
根
を
支
え
る
形
態
の
も
の
が
主
流
で
、
平
面
型
は
長
方
形
と
な
っ
て
、
柱

の
外
側
の
壁
際
に
ベ
ッ
ド
状
遺
構
と
呼
ば
れ
る
一
段
高
い
施
設
を
伴
う
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
中
央
部
に
炉
跡
が
位
置
す
る
（
図
２
―
９９
・

１
）。
ほ
ど
な
く
、
柱
が
四
本
の
も
の
が
現
れ
、
ベ
ッ
ド
状
遺
構
の
配
置

も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
が
、
炉
跡
の
位
置
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
（
同
・

２
）。
こ
の
変
化
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
二
本
柱
に
比
べ
て
四
本

柱
の
ほ
う
が
よ
り
広
い
空
間
を
確
保
で
き
る
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
以

降
の
住
居
跡
は
す
べ
て
四
本
柱
と
な
る
。

そ
し
て
、
五
世
紀
後
半
ま
で
に
は
住
居
跡
の
北
あ
る
い
は
西
の
壁
に
粘

土
な
ど
を
使
用
し
て
造
り
付
け
た
カ
マ
ド
が
普
及
す
る
（
同
・
３
）。
カ

マ
ド
も
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
新
し
い
技
術
の
一
つ
で
、
炉
に
比
べ
て

熱
効
率
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
食
生
活
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら

し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
我
が
国
で
の
カ
マ
ド
の
初
現
は
福
岡
市

西
新
町
遺
跡
で
、
古
墳
時
代
初
期
の
三
世
紀
に
遡
る
（
同
・
４
）。
朝
鮮

半
島
系
や
山
陰
地
方
系
の
土
器
を
多
く
出
土
す
る
特
殊
な
遺
跡
で
、
交
易

の
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
い
ち
早
く
カ
マ
ド
の
技
術
が
導

入
さ
れ
た
こ
と
も
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
（
福
岡
県
教
委
「
西
新
町
遺
跡

Ⅱ
」『
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
五
四
集
、
二
〇
〇
〇
な
ど
）。

時
と
し
て
、
カ
マ
ド
か
ら
延
び
た
帯
状
の
粘
土
が
壁
に
沿
っ
て
張
り
付

い
た
も
の
が
見
ら
れ
、
オ
ン
ド
ル
状
遺
構
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
同
・
３
）
。

カ
マ
ド
で
生
じ
る
暖
か
い
空
気
を
粘
土
で
作
っ
た
パ
イ
プ
状
の
施
設
に
取

り
込
ん
で
暖
房
な
ど
に
再
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
名
前
の
と
お
り
、
朝
鮮
半
島
の
暖
房
施
設
を
意
識
し
て
の
命
名
で
あ

り
、
こ
の
種
の
住
居
跡
に
居
住
し
た
人
々
は
渡
来
人
に
関
わ
る
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
京
築
地
域
で
は
新
吉
富
村
や
椎
田
町
、
豊
前
市
な
ど
で
五
〜

六
世
紀
の
こ
の
種
の
住
居
跡
が
比
較
的
多
く
発
見
さ
れ
て
い
て
、
注
目
す

べ
き
状
況
に
あ
る
。

二

古
墳
時
代
の
服
飾

当
時
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
衣
装
を
ま
と
い
、
装
飾
品
を
身
に
つ
け
て

い
た
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
造
形
が
見
ら
れ
る
人
物
埴
輪
が
一
等
の
資
料
で
あ

り
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
装
飾
品
も
実
物
を
窺
い
知
る
遺
物
で
あ
る
。

人
物
埴
輪
は
五
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
現
れ
る
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
そ

こ
に
表
現
さ
れ
る
姿
が
年
代
的
に
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
も
の
か
定
か
で
は
な

い
。
ま
た
、
豪
族
の
墳
墓
で
あ
る
古
墳
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
性
格
か

ら
、
各
階
層
を
網
羅
的
に
造
形
し
て
い
る
と
も
限
ら
な
い
。
農
夫
像
が
あ

る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
般
的
な
農
夫
な
の
か
、
あ
る
い
は
指
導
的
地

位
に
あ
る
農
夫
で
あ
る
の
か
は
即
断
で
き
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
。
し

か
し
、
最
良
の
資
料
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

き
ぬ

男
性
の
場
合
は
上
半
身
の
衣
（『
記
紀
』
に
よ
る
名
称
、
以
下
同
）、
下

は
か
ま

半
身
の
褌
か
ら
な
る
。
衣
は
前
面
で
左
ま
え
に
合
わ
せ
て
上
下
二
か
所
を

紐
で
留
め
、
褌
は
太
い
ズ
ボ
ン
で
膝
下
を
や
は
り
紐
で
縛
る
。
女
性
の
場

も

合
は
男
性
と
同
じ
よ
う
な
衣
と
長
い
ス
カ
ー
ト
の
よ
う
な
裳
の
組
合
せ
と

な
る
。
巫
女
と
思
わ
れ
る
埴
輪
で
は
袈
裟
の
よ
う
に
右
肩
か
ら
左
脇
へ
布
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を
巻
い
た
も
の
も
あ
る
。

人
物
埴
輪
で
は
耳
・
首
・
手
首
・
足
首
の
腰
の
ベ
ル
ト

に
玉
飾
り
な
ど
を
表
現
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
実
際
に
古

墳
か
ら
出
土
す
る
玉
は
材
質
・
形
状
に
よ
っ
て
多
く
の
種

類
が
あ
り
、
硬
玉
（
翡
翠
）
や
碧
玉
と
い
っ
た
緑
色
の
材

質
が
特
に
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
半
島
と

の
交
流
が
活
発
化
し
て
後
は
金
・
銀
・
金
銅
・
銅
な
ど
の

金
属
製
品
も
一
部
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
小
林
行

雄
『
日
本
考
古
学
概
説
』
一
九
五
一
）。

三

生
産
の
様
相

鉄
の
生
産

前
に
み
た
よ
う
に
、
古
墳
時
代
に
な
っ

て
、
古
墳
や
各
種
遺
跡
か
ら
出
土
す
る

鉄
製
品
の
量
は
弥
生
時
代
に
比
べ
て
飛
躍
的
に
増
加
し

た
。
そ
し
て
、
五
世
紀
代
に
な
る
と
更
に
大
量
の
武
器
・
武
具
・
農
工
具

と
い
っ
た
鉄
製
品
が
一
つ
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か

し
、
ま
だ
国
内
で
は
鉄
の
生
産
を
行
っ
た
痕
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

他
方
で
、
鉄
素
材
と
い
わ
れ
る
鉄
�
が
主
と
し
て
五
世
紀
代
の
遺
跡
か
ら

発
見
さ
れ
、
六
世
紀
前
半
に
は
減
少
す
る
こ
と
、
鉄
生
産
に
必
要
な
高
温

状
態
を
作
り
、
維
持
す
る
と
い
う
技
術
的
に
共
通
す
る
須
恵
器
焼
成
技
術

が
五
世
紀
前
半
ま
で
に
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
全
国
的
に
拡
散
す
る
の

は
同
後
半
ご
ろ
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
五
世
紀
前
半
〜
中
葉
に
古
墳
へ
の

鉄
製
鍛
冶
具
の
副
葬
が
顕
著
と
な
り
、
鉄
需
要
の
増
加
が
推
測
さ
れ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
我
が
国
で
の
鉄
生
産
は
五
世
紀
後
半
〜
六
世
紀
前
半
ご
ろ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
潮
「
鉄
の
生
産
―
五
世
紀
の
鉄
素
材
の
供
給
地
を

巡
っ
て
―
」『
五
世
紀
の
北
九
州
―
�
倭
の
五
王
�
時
代
の
国
際
交
流
―
』
一

九
八
九
）。

六
・
七
世
紀
代
に
使
用
さ
れ
た
製
鉄
炉
は
長
さ
一
㍍
弱
の
長
方
形
を
呈

ふ
い
ご

し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
中
に
木
炭
・
砂
鉄
を
入
れ
て
燃
や
し
、
鞴
で

送
風
し
て
精
錬
作
業
を
行
っ
た
。
西
洋
の
製
鉄
法
が
導
入
さ
れ
た
明
治
以

図２―１００ 人物埴輪に見る古墳時代の服飾
（小林行雄前掲書より、一部改変）
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