
相
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
｡
こ
の
点
か
ら
横
穴
墓
の
様
相
を
整
理
す
る
と
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
る
｡

①
現
在
の
横
穴
墓
分
布
状
況
は
ど
こ
ま
で
本
来
の
様
子
を
反
映
し
て
い

る
か
不
明
だ
が
'
熊
津
期
王
都
の
公
州
周
辺
と
酒
批
王
都
の
扶
飴
周
辺

に
集
中
す
る
｡

②
横
穴
墓
の
築
造
は
公
州
周
辺
地
で
五
世
紀
後
～
末
葉
に
始
ま
る
｡
終

蔦
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
扶
除
周
辺
の
横
穴
墓
が
確
か
な
も
の
と
す
れ

ば
､
栖
批
期
前
半
に
下
る
可
能
性
が
あ
る

(井
洞
里
､
陵
山
里
東
)0

③
丹
芝
里
遺
跡
を
除
い
て
横
穴
墓
が
群
集
す
る
例
は
な
い
｡
横
穴
式

･

横
口
式
石
室
項
な
ど
他
の
墓
制
と
混
在
す
る
が
､
決
し
て
多
数
派
を
形

成
す
る
こ
と
は
な
い

(熊
津
洞
･
安
永
里
セ
ト
･
シ
ソ
メ
)0

⑥
丹
芝
里
例
を
除
い
て
被
葬
者
に
添
え
ら
れ
た
副
葬
品
は
概
し
て
少
な

く
'
副
葬
品
が
あ
っ
て
も
容
器
類
が
主
で
威
信
財
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
｡

⑤
遺
体
の
葬
法
は
直
葬
が
ふ
っ
-
で
､
ま
れ
に
木
棺
使
用

(丹
芝
里
三

号
,
安
永
里
シ
ソ
メ
二
号
)
や
土
器
棺
を
収
め
る
は
あ
い
も
あ
る

(熊
津

洞
･
山
儀
里
･
安
永
里
)｡

熊
津
期
百
済
の
墓
制
は
多
様
で
あ
る
｡
す
で
に
多
-
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
'
該
期
の
墓
制
は
､
碕
室

･
宅
蔭
式
横
穴
式
石
室
-
横

Ⅰう

口
式
石
室

･
整
式
穴
石
梯
1
土
器
棺
墓

(喪
棺
基
)
･
士
魂
墓
と
い
う
階

層
構
造
が
想
定
さ
れ
､
副
葬
品
構
成
も
お
お
よ
そ
こ
の
階
層
性
に
対
応

し
て
い
る

(李

一
九
九
五
)｡
横
穴
墓
は
最
下
位
層
よ
り
も
上
位
と
は
い

え
､
副
葬
品
の
保
有
度
も
少
な
-
､
百
済
を
特
徴
付
け
る
木
棺
使
用
例

も
限
ら
れ
て
い
る
｡
何
よ
り
も
そ
の
数
が
き
わ
め
て
少
な
-
'
今
後
の

調
査
進
展
を
ま
た
ね
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
､
さ
ほ
ど
の
数
的
増
加
は

望
め
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
百
済
の
墓
制
の
な
か
で
は
異
様
な
あ
り
方

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

百
済
に
横
穴
墓
が
出
現
す
る
五
世
紀
後
～
末
葉
'
周
辺
諸
地
域
に
倭

マ
ハ
ン

系
墓
制
の
影
響
が
顕
著
と
な
る
｡
旧
馬
韓
の
地
で
あ

っ
た
栄
山
江
流
域

で
は
前
方
後
円
墳
の
築
造
が
始
ま
り
､
六
世
紀
前
葉
ま
で
の
あ
い
だ
に

二
二
基
が
相
次
い
で
築
造
さ
れ
て
い
る
｡
前
方
後
円
墳
の
埋
葬
施
設
に

は
北
部
九
州
系
横
穴
式
石
室
が
採
用
さ
れ
'
周
辺
の
中
型
円
墳
で
も
北

部
九
州
系
や
肥
後
系
の
横
穴
式
石
室
を
取
り
入
れ
る
も
の
が
み
と
め
ら

れ
る

(柳
沢
二
〇
〇
一
)｡
ま
た
時
期
が
や
や
下
る
が
石
屋
形
や
石
棚
な

キ
nンサ
ンナ
ムド
ウ
イ
llヨ
ン

ど
九
州
系
要
素
を
取
り
入
れ
た
横
穴
式
石
室
が
慶

尚

南

道

宜

寧

周
辺

で
点
々
と
確
認
さ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
ほ
'
文
献
か
ら
想
定
さ
れ
る
漢
城
陥
落
後
の

倭

(雄
略
)
王
権
に
よ
る
積
極
的
な
百
済
支
援
と
'
九
州
諸
勢
力
の
関

与
で
あ
る
｡
四
七
九
年
､
雄
略
は
倭
国
で
生
ま
れ
育

っ
た
末
多
王

(人

質
と
し
て
倭
国
に
来
た
昆
岐
王
の
第
二
子
､
の
ち
に
東
城
王
と
し
て
百
済
王
に
即

位
)
を

｢筑
紫
国
の
軍
士
五
百
人
｣
に
護
ら
せ
て
百
済
に
帰
国
さ
せ
る
｡

ま
た
や
や
遅
れ
て
､
新
羅
と
対
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
加
耶
諸
国
に
も

軍
士
が
派
遣
さ
れ
た
｡
軍
士
た
ち
は
､
西
日
本
の
み
な
ら
ず
東
日
本
か

ら
も
徴
発
さ
れ
た
ら
し
い
が
'
な
か
で
も
地
理
的
に
近
接
す
る
九
州
か

ら
の
徴
発
が
も
っ
と
も
多
か
ヶ
た
と
推
測
さ
れ
る

(山
尾
1
九
九
九
)0

百
済
に
派
遣
さ
れ
た
軍
士
の
な
か
に
は
任
地
で
没
し
た
も
の
も
少
な

-
な
い
で
あ
ろ
う
｡
公
州
周
辺
で
発
見
さ
れ
た
横
穴
墓
の
被
葬
者
は
'

倭
国
か
ら
派
遣
さ
れ
.I
そ
の
地
で
没
し
た
軍
士
た
ち
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
｡
丹
芝
里
三
号
墓
の
幼
児
の
追
葬
は
'
彼
ら
の
な
か
に
定
着
し
た
人

び
と
が
い
た
こ
と
を
し
め
す
｡
ま
た
､
横
穴
墓
内
部
に
土
器
棺
を
収
め

る
風
習
は
基
本
的
に
倭
で
み
と
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
横
穴
墓
の

築
造
原
理
を
維
持
し
な
が
ら
百
済
的
な
土
器
棺
埋
納
を
取
り
入
れ
た
背

景
も
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
｡

ソ
カ
ヤ

テ
ガ
十

先
述
し
た
よ
う
に
､
慶
尚
南
道
の
小

加

耶

や
大

加

耶

圏
周
辺
で
も
､

六
世
紀
前
～
中
葉
に
か
け
て
九
州
系
横
穴
式
石
室
が
目
に
付
く

(柳
沢

二
〇
〇
二
･
朴
二
〇
〇
五
)｡
こ
れ
ら
の
地
域
は
新
羅

･
百
済
と
の
関
係
で

複
雑
な
政
治
動
向
を
し
め
す
が
､
厚
か
ら
多
-
の
軍
士
が
派
遣
さ
れ
た



叫

こ
と
は
文
献
史
学
者
が
説
-
と
こ
ろ
だ
｡

こ
の
時
期
'
九
州
北
部
は
磐

井

の
乱
を
制
圧
し
た
倭
王
権

の
兵
砧
基
地
と
し
て
機
構
整
備
が
す
す
め

ら
れ
'
以
前

に
も
ま
し
て
多
-

の
軍
士
が
徴
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡

こ

の
地
域

の
九
州
系
横
穴
式
石
室
も
'

こ
う
し
た
情
勢
を
背
景

に
出
現
し

た
に
違

い
な
い
｡

先
述
し
た
よ
う
に
'
丹
芝
里
の
横
穴
墓

の
な
か
に
は
南
九
州

の
地
下

式
横
穴
墓

に
類
似
す
る
墓
室

の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
｡

一
般

に
地
下
式

横
穴
墓

の
副
葬
品
は
僅
少
な
例
が
多

い
な
か
で
､
五
世
紀
後

-
末
葉

に

限

っ
て
甲
胃
副
葬
が
顧
著

で
あ
る
｡

こ
の
背
景

に
は
'
朝
鮮
半
島

の
緊

張

に
対
応
す
べ
く
､
広
域

に
わ
た

っ
て
の
軍
事
編
成
が
想
定

さ
れ

る

(川
西

一
九
八
三
･
二
〇
〇
五
)｡
五
世
紀
後
葉
以
降
'
朝
鮮
半
島

へ
の
通

交
ル
1
-
の
な
か
で
も
豊
前

は
西
日
本
と
九
州

の
結
節
点
と
し
て
重
視

さ
れ
た

(柳
沢
二
〇
〇
四
)｡
豊
前

に
お
け
る
初
期
横
穴
墓

の
南
九
州
諸

地
域

の
地
下
式
横
穴
墓
と
の
叛
似
性
は
､
日
向
各
地
か
ら
徴
発
さ
れ
た

軍
士
の
集
結
地
で
あ

っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
可
能
性
が
た
か
い
｡
南
九

州

の
軍
士
が
海
を
渡

る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

百
済
地
域
で
判
明
し
た
横
穴
墓

は
､
全
南
地
方

の
前
方
後
円
墳
や
加

耶
諸
地
域

に
出
現
し
た
九
州
系
墓
制
と

1
連

の
歴
史
動
向

の
な
か
で
理

解
す
べ
き

で
あ
る

(朴
天
秀
二
〇
〇
五
)｡

こ
こ
二

〇
年
来
'
調
査

･
研

究

の
進
展
に
よ

っ
て
'
日
本
列
島
内

で
の
朝
鮮
半
島
系
文
物

･
遺
構
は

か
な
り
明
確

に
な
り
､
渡
来
時
期

に
も

い
く

つ
か
の
波
が
あ
る
こ
と
も

判
明
し

つ
つ
あ
る
｡
現
在
､
そ
れ
ら
渡
来
系
文
物

･
遺
構

の
具
体
的
な

源
流
地
を
特
定
す
る
作
業
も
進
展
し
て
い
る
｡
日
本
-

朝
鮮
半
島
間

の

渡
来

の
波
は
'
東

ア
ジ

ア
情
勢
を
鋭
-
反
映
し
て
い
る
｡
そ
の
点
で
'

百
済
領
域
か
ら
発
見
さ
れ
た
横
穴
墓

は
七
五
世
偲
後
葉

か
ら
六
世
紀
中

葉

に
わ
た
る
倭
王
権
と
百
済

･
新
羅

･
加
耶
諸
国
と
の
複
雑
な
国
際
情

勢
を
し
め
す
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
'
情
報

･
文
献
収
集
に
下
記
の
方
々
か
ら
多
大

な
援
助
を
受
け
た
｡
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
｡
東
湖
､
亀
田
修

1
'
後
藤
直
へ

権
五
柴
､
武
末
純

一
､
朴
天
秀
､
松
井
忠
春
'
吉
井
秀
夫

(敬
称
略
)｡

(宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
教
授
)

[証
]

(1
)
関
野
氏
が
調
査
を
行
っ
た
当
時
､
こ
の
古
墳
群
に
は
正
式
な
名
称
は
な
か
っ

た
ら
し
い
｡
関
野
文
献
の
記
載
内
容
か
ら
こ
の
古
墳
群
の
l
角
で
見
出
し
た

も
の
と
推
測
し
た
｡

(2
)韓
国
の
横
穴
基
関
連
文
献
の
い
-
つ
か
は
公
州
長
峯
里
土
室
遺
跡
の

｢土
室
｣

遺
構

(原
三
国
時
代
の
特
殊
な
貯
蔵
穴
)
の
1
部
に
横
穴
墓
の
可
能
性
を
想

定
し
て
い
る
が
､
報
告
書

(忠
南
発
展
研
究
院
二
〇
〇
三
)
を
検
討
し
た
限

り
百
済
時
代
に
下
る
横
穴
基
は
見
あ
た
ら
な
い
｡
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〇
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来
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〇
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｣
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