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滝
子（
山
の
畑
）キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
古
墳

名
古
屋
市
立
大
学
滝
子（
山
の
畑
）キ
ャ

ン
パ
ス
を
東
側
の
門
か
ら
入
っ
て
い
く

と
、
う
っ
そ
う
と
し
た
小
さ
な
森
が
目
に

入
る
。
少
し
前
ま
で
か
な
り
の
樹
木
が
生

い
茂
り
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
感
じ
が
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
八
高
古

墳
、「
八
高
」
の
名
は
か
つ
て
こ
の
地
に

あ
っ
た
旧
制
第
八
高
等
学
校
の
名
残
で

あ
る
。

こ
の
古
墳
は
、
元
々
は
前
方
後
円
墳

だ
っ
た
が
、前
方
部
が
削
ら
れ
、現
在
残
っ

て
い
る
長
さ
約
四
五
ｍ
ほ
ど
の
高
ま
り
は

後
円
部
を
主
と
す
る
古
墳
の
一
部
に
す
ぎ

な
い
。
戦
後
す
ぐ
の
航
空
写
真
の
検
討
な

ど
か
ら
、
本
来
は
七
〇
ｍ
ほ
ど
の
大
き
さ

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
古
墳
の
西
側
に
あ
る
広
場
ま
で

墳
丘
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、

七
〇
ｍ
ほ
ど
の
前
方
後
円
墳
で
あ
れ
ば
そ

の
周
り
に
は
周
濠
が
巡
る
こ
と
が
通
例
で

あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
外
側
ま
で
古
墳
の
範

囲
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
古
墳
で
は
、
一
九
八
九
年
に
食
堂

棟
の
建
設
に
と
も
な
い
名
古
屋
市
教
育
委

員
会
に
よ
り
周
濠
の
可
能
性
が
あ
る
地
点

の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
周
濠
の
痕

跡
は
発
見
で
き
ず
、
周
濠
に
つ
い
て
の
情

報
は
未
確
定
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
調
査
で
埴
輪
の
破
片
が

出
土
し
た
。
埴
輪
と
い
え
ば
人
物
埴
輪
を

思
い
起
こ
す
人
が
多
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
出
土
す
る
物
で
多
い
の
は
筒
形
の
円

筒
埴
輪
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
古
墳
の
周
り

に
何
本
も
立
て
て
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
八

高
古
墳
で
は
、小
さ
な
破
片
で
は
あ
る
が
、

円
筒
埴
輪
の
ほ
か
、
家
形
埴
輪
、
壺
形
埴

輪
、
蓋
形
埴
輪
な
ど
の
形
象
埴
輪
も
出
土

し
て
い
る
（
見
晴
台
考
古
資
料
館
蔵
）。

こ
れ
ら
の
埴
輪
の
特
長
か
ら
、
古
墳
が
四

世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
初
め
頃
に
造
ら
れ

た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

残
念
な
が
ら
、
人
が
葬
ら
れ
た
埋
葬
施

設
に
関
わ
る
情
報
は
な
い
が
、
今
か
ら

一
六
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
こ
の
地
に
七
〇
ｍ

ほ
ど
の
大
き
な
古
墳
を
つ
く
り
、
埴
輪

を
立
て
並
べ
た
首
長
が
存
在
し
た
の
で

あ
る
。

さ
て
、
滝
子
（
山
の
畑
）
キ
ャ
ン
パ
ス

に
は
八
高
古
墳
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
つ

古
墳
が
あ
る
。
八
高
古
墳
の
北
、
体
育
館

の
南
に
あ
る
高
ま
り
が
、八
高
二
号
墳（
別

名
、
剣
个
森
古
墳
）
で
あ
る
。
現
状
で
約

三
〇
ｍ
ほ
ど
の
円
墳
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。こ

の
古
墳
は
、
二
〇
〇
九
年
に
名
古
屋

市
立
大
学
の
依
頼
に
よ
り
、
名
古
屋
市
教

育
委
員
会
で
範
囲
確
認
の
た
め
の
試
掘
調

査
を
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
一
日
だ
け
の

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
な
ど
が
な
い
隙
間
を
縫
っ

た
狭
い
範
囲
で
行
っ
た
簡
易
な
調
査
だ

が
、
現
在
の
高
ま
り
の
南
側
で
周
濠
と
考

え
ら
れ
る
溝
状
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。

た
だ
、
他
の
地
点
で
は
明
確
な
痕
跡
を
検

出
で
き
ず
、
埴
輪
な
ど
も
こ
の
調
査
で
は

出
土
し
な
か
っ
た
た
め
、
古
墳
の
規
模
や

時
期
を
確
定
で
き
て
い
な
い
。

大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
古
墳

名
古
屋
市
博
物
館
学
芸
員　
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大
学
周
辺
の
古
墳

実
は
市
立
大
学
周
辺
に
は
こ
の
他
に
も

古
墳
が
あ
る
。

ま
ず
、
現
在
の
名
古
屋
経
済
大
学
付
属

高
蔵
高
等
学
校
の
敷
地
に
あ
っ
た
の
が
、

高
田
古
墳
。
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
に
工
事
に

よ
り
消
滅
し
て
い
る
。
名
古
屋
大
学
に
よ

る
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
墳
丘
長
約
八
七

ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
、
周
濠
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
埋
葬
施
設
も
調
査
さ
れ
、
木
棺

を
粘
土
で
覆
っ
た
粘
土
槨
が
発
見
さ
れ
た

が
、
既
に
盗
掘
を
う
け
、
鉄
剣
片
と
不
明

鉄
器
片
が
出
土
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
埴

輪
は
円
筒
埴
輪
、
朝
顔
形
埴
輪
、
盾
形
埴

輪
が
あ
り
、
そ
の
形
態
か
ら
五
世
紀
前
半

の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
高
田
古
墳
周
辺
に
は
、
小
規
模
な

古
墳（
高
田
二
～
五
号
墳
）が
あ
る
が
、
須

恵
器
な
ど
七
世
紀
頃
の
焼
き
物
が
出
土
し

た
古
墳
も
あ
り
、
高
田
古
墳
と
は
時
期
が

異
な
る
古
墳
群
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
名
古
屋
女
子
大
学
の
東
に
あ
る

村
上
神
社
境
内
に
は
、
村
上
お
ど
り
山
古

墳
が
あ
る
。
直
径
約
四
〇
ｍ
の
円
墳
で
、

周
囲
に
幅
一
〇
ｍ
ほ
ど
の
周
濠
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
埴
輪
の
極
小
さ
な
破
片
が
採

集
さ
れ
て
い
る
（
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
）

が
、
時
期
や
特
徴
を
決
め
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
大
学
周
辺
に
は
い
く
つ

か
の
古
墳
が
あ
る
。
特
に
、
八
高
古
墳
、

高
田
古
墳
は
七
〇
ｍ
を
こ
え
る
前
方
後
円

墳
で
あ
り
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半

に
か
け
て
あ
い
つ
い
で
造
ら
れ
た
首
長
墓

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
は
、
こ
の
地
に

有
力
な
首
長
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

大
学
が
立
地
す
る
周
辺
は「
瑞
穂
台
地
」

と
呼
ば
れ
る
台
地
で
、
古

墳
時
代
に
は
海
岸
線
が
今

よ
り
も
迫
っ
て
お
り
、
熱

田
台
地
と
と
も
に
二
股
状

に
伊
勢
湾
に
臨
む
地
で

あ
っ
た
。
五
世
紀
か
ら
六

世
紀
に
は
大
型
前
方
後
円

墳
で
あ
る
断
夫
山
古
墳
な

ど
が
造
営
さ
れ
た
熱
田
台

地
が
盛
行
す
る
が
、
そ
の

少
し
前
に
瑞
穂
台
地
が
隆

盛
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
伊
勢
湾
に
繋
が
る
交
通
路
と
し

て
、
行
き
交
う
人
々
や
文
物
を
掌
握
し
た

人
物
が
い
た
の
か
も
し
な
い
。
そ
う
し
た

人
物
が
、
八
高
古
墳
や
高
田
古
墳
の
被
葬

者
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
学
と
古
墳

古
墳
の
何
が
良
い
か
と
い
う
と
、
現
地

で
そ
の
大
き
さ
や
高
さ
な
ど
が
体
感
で
き

る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
造
ら
れ
た

当
時
と
は
姿
を
変
え
て
い
る
が
、
そ
の
姿

を
想
像
す
る
こ
と
は
至
福
の
時
と
も
言

え
る
。

幸
い
に
も
市
立
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内

の
古
墳
は
姿
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
通

学
時
に
寄
り
道
し
た
り
、
合
間
に
散
歩
し

て
ま
わ
れ
る
範
囲
に
古
墳
が
ま
だ
残
っ
て

い
る
。
な
に
よ
り
、
古
墳
時
代
の
出
土
品

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
博
物
館
が
あ
る
。

実
物
資
料
を
見
な
が
ら
、
古
墳
や
そ
れ
が

造
ら
れ
た
時
代
と
い
う
異
空
間
に
想
像
を

め
ぐ
ら
せ
る
と
い
う
経
験
も
学
生
時
代
に

は
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

高
田
古
墳
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
お

り
、
八
高
古
墳
が
こ
の
地
の
歴
史
を
考
え

る
上
で
重
要
な
歴
史
遺
産
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
以
上
墳
丘
が
傷
つ

け
ら
れ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
人
々
が
何
気
な
く
見
や
す
い
よ
う

に
環
境
整
備
さ
れ
れ
ば
よ
り
良
い
と
思

う
。

八高古墳出土埴輪
(見晴台考古資料館蔵 )
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普
段
、
勤
務
先
の
博
物
館
で
も
市
民
の

方
を
対
象
に
、
様
々
な
講
義
を
お
こ
な
う

こ
と
が
あ
り
、
人
前
で
し
ゃ
べ
る
こ
と
に

は
、
随
分
慣
れ
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
る

が
…
。
大
学
で
の
講
義
を
、
と
い
う
依
頼

は
、
随
分
久
し
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
り
、
我

が
子
の
世
代
（
よ
り
も
も
っ
と
若
い
）
に

果
た
し
て
ど
れ
だ
け
通
用
す
る
の
か
、
い

さ
さ
か
こ
こ
ろ
も
と
な
い
ま
ま
話
を
始
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
社
会
人
聴
講
生
の
方
が
思
い

の
外
に
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
普
段

と
同
じ
よ
う
な
雰
囲
気
で
、
画
像
を
多
用

し
な
が
ら
、
戦
前
・
戦
後
、
絵
葉
書
百
年

の
話
を
「
名
古
屋
の
観
光
」
と
い
う
視
点

で
な
ん
と
か
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

昭
和
二
〇
年
代
生
ま
れ
（
最
後
の
年
で

は
あ
る
が
）
で
あ
る
小
生
に
と
っ
て
、
戦

前
・
戦
後
と
い
う
言
葉
は
、
も
う
身
体
に

刻
み
込
ま
れ
て
離
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
教
室
に
座
っ
て
小
生
の
話

を
聞
い
て
い
る
平
成
生
ま
れ
の
若
者
た
ち

に
と
っ
て
は
、
こ
の
言
葉
は
ど
こ
か
遠
い

世
界
の
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
自
明

の
言
葉
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
…
、
最

近
こ
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。

名
古
屋
生
ま
れ
、
名
古
屋
育
ち
で
は
な

い
小
生
に
と
っ
て
も
、
名
古
屋
駅
は
ツ
イ

ン
タ
ワ
ー
に
生
ま
れ
変
わ
る
前
の
で
ん
と

し
た
姿
が
イ
メ
ー
ジ
に
焼
き
付
い
て
お

り
、
そ
う
し
た
過
去
の
町
の
姿
を
絵
葉
書

で
辿
る
と
き
、
年
配
者
と
若
者
で
は
、
捉

え
方
が
全
く
異
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

年
配
者
の
社
会
人
聴
講
生
の
方
は
、
一

カ
ッ
ト
一
カ
ッ
ト
に
頷
き
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
生
に
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
記

憶
を
た
ど
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
平
成
生
ま
れ
の
若
者
に
と
っ
て
は
、

今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
名
古
屋
の
断
面

を
予
告
な
く
見
せ
つ
け
ら
れ
た
、
と
い
う

の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
名
古

屋
が
こ
ん
な
姿
だ
っ
た
な
ん
て
…
あ
る
意

味
「
新
鮮
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
が
、
そ
こ

に
は
大
い
な
る
と
ま
ど
い
も
多
分
に
含
ま

れ
る
。
自
分
の
知
ら
な
い
名
古
屋
の
姿
を

ど
う
受
け
止
め
る
か
、
を
提
起
し
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
が
絵
葉
書
の
絵
葉

書
た
る
由
縁
と
い
う
か
、
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
の
真
骨
頂
な
の
で
あ
る
。

絵
葉
書
が
、
郵
便
物
と
し
て
正
式
に
日

本
国
内
で
の
通
用
を
認
め
ら
れ
た
の
が
明

治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）、
一
九
世
紀
最

後
の
年
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
絵

葉
書
は
二
〇
世
紀
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
で

あ
る
と
言
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
。

す
で
に
そ
の
当
時
か
ら
コ
ロ
タ
イ
プ
印

刷
と
い
う
今
で
も
美
術
印
刷
と
し
て
十
分

通
用
す
る
精
細
な
印
刷
技
法
を
用
い
た
絵

葉
書
は
、
新
聞
の
挿
絵
写
真
よ
り
も
は
る

か
に
き
め
の
細
か
い
画
像
を
提
供
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
絵
葉
書
の
用

途
を
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。す
な
わ
ち
、

単
な
る
記
念
品
、
土
産
物
に
限
ら
ず
、
イ

ベ
ン
ト
の
記
録
や
主
要
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト

の
宣
伝
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
至
る
と
こ
ろ

で
活
用
さ
れ
、
ま
た
重
大
事
件
の
報
道
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
も
新
聞
以
上
の
役
割
を
果

た
し
た
。

明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
も
、
例

え
ば
、
明
治
天
皇
の
崩
御
と
そ
れ
に
続
く

乃
木
希
典
夫
妻
の
殉
死
事
件
、
第
一
次
世

界
大
戦
の
勃
発
な
ど
な
ど
、
当
時
盛
ん
に

発
行
さ
れ
た
絵
葉
書
は
、
今
で
は
貴
重
な

歴
史
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
名
古
屋
の

ロ
ー
カ
ル
な
出
来
事
と
し
て
も
、
大
正
二

年
に
市
内
の
繁
華
街
に
立
地
し
て
い
た
大

須
旭
廓
（
し
ん
ち
）
で
大
火
が
発
生
し
て

お
り
、
そ
の
焼
け
跡
の
惨
状
が
わ
ざ
わ
ざ

四
枚
組
の
絵
葉
書
と
な
っ
て
い
る
例
が
あ

る
。
こ
れ
は
市
内
に
上
水
道
が
普
及
す
る

以
前
の
出
来
事
で
あ
り
、
お
よ
そ
水
道
の

存
在
し
な
い
時
代
な
ど
、
二
一
世
紀
の
若

者
に
は
ぴ
ん
と
こ
な
い
「
大
昔
」
な
の
で

絵
葉
書
か
ら
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
へ名

古
屋
市
博
物
館
学
芸
員　
　
　
　

　
井
（
い
の
う
え
・
よ
し
ひ
ろ
）

上
善
博
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は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
も
う
一
例
。
不
幸
な
戦
争
の
時

代
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
昭
和
二
〇
年
代
頃
に

名
古
屋
で
発
行
さ
れ
た
一
枚
の
不
思
議
な

絵
葉
書
が
あ
る
。
池
の
中
で
陽
射
し
を
浴

び
な
が
ら
二
頭
の
ゾ
ウ
が
水
浴
び
を
し
て

い
る
光
景
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
こ
れ
は
東

山
公
園
の
上
池
の
よ
う
だ
。
い
ろ
い
ろ
調

べ
た
結
果
、
日
本
国
内
で
唯
一
戦
争
を
生

き
の
び
た
二
頭
の
イ
ン
ド
ゾ
ウ
で
あ
っ

た
。
東
山
公
園
で
は
戦
後
再
び
開
園
し
て

以
後
、
昭
和
三
〇
年
頃
ま
で
園
内
各
所
を

パ
レ
ー
ド
し
て
散
歩
さ
せ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
枚
も
ま
た
、
時
代

の
証
言
者
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
。
平
成
二
一
年

（
二
〇
一
〇
）
の
名
古
屋
開
府
四
〇
〇
年

は
各
所
で
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
た
。
な
か

で
も
鶴
舞
公
園
は
前
年
に
開
園
百
年
を
迎

え
、
公
園
自
体
が
登
録
文
化
財
と
な
っ

た
。
こ
の
公
園
で
は
、
開
園
の
翌
年
（
明

治
四
三
年
）
第
一
〇
回
関
西
府
県
連
合
共

進
会
が
開
か
れ
た
が
、
こ
れ
を
契
機
に
設

置
さ
れ
た
の
が
噴
水
と
奏
楽
堂
（
野
外
音

楽
堂
）
で
あ
る
。
奏
楽
堂
は
昭
和
に
入
っ

て
か
ら
台
風
の
被
害
で
そ
の
景
観
を
大
き

く
変
容
さ
せ
て
し
ま
い
、
長
く
味
気
な
い

陸
屋
根
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
平
成

年
間
に
入
っ
て
、
よ
う
や
く
当
初
の
景
観

に
復
元
さ
れ
た
。
ま
さ
に
絵
葉
書
で
見
る

形
を
、
実
際
に
こ
の
目
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
、
兜
形
と
評
さ
れ
た
ず
ん
ぐ
り
と

し
た
ド
ー
ム
は
銅
板
の
緑
青
が
鮮
や
か
で

あ
り
、
手
摺
り
の
装
飾
に
生
か
さ
れ
た
音

符
が
い
か
に
も
野
外
音
楽
堂
ら
し
さ
を
か

も
し
だ
し
て
い
る
。
百
年
前
の
名
古
屋
人

の
エ
ス
プ
リ
を
見
る
心
地
が
し
て
、
絵
葉

書
と
見
比
べ
な
が
ら
「
時
の
案
内
人
」
と

し
て
の
絵
葉
書
の
豊
か
な
世
界
か
ら
離
れ

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、

現
代
の
若
者
に
は
絵
葉
書
よ
り
も
ポ
ス
ト

カ
ー
ド
と
い
っ
た
方
が
、
よ
り
皮
膚
感
覚

に
近
い
身
体
的
に
こ
な
れ
た
表
現
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
し
。
呼
び
名
が
変

わ
ろ
う
と
も
、
小
さ
な
紙
片
に
広
が
る
宇

宙
は
広
く
ま
た
深
い
の
で
あ
る
。




