
声
田
川
流
域
に
お
け
る

古
墳
の
地
域
的
理
解
の
た
め
に

２
の
↓

１
、
は
じ
め
に

備
陽
史
探
訪

の
会
古
墳
研
究
部
会

で
は
、
神
辺
平
野
を
中
心
と
し
て
、
芦
田
川
流

域

の
古
墳
群

の
調
査
を
継
続
し
て
続
け
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
神
辺
平
野
を
中
心
と
す
る
こ
の
地
域
は
、
前
期
古
墳

か
ら

「
終
末
期
古
墳

」
に
い
た
る
ま
で
、
数
多
く
の
古
墳

の
築
造
が
認
め
ら
れ
、
備
後
地

域
南
部
に
目
を
広
げ
て
み
て
も
、
有
数

の
古
墳
集
中
地
域
で
あ
る
。
地
形
的

に
も
芦

田
川

の
流
域
と
し
て
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
古
墳

・
古
墳
群
の
検

討
を
通
じ
て
地
域
史
を
と
ら
え
る
に
際
し
て
、
質
的

に
も
量
的

に
も
興
味
深

い
地
域

と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
分
布
調
査
は
も
と
よ
り
、
発
掘
調
査
な
ど
か
ら
、
個
々
の
具
体

像
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
古
墳

・
古
墳
群
は
比
較
的
少
な
い
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
が

分
布
調
査
や
墳
丘
測
量
な
ど
を
お
こ
な

っ
て
い
る
の
も
、
ひ
と

つ
に
は
、
そ
う
し
た

基
礎
的

な
資
料
の
蓄
積

の

一
助
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

今
回
、
福
山
市
加
茂
町
下
加
茂
所
在

の
合

の
坪
古
墳

（
正
福
寺
裏
山
二
号
墳
）

の

墳
丘
測
量
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
に

つ
い
て
報
告
し
た
。
資
料
と
し
て
の
個
々
の

古

墳

研

究

部

会

古
墳
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
資
料
を
地
域
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
、
古
墳
研
究
部
会
で
の
意
見
交
換
を
も
と
に
、
地

域
史
把
握
の
一
視
点
を
以
下
に
提
示
し
て
み
た
い
。

２
、
小
地
域
の
設
定

（
地
域

の
平
面
的
把
握

）

古
墳

の
分
布
を
地
図
上
に
お
と
し
て
ゆ
く
と
、
平
野
を
見
下
ろ
す
山
頂
か
ら
稜
線

に
か
け
て
数
多
く
の
古
墳

の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
古
墳

の
な
か
に
は
、

も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
代

の
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、　
一
様
に
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
古
墳

の
な
か
で
も
数

の
多

い
、
古
墳
時
代
後
期

の
群
集
墳

の

分
布
を
み
る
と
、
東
か
ら
順

に
、

１
、
神
辺
町
上
御
領

・
下
御
領
を
中
心
と
す
る
も

の

１
、
　

同
　
東
中
条

・
西
中
条
を
中
心
と
す
る
も

の

Ⅲ
、
福
山
市
加
茂
町
粟
根

・
芦
原
を
中
心
と
す
る
も

の

Ⅳ
、
　

同
　
駅
家
町
新
山

・
法
成
寺
を
中
心
と
す
る
も

の

Ｖ
、
　

同
　
　
同
　
服
部
を
中
心
と
す
る
も

の
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Ⅵ
、
新
市
町
中
戸
手
を
中
心
と
す
る
も
の

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

地
域
の
動
向
を
と
ら
え
る
の
に
は
、
こ
う
し
た
後
期
群
集
墳
を
指
標
と
し
て
小
地

域
を
設
定
す
る
こ
と
が
第

一
段
階
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
古
墳
時
代
後
期
に

お
け
る
爆
発
的
な
古
墳
築
造
の
背
景
に
は
、
総
築
造
を
可
能
に
す
る
生
産
力
の
発
展

を
基
礎
と
す
る
、
内
的
要
素
と
、
③
自
ら
も
吉
墳
を
築
造
す
る
に
い
た
る
人
々
の
存

在
と
い
う
、
対
外
的
要
素
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
後
期
古
墳
を
有
す
る
小
地
域
を
、
地
域
史
の
最
小
単
位
と
考
え
た

い
の
で
あ
る
。

３
、
小
地
域
の
動
向

（
地
域
の
時
間
的
把
握

）

第
二
段
階
と
し
て
、
竪
穴
式
石
室
を
代
表
と
す
る
前
期
古
墳
の
築
造
と
、
そ
れ
ら

に
引
き
続
い
て
の
古
墳
の
築
造
が
、
そ
れ
ら
の
小
地
域
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
ら

れ
る
か
、
と
い
う
視
点
が
あ
る
。

芦
田
川
流
域
の
前
期
古
境
と
し
て
は
、
新
市
町
の
潮
崎
山
吉
境
、
福
山
市
加
茂
町

の
石
槌
山
吉
墳
群
、
同
じ
く
駅
家
町
の
掛
迫
六
号
墳

（
及
び
そ
の
周
辺
）
な
ど
が
そ

の
内
容
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
古
墳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
旗
え
て
、
福
山
市
加

茂
町
の
妙
言
池
古
墳
群
、
そ
し
て
、
合
の
坪
吉
墳
を
含
め
た
正
福
寺
裏
山
古
墳
群
が

知
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

ま
た
、
後
期
古
墳
で
も
、
大
型
の
墳
丘

・
石
室
な
ど
を
も
ち
、
独
立
し
た
存
在
で

あ
る
も
の
を
み
る
と
、
神
透
町
の
大
坊
古
墳
、
福
山
市
駅
家
町
の
二
子
塚
古
墳
、
宝

塚
古
墳
、
山
の
神
古
墳
、
二
塚
古
墳
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
、
先
に
設
定
し
た
小
地
域
と
地
理
的
な
位
機
関
係
を
も
と
に
み
な
お
す

と
、
総

の
小
地
域
に
含
ま
れ
る
大
坊
古
墳
、
①

の
小
地
域
に
含
ま
れ
る
妙
言
池
古
墳

群
、
僻
の
小
地
域
に
含
ま
れ
る
二
子
塚
吉
墳
な
ど
、
が
指
機
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
期
古
墳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
の
少
な
さ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

直
接
に
個
々
の
小
地
域
と
結
び
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
も
ら
ろ
ん
、
そ
こ
に
前
期

古
墳
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
巨
視
的
な
地
域
の
把
握
が
求
め
ら
れ
る
の

と
同
時
に
、
副
葬
品
を
つ
う
じ
て
、
個
々
の
古
墳
の
特
色
を
見
極
め
て
ゆ
く
作
業
が

必
要
と
な
る
。

４
、
個
別
資
料
の
検
討

こ
こ
ま
で
の
段
階
で
、
地
域
史
の
動
向
を
知
る
た
め
の
基
礎
的
な
枠
組
み
が
で
き

あ
が
っ
た
の
で
あ
り
、
個
々
の
古
墳
の
検
討
も
、
こ
う
し
た
小
地
域
の
動
向
を
裏
付

け
る
、
も
し
く
は
、
小
地
域
の
設
定
を
見
直
す
方
向
で
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

合
の
坪
古
墳
を
含
む
福
出
市
加
茂
町
下
加
茂
の
地
域
は
、
機
の
小
地
域
付
近
に
あ

り
、
掛
追
六
号
墳
を
代
表
と
し
て
、
前
期
古
墳
が
集
中
的
に
築
造
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
①

の
小
地
域
と
の
関
係
と
と
も
に
、
芦
田
躍
水
系
で
あ
る
加
茂
川
流

域
の
動
向
と
し
て
も
、
注
目
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
墳
を
資
料
と
し
て
見
る
場
合
に
は
、
次
の
要
素
に
着
目
で
き
る
。

一
、
立
地

・
墳
形

二
、
外
部
施
設

（葺
石

・
壇
輪
な
ど
）

三
、
内
認
撫
設

（理
葬
施
設
な
ど
）

四
、
副
葬
轟
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合

の
坪
古
墳

に
つ
い
て
は
、
墳
丘
測
量
で
あ
る
た
め
に

一
と
二
の
要
素

に
限
ら

れ
る
。

ま
ず
、　
一
、
に
つ
い
て
は
、
加
茂
川

の
流
域

に
広
が
る
平
野
を
見
下
ろ
す
位
置

に

あ
る
、
前
方
後
方
墳

で
あ
る
。
同
様

の
立
地
を
示
す
掛
迫
六
号
墳

に
比

べ
る
と
、
平

野

の
奥
部

に
近
い
と
こ
ろ
に
な
る
。
ま
た
、
正
福
寺
裏
山

一
号
墳
と
比

べ
る
と
、
稜

線

の
下

っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
古
墳

の
最
大

の
特
色
は
、
前
方
後
方
と
い
う
墳
形
に
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
未
測
量
の
前
方
後
円
墳
が
あ
れ
ば
、
そ
の
中

に
前
方
後
方
墳
が
含
ま
れ
て
い

る
可
能
性
は
あ
る
が
、
周
辺
地
域

に
現
状

で
も
前
方
後
円
墳
が
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
芦
田
川
流
域

に
お
い
て
も
特
色
あ
る
古
墳
と
い
う
坪
価
が
で

き
よ
う
。

二
、
に

つ
い
て
は
、
調
査
で
は
、
葺
石
や
埴
輪
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
が
、
古
く

に
は
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。

地
域
的

に
考
え
る
と
、
背
後

の
山
塊
は
北

に
は
①

の
小
地
域

に

つ
な
が

っ
て
ゆ
き
、

南

に
目
を
転
じ
れ
ば
掛
迫
古
墳
群
を
含
む
前
期
古
墳

の
築
造
が
認
め
ら
れ
る
小
地
域

に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
加
茂
川
を
は
さ
ん
で
は
、
東

に
石
槌
山
古
墳
群
が
互
に
見
え

る
位
置

に
あ
り
、
時
代
を

つ
う
じ
て
安
定
し
た
古
墳

の
築
造
を
認
め
て
よ
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
の
ち
に
①

・
①
の
小
地
域
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
基
盤
と
な
る
地
域
で
あ

る
と
の
見
通
し
を
得
た
。

墳
丘
測
量
と
い
う
限
ら
れ
た
調
査
な
が
ら
、
私
た
ち
は
、
こ
の
古
墳
を

つ
う
じ
て

下
加
茂

の
平
野
を
中
心
と
す
る
小
地
域

の
解
明
が
、
芦
田
川
流
域

の
動
向

の
解
明

に

大
き
な
意
味

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。

し
た
が

っ
て
、
今
後
は
小
地
域
ご
と
の
細
か
い
分
析
を
進
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
個
々
の
特
色
と
相
互
の
関
係

の
叙
述
を
課
題
と
し
て
、
検
討
を
進
め

る
も

の
で
あ
る
。
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