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は
じ
め
に

0
中
山
念
仏
寺
墓
地
に
お
け
る
墓
地
利
用
形
態
と
そ
の
変
化

②
平岡
極
楽
寺
墓
地
に
お
け
る
墓
地
利
用
形
態
と
そ
の
変
化

③そ
の
他
の
国
中
の
郷
墓
に
お
け
る
墓
地
の
利
用
形
態

④宇
陀
地
域
に
お
け
る
一
統
墓
か
ら
村
落
墓
地
へ

⑤中
世
墓
地
か
ら
近
世
墓
地
へ
の
転
換

む
す
び

［論
文
要
旨
］

　
小
論は
、
歴
博
の
基
幹
研
究
「
地
域
社
会
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
歴
史
的
研
究
」
に
関
連
し
て
実
　
　
　
　
用
さ
れ
て
い
る
墓
地
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
近
世
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
世
か
ら
近
世
へ
続

施
し
た
奈
良
県
の
中
世
以
来
現
在
ま
で
利
用
が
続
く
墓
地
の
調
査
成
果
に
基
づ
い
て
、
中
・
近
世
の
　
　
　
く
墓
地
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
。
宇
陀
地
域
で
は
、
中
世
の
在
地
武
士
層
の
血
縁
的
な
一
統
墓

大和
に
お
け
る
墓
地
の
利
用
形
態
の
変
遷
、
す
な
わ
ち
墓
地
景
観
の
変
遷
過
程
と
そ
の
意
味
を
考
察
　
　
　
　
か
ら
近
世
の
地
縁
的
な
村
落
墓
地
へ
と
大
き
く
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盆
地
部
の
郷
墓
は
宇
陀
の
中
世
墓
地
と
は
異
な
り
、
す
で
に
中
世
の
段
階
か
ら
地
域
の
共
同
墓
地

　
奈良
盆
地
で
は
、
現
在
も
複
数
の
大
字
、
す
な
わ
ち
近
世
村
が
墓
郷
を
形
成
し
、
大
規
模
な
共
同
　
　
　
　
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
平
安
時
代
に
は
成
立
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
地
域
の
葬
地
を
も
と
に
、
一

墓
地
であ
る
「
郷
墓
」
を
営
む
場
合
が
多
い
。
そ
の
多
く
は
、
墓
地
と
し
て
は
中
世
の
中
頃
ま
で
に
　
　
　
三
世
紀
頃
に
律
宗
の
僧
侶
な
ど
に
よ
っ
て
葬
送
祭
祀
の
た
め
の
講
の
組
織
化
が
進
め
ら
れ
て
「
惣
墓
」

は
成
立
し
て
お
り
、
中
世
後
半
に
は
五
輪
塔
な
ど
の
石
塔
が
盛
ん
に
造
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
郷
墓
　
　
　
　
と
な
り
、
さ
ら
に
新
し
く
成
立
し
た
近
世
村
を
基
本
的
構
成
単
位
と
す
る
「
郷
墓
」
に
変
化
し
た
も

で
は

近
世初
頭
以
降
、
墓
郷
を
構
成
す
る
複
数
の
村
ご
と
に
墓
域
を
分
割
す
る
と
と
も
に
、
遺
骸
埋
　
　
　
　
の
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
盆
地
部
で
も
宇
陀
で
も
、
近
世
初
頭
前
後
に
単
墓
制
か
ら
両
墓
制
へ
と
い

葬
地
と
石
塔
造
立
地
を
異
に
す
る
両
墓
制
的
な
墓
地
利
用
が
行
わ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
う
大
き
な
変
化
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
遺
骸
の
処
理
を
村
で
行
い
、
祖
先
祭
祀
の
た
め

　こ
れ
に
対
し
奈
良
盆
地
の
東
南
方
の
宇
陀
地
域
で
は
、
墓
地
は
現
在
も
大
字
単
位
に
営
ま
れ
る
の
　
　
　
　
の
石
塔
の
造
立
を
家
で
行
う
と
い
う
矛
盾
が
生
み
出
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

が
基
本
であ
り
、
ご
く
最
近
ま
で
両
墓
制
的
慣
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
地
域
は
中
世
墓
地
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
大
和
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
墓
地
の
景
観
自
体
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

の発
掘
調
査
例
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
発
掘
例
で
は
火
葬
な
い
し
土
葬
の
埋
葬
を
行
っ
た
上
に
石
塔
が
　
　
　
　
こ
う
し
た
墓
地
景
観
の
大
き
な
変
化
は
、
宗
教
的
・
信
仰
的
要
因
、
血
縁
か
ら
地
縁
へ
と
い
う
社
会

立
て
ら
れ
て
お
り
、
単
墓
制
の
墓
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
在
地
武
士
層
の
一
統
墓
で
あ
り
、
　
　
　
の
大
き
な
変
化
や
家
の
成
立
と
い
っ
た
社
会
的
要
因
、
さ
ら
に
近
世
的
支
配
の
成
立
と
そ
れ
に
と
も

豊臣
政
権
の
支
配
の
確
立
と
と
も
に
廃
絶
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
一
方
現
在
ま
で
継
続
し
て
利
　
　
　
な
う
村
の
確
立
と
い
っ
た
政
治
的
要
因
な
ど
が
複
雑
に
作
用
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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は
じ
め
に

　
一
九
九
六
年
度
か
ら
二
〇
〇
一
年
度
ま
で
六
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
の
基
幹
研
究
「
地
域
社
会
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
歴
史
的
研
究
」
に

関
連
し
て
、
筆
者
ら
考
古
学
の
メ
ン
バ
ー
は
、
主
と
し
て
奈
良
県
域
に
お
い
て
中
世

以

来
現
代
ま
で
存
続
す
る
墓
地
の
調
査
を
実
施
し
た
。
近
年
、
奈
良
県
に
お
い
て
も

中
世
墓
地
の
考
古
学
的
な
発
掘
調
査
例
が
増
加
し
、
中
世
に
お
け
る
葬
制
・
墓
制
の

実
態
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
一
方
こ
の
地
域
で
は
、
現
在
も
利
用
が

続
く
墓
地
の
中
に
中
世
の
石
塔
類
が
遺
存
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
特
定
の

墓
地

に
今
も
残
る
石
塔
の
悉
皆
調
査
を
実
施
し
て
中
世
か
ら
近
世
、
さ
ら
に
近
・
現

代
へ
の
墓
地
利
用
形
態
の
変
遷
過
程
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
中
世
墓
地
の

発
掘
調
査
の
成
果
と
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ

て

い

な
い
中
世
か
ら
近
世
、
さ
ら
に
近
代
に
か
け
て
の
葬
制
・
墓
制
の
大
き
な
変
化

と
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
が
こ
の
調
査
の
動
機

で
あ
る
。

　
多
く
の
研
究
者
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
葬
制
・
墓
制
の
あ
り
方
は
人
び
と
の
死

生
観
や
宗
教
と
も
密
接
に
関
連
し
、
地
域
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
歴
史
的
変
化
を
、

考
古
学
の
立
場
か
ら
追
求
す
る
上
に
格
好
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
調

査

は
、
考
古
学
と
民
俗
学
や
歴
史
学
と
の
協
業
の
模
索
を
も
意
図
し
た
も
の
で
も

あ
っ
た
。

　
「
国
中
」
と
よ
ば
れ
る
奈
良
盆
地
部
で
は
多
く
の
村
落
が
墓
郷
を
形
成
し
、
「
郷
墓
」

な
い
し
「
惣
墓
」
と
呼
ば
れ
る
き
わ
め
て
大
規
模
な
共
同
入
会
墓
地
を
形
成
し
て
い

る
。
こ
の
「
郷
墓
」
の
二
〇
世
紀
末
に
お
け
る
実
態
を
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
は
、

そ
れ
自
体
き
わ
め
て
重
要
な
事
業
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
多
く
の
人
手
と
経
費
が
必

要
で
あ
る
。
幸
い
こ
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
心
を
も
つ
館
内
外

の

少
な
く
な
い
若
手
研
究
者
や
大
学
院
生
の
協
力
を
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
科

学
研
究
費
補
助
金
や
三
菱
財
団
の
資
金
援
助
が
え
ら
れ
、
奈
良
盆
地
の
東
西
で
そ
れ

ぞ
れ
比
較
的
古
い
墓
地
景
観
を
残
す
天
理
市
中
山
念
仏
寺
墓
地
、
新
庄
町
平
岡
極
楽

寺
墓
地
の
ニ
ケ
所
の
郷
墓
に
つ
い
て
、
墓
地
全
域
の
測
量
図
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、

石
塔
の
悉
皆
調
査
を
行
い
、
そ
の
現
状
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
一
方
奈

良
盆
地
の
東
方
に
広
が
る
大
和
高
原
地
域
、
す
な
わ
ち
東
山
中
や
そ
の
南
部
の
宇
陀

地
域

は
、
ご
く
最
近
ま
で
民
俗
学
で
い
う
「
両
墓
制
」
的
墓
制
慣
行
が
行
わ
れ
て
い

た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
東
山
中
の
都
祁
地
域
や
、
そ
の
南
の
宇
陀
地
域
に
つ
い
て
も
、

い

く
つ
か
の
興
味
深
い
村
落
墓
地
の
記
録
化
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
奈
良
県
に
お
け
る
中
・
近
世
～
近
・
現
代
墓
地
の
調
査
の
結
果
つ
い
て
は
、

本
報
告
書
の
付
編
の
調
査
報
告
書
『
大
和
に
お
け
る
中
・
近
世
墓
地
の
調
査
』
（
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
一
＝
集
）
に
依
ら
れ
た
い
が
、
小
論
は
、
こ
の

調
査
の
成
果

に
基
づ
い
て
筆
・
者
が
想
定
す
る
「
中
・
近
世
の
大
和
に
お
け
る
墓
地
利

用
形
態
の
変
遷
」
に
つ
い
て
の
ご
く
粗
削
り
の
デ
ッ
サ
ン
を
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
の
検
討
が
必
要

な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
現
時
点
で
の
考
え
を
取
り
ま
と
め
て
、

今
後
の
多
角
的
な
分
析
に
備
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
方
々
の
忌
揮
な

い
ご

批
判
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
共
に
調
査
を
担
当
し
た
考
古
学
の
メ
ン
バ
ー

や

こ
の
調
査
協
力
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
教
示
を
い
た
だ

い

た
民
俗
学
や
歴
史
学
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
に
も
感
謝
し
た
い
。

0
中
山
念
仏
寺
墓
地
に
お
け
る
墓
地
利
用
形
態
と
そ
の
変
化

　
大
和
の
国
中
、
す
な
わ
ち
奈
良
盆
地
部
で
は
、
い
く
つ
か
の
「
大
字
」
、
す
な
わ

ち
近
世
初
頭
の
「
村
切
り
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
近
世
村
が
共
同
で
「
墓
郷
」
を
形

成
し
、
「
郷
墓
」
あ
る
い
は
「
惣
墓
」
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
入
会
共
同
墓
地
を
営

ん

で
い

る
と
こ
ろ
が
多
く
、
し
か
も
そ
れ
が
変
容
し
な
が
ら
も
現
在
ま
で
生
き
続
け

て

い

る
。
奈
良
盆
地
の
郷
墓
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
地
理
学
の
野
崎
清
孝

4



［中・近世の大和における墓地景観の変遷とその意味］　白石太一郎

Z
S

‡

穀

‘拷・事

x
．
2

冶有里墓地

　　　、

平岡極楽寺墓地

、・w

　2

z

襖原墓地

青野墓地・

・五条墓地

新木墓地

極楽寺当∩ミ
　　　窪田墓地

・畠田墓地

広瀬墓地・

“、且豊ぷ

東九条墓地・

発志院墓地

長安寺墓地

結崎墓地

汽〆ザw、z’

・永井墓地

　

森本墓地

勾田墓地

撚灘

中山念仏寺墓地

柳本墓地

曽我墓地

　　　　　．竹田墓地

楢蹴 7巡
　　　　　五手墓地ク

　　　　　辺

極楽寺墓地

葛本墓地

五井墓地

粟殿墓地

・吉備墓地

゜南浦墓地

・市尾墓地≡

　　郷墓

○墓郷集団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10km
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（
1
）

氏
が
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
野
崎
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
三
四
カ
所

の

郷
墓

に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
墓
郷
に
結
集
し
て
い
る
村
数
の
多
寡
や
全
体
規
模
の
大
小

な
ど
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
墓
郷
を
構
成
す
る
村
数
で
は
御
所
市
南
郷
極
楽
寺
墓
地

が
二
二
村
で
最
高
で
あ
り
、
次
い
で
一
四
村
の
も
の
一
例
、
一
二
村
の
も
の
二
例
、

二
村
二
例
、
一
〇
村
四
例
、
九
村
六
例
、
以
下
一
村
で
「
村
墓
」
を
形
成
す
る
例

ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
今
回
の
わ
れ
わ
れ
の
調
査
で
は
、
盆
地
東
部
の
天
理
市
中

山
念
仏
寺
墓
地
と
盆
地
西
南
部
の
新
庄
町
平
岡
極
楽
寺
墓
地
を
取
り
上
げ
、
個
々
の

石
塔
の
配
置
の
わ
か
る
測
量
図
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
現
存
す
る
す
べ
て
の
石
塔

に
つ
い
て
形
式
・
法
量
・
年
代
・
銘
文
・
石
材
な
ど
を
記
録
す
る
悉
皆
的
調
査
を
実

施

し
た
。
ま
ず
こ
こ
で
は
そ
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
盆
地
東
西
の
二
つ
の
郷
墓
に
お

け
る
墓
地
利
用
形
態
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
天
理
市
中
山
念
仏
寺
墓
地
は
、
奈
良
盆
地
の
東
山
麓
に
展
開
す
る
古
墳
時
代
前
期

の
大
古
墳
群
で

あ
る
大
和
古
墳
群
の
燈
籠
山
古
墳
の
前
方
部
の
墳
丘
上
か
ら
そ
の
西

北
方
に
展
開
し
て
い
る
。
現
在
の
墓
域
は
ほ
ぼ
東
西
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
九
〇

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
そ
の
西
南
隅
に
浄
土
宗
の
念
仏
寺
が
占
地
し
て
い
る
。
天
理
市

域
の
東
南
部
よ
り
の
中
山
、
成
願
寺
、
萱
生
、
新
泉
、
三
昧
田
、
兵
庫
、
佐
保
庄
、

竹
之
内
、
岸
田
の
九
ケ
大
字
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
墓
郷
が
共
同
墓
地
と
し
て
利
用

し
て
い
る
。
ま
た
近
世
の
あ
る
段
階
ま
で
は
、
こ
れ
に
長
柄
が
加
わ
っ
て
一
〇
ケ
大

字
で
墓
郷
が
構
…
成
さ
れ
て
い
た
。

　
現
存
す
る
石
塔
は
総
数
九
一
九
四
基
で
、
そ
の
型
式
は
、
中
世
後
半
の
別
石
五
輪

塔
や
箱
仏
と
呼
ば
れ
る
有
蓋
箱
形
の
石
仏
か
ら
は
じ
ま
り
、
中
世
末
以
降
は
お
お
よ

そ

背
光
五
輪
塔
か

ら
舟
形
・
櫛
形
を
経
て
角
柱
形
へ
と
変
化
す
る
。
そ
の
う
ち
年
号

銘
か
ら
そ
の
造
立
年
代
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
六
七
四
一
基
で
あ
る
。
そ
の

時
期
別
内
訳
は
、
一
四
～
一
五
世
紀
の
も
の
二
基
、
一
六
世
紀
四
六
基
、
一
七
世
紀

一
二
九

四

基
、
一
八
世
紀
二
四
七
七
基
、
一
九
世
紀
一
一
七
五
基
、
二
〇
世
紀
一
七

二
九

基
、
二
一
世
紀
一
八
基
と
な
る
。
こ
の
有
銘
石
塔
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
一
七
世

紀
後
半
か
ら
石
塔
が
急
増
し
、
さ
ら
に
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
そ
の
極

に
達
し
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
減
少
す
る
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
近
代
以
降
に

お

い
て

は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
第
二
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

　
銘
文
か
ら
伺
え
る
石
塔
の
造
立
単
位
に
つ
い
て
は
、
一
六
世
紀
に
は
基
本
的
に
は

個
人
碑
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
七
世
紀
に
入
る
と
夫
婦
と
思
わ
れ
る
男
女
の
組
合
せ

例
や

三
名
以
上
の
連
記
が
多
く
な
る
。
さ
ら
に
一
八
世
紀
以
降
に
は
「
先
祖
累
代
の

墓
」
が
現
れ
、
大
正
期
以
降
に
な
る
と
「
○
○
家
之
墓
」
が
急
速
に
多
く
な
る
。
家

単
位
の
石
塔
が
多
く
な
る
の
は
大
正
期
以
降
、
す
な
わ
ち
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら

で

あ
る
か
ら
、
さ
き
の
一
九
世
紀
以
降
の
石
塔
の
減
少
傾
向
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。

　
ま
た
こ
の
墓
地
に
は
無
縁
化
し
た
数
多
く
の
無
銘
の
五
輪
塔
や
箱
仏
な
ど
が
あ
る
。

墓
地
全
域
で
三

五
六
基
の

遺
存
が
認
め
ら
れ
る
箱
仏
の
多
く
も
、
他
の
墓
地
の
在
銘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

資
料
の
例
な
ど
か
ら
一
六
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
時
期
の
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

組
合
せ
の

五
輪
塔

に
つ
い
て
は
、
空
風
輪
三
五
五
点
、
火
輪
一
〇
三
点
、
水
輪
三
四

四

点
、
地
輪
三
一
点
が
遺
存
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
三
百
数
十
基
の
五
輪
塔
が
存

在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
年
代
を
限
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
多

く
が
一
五
～
一
六
世
紀
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
背
光
五

輪
塔
に
つ
い
て
も
、
村
木
二
郎
の
試
み
た
型
式
編
年
の
成
果
か
ら
、
無
銘
や
判
読
不

能
の
も
の
の
中
に
も
一
六
世
紀
代
に
遡
る
も
の
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知

　
　
（
3
）

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
の
成
立
が
中
世
の
十
五
世
紀
こ
ろ
ま
で
遡

る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
無
縁
化
し
た
石
塔
、
そ
れ
も
古
い
も
の
ほ
ど
失
わ

れ

た
率
が
高
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
一
五
・
一
六
世
紀
段
階
に
は
相
当
多
数
の
石

塔
が
造
立

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
墓
地
に
は
、

そ
の
型
式
か
ら
少
な
く
と
も
南
北
朝
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
大
き
い
、
大
型
の
五
輪

塔
が
墓
地
の
北
西

隅
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
畿
内
の
他
の
郷
墓
に
よ
く
み
ら

れ

る
惣
供
養
塔
的
性
格
の
も
の
と
判
断
し
て
よ
け
れ
ば
、
こ
の
墓
地
の
成
立
は
遅
く

と
も
一
四
世
紀
頃
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

6
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④
」
s

が
0
地

　
　
，
え
〃
ソ

口

図2　中山念仏寺墓地の大字別区分図（大正5年墓地実測図をもとに作成）

　
次

に
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
の
石
塔
の
悉
皆
調
査
の
成
果
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、

こ

の
広
大

な
墓
域
が
、
比
較
的
古
い
段
階
か
ら
各
大
字
ご
と
に
分
割
さ
れ
て
い
た

と
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
墓
地
で
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
作

成
さ
れ
た
墓
地
実
測
図
が
念
仏
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
実
測
図
に
示
さ
れ

た

各
大
字
ご
と
の
区
分
を
墓
地
の
測
量
図
に
記
入
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
そ
の

後
こ
の
墓
地
は
、
大
正
五
年
の
図
で
は
空
白
で
あ
っ
た
念
仏
寺
境
内
の
北
側
や
燈

籠
山
古
墳
前
方
部
北
側
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
が
、
大
正
五
年
当
時
の
大
字
ご
と

の
区
画
割
り
は
現
在
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
村
ご
と
の
墓
域
区
分
が
何
時
ま
で
遡
る
の
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ

る
が
、
第
3
図
に
示
し
た
元
禄
以
前
の
古
い
石
塔
の
分
布
を
み
る
と
、
そ
れ
は
各

大

字
の
墓
域
に
ほ
ぼ
満
遍
無
く
分
散
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
村
ご
と
の
墓
域
の
分

割
が
、
新
し
い
時
期
の
墓
域
の
再
編
成
の
結
果
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
た
だ
各
大
字
の
墓
域
の
う
ち
兵
庫
、
竹
之
内
、
佐
保
庄
の
三
ケ
大
字
の
墓
域
に

は

古
い
石
塔
、
と
り
わ
け
慶
長
以
前
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し

兵
庫
の
大
字
内
に
あ
る
神
護
寺
の
境
内
に
は
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
の
不

定
形
連
立
五
輪
を
含
め
て
七
六
基
の
背
光
五
輪
塔
な
ど
総
数
三
六
一
基
の
近
世
あ

る
い
は
そ
れ
以
前
の
石
塔
類
が
あ
る
。
ま
た
竹
之
内
の
宝
伝
寺
の
境
内
に
は
、
五

四

基

の
背
光
五
輪
塔
を
含
め
て
一
六
二
基
の
近
世
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
石
塔
類
が
、

佐
保

庄
の
朝
日
寺
境
内
に
は
天
文
二
三
年
（
一
五
五
四
）
の
有
像
舟
形
を
含
め
て

五
二
基
の

近
世

な
い
し
そ
れ
以
前
の
石
塔
が
遺
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
他
の

村
々
で
は
、
村
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た
中
山
念
仏
寺
墓
地
の
村
の
墓
域
内
に
埋

葬
を
行
う
と
と
も
に
、
一
部
の
有
力
な
家
は
そ
の
村
の
墓
域
内
の
一
角
に
石
塔
を

建
て

て

い

た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
三
ケ
大
字
で
は
、
中
世
末
か
ら
近

世
の
あ
る
段
階
ま
で
は
家
の
祖
先
祭
祀
の
対
象
と
し
て
の
石
塔
は
村
内
の
寺
院
境

内
に
建
て
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
に
み
ら
れ
る
古
い
石
塔
の
配
置
状
況
は
、
本

7
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来
の
状
況
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た
そ
う
し
た
配
置
状
況
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
に
お
け

る
大
字
ご
と
の
墓
域
の
分
割
は
近
世
初
頭
に
ま
で
遡
る
可
能
性
が
大
き
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
近
世
の
段
階
に
お
い
て
は
埋
葬

場
所
と
石
塔
造
立
場
所
が
異
な
る
、
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
的
な
墓
制
が
行
な
わ
れ

て

い

た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
三
ケ
大
字
だ
け
で
は
な
く
、

成
願
寺
や
岸
田
の
墓
域
内
で
は
古
い
石
塔
が
集
中
し
て
い
る
個
所
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
埋
葬
地
点
の
直
上
な
い
し
そ
の
隣
接
地
に
石
塔
を
立
て
た
の
で
は
な

く
、
一
部
の
有
力
な
家
が
そ
の
村
の
墓
域
の
一
角
に
石
塔
造
立
場
所
を
求
め
て

い

た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
中
山
や
萱
生
の
墓
域
で
は
、
古
い
石
塔
は
墓
域
内
に
広
く
分
散
し
て
遺

存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
大
字
の
墓
域
で
は
、
あ
る
い
は
早
く
か
ら
家
ご
と
の

墓
域
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
墓
域
に
石
塔
が
立
て
ら
れ
て
い

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
大
字
で
も
、
元
禄
以
前
に
は

石
塔
を
造
立
す
る
家
自
体
が
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
に
お
け
る
墓
地
利
用
の
基
本
は
、
埋
葬
地
と
し
て
の
利

用

で

あ
っ
て
、
石
塔
の
造
立
地
を
何
処
に
求
め
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
、
な

い

し
家
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

の

で
あ
る
。

　
以
上
の
検
討
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
の
成
立
は
中
世
で

も
そ
の
前
半
に
遡
る
可
能
性
が
大
き
い
。
中
世
の
前
半
に
は
墓
地
の
一
角
に
総

供
養
塔
と
し
て
の
大
型
五
輪
塔
が
立
て
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
後

半
に
は
中
型
・
小
型
の
五
輪
塔
が
、
や
や
遅
れ
て
箱
仏
が
数
多
く
立
て
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
遅
く
も
近
世
初
頭
の
段
階
に
は
、
一
〇
ケ
大

字
の
共
同
墓
地
、
す
な
わ
ち
郷
墓
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
共
同
墓
地
の
利
用
形
態
は
、
墓
郷
全
体
の
入
会
利
用
で

は
な
く
、
早
く
か
ら
大
字
ご
と
に
そ
の
墓
域
が
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
た
も
の

8
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と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
石
塔
を
造
立
す
る
家
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

も
そ
の
墓
地
利
用
の
あ
り
方
は
、
基
本
的
に
埋
葬
地
と
し
て
の
利
用
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
そ

う
し
た
中
で
一
部
の
有
力
な
家
が
、
郷
墓
内
の
村
の
埋
葬
地
の
一
角
に
、
あ
る

い

は
村
内
の
寺
院
の
境
内
に
、
祖
先
祭
祀
の
対
象
と
し
て
の
石
塔
を
立
て
始
め
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
石
塔
の
造
立
は
］
七
世
紀
後
半
の
元
禄
期
ご
ろ
か
ら
急
激
に

盛
ん

に
な
り
、
一
八
世
紀
前
半
に
そ
の
極
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

時
点
で
は
、
埋
葬
地
点
の
直
上
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
と
同

じ
よ
う
に
墓
域
が
各
家
に
分
割
さ
れ
、
各
家
の
埋
葬
地
に
石
塔
が
造
立
さ
れ
る
ケ
ー

ス

が
多
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
平
岡
極
楽
寺
墓
地
に
お
け
る
墓
地
利
用
形
態
と
そ
の
変
化

　
次

に
、
奈
良
盆
地
西
南
部
の
新
庄
町
平
岡
極
楽
寺
墓
地
の
調
査
成
果
に
も
と
つ
い

て
、
同
墓
地
の
形
成
過
程
や
墓
地
利
用
形
態
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

平
岡
極
楽
寺
墓
地
は
葛
城
山
の
東
麓
、
新
庄
町
平
岡
に
あ
り
、
隣
接
す
る
極
楽
寺
境

内
や
千
手
院
境
内
な
ど
を
含
む
と
そ
の
規
模
は
東
西
約
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
七

〇

メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
西
南
域
に
浄
土
宗
の
極
楽
寺
が
占
地
し
て
い
る
。
現
在
は
、

新
庄

町
の
ほ
ぼ
南
半
部
の
旧
忍
海
村
に
あ
た
る
平
岡
、
山
口
、
梅
室
、
笛
吹
、
山
田
、

南
藤
井
、
林
堂
、
西
辻
、
脇
田
、
忍
海
、
南
花
内
、
新
町
の
一
ニ
ケ
大
字
の
共
同
墓

地
で
あ
る
。

　

こ
の
墓
地
に
現
存
す
る
石
塔
の
総
数
は
二
〇
五
九
基
を
数
え
る
。
そ
れ
ら
は
中
世

の

別
石
五
輪
塔
・
箱
仏
か
ら
、
中
世
末
以
降
有
像
舟
形
・
板
碑
形
・
背
光
五
輪
塔
、

さ
ら
に
駒
形
・
櫛
形
を
へ
て
角
柱
形
へ
と
時
代
と
共
に
そ
の
形
式
も
大
き
く
変
化
し

て

い

る
。
そ
の
う
ち
銘
文
か
ら
そ
の
造
立
年
代
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
一
〇

六
六
基
で

あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
一
六
世
紀
の
も
の
が
一
八
基
、
一
七
世
紀
の
も
の

七
三

基
、
一
八
世
紀
の
も
の
一
二
五
基
、
一
九
世
紀
の
も
の
一
〇
二
基
、
二
〇
世
紀

の

も
の
は
七
四
七
基
で
あ
る
。
中
山
念
仏
寺
墓
地
の
場
合
と
同
じ
様
に
、
一
七
世
紀

末
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
石
塔
の
造
立
が
増
加
し
、
さ
ら
に
近
～
現
代
に
お
い
て
は

一
九
七
〇

～
八
〇
年
代
に
第
二
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。

　

無
銘
の
中
世
の
石
塔
に
関
し
て
は
、
別
石
五
輪
塔
の
部
材
の
う
ち
最
も
多
い
水
輪

が
七
三

点
遺
在
す
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
七
三
基
の
五
輪
塔
が
存
在
し
た
こ
と
に
な

る
。
ま
た
一
六
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
時
期
の
も
の
と
想
定
さ
れ
る
箱
仏
が
＝

○

基
も
み
ら
れ
る
。
五
輪
塔
の
年
代
を
一
五
～
一
六
世
紀
代
の
も
の
と
想
定
し
て
大

過

な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
平
岡
極
楽
寺
墓
地
も
ま
た
そ
の
成
立
が
中
世
後
半
に
遡
る

こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
こ
で
も
、
無
縁
石
塔
群
の
中
央
に
や
や
大
型
の

五
輪
塔
が
あ
り
、
こ
れ
ま
た
中
山
念
仏
寺
墓
地
例
と
同
じ
よ
う
に
南
北
朝
期
頃
に
さ

か

の
ぼ

る
可
能
性
が
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
こ
の
平
岡
極
楽
寺
墓
地
の
場
合

も
ま
た
、
そ
の
成
立
は
中
世
前
半
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

　

銘
文
か
ら
伺
え
る
石
塔
の
造
立
単
位
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
中
山
念
仏
寺
墓

地
の

場
合
と
大
差
な
く
、
一
六
世
紀
に
は
基
本
的
に
個
人
碑
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一

七
世
紀
に
な
る
と
夫
婦
と
み
ら
れ
る
男
女
の
組
合
せ
や
三
名
以
上
の
連
記
が
少
な
か

ら
ず
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
一
八
世
紀
に
は
「
先
祖
累
代
之
墓
」
が
出
現

し
、
さ
ら
に
大
正
期
こ
ろ
か
ら
「
○
○
家
之
墓
」
が
俄
然
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
一
八
年
（
↓
八
入
五
）
の
『
当
山
内
墓
地
及
埋
葬
取
締
規
約
書
』
に
よ
る
と
、

そ
れ
ま
で
の
古
墓
地
区
に
対
し
て
新
し
く
新
墓
地
区
が
定
め
ら
れ
、
一
ニ
ケ
大
字
ご

と
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
明
治
一
八
年
の
新
墓
地
区
の
設
置
に
つ

い

て

は
、
石
塔
を
立
て
る
べ
き
墓
地
が
狭
臨
化
し
た
た
め
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
実

際

に
も
新
墓
地
区
に
は
主
と
し
て
明
治
一
八
年
以
降
の
石
塔
が
林
立
し
て
い
る
。
た

だ

き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
新
墓
地
区
の
大
字
新
町
の
墓
域
に
は
、
現
在

も
石
塔
の
造
立
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
ず
、
埋
葬
地
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
に
立
て
ら
れ
た
「
新
町
墓
地
合

同
供
養
塔
」
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
「
禁
個
人
石
碑
建
立
」
と
書
か
れ

9
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て

お
り
、
石
塔
の
造
立
は
ま
っ
く
行
わ
れ
ず
、
現
在
も
遺
骸
の
埋
葬
（
最
近
は
火

葬
骨
の
埋
納
）
地
点
に
木
製
塔
婆
が
立
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
石
塔
は
、

一
部
は

古
墓
地
区
、
一
部
は
新
町
の
集
落
内
、
さ
ら
に
最
近
で
は
近
年
出
来
た
町

営
の
公
園
墓
地
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
的

墓
制
慣
行
が
今
も
行
わ
れ
、
平
岡
極
楽
寺
墓
地
は
、
そ
の
埋
め
墓
、
す
な
わ
ち
埋

葬
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
町
地
区
の
墓
地
利
用
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
と
、
平
岡
極
楽
寺
墓
地
の

新
墓
地

区
は
、
明
治
一
八
年
に
は
じ
め
て
墓
地
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
本
来
す
べ
て
一
ニ
ケ
大
字
の
埋
葬
地
で
あ
っ
た
も
の
で
、
古
墓
地
区
が
そ
の

詣
り
墓
、
す
な
わ
ち
石
塔
を
立
て
る
べ
き
祖
先
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
近
世
末
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
大
和
国
三
昧
明
細
帳
』
に
「
平

岡
山
正
念
寺
三
昧
」
と
し
て
み
ら
れ
る
当
墓
地
に
関
す
る
記
載
に
、
三
昧
地
の
面

積

を
「
東
西
五
十
間
四
方
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
現
在
の
極
楽
寺
境
内
と
古

墓
地

区
、
新
墓
地
区
を
す
べ
て
合
わ
せ
た
地
域
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か

ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
一
八
年
の
規
約
書
は
、

近
代
に
入
っ
て
石
塔
を
立
て
る
家
が
増
加
し
、
ま
た
両
墓
制
的
慣
行
も
崩
れ
つ
つ

あ
っ
た
た
め
、
従
来
の
埋
葬
地
を
そ
れ
ぞ
れ
の
大
字
の
石
塔
造
立
地
に
す
る
こ
と

を
申
し
合
わ
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
、
明
治
一
八
年
以
前
に
お
い
て
、
埋
葬
地
が
大
字
ご
と
に
区
分
さ
れ

て

い

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
部
の
新
町
地
区
の
墓
域
が
、
現

在
も
同
地
区
の
埋
葬
地
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
、
こ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
強
い
意

志
が

昭
和
四
八
年
造
立
の
同
地
区
の
合
同
供
養
塔
か
ら
も
伺
え
る
こ
と
な
ど
か
ら

も
、
こ
の
大
字
ご
と
の
区
分
が
近
代
に
入
っ
て
か
ら
新
し
く
定
め
ら
れ
た
も
の
と

は
考
え
難
い
。
大
字
ご
と
の
墓
域
（
埋
葬
地
）
の
分
割
は
、
お
そ
ら
く
天
理
市
中

山
念
仏
寺
墓
地
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
近
世
初
頭
頃
ま
で
遡
る
可
能
性
が
大
き

い
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
平
岡
極
楽
寺
墓
地
に
つ
い
て
も
、
墓
地
と
し
て
の
成
立
は
中
世

10
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の

中
葉
な
い
し
そ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
石
塔
全
体
の
中
に
占
め
る
中
世
の
五
輪
塔
や
箱
仏
の
割
合
は
中
山
念
仏
寺
墓
地

の

場
合
よ
り
も
多
く
、
中
世
後
半
に
は
多
く
の
石
塔
の
立
つ
墓
地
で
あ
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
。
ま
た
明
治
一
八
年
以
前
に
は
、
墓
域
全
体
は
極
楽
寺
の
本
堂
の
北
側
に

接
す
る
石
塔
造
立
地
と
そ
の
外
方
の
広
大
な
埋
葬
地
に
分
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、

ま
た
確
実
な
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
み
あ
た
ら
な
い
が
、
埋
葬
地
は
各
大
字
ご
と
に
区

分

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。
中
山
念
仏
寺
墓
地
と
は
や
や
異
な
っ
た
両
墓
制

的
墓
地
利
用
が
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

③
そ
の
他
の
国
中
の
郷
墓
に
お
け
る
墓
地
の
利
用
形
態

　

こ
の
よ
う
に
天
理
市
中
山
念
仏
寺
墓
地
及
び
新
庄
町
平
岡
極
楽
寺
墓
地
の
測
量
な

ら
び
に
石
塔
の
悉
皆
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
郷
墓
の
二
〇
世
紀
末
葉
に
お
け

る
正
確
な
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
両
墓
地
の
形
成
過
程
や
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
地

利
用
形
態
の
変
遷
に
つ
い
て
多
く
の
知
見
を
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
を
行
う
こ
と
が

出
来
た
。
特
に
墓
地
の
利
用
形
態
に
関
し
て
は
、
遅
く
も
近
世
初
期
の
一
七
世
紀
の

段
階

に
は
、
複
数
の
近
世
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
墓
郷
の
共
同
墓
地
と
し
て
、
墓

域
全
体
が
村
々
の
墓
域
に
分
割
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
た
こ
と

は
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
段
階
で
は
、
そ
こ
で
の
墓
地
利
用
は
、
基
本
的
に
は

遺
骸
の
埋
葬
地
と
し
て
の
利
用
で
あ
っ
て
、
ご
く
一
部
の
有
力
な
家
が
、
墓
域
の
一

角
に
石
塔
を
立
て
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
近
世
初
期
に
お
け
る
石
塔
の
造
立
に
つ
い
て
は
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
と
平
岡

極
楽
寺
墓
地
で
は
や
や
異
な
っ
た
あ
り
方
が
想
定
さ
れ
た
。
中
山
念
仏
寺
墓
地
の
墓

郷
の
多
く
の
村
で
は
、
郷
墓
内
の
村
の
墓
域
の
一
角
に
一
部
の
有
力
な
家
が
石
塔
を

造
立

し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
村
落
内
の
寺
院
に
石
塔
を
立
て
て
い
た
村
も

あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
対
し
平
岡
極
楽
寺
墓
地
で
は
、
近
世
の
段
階
で
は
石
塔
は

墓
寺
と
し
て
の
極
楽
寺
の
本
堂
に
接
し
た
一
角
に
ま
と
め
て
家
単
位
に
立
て
ら
れ
て

お

り
、
そ
の
外
側
に
広
い
埋
葬
地
が
広
が
っ
て
い
た
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
近

世
初
期
の
段
階
で
は
、
中
山
念
仏
寺
墓
地
で
も
、
平
岡
極
楽
寺
墓
地
で
も
、
遺
骸
の

埋
葬
場
所
の
直
上
な
い
し
そ
の
近
く
に
石
塔
を
立
て
る
こ
と
は
な
く
、
現
代
の
民
俗

学
で

い
う
両
墓
制
的
な
墓
地
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
山
念
仏
寺
墓
地
や
平
岡
極
楽
寺
墓
地
の
調
査
か
ら
想
定
さ
れ
た
近
世

前
半
の
郷
墓
に
お
け
る
墓
地
の
利
用
形
態
や
墓
地
景
観
が
、
は
た
し
て
奈
良
盆
地
の

他
の
郷
墓

に
お
い
て
も
想
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
盆
地
内
の
他
の
二
、
三
の
郷
墓

の
例

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

大
和
郡
山
市
の
長
安
寺
町
に
所
在
す
る
長
安
寺
墓
地
は
、
現
在
は
筒
井
、
伊
豆
七

条
、
馬
司
、
池
沢
、
長
安
寺
、
八
条
、
宮
堂
、
今
国
府
、
椎
木
、
北
柳
生
（
垣
内
）

の
一
〇
ケ
大
字
の
郷
墓
で
あ
り
、
か
つ
て
は
小
林
、
丹
後
庄
の
二
村
も
こ
の
墓
郷
に

加
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
郷
墓
は
、
墓
寺
で
あ
る
浄
土
宗
の
西
方
寺
の
西
、
北
、
東

の
三

方
に
、
東
西
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
範
囲

に
墓
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
墓
地
の
景
観
は
、
図
5
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

現
在
は
集
落
の
民
家
や
寺
堂
な
ど
の
間
に
大
小
約
一
二
～
一
三
ケ
所
に
分
か
れ
て
石

塔
を
立
て
た
墓
地
が
散
在
す
る
。

　

ま
た
そ
の
す
ぐ
北
側
の
道
路
の
北
に
接
し
て
、
筒
井
順
慶
位
牌
堂
と
し
て
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
筒
井
順
慶
の
五
輪
塔
と
そ
の
覆
屋
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
本
来
こ
の
惣
墓
の
墓
域
内
、
な
い
し
そ
れ
に
接
し
て
営
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
こ
の
覆
屋
は
、
順
慶
の
没
し
た
翌
年
の
天
正
一
三
年
の
造
営
に
か
か
る
も

の

で

あ
る
こ
と
が
そ
の
露
盤
銘
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
五
輪
塔
に
は
「
順
慶
陽

瞬
房
法
印
三
十
六
歳
干
時
入
滅
天
正
十
二
年
甲
申
八
月
十
一
日
」
の
銘
が
あ
る
が
、

そ
の
造
立
は
傍
の
石
灯
篭
の
刻
銘
に
あ
る
天
正
一
三
年
の
、
一
周
忌
の
時
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
長
安
寺
墓
地
の
こ
れ
ら
の
一
〇
ケ
所
あ
ま
り
の
墓
域
は
、
図
5
と
そ
の
説
明
に
示

す
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
郷
墓
の
墓
郷
を
構
成
す
る
大
字
ご
と
に
区
分
さ
れ
た
墓

所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
中
山
念
仏
寺
墓
地
と
同
様
、
広
大
な
墓
地
が

11
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　　　　　　　　　　　　　　　　　図5　大和郡山市長安寺墓地とその利用区分
A：筒井・馬司・今国府・椎木、B：池沢、　C：長安寺、　D：今国府、　E：伊豆七条、　F：長安寺、　G：宮堂、　H：伊豆七条、1：長安寺、

J：長安寺、K：八条・横田（北柳生）、　L：八条、　M：長安寺

そ
れ
ぞ
れ
の
村
々
の
墓
域
に
分
割
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
西
方
寺
な
ど

の

寺
院
や
少
な
く
な
い
民
家
な
ど
の
間
に
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
状
況
か
ら
も
、
決

し
て
近
年
の
分
割
の
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
各
村
ご
と

の
墓
域
の
分
割
が
近
世
初
頭
に
は
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
郷
墓
の
東
端
に
あ
る
大
字
八
条
の
ニ
ケ
所
の
墓
域
の
う
ち
西
側
の
墓

域
で

は
、
現
在
も
そ
の
中
央
部
に
埋
葬
が
行
わ
れ
、
石
塔
は
そ
の
ま
わ
り
や
東
側

の
墓
域

に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
両
墓
制
的
墓
地
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る

の

で

あ
る
。
さ
ら
に
西
方
寺
の
北
方
の
伊
豆
七
条
の
墓
域
に
は
、
本
来
両
墓
制
の

埋
め

墓

に
立
て
る
俗
名
を
刻
ん
だ
木
製
塔
婆
形
の
石
柱
が
数
多
く
立
て
ら
れ
て
お

り
、
こ
こ
で
も
か
つ
て
両
墓
制
的
墓
地
利
用
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の

で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
長
安
寺
墓
地
に
は
あ
ま
り
古
い
在
銘
の
石
塔
は
み
ら
れ
な
い
が
、

西
方
寺
の
境
内
に
は
約
一
二
〇
基
も
の
箱
仏
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
別
石
五

輪
塔
の
部
材
も
各
所
に
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
墓
地
も
ま
た
そ
の
成
立
が

遅
く
と
も
中
世
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
筒
井
順
慶
の
墓
が

こ
こ
に
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
戦
国
期
に
は
こ
の
地
が
筒
井
の
人
び
と
の
葬
ら

れ

る
べ
き
墓
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
長
安
寺
墓
地
も
ま
た
、
そ
の
成
立
が
中
世
に
さ
か
の
ぼ
り
、
お

そ
ら
く
近
世
の
段
階
で
は
一
〇
ケ
村
あ
ま
り
の
村
々
の
惣
墓
と
し
て
、
そ
の
墓
域

が
村
ご

と
に
分
割
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
そ
こ
で
の
墓
地

の
利

用
形
態
は
、
埋
葬
地
と
し
て
の
利
用
が
本
来
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
石
塔
は

埋
葬
場
所
以
外
の
場
所
に
立
て
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
平
岡
極
楽
寺

墓
地
の

よ
う
に
墓
郷
全
体
の
石
塔
を
立
て
る
べ
き
場
所
は
み
ら
れ
な
い
か
ら
、
ま

さ
に
中
山
念
仏
寺
墓
地
に
き
わ
め
て
近
似
し
た
墓
地
景
観
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
長
安
寺
墓
地
が
中
山
念
仏
寺
墓
地
例
に
近
い
墓
地
利
用
形
態
を
想
定
で
き
る
の

12
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に
対
し
、
橿
原
市
葛
本
安
楽
寺
墓
地
は
、
む
し
ろ
平
岡
極
楽
寺
墓
地
に
近
い
利
用
形

態
が
想
定
で
き
る
例
で
あ
る
。
葛
本
安
楽
寺
墓
地
は
、
橿
原
市
の
葛
本
町
に
あ
り
、

葛
本
の
墓
寺
と
呼
ば
れ
る
浄
土
宗
安
楽
寺
の
東
方
か
ら
東
北
方
に
所
在
し
て
い
る
。

北
西
側
の
部
分
を
欠
く
が
、
安
楽
寺
を
含
む
と
東
西
約
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約

一
一
〇

メ
ー
ト
ル
、
条
里
制
の
ほ
ぼ
一
坪
分
を
占
め
る
広
大
な
郷
墓
で
あ
る
。
こ
の

郷
墓

は
現
在
も
葛
本
、
多
、
西
新
堂
、
新
口
、
上
品
寺
、
内
膳
、
十
市
、
味
間
、
新

賀
、
中
、
東
竹
田
、
常
磐
の
一
ニ
ケ
大
字
の
共
同
墓
地
で
あ
り
、
か
つ
て
は
こ
れ
に

太

田
市
が
加
わ
っ
た
二
ニ
ケ
村
で
墓
郷
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
の
広
大
な
墓
域
の
う
ち
安
楽
寺
境
内
の
す
ぐ
東
に
接
し
た
南
北
約
五
〇
メ
ー
ト

ル
、
東
西
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
が
、
そ
の
東
や
北
側
の
墓
地
よ
り
一
段
高
く
な

り
、
明
ら
か
に
周
囲
の
墓
地
か
ら
区
別
さ
れ
た
特
別
の
区
画
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

が
注

目
さ
れ
る
。
こ
の
安
楽
寺
東
接
地
区
に
は
、
そ
の
中
央
の
無
縁
石
塔
群
に
置
か

れ

た
箱
仏
や
別
石
五
輪
塔
の
部
材
を
の
ぞ
く
と
あ
ま
り
古
い
石
塔
は
見
当
ら
ず
、
古

い
石
塔
の
整
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
こ
の

区
画
に
は
近
世
後
期
に
さ
か
の
ぼ
る
石
塔
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
そ
の
東
方
か
ら
北
方
の
一
段
低
い
墓
域
の
北
よ
り
の
部
分
に
は
、
永
禄
一
二
年

（
一
五
六

九
）
と
天
文
二
二
年
（
一
五
五
三
）
の
二
基
の
在
銘
地
蔵
石
仏
を
中
心
に

元
禄
一
六
年
の
六
地
蔵
が
並
ぶ
斎
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
周
り
の
広
大
な

石
塔
墓
の
石
塔

は
、
軍
人
墓
地
を
含
め
て
近
代
で
も
新
し
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。　

こ
う
し
た
葛
本
安
楽
寺
墓
地
の
現
在
の
状
況
は
、
平
岡
極
楽
寺
墓
地
の
そ
れ
に
重

な
り
あ
う
部
分
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
近
世
の
段
階
で
は
、
安
楽
寺
墓
地

の
東
接
地
の
一
段
高
い
墓
域
が
石
塔
が
立
て
ら
れ
る
べ
き
空
間
で
あ
り
、
そ
の
東
か

ら
北
方
の
広
大
な
墓
域
は
ま
さ
に
埋
葬
地
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が

で

き
る
。
こ
の
埋
葬
地
に
つ
い
て
も
各
村
々
で
分
割
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
各
大
字

ご

と
に
ほ
ぼ
墓
地
が
決
ま
っ
て
い
た
が
最
近
は
そ
れ
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
葛
本
安
楽
寺
墓
地
の
無
縁
石
塔
群
の
中
に
は
箱
仏
が
一
五
〇
基
弱
、
別
石
五

輪
塔
の
水
輪
が
二
六
点
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
墓
域
内
に
は
さ
き
に
ふ
れ
た
天
文
二
二

年
や
永
禄
一
二
年
銘
の
地
蔵
石
仏
が
あ
り
、
ま
た
安
楽
寺
の
境
内
に
は
、
南
北
朝
期

の
宝
俵
印
塔
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
安
楽
寺
墓
地
も
ま
た

そ
の
成
立
が
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
は
近
世
前

半
の

石
塔
が

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
石
塔
の
整
理
が

何
度
か
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
り
古
い

中
世
末
の
箱
仏
が
多
数
遺
存
す
る
の
は
、
仏
像
と
し
て
廃
棄
が
は
ば
か
ら
れ
た
た
め

で
あ
ろ
う
か
。

　

昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）
か
ら
五
八
年
（
一
九
八
三
）
に
か
け
て
、
奈
良
盆
地

の

郷
墓

を
民
俗
学
の
立
場
か
ら
調
査
さ
れ
た
新
谷
尚
紀
氏
は
、
一
六
ケ
所
の
郷
墓
に

つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
墓
郷
を
構
…
成
す
る
大
字
ご
と
に
石
塔
を
ど
こ
に
立
て
る
か
を
調

査

し
た
結
果
を
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
郷
墓
に
石
塔
を
立
て
ず
、
大
字

内
の
寺
や
そ
の
他
の
場
所
に
立
て
る
大
字
が
存
在
す
る
郷
墓
が
奈
良
市
青
野
墓
、
同

市
永
井
墓
、
安
堵
村
窪
田
墓
の
三
郷
墓
の
＝
大
字
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
郷
墓
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

大
字
の
双
方
に
立
て
る
例
は
一
四
ケ
所
の
郷
墓
に
及
ん
で
い
る
。

　

こ
の
う
ち
奈
良
市
南
永
井
の
永
井
墓
は
、
北
永
井
、
南
永
井
、
出
屋
敷
、
神
殿
、

今
市
、
柴
屋
、
田
中
、
井
戸
野
、
上
三
橋
、
下
三
橋
、
下
山
（
垣
内
）
の
一
一
ケ
大

字
の
共
同
墓
地
で
、
以
前
は
こ
れ
に
北
之
庄
が
加
わ
っ
て
一
ニ
ケ
村
で
墓
郷
が
形
成

さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
新
谷
尚
紀
氏
の
調
査
に
よ
る
と
こ
の
墓
郷
で
は
、
郷
墓
が
位

置
す
る
南
永
井
と
そ
れ
に
神
殿
の
ニ
ケ
大
字
は
、
郷
墓
の
中
央
部
に
位
置
す
る
安
楽

寺
境
内
の
墓
域
に
埋
葬
し
、
石
塔
も
そ
こ
に
立
て
る
単
墓
制
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の

出
屋
敷
、
北
永
井
、
今
市
、
柴
屋
、
下
山
、
田
中
、
井
戸
野
、
上
三
橋
は
安
楽
寺
境

内
の
外
側
の
墓
域
に
埋
葬
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
字
内
の
寺
院
や
そ
の
他
の
場
所
に
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

塔
を
立
て
る
両
墓
制
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
永
井
墓
の
外
側
の
墓
域
に
は
現
在
も
埋

墓

に
立
て
る
木
製
塔
婆
形
の
石
柱
が
数
多
く
認
め
ら
れ
、
本
来
石
塔
を
立
て
な
い
埋

葬
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
ま
た
平
群
町
棋
原
墓
は
、
現
在
襖
原
、
上
庄
、
西
向
、
梨
本
、
吉
新
、
椿
本
の
六

13
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ケ
大
字
の
郷
墓
で
あ
る
が
、
新
谷
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
模
原
は
単
墓
制
で
あ
り
、
そ

れ
以

外
の
大
字
も
現
在
で
は
単
墓
制
と
な
っ
て
い
る
が
元
は
両
墓
制
で
あ
っ
た
と
い

、（

6
）
°

し
、
つ

　
新
谷
氏

は
あ
く
ま
で
も
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
現
在
の
郷
墓
に
み
ら
れ
る
墓
制
を

分
析

し
、
石
塔
の
立
地
に
つ
い
て
は
、
バ
カ
へ
の
力
、
テ
ラ
へ
の
力
、
ム
ラ
へ
の
力

な
ど
多
様
な
力
が
複
雑
に
作
用
し
あ
っ
た
結
果
決
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

お
ら
れ
る
。
こ
の
分
析
は
お
そ
ら
く
現
在
の
墓
制
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
民
俗
学
の

論
理
と
し
て
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
説
得
力
の
あ
る
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
、

中
山
念
仏
寺
墓
地
や
平
岡
極
楽
寺
墓
地
の
調
査
や
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
、
歴
史
学

的
な
立
場
に
立
て
ば
、
こ
れ
ら
奈
良
盆
地
の
多
く
の
郷
墓
に
み
ら
れ
る
埋
葬
地
と
石

塔
造
立
地
の
多
様
な
あ
り
方
は
、
埋
葬
地
と
祖
先
祭
祀
の
場
と
し
て
の
石
塔
造
立
地

を
別
に
す
る
両
墓
制
的
な
墓
地
利
用
か
ら
、
両
者
が
一
体
化
し
た
単
墓
制
へ
と
い
う

大

き
な
変
化
の
流
れ
の
中
で
の
一
過
程
を
表
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
ま
さ
に
両
墓
制
的
墓
地
利
用
形
態
が
崩
壊
し
て
い
く
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階

を
示
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
郷
墓
内
で
あ
る

か
村
内
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
寺
院
境
内
へ
の
石
塔
造
立
の
問
題
は
、
別
途
検
討
を

要
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
検
討
か

ら
筆
者
は
、
奈
良
盆
地
の
郷
墓
も
ま
た
近
世
初
頭
の
段
階
で
は
、

基
本
的
に
す
べ
て
埋
葬
地
と
石
塔
造
立
地
を
異
に
す
る
両
墓
制
的
墓
制
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
の
両
墓
制
的
墓
制
に
は
、
郷
墓
の
一
角
に
ま
と
め
て

石
塔
を
立
て
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
平
岡
極
楽
寺
墓
地
や
葛
本
安
楽
寺
墓
地
の
よ
う

な
例
も
、
墓
郷
内
の
各
大
字
の
墓
域
の
一
角
に
石
塔
を
立
て
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る

中
山
念
仏
寺
墓
地
や
長
安
寺
墓
地
の
よ
う
な
例
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
含
ん
で

い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
の
場
合
、
各
郷
墓
の
墓
域
、
す
な
わ
ち
埋
葬
地
が
全
体
と
し
て
墓
郷
を
構
成
す

る
村
々
に
よ
っ
て
入
会
利
用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
各
大
字
ご
と
に
分
割
さ
れ

て

利
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
本
来
墓
郷
全
体
で
入
会
利
用
さ
れ
て
い
た
の
が
後
に
分
割
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
す
る
考
え
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
た
だ
中
山
念
仏
寺
墓
地
、
平
岡
極

楽
寺
墓
地
、
葛
本
安
楽
寺
墓
地
な
ど
の
検
討
結
果
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
近
世
初
期

の
段

階
で
は
明
確
に
分
割
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
、
さ
ら
に
奈
良
盆
地

い
ず
れ
の
郷
墓
も
相
当
広
大
な
墓
域
を
占
有
し
て
お
り
、
全
体
の
入
会
利
用
で
は
こ

れ

だ
け
の
面
積
は
必
要
と
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
他
の
多
く
の
郷

墓

に
つ
い
て
も
、
や
は
り
近
世
初
頭
の
段
階
で
は
各
村
ご
と
に
埋
葬
地
が
分
割
さ
れ

る
場
合
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

④
宇
陀
地
域
に
お
け
る
一
統
墓
か
ら
村
落
墓
地
へ

　
前
節
ま
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
奈
良
盆
地
の
郷
墓
に
つ

い
て

は
、
所
在
す
る
石
塔
類
の
検
討
結
果
な
ど
か
ら
も
、
す
で
に
中
世
の
中
ご
ろ
に

は
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
く
、
ま
た
中
世
後
半
の
一
五
～
一
六
世
紀
の
段
階

に
は
五
輪
塔
や
箱
仏
、
さ
ら
に
中
世
末
葉
の
段
階
に
は
背
光
五
輪
塔
な
ど
多
く
の
石

塔
類
が
立
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
問
題
は
こ
の
中
世
後
半
段
階
に
お
け

る
墓
地
の
具
体
的
な
利
用
形
態
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
発
掘
を
と
も
な
わ

な
い
今
回
の
よ
う
な
墓
地
の
現
状
調
査
か
ら
追
求
す
る
こ
と
は
方
法
的
に
も
無
理
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
う
し
た
盆
地
部
の
現
在
ま
で
利
用
が
継
続
し
て
い
る
墓
地
に
つ
い
て
は
発
掘
調

査
の

実
施
は
困
難
で
あ
る
が
、
た
だ
奈
良
県
で
も
東
山
中
や
宇
陀
地
域
で
は
小
規
模

な
中
世
の
墓
地
の
発
掘
調
査
例
が
少
な
く
な
い
。
わ
た
く
し
た
ち
の
今
回
の
調
査
で

も
、
こ
う
し
た
既
往
の
発
掘
調
査
例
と
現
在
ま
で
残
る
墓
地
の
あ
り
方
を
総
合
し
て

検
討
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
宇
陀
地
域
や
都
祁
地
域
で
比
較
的
古
い
墓
地
景
観
を

残
す
村
落
墓
地
の
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
う
ち
比
較
的
発
掘
調
査
例

の
多
い
宇
陀
地
域
の
墓
地
を
対
象
と
す
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
中
世
か
ら
近

世
へ
の
墓
地
利
用
形
態
の
変
化
と
そ
の
意
味
を
追
求
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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今
回
の
調
査
で
は
、
宇
陀
地
域
で
は
菟
田
野
町
の
入
谷
墓
地
、
都
祁
地
区
で
は
吐

山
地
区
の
い
く
つ
か
の
墓
地
に
つ
い
て
そ
の
測
量
と
所
在
す
る
石
塔
の
悉
皆
調
査
を

実
施

し
た
。
そ
の
調
査
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
冊
の
報
告
編
を
参
照
い
た
だ
き

た
い
が
、
こ
こ
で
は
調
査
成
果
に
も
と
づ
き
中
世
墓
地
か
ら
近
世
墓
地
へ
の
転
換
の

問
題
を
中
心
に
若
干
の
検
討
を
試
み
て
み
た
い
。

　
奈
良
盆
地
の
東
の
大
和
高
原
の
地
は
東
山
中
な
い
し
山
中
と
よ
ば
れ
る
が
、
こ
の

山
中
や
そ
の
南
に
展
開
す
る
宇
陀
地
域
は
、
現
在
も
な
お
両
墓
制
的
慣
行
が
行
わ
れ

て

い

る
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
宇
陀
地
域
の
う
ち
口
宇

陀
盆
地
南
部
の
大
宇
陀
、
菟
田
野
両
町
域
の
現
在
の
墓
地
に
つ
い
て
踏
査
を
お
こ

な
っ
た
。
こ
の
地
域
の
両
墓
制
は
現
在
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
、
両
墓
制
の

記
録
調
査
と
し
て
は
す
で
に
手
遅
れ
の
感
が
大
き
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
地
域
の
墓

制
が
大
き
く
変
化
す
る
昭
和
三
〇
年
代
以
前
の
墓
制
の
お
お
よ
そ
を
知
る
こ
と
が
出

来
た
。

　

こ
の
地
域
の
墓
地
は
基
本
的
に
は
大
字
、
な
い
し
そ
の
中
の
垣
内
と
呼
ば
れ
る
単

位
で
営
ま
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
存
在
形
態
は
ほ
ぼ
三
つ
の
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
ほ
う
の

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
類
型
は
菟
田
野
町
上
芳
野
墓
地
に
代
表
さ
れ
る

も
の
で
、
地
元
で
「
バ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
埋
葬
墓
地
を
村
落
か
ら
離
れ
た
山
の
中
、

多
く
は
他
の
村
（
大
字
）
と
の
境
界
付
近
に
営
み
、
「
ラ
ン
ト
ウ
バ
」
と
呼
ば
れ
る

石
塔
の
造
立
地
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
近
く
に
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
で
は

火
葬
の
一
般
化
も
あ
っ
て
「
バ
カ
」
に
石
塔
を
立
て
る
家
が
次
第
に
多
く
な
り
、
急

速

に
両
墓
制
的
慣
行
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
こ
の
バ
カ
は
あ
く
ま
で
も
ム
ラ
全

体
の
入
会
共
同
埋
葬
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
個
々
の
家
の
石
塔
を
立
て
さ
せ
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

い
う
原
則
を
守
ろ
う
と
す
る
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
地
区
も
あ
る
。
こ
の
上
芳
野
型

と
も
い
う
べ
き
墓
地
の
類
型
が
こ
の
地
域
の
最
も
一
般
的
な
墓
制
で
あ
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
。

　
第
二
の
タ
イ
プ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
榛
原
町
沢
フ
ル
バ
カ
墓
地
に
代
表
さ

れ

る
も
の
で
、
丘
陵
の
上
方
に
埋
葬
地
の
「
バ
カ
」
が
営
ま
れ
、
そ
の
下
方
の
丘
陵

麓

に
石
塔
造
立
地
の
「
ラ
ン
ト
ウ
バ
」
が
家
ご
と
に
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
埋
葬
地
と
石
塔
造
立
地
が
隣
接
し
て
営
ま
れ
て
い
る
も
の
を
沢
フ
ル
バ
カ
型
と

呼
び
た
い
が
、
こ
の
タ
イ
プ
は
上
芳
野
型
に
つ
い
で
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ゅ
う
だ
に

　

さ
ら
に
第
三
の
タ
イ
プ
は
、
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
菟
田
野
町
入
谷
墓
地
に

み

ら
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
は
南
北
に
延
び
る
長
い
尾
根
の
脊
梁
部
に
石
塔
が
家
ご

と
に
立
て
並
べ
ら
れ
、
埋
葬
は
尾
根
上
の
各
家
の
石
塔
の
す
ぐ
西
側
に
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
さ
き
の
上
芳
野
型
や
沢
フ
ル
バ
カ
型
と
は
異
な
り
、
石
塔
の
造
立
だ

け
で
な
く
、
埋
葬
地
も
ほ
ぼ
家
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
点
が
大
き
く
異
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
個
々
の
家
の
埋
葬
地
に
接
し
て
石
塔
が
建
て
ら
れ
る
と
い
う
か
、

各
家
の
石
塔
造
立
地
に
接
し
て
埋
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
入
谷
型
と
し
て
お
き

た
い
。
こ
こ
で
は
埋
葬
地
と
石
塔
造
立
地
が
き
わ
め
て
接
近
し
て
い
る
が
、
た
だ
埋

葬
場
所
と
石
塔
造
立
場
所
は
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
は
、
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
か
に
埋
葬
地
と
石
塔
造
立
地
が
一
致
し
て
い
る
単
墓
制
の

墓
地

も
数
は
少
な
い
が
存
在
す
る
。
宇
陀
地
域
で
も
町
方
の
旧
松
山
町
の
共
同
墓
地

　
　
　
　
　
　
　
ふ
き
ど
う
　
　
　
　
　
み
ざ
じ

で

あ
る
大
宇
陀
町
不
帰
堂
墓
地
や
同
味
座
寺
墓
地
、
あ
る
い
は
町
内
の
慶
恩
寺
（
臨

済
宗
）
、
法
正
寺
（
曹
洞
宗
）
、
長
隆
寺
（
日
蓮
宗
）
、
光
明
寺
（
融
通
念
仏
宗
）
の

四
ケ
寺
院
の
境
内
墓
地
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
昭
和
に
な
っ
て
造
成
さ
れ
た
町
営
墓

地

な
ど
も
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
な
お
、
不
帰
堂
墓
地
や
味
座
寺
墓
地
に
つ
い
て
は
、

本
来
は
入
谷
墓
地
の
類
型
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
現
在
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
宇
陀
地
域
で
は
町
方
と
村
方
で
は
そ
の
墓
地
の
存
在
形
態
に
違
い
が

あ
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
村
方
の
墓
地
で
も
そ
れ
ぞ
れ
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
基
本

的
に
は
両
墓
制
的
墓
制
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
宇
陀
地
域
で
今
回
の
わ
れ
わ
れ
が
記
録
調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
、
菟
田
野
町
入

谷
墓

地
一
ケ
所
で
あ
っ
た
。
特
に
こ
の
墓
地
を
選
ん
だ
の
は
、
こ
の
墓
地
の
す
ぐ
隣

接
地
で
大
正
年
間
に
多
数
の
別
石
五
輪
塔
や
箱
仏
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
中
世
墓
地
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か

ら
近
世
墓
地
へ
の
転
換
の
実
態
を
追
求
す
る
資
料
と
な
り
う
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
入
谷
は
現
在
全
戸
数
一
二
戸
の
集
落
で
あ
る
が
、

『宇
陀
郡
史
料
』
に
み
え
る
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
「
覚
」
に
よ
る
と
家
数
一

七

と
あ
る
。
そ
の
墓
地
は
、
比
較
的
広
い
谷
地
に
位
置
す
る
こ
の
村
落
の
西
の
入
口

部
の
北
側
に
北
方
か
ら
の
び
て
き
た
尾
根
の
上
に
営
ま
れ
て
い
る
。
さ
き
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
こ
の
尾
根
の
脊
梁
部
に
南
北
に
長
く
石
塔
が
東
向
き
に
立
て
並
べ
ら
れ
、

埋
葬
は
そ
の
西
側
の
部
分
に
、
ほ
ぼ
家
ご
と
に
東
側
の
石
塔
群
と
対
応
す
る
部
分
に

西
向
き
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
六
～
九
七
年
度
の
調
査
時
点
で
、
こ
の
墓
地
の
石
塔
の
総
数
は
二
四
二
基

を
数
え
た
が
、
そ
の
中
で
最
も
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
の
も

の

で

あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
一
六
九
〇
年
代
以
降
は
ほ
ぼ
継
続
的
に
石
塔
が
建
て
ら
れ

る
。
年
号
銘
の
判
読
で
き
た
一
三
二
基
の
内
訳
は
、
一
七
世
紀
代
の
も
の
一
一
基
、
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一
八
世
紀
代
四
五
基
、
一
九
世
紀
代
三
二
基
、
二
〇
世
紀
の
も
の
四
四
基
で
あ
る
。

こ
の
間
、
一
入
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
も
の
が
減
少
す
る
点
が
、
他
の
多

く
の
墓
地
と
も
共
通
す
る
傾
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
墓
地
の
す
ぐ
南
方
、
墓
地
が
営
ま
れ
て
い
る
尾
根
の
先
端
部
に
は
、
比
較
的

大
き
な
別
石
五
輪
塔
が
あ
り
、
地
元
で
は
入
谷
金
兵
衛
の
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
ら

し
い
。
大
正
年
間
に
伊
達
市
太
郎
の
指
導
に
よ
っ
て
そ
の
周
囲
が
発
掘
さ
れ
、
数
多

く
の
五
輪
塔
や
箱
仏
が
掘
り
出
さ
れ
、
塚
状
の
施
設
を
設
け
て
並
べ
て
保
存
さ
れ
て

い

る
。
五
輪
塔
の
数
は
、
最
も
多
い
空
風
輪
で
数
え
る
と
五
七
基
あ
り
、
箱
仏
も
七

八
基

を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ら
の
正
確
な
時
期
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
五
輪
塔
の
中
に
は
比
較
的
古
い
一
五
世
紀
の
も
の
と
想
定
で
き
る
も
の
も
含

ま
れ
て
お
り
、
一
五
～
一
六
世
紀
代
の
も
の
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
は
確
か

で

あ
ろ
う
。
ま
た
箱
仏
も
一
六
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
時
期
の
も
の
と
考
え
て
大

過

な
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
別
石
五
輪
塔
や
箱
仏
を
外
部
表
象
と
す
る
中
世
墓
地
は
宇

陀
地
域
で

も
数
多
く
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
所
に
中
世
後
半
を
中
心
と
す
る
時

期
の
墓
地
が
営

ま
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
尾
根
の
南
端
に
位

置
す
る
中
世
墓
地
と
、
そ
の
す
ぐ
北
の
尾
根
上
に
展
開
す
る
近
世
か
ら
現
代
に
及
ぶ

入
谷
墓
地
の

関
係
で
あ
る
。
現
存
す
る
石
塔
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
一
六
世
紀
後

半
か
ら
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
、
す
な
わ
ち
一
七
世
紀
中
葉
ま
で
約
半
世
紀
間
の

空
白
が
存
在
す
る
。
ま
た
墓
地
の
位
置
も
同
じ
尾
根
上
で
隣
接
す
る
と
は
い
え
、
中

世
墓
地

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
場
所
に
近
世
以
降
の
入
谷
墓
地
が
営
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
宇
陀
地
域
の
中
世
墓
地
の
発
掘
調
査
例
の
大
部
分
は
、
こ
の
入
谷
の
中

世
墓
地

と
同
様
、
別
石
五
輪
塔
と
箱
仏
を
と
も
な
う
が
、
そ
れ
以
降
の
時
代
の
石
塔

類
を
と
も
な
わ
ず
、
十
六
世
紀
後
半
頃
で
廃
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
を
占
め
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
近
世
の
入
谷
墓
地
は
、
中
世
の
入

谷
墓

地
の
廃
絶
後
に
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
北
方
に
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え

年
代
的
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
中
世
墓
地
と
は
別
個
の
墓
地
と
し
て
新
た

に
営
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
墓
地
を
営

ん
だ

人
び

と
の
間
に
自
分
た
ち
の
祖
先
の
墓
の
隣
に
村
の
墓
を
営
む
と
い
う
意
識
が

存
在
し
た
こ
と
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
あ
く
ま
で
も
、
中
世
後
半
の

墓
地

と
は
別
個
に
、
地
点
を
別
に
し
て
新
し
く
墓
地
が
営
ま
れ
て
い
る
点
を
重
視
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ゼ

ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
を
行
っ
た
口
宇
陀
地
域
の
菟
田
野
、
大
宇
陀
、
榛
原
三
町
の

現
存
墓
地
の
中
に
は
、
五
輪
塔
や
箱
仏
な
ど
中
世
後
半
の
石
塔
を
と
も
な
う
例
も
少

な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
も
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
中
世
墓
地
か
ら
そ
の
ま
ま
近
世

墓
地

に
継
続
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
よ
う
な
例
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
南
朝
の
正
平
六
年
（
＝
ご
五
一
）
の
大
型
五
輪
塔
を
墓
地

の

中
央
に
も
つ
大
宇
陀
町
粟
野
地
区
の
大
蔵
寺
墓
地
が
、
多
数
の
中
世
石
塔
を
と
も

な
い
、
中
世
墓
地
と
近
世
以
降
の
墓
地
が
重
な
っ
て
い
る
数
少
な
い
例
で
あ
る
可
能

性
が
考
え
ら
る
。
こ
の
墓
地
は
、
最
近
新
し
く
隣
接
地
に
新
墓
地
の
造
成
が
行
わ
れ

た
が
、
昭
和
五
〇
年
こ
ろ
ま
で
は
明
ら
か
に
沢
フ
ル
バ
カ
型
の
両
墓
制
の
墓
地
で
あ

り
、
そ
の
ラ
ン
ト
ウ
バ
に
多
く
の
中
世
の
石
塔
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の

場
合
も
近
世
前
半
の
石
塔
の
遺
存
は
み
ら
れ
ず
、
石
塔
の
年
代
か
ら
は
断
絶
期
間
が

あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
く
、
入
谷
墓
地
と
同
様
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大

き
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
発
掘
調
査
の
結
果
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
宇
陀
地
域
の

中
世
墓
地
と
近
世
以
来
そ
の
利
用
が
継
続
し
て
い
る
現
在
の
墓
地
と
で
は
、
墓
地
の

利
用
形
態
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
地
域
の
発

掘
さ
れ
た
中
世
墓
地
は
火
葬
で
あ
れ
、
土
葬
で
あ
れ
、
す
べ
て
埋
葬
地
の
上
に
石
塔

が
立
て

ら
れ
た
単
墓
制
の
墓
地
で
あ
っ
て
、
埋
葬
地
と
石
塔
造
立
地
を
異
に
す
る
こ

の
地
域
の

近
世
～
近
・
現
代
の
一
般
的
な
墓
地
の
あ
り
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で

　
（
8
）

あ
る
。

　
か

つ
て

筆
者
は
、
宇
陀
地
域
の
中
世
墓
地
の
発
掘
調
査
例
と
、
こ
の
地
域
の
中
世

の

石
塔
が
多
数
遺
存
す
る
現
在
の
墓
地
の
両
者
を
総
合
的
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
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そ
こ
で
は
発
掘
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
中
世
墓
地
が
い
ず
れ
も
一
六
世
紀
後
半
で
廃

絶

し
遺
跡
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
現
在
の
墓
地
に
多
数
の
中
世
の

石
塔
の
遺
存
が
み
ら
れ
る
も
の
は
中
世
墓
地
が
廃
絶
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
へ
て
現
在
ま
で
利
用
が
継
続
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
そ
の
時
点
、

で

は
、
さ
ら
に
踏
査
を
行
え
ば
現
在
も
そ
の
利
用
が
継
続
し
て
い
る
墓
地
で
多
数
の

中
世
石
塔
が
遺
存
す
る
例
が
さ
ら
に
数
多
く
見
つ
か
る
可
能
性
を
考
え
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
今
回
の
共
同
研
究
に
と
も
な
う
調
査
で
口
宇
陀
三
町
域
の
墓
地
の
踏
査
を

行
っ
た
結
果
、
そ
う
し
た
例
は
前
述
の
菟
田
野
町
入
谷
墓
地
、
大
宇
陀
町
大
蔵
寺
墓

地
、
大
宇
陀
町
、
菟
田
野
町
、
榛
原
町
の
町
境
に
位
置
す
る
三
宮
寺
墓
地
な
ど
ご
く

少
数
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ら
も
入
谷
墓
地
の
場
合
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
と
中
世
墓
地
か
ら
近
世
墓
地
に
そ
の
ま

ま
継
続
し
た
も
の
と
は
断
じ
難
い
の
で
あ
る
。

　
さ
き
の
考
察
で
は
、
こ
の
地
域
の
中
世
墓
地
は
有
力
在
地
武
士
層
の
一
統
墓
地
で

あ
り
、
そ
の
多
く
が
一
六
世
紀
後
半
で
廃
絶
し
遺
跡
化
す
る
の
は
、
戦
国
の
世
の
終

焉
に
と
も
な
う
織
豊
政
権
に
よ
る
支
配
秩
序
の
再
編
成
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

考
え
た
。
こ
の
考
え
は
今
も
変
更
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
う
が
、
た
だ
さ
き
の

拙
論
で

は
、
入
谷
墓
地
や
大
蔵
寺
墓
地
な
ど
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
へ
の
転
換
期
に
、

在
地
武
士
層
の
一
統
墓
か
ら
村
の
共
同
墓
地
へ
と
転
換
し
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
血
縁
を
紐
帯
と
す
る
一
統
墓
か
ら
地
縁
の
原
理
に
も
と
つ
く
村
落
墓

地
へ
と
い
う
墓
地
の
構
成
原
理
の
変
化
の
大
き
な
方
向
性
に
は
誤
り
な
い
と
思
わ
れ

る
が
、
宇
陀
の
地
域
に
お
い
て
実
際
に
中
世
の
一
統
墓
が
そ
の
ま
ま
地
域
の
村
落
墓

地

に
転
換
し
た
例
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
調
査
と
検
討
を
要

す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
今
回
併
せ
て
調
査
を
実
施
し
た
東
山
中
の
都
祁
村
吐
山
地
区
の
墓
地
の
中

に
は
、
中
世
後
半
の
五
輪
塔
や
箱
仏
と
と
も
に
中
世
末
の
地
蔵
石
仏
を
と
も
な
う
例

が
多
く
、
中
世
後
半
の
在
地
武
士
層
な
い
し
名
主
層
の
一
統
墓
を
核
に
、
近
世
的
な

地
域
の

村
落
墓
地
（
垣
内
墓
）
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
例
が
少
な
く
な
い
。
こ

う
し
た
中
世
墓
地
か
ら
近
世
墓
地
へ
の
転
換
の
様
相
は
、

武
士
層
な
い
し
名
主
層
の
政
治
的
動
向
と
も
関
連
し
て
、

異
が
存
在
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑤
中
世
墓
地
か
ら
近
世
墓
地
へ
の
転
換

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
在
地

地

域

に
よ
っ
て
大
き
な
差

　

こ
の
よ
う
に
、
中
世
墓
地
の
発
掘
調
査
例
を
も
含
め
て
総
合
的
な
検
討
が
可
能
な

宇
陀
地
域
の

中
世
墓
地
か
ら
近
世
墓
地
へ
の
転
換
過
程
を
考
察
す
る
と
、
そ
こ
に
血

縁
か

ら
地
縁
へ
と
い
う
墓
地
形
成
の
原
理
の
大
き
な
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
大
き
な
変
化
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
、
埋
葬
地
と
石
塔
造
立
地

を
同
じ
く
す
る
単
墓
制
的
な
墓
制
か
ら
、
埋
葬
地
と
祖
先
祭
祀
の
場
と
し
て
の
石
塔

造
立
地

を
別
に
す
る
両
墓
制
的
な
墓
制
へ
の
変
化
と
い
う
、
葬
墓
制
そ
れ
自
体
の
大

き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宇
陀
地
域
の
墓
地
に

み

ら
れ
る
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
墓
地
構
成
原
理
の
転
換
や
葬
墓
制
そ
れ
自
体
の

大

き
な
変
化
は
、
奈
良
盆
地
部
の
郷
墓
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
墓
地
の
構
成
原
理
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
郷
墓
そ
れ
自
体
は
、
近
世

初
頭
の

「村
切
り
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
近
世
村
が
い
く
つ
か
連
帯
し
て
墓
郷
を
形

成
し
、
同
一
の
共
同
墓
地
を
営
ん
だ
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
地
縁
原
理

に
基
づ
く
墓
地
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
問
題
は
そ
の
成
立
が
い
ず
れ
の

郷
墓
の

場
合
も
中
世
の
中
ご
ろ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
近
世
村
を
構
成
単
位
と
す
る
墓
郷
の
成
立
を
中
世
で

も
そ
の
中
葉
以
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
は
相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
。

一
方
、
宇
陀
地
域
に
み
ら
れ
る
中
世
墓
地
が
い
ず
れ
も
血
縁
原
理
を
紐
帯
と
す
る
構

成
原
理
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
の
山
中
と

国
中
の
間
で
墓
地
構
成
原
理
に
こ
の
よ
う
な
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
も

ま
た
困
難
で
あ
ろ
う
。
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墓
郷
の

成
立

に
関
し
て
は
、
戦
国
期
の
衆
徒
・
国
人
な
ど
領
主
層
の
支
配
圏
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
っ
た
「
郷
」
を
原
形
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
る
野
崎
清
孝
の
説
、
中
世
後
期
の

領
主

に
よ
る
一
円
支
配
に
対
抗
し
て
結
成
さ
れ
た
村
落
連
合
が
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て

共
同
墓
地
を
形
成
し
た
と
す
る
高
田
陽
介
の
説
、
武
士
や
僧
侶
な
ど
有
力
者
の
墓

を
核
と
し
て
そ
の
周
辺
に
民
衆
の
共
同
墓
地
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る

　
　
　
　
　
（
1
2
）

吉
井
敏
幸
の
説
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
説
に
つ
い
て
は
千
田
嘉
博
が
的
確
に
批
判

し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
そ
れ
の
み
で
広
範
な
墓
郷
と
郷
墓
の
成
立
を
説
明
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

え
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
一
方
細
川
涼
一
は
、
大
阪
府
河
南
町
寛
弘
寺
神
山
墓
地
、

同
八
尾
市
の
高
安
教
興
寺
墓
地
、
現
存
し
な
い
が
羽
曳
野
市
の
西
琳
寺
の
子
院
高
屋

宝
生
院

周
辺
の
屍
陀
林
と
呼
ば
れ
た
墓
地
な
ど
に
つ
い
て
、
律
宗
の
斎
戒
衆
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
ユ
）

葬
送
祭
祀
の
講
の
組
…
織
化
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
葬
制
・
墓
制
が
人
び
と
の
精
神
生
活
と
も
深
い
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
郷
墓
の
母
体
と
な
る
墓
地
の
形
成
も
地
域
の
政
治
的
動
向
の
み
で
説
明
す

る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
奈
良
盆
地
の
郷
墓
に
も
そ
れ
ぞ
れ
共
同
墓
地
形
成
の

核

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
中
世
で
も
比
較
的
古
い
段
階
の
大
型
の
五
輪
塔
の
存
在

が
認
め

ら
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
細
川
涼
一
の
説
は
き
わ
め
て

魅
力
的
か
つ
説
得
的
で
あ
る
。
『
西
琳
寺
流
記
』
に
は
高
屋
宝
生
院
周
辺
の
山
野
が

屍
陀
林
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
共
同
墓
地
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
正
嘉
二
年
（
一
二

五

八
）
一
〇
月
頃
西
琳
寺
に
や
っ
て
き
た
叡
尊
が
古
市
郡
の
惣
墓
と
し
て
点
定
し
た

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
期
に
は
こ
う
し
た
地
域
の
葬
地
な
い
し

遺
骸
処
理
地
が
各
所
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
地
域
の
葬
地
を
も
と
に
、
律
宗

の
下
級
僧
侶
ら
が
民
衆
の
「
現
世
安
穏
、
後
世
善
処
」
の
強
い
願
い
に
応
じ
て
葬
送

祭
祀
の
講
の

組
織
化
を
進
め
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
各
地
の
郷
墓
に
数
多
く
の
中
世
石
塔
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
多
く

が

こ
う
し
た
地
域
の
伝
統
的
な
葬
地
を
母
体
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
こ
れ
ら
後
に
郷
墓
化
す
る
盆
地
部
の
大
型
共
同

墓
地

は
、
ゆ
る
や
か
な
地
縁
を
基
礎
に
あ
る
種
の
宗
教
的
な
紐
帯
で
結
集
し
て
い
た

も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
墓
郷
・
郷
墓
は
、
こ
う
し
た
古
く
か
ら
の
地
域

の
葬
地
を
母
体
に
、
近
世
的
な
支
配
単
位
で
あ
る
村
を
基
礎
と
す
る
構
成
単
位
を
も

と
に
、
近
世
に
な
っ
て
新
た
に
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
こ
の
場
合
、
東
山
中
や
宇
陀
地
域
で
は
そ
う
し
た
近
世
的
な
村
を
単
位
と
す

る
葬
地
が
、
多
く
の
場
合
そ
れ
以
前
の
地
域
の
葬
地
を
核
と
す
る
の
で
は
な
く
、

ま
っ
た
く
新
し
く
形
成
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
的
確
に
指
摘

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
遺
骸
の
処
理
地
を
求
め
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
困
難
が
な
か
っ

た
山
中
と
、
そ
れ
が
困
難
で
遺
骸
の
処
理
が
地
域
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た

盆
地
部
の
違
い
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
国
中
で
は
そ
れ
は
河
川
の
自

然
堤
防
上
の
荒
地
や
周
囲
の
山
か
ら
の
び
る
丘
陵
の
先
端
な
ど
限
ら
れ
た
地
に
求
め

る
ほ
か
な
く
、
平
安
時
代
頃
か
ら
次
第
に
地
域
の
葬
地
と
し
て
固
定
化
し
て
い
っ
た

の

で
あ
り
、
そ
こ
に
惣
墓
・
郷
墓
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
の
が
、
前
方
後
円
墳
な
ど
古
墳
の
墳
丘
上
に
郷
墓
な

ど
の
墓
地
を
求
め
た
例
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
中
ご

ろ
以
降
多
く
の
中
・
小
古
墳
は
被
葬
者
に
対
す
る
祭
祀
も
絶
え
荒
地
化
す
る
が
、
そ

う
し
た
古
墳
の
墳
丘
上
に
地
域
の
葬
地
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
奈
良
市
の
大
安
寺

墓

山
古
墳
の
大
安
寺
墓
地
、
天
理
市
櫟
本
墓
山
古
墳
の
櫟
本
墓
地
、
天
理
市
燈
籠
山

古
墳
前
方
部
を
中
心
と
す
る
中
山
念
仏
寺
墓
地
、
川
西
町
安
養
院
古
墳
を
中
心
と
す

る
結
崎
墓
地
な
ど
を
そ
の
例
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
筆
者
は
、
奈
良
盆
地
の
郷
墓
の
多
く
は
、
平
安
時
代
以
降
盆
地
の
各

所
に

成
立
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
地
域
の
葬
地
が
、
中
世
に
な
っ
て
律
宗
の
下
級

僧
侶
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
石
塔
の
立
つ
墓
地
、
す
な
わ
ち
「
惣
墓
」
化
し
、
そ

れ
が
近
世

に
な
っ
て
地
域
の
「
郷
墓
」
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
今
一
つ
検
討
を
要
す
る
大
き
な
問
題
は
、
中
世
段
階
の
墓
地

と
近
世
の
墓
地
の
間
に
み
ら
れ
る
葬
制
・
墓
制
そ
の
も
の
の
大
き
な
相
違
の
問
題
で

あ
る
。

　
す
で
に
一
～
三
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
現
在
単
墓
制
的
な
墓
地
利
用
が
行
わ
れ
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て

い

る
奈
良
盆
地
の
大
規
模
な
郷
墓
の
場
合
も
、
両
墓
制
的
墓
制
の
痕
跡
を
残
す
も

の

が
少

な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
墓
地
で
は
、
近
世
前
半
の
段
階

に
お
い
て
は
基
本
的
に
は
両
墓
制
的
墓
制
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
宇
陀
地
域
や
東
山
中
の
近
世
以
降
現
代
に
ま
で
及
ぶ
広
範

な
両
墓
制
慣
行
の
遺
存
と
よ
り
整
合
的
な
理
解
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
少

な
く
と
も
、
近
世
的
支
配
秩
序
に
し
た
が
っ
て
近
世
村
を
単
位
に
郷
墓
の
整
理
が
行

わ
れ
た
近
世
初
頭
の
段
階
で
は
、
大
和
の
郷
墓
に
お
け
る
墓
地
の
利
用
形
態
は
、
あ

く
ま
で
も
両
墓
制
的
な
墓
制
に
も
と
つ
く
埋
葬
墓
地
と
し
て
の
利
用
で
あ
っ
た
と
想

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
は
、

こ
う
し
た
両
墓
制
的
な
墓
制
が
、
中
世
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
宇
陀
地
域
を
は
じ
め
、
近
畿
各
地
で
発
掘
さ
れ
た
中

世
後
半
の
墓
地
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
火
葬
、
土
葬
を
問
わ
ず
い
ず
れ
も
遺
体

な
い
し
遺
骨
の
上
部
に
石
塔
を
立
て
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
然
奈
良
盆

地
の

後
に
郷
墓
化
す
る
中
世
墓
地
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
れ
ら
は
中
世
後
半
の
地
域
の
「
惣
墓
」
で
あ
っ
た
段
階
で
は
、
火
葬
や
土
葬

に
よ
る
埋
葬
の
上
部
に
五
輪
塔
や
箱
仏
が
造
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
奈
良
盆

地
の

惣
墓
・
郷
墓
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
ご
く
限
ら
れ

た
期
間
に
単
墓
制
か
ら
両
墓
制
へ
と
い
う
墓
制
上
き
わ
め
て
大
き
な
転
換
が
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
大
き
な
変
化
の
理
由
と
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、

そ
の
背
景
に
は
近
世
的
な
家
の
成
立
の
問
題
が
存
在
す
る
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ

れ

る
。
す
な
わ
ち
近
世
の
支
配
者
政
権
が
意
図
し
た
郷
墓
整
備
の
意
図
は
、
あ
く
ま

で

も
遺
骸
の
処
理
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
宇
陀
地
域
に
お
け
る
中
世

墓
地

と
近
世
墓
地
の
明
確
な
相
違
が
物
語
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
墓
制
の
再
編
成

は
、
血
縁
関
係
を
紐
帯
と
す
る
墓
地
か
ら
地
縁
を
原
理
と
す
る
近
世
村
単
位
に
構
成

さ
れ
る
墓
地
へ
と
い
う
変
化
で
も
あ
っ
た
。
遺
骸
の
処
理
は
村
を
単
位
に
村
の
墓
域

に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
対
し
、
死
者
の
霊
に
対
す
る
祀
り
、
す
な
わ
ち
祖
先
の
祭
祀

は
あ
く
ま
で
も
家
を
単
位
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
遺
骸
の
処
理
を
村
で

行
い
、
死
者
の
霊
の
祭
祀
を
家
で
行
う
と
す
れ
ば
、
葬
地
と
祭
地
の
分
離
が
生
じ
る

の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
近
世
初
頭
の
段
階
で
は
、
祖
先
の
祀
り
の
た
め
に
石
塔
を
造

立

す
る
家
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
村
内
の
寺
院
あ

る
い
は
そ
の
他
の
場
所
、
あ
る
い
は
郷
墓
の
村
の
墓
域
の
一
角
に
立
て
ら
れ
、
そ
の

場
所

は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
自
体
が
、
石
塔
造
立
は
あ
く

ま
で
も
家
の
行
為
で
、
支
配
者
や
そ
の
支
配
組
織
で
あ
る
村
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で

な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
支
配
組
織
と
し
て
の
村
の
確
立
と
家
の
成
立
を

前
提
と
す
る
特
異
な
墓
制
と
し
て
両
墓
制
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
き
わ
め
て
近
世
的

な
墓
制
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

む
す
び

　
以
上
五
節
に
わ
た
っ
て
、
歴
博
の
基
幹
研
究
「
地
域
社
会
に
お
け
る
基
層
信
仰
の

歴

史
的
研
究
」
に
関
連
し
て
実
施
し
た
奈
良
県
域
に
お
け
る
中
世
以
降
現
在
ま
で
利

用
が
続
く
墓
地
の
調
査
成
果
に
も
と
つ
い
て
、
中
・
近
世
の
大
和
に
お
け
る
墓
地
の

具
体
的
な
利
用
形
態
の
変
遷
、
す
な
わ
ち
墓
地
景
観
の
変
遷
過
程
を
、
主
と
し
て
考

古
学
的
方
法
に
よ
っ
て
復
元
的
に
考
察
し
て
み
た
。

　
奈
良
盆
地
で
は
、
現
在
も
複
数
の
大
字
、
す
な
わ
ち
近
世
村
が
「
墓
郷
」
を
形
成

し
、
大
規
模
な
共
同
墓
地
で
あ
る
「
郷
墓
」
を
営
ん
で
い
る
。
遺
存
す
る
石
塔
か
ら

想
定
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
中
世
の
中
葉
ま
で
に
は
成
立
し
て
お
り
、
中

世
後
半
に
は
五
輪
塔
な
ど
の
石
塔
が
盛
ん
に
造
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
ま
た
少
な
く
と
も
遺
存
す
る
石
塔
の
悉
皆
調
査
を
実
施
し
た
天
理
市
中
山
念
仏

寺
墓
地
や
新
庄
町
平
岡
極
楽
寺
墓
地
で
は
、
近
世
の
早
い
段
階
以
来
、
墓
郷
に
結
集

し
た
複
数
の
村
ご
と
に
墓
域
が
分
割
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　
そ
こ
で
の
墓
地
の
利
用
は
、
近
世
の
早
い
段
階
で
は
基
本
的
に
は
遺
骸
の
埋
葬
地
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と
し
て
の
利
用
で
あ
っ
た
。
祖
先
祭
祀
の
対
象
と
し
て
の
石
塔
に
つ
い
て
は
、
郷
墓

の
一
角
、
墓
寺
の
本
堂
の
隣
接
地
に
設
け
ら
れ
た
墓
郷
全
体
の
石
塔
造
立
場
所
に
立

て

る
場
合
、
郷
墓
の
各
村
ご
と
に
分
割
さ
れ
た
村
の
墓
域
の
一
角
に
立
て
る
場
合
、

さ
ら
に
郷
墓
に
で
は
な
く
、
村
の
寺
院
境
内
や
そ
の
他
の
場
所
に
立
て
る
場
合
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
だ
い
ず
れ
の
場
合
も
、
基
本
的
に
は
遺
骸
埋
葬
地
と
石
塔
造

立
地

を
異
に
す
る
両
墓
制
な
墓
地
利
用
形
態
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
世
初
頭

の
段
階

に
お
い
て
は
、
石
塔
を
造
立
す
る
家
が
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
郷
墓
の
主
た
る
機
能
は
遺
骸
埋
葬
地
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
郷
墓
の
申
世
段
階
に
お
け
る
墓
地
利
用
形
態
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
直
接
検
討
す
る
材
料
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
奈
良
盆
地
の
東
の
大
和
高
原
の
地
域
、
す
な
わ
ち
東
山
中
や
そ
の
南

の

宇
陀
地
域
で
は
、
墓
地
は
現
在
も
大
字
単
位
、
あ
る
い
は
そ
の
下
部
の
垣
内
単
位

に
営
ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ご
く
最
近
ま
で
、
両
墓
制
的
墓
制
慣
行

が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
地
域
の
う
ち
宇
陀
地
域
は
、
中
世
墓
地
の
発
掘
調
査

例
が
多
い
地
域
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
世
末
葉
の
一
六
世
紀
後
半
の
段

階
で
廃
絶

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
発
掘
さ
れ
た
石
塔
の
形
式
な
ど
か
ら
知
ら
れ
て

い

る
。
か
っ
て
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
墓
地
は
す
べ
て
宇
陀
各
地
の
有
力
在
地

武
士
層
の
一
統
墓
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
織
豊
政
権
の
支
配
の
確
立
と
と
も
に
廃
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
宇
陀
地
域
の
発
掘
さ
れ
た
中
世
墓
地
で
は
、

火
葬
な
い
し
土
葬
の
埋
葬
を
行
っ
た
上
に
五
輪
塔
や
箱
仏
な
ど
の
石
塔
が
立
て
ら
れ

て
お

り
、
単
墓
制
的
な
墓
地
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
地
の
近
世
以
降
最
近
ま
で
の
葬

制
・
墓
制
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
発
掘

さ
れ
た
宇
陀
の
中
世
墓
地
に
対
し
、
こ
の
地
で
現
在
も
継
続
し
て
営
ま
れ
て

い

る
現
存
の
村
落
墓
地
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
近
世
に
な
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

り
、
中
世
か
ら
近
世
へ
続
く
墓
地
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
少

な
く
と
も
宇
陀
地
域
で
は
中
世
の
在
地
武
士
層
の
一
統
墓
か
ら
近
世
の
地
縁
的
な
ム

ラ
単
位
の
村
落
墓
地
へ
と
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
中

世
の
単
墓
制
的
墓
制
が
近
世
に
な
っ
て
両
墓
制
的
墓
制
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
宇
陀
地
域
に
お
い
て
は
、
中
世
の
血
縁
原
理
に
基
づ
く
一
統
墓
か
ら

近
世
の
地
縁
原
理
に
よ
る
村
墓
へ
と
い
う
墓
地
構
成
原
理
の
大
き
な
変
化
と
、
中
世

の

単
墓
制
か
ら
近
世
の
両
墓
制
へ
と
い
う
葬
制
・
墓
制
の
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
奈
良
盆
地
の
惣
墓
・
郷
墓
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
中

世
の

前
半
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
宇
陀
の
場
合
と
は
異

な
り
、
中
世
の
段
階
か
ら
地
域
の
共
同
墓
地
で
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
せ
ざ
る
を
え

な
い
。

　
細
川
涼
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
河
内
の
惣
墓
（
郷
墓
）
の
い
く
つ
か
が
、
律
宗

の
斎
戒
衆

に
よ
る
葬
送
祭
祀
の
講
の
組
織
化
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
大
和
・
河
内
の
惣
墓
・
郷
墓
は
、

す
で
に
中
世
初
頭
な
い
し
そ
れ
以
前
か
ら
地
域
の
民
衆
の
遺
骸
処
理
地
、
す
な
わ
ち

地
域
の

葬
地
と
し
て
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
二
二
世
紀
こ
ろ

に
は
律
宗
の
僧
侶
の
働
き
か
け
な
ど
に
よ
っ
て
葬
送
祭
祀
の
た
め
の
講
の
組
織
化
が

進
め

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
緩
や
か
な
地
縁
を
基
礎
に
、
あ
る
種
の
宗
教

的
な
動
機
で
中
世
に
各
地
に
成
立
し
て
い
た
伝
統
的
な
「
惣
墓
」
を
母
体
に
し
て
、

近
世

に
な
っ
て
近
世
的
な
支
配
秩
序
に
も
と
つ
い
て
新
し
く
成
立
し
た
近
世
村
を
基

本
単
位
と
す
る
墓
郷
が
組
織
さ
れ
、
「
郷
墓
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま

で

も
近
世
村
を
構
成
単
位
と
す
る
「
墓
郷
」
の
営
む
近
世
的
な
「
郷
墓
」
に
、
中
世

の

石
塔
類
が
林
立

し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宇

陀
地
域
な
ど
で
は
中
世
段
階
に
こ
う
し
た
地
域
の
民
衆
の
葬
地
が
成
立
し
て
い
な

か
っ

た
の
は
、
山
中
で
は
そ
う
し
た
遺
骸
処
理
地
を
ど
こ
に
で
も
求
め
る
こ
と
が
出

来
た
か
ら
で
、
そ
う
し
た
場
所
が
簡
単
に
は
求
め
が
た
い
盆
地
部
と
の
地
理
的
差
異

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
盆
地
部
の
惣
墓
・
郷
墓
で
も
、
近
世
段
階
に
は
両
墓
制
的
墓
地
利
用
形
態

が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
宇
陀
の
場
合
と
共
通
し
て
お
り
、
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お
そ
ら
く
大
和
な
ど
畿
内
地
域
全
体
で
も
近
世
初
頭
前
後
に
単
墓
制
か
ら
両
墓
制
へ

と
い
う
大
き
な
変
化
が
共
通
し
て
み
ら
れ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
を
明

ら
か
に
す
る
に
は
、
さ
ら
に
多
方
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の

一
つ

に
、
近
世
に
お
け
る
家
の
成
立
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
近

世
初
頭
の
こ
の
段
階
で
は
、
遺
骸
の
処
理
は
村
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

対

し
て
祖
先
の
祭
祀
は
あ
く
ま
で
も
家
を
単
位
に
行
う
べ
き
も
の
で
、
石
塔
の
造
立

は
あ
く
ま
で
も
家
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
が
生
み
出
し
た
産
物
で
あ
っ
た
と
思

わ

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
和
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
民
衆
の
墓
地
の
利
用
形
態
や

墓
地

に
お
け
る
具
体
的
な
葬
制
・
墓
制
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
墓
地
の
景
観
自
体
が

大

き
く
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
中
世
か
ら
近
世
の
転
換

期
に
生
じ
た
墓
地
景
観
の
変
化
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。

　

こ
う
し
た
変
化
は
、
「
現
世
安
穏
・
後
世
善
処
」
を
願
う
民
衆
の
願
い
と
そ
れ
を

指
導
し
た
宗
教
者
の
存
在
と
い
っ
た
宗
教
的
・
信
仰
的
要
因
、
ま
た
血
縁
か
ら
地
縁

へ
と
い
う
社
会
的
紐
帯
の
大
き
な
変
化
や
家
の
成
立
と
い
っ
た
社
会
的
要
因
、
さ
ら

に
近
世
的
支
配
の
成
立
と
そ
れ
に
と
も
な
う
村
の
確
立
と
い
っ
た
政
治
的
要
因
な
ど

が
複
雑

に
作
用
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。

　
今
回
の
奈
良
県
に
お
け
る
墓
地
の
調
査
か
ら
は
、
さ
ら
に
多
様
な
問
題
が
提
起
さ

れ

る
が
、
今
回
は
と
り
あ
え
ず
、
墓
地
景
観
の
変
化
と
そ
の
意
味
を
マ
ク
ロ
な
視
点

か

ら
考
え
て
み
た
。
大
方
の
ご
批
判
が
え
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
1
）
　
野
崎
清
孝
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
歴
史
的
地
域
に
関
す
る
］
問
題
ー
墓
郷
集
団
を
め
ぐ
っ

　
　
て
ー
」
『
人
文
地
理
』
第
二
十
五
巻
第
一
号
、
一
九
七
三
年

（
2
）
　
こ
の
種
の
箱
仏
で
年
号
銘
を
も
つ
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
奈
良
市
古
市
城
山
墓
地

　
　
の
出
土
資
料
の
な
か
に
文
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
の
銘
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
森
下
恵
介
ほ

　
　
か
「
古
市
城
跡
発
掘
調
査
報
告
」
『
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
昭
和
五
十
五
年
度
、

　
　
一
九
八
一
年

（
3
）
　
村
木
二
郎
「
石
塔
の
多
様
化
と
消
長
－
中
山
念
仏
寺
墓
地
の
背
光
五
輪
塔
か
ら
ー
」
『
国
立

　

歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
＝
二
集
、
二
〇
〇
四
年

（
4
）
　
新
谷
尚
紀
『
両
墓
制
と
他
界
観
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
］
年

（
5
）
　
新
谷
尚
紀
『
両
墓
制
と
他
界
観
』
（
前
掲
）

（
6
）
　
新
谷
尚
紀
『
両
墓
制
と
他
界
観
』
（
前
掲
）

（
7
）
　
上
芳
野
の
バ
カ
の
入
口
に
立
て
ら
れ
た
墓
地
の
「
管
理
申
合
せ
規
約
」
の
看
板
（
平
成
元

　

年
一
月
）
に
は
、
石
塔
の
建
立
を
一
切
認
め
な
い
こ
と
、
地
区
か
ら
転
出
し
た
家
か
ら
申
し

　
　
出
が
あ
っ
て
も
認
め
な
い
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
お
り
、
両
墓
制
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る

　
　
強
い
意
志
が
伺
わ
れ
る
。
白
石
太
一
郎
「
も
う
一
つ
の
世
界
　
人
び
と
は
墓
地
を
ど
の
よ
う

　
　
に
営
ん
だ
か
ー
」
網
野
善
彦
編
『
も
の
が
た
り
　
日
本
列
島
に
生
き
た
人
た
ち
』
九
、
二
〇

　
　
〇
〇
年

（
8
）
　
白
石
太
一
郎
「
奈
良
県
宇
陀
地
方
の
中
世
墓
地
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

　
　
四
九
集
、
一
九
九
三
年

（
9
）
　
白
石
太
一
郎
「
奈
良
県
宇
陀
地
方
の
中
世
墓
地
」
（
前
掲
）

（
1
0
）
　
野
崎
清
孝
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
歴
史
的
地
域
に
関
す
る
一
問
題
ー
墓
郷
集
団
を
め
ぐ
っ

　
　
て
ー
」
（
前
掲
）

（
1
1
）
　
高
田
陽
介
「
泉
州
惣
墓
め
ぐ
り
」
石
井
進
編
『
中
世
の
村
と
流
通
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
　
九
二
年

（
1
2
）
　
吉
井
敏
幸
「
大
和
地
方
に
お
け
る
惣
墓
の
実
態
と
変
遷
」
『
中
世
社
会
と
墳
墓
』
帝
京
大
学

　
　
山
梨
文
化
財
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
　
名
著
出
版
　
一
九
九
三
年
、
吉
井
敏
幸
「
中
世

　
　
～
近
世
の
三
昧
聖
の
組
織
と
村
落
ー
大
和
の
場
合
ー
」
『
部
落
問
題
研
究
』
第
一
五
輯
　
一
九

　
　
九
八
年

（
1
3
）
　
千
田
嘉
博
「
惣
墓
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
前
提
」
『
近
畿
地
方
に
お
け
る
中
・
近
世
墓
地
の

　
　
基
礎
的
研
究
』
平
成
九
～
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
国
立
歴
史
民

　
　
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年

（
1
4
）
　
細
川
涼
一
「
河
内
の
西
大
寺
末
寺
と
惣
墓
－
西
琳
寺
・
教
興
寺
・
寛
弘
寺
－
」
『
中
世
の
律

　
　
宗
寺
院
と
民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年

（
1
5
）
　
細
川
涼
一
「
河
内
の
西
大
寺
末
寺
と
惣
墓
－
西
琳
寺
・
教
興
寺
・
寛
弘
寺
　
」
（
前
掲
）

（
1
6
）
白
石
太
一
郎
「
奈
良
県
宇
陀
地
方
の
中
世
墓
地
」
（
前
掲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
考
古
研
究
部
）

（二
〇
〇
三
年
四
月
二
五
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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Cllanges　in　tlle　Appearance　of　Graveyards　in　Yamato

in　tlle　Medieval　and　Early　Modem　Periods

SHIRAISHI　Taichiro

　　　This　paper　considers　changes　in　the　types　of　use　of　graveyards，　that　is，　the　process　of　change

in　their　appearance　that　occurred　in　Yamato　during　the　Medieval　period　and　Early　Modern　pe－

riod．　The　study　is　based　on　the　results　of　studies　of　graveyards　in　Nara　Prefecture　that　have

been　in　use　from　the　Medieval　period　through　to　the　present　day　carried　out　in　relation　to　one

of　the　National　Museum　of　Japanese　History’s　basic　research　themes“Historical　Analysis　on　Ba－

sic　BeliefS　in　Local　Societies”．

　　　Even　today，　there　exist　in　the　Nara　basin　many　instances　in　which　several　large　villages　from

the　Early　Modern　period　encompass　a　local　graveyard　and　run　it　as　a　large　communal　grave－

yard．　Most　of　these　were　established　as　graveyards　by　the　middle　of　the　Medieval　period，　and

during　the　second　ha正f　of　the　same　period　the　erection　of　gravestones　that　were　five－tiered　stone

monuments　that　symbolized　the　five　main　elements（earth，　water，　fire，　wind　and　air）of　esoteric

Buddhism　became　common．　It　is　assumed　that　some　time　after　the　beginning　of　the　Early　Mod－

ern　period，　these　communal　graveyards　were　divided　into　separate　graveyards　fOr　each　of　the

villages　and　that　in　the　early　stage　of　that　period　the　adoption　of　a　dual　grave　system　became

common　whereby　a　distinction　was　made　between　the　burial　area　where　the　remains　of　the

dead　were　buried　and　the　gravestone　area．　Still，　it　is　no　easy　task　to　locate　materials　for　examin－

ing　the　way　in　which　these　graveyards　were　used　during　the　Medieval　period．

　　　In　contrast，　in　the　Uda　district　in　the　southeast　of　the　Nara　basin　it　is　normal　even　today　fbr

graveyards　to　be　operated　in　the　earlier　form　of　a　communal　graveyard，　and　until　very　recently

the　dual　grave　system　was　customary．　There　are　many　examples　of　archeological　surveys　of　me－

dieval　graveyards　in　this　region，　which　have　shown　that　a　single　grave　system　had　been　adopted

whereby　remains　were　either　cremated　or　buried　and　a　gravestone　erected　over　the　site．　It　is

believed　that　these　were　family　burial　plots　of　the　samurai　class　and　that　they　disappeared　with

the　rise　to　power　of　the　Toyotomi　regime．　However，　nearly　all　the　graveyards　that　are　in　opera－

tion　in　the　region　today　were　established　during　the　Early　Modern　period，　so　that　virtually　no

graveyards　that　continued　operating　from　the　Medieval　period　into　the　Early　Modern　period　can

be　fOund．　In　other　words，　a　huge　change　took　place　in　the　Uda　region　as　the　family　graves　of　the

samurai　class　from　the　Medieval　period　came　to　be　replaced　by　graveyards　that　served　local　vil－

lages．
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　　Communal　graveyards　in　the　Nara　basin　area　differ　from　the　medieval　graveyards　of　Uda　in

that　by　the　Medieval　period　they　were　already　local　communal　graveyards．　This　probably　is　due

to　the　creation　of　communal　graveyards　that　came　about　with　the　systemization　of　funeral　serv－

ices　as　a　result　of　efforts　by　priests　of　the　Buddhist　Ritsu　Sect　around　the　13th　century　centered

on　local　burial　grounds　thought　to　have　been　established　during　the　Heian　period．　It　is　believed

that　these　later　became　local　graveyards　that　were　a　fundamental　structural　unit　of　Early　Mod－

ern　villages　that　became　established　under　a　new　system　of　control．　Even　though　both　the　Nara

basin　area　and　Uda　underwent　a　huge　change　over　to　the　dual　grave　system　from　the　single

grave　system　around　the　beginning　of　the　Early　Modern　period，　this　can　only　be　the　product　of

acontradiction　that　was　created　by　the　disposal　of　remains　being　taken　care　of　in　the　village

while　gravestones　for　worshipping　ancestors　were　built　at　family　homes．

　　　As　seen　by　the　above，　the　appearance　of　graveyards　itself　was　subject　to　huge　change　in

Yamato　from　the　Medieval　period　to　the　Early　Modern　period．　In　conclusion，　this　paper　argues

that　these　huge　changes　were　caused　by　the　complex　interaction　of　factors　related　to　religion

and　folk　beliefs，　social　factors　that　saw　a　huge　social　change　occur　when　groups　based　on　blood

ties　were　replaced　by　groups　based　on　residence　and　the　establishment　of　the　Ie　system，　as　well

as　political　factors　in　which　the　formation　of　the　regime　in　the　Early　Modern　period　was　accom－

panied　by　the　establishment　of　villages．
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