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下し

も

の
空そ

ら

古
墳
復
元
作
業
を
追
う

古
代
の
匠

た

く

み

に
挑い

ど

む
「
古
墳
こ
ふ
ん

時
代
の
石
棺
せ
っ
か
ん

を
自
分
た
ち
の
手
で
復
元
し
て
み
よ
う
」。
八
束
や
つ
か

郡
宍
道
し
ん
じ

町
の
石
工
い
し
く

さ
ん
た
ち
が
集
ま
っ
て
そ
ん
な
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た

の
は
、
一
九
九
二
年
春
の
こ
と
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
使
う
石
は
、
地
元
の
石
・
来
待
石

き
ま
ち
い
し

で
す
。
一
九
九
二
年
秋
か
ら
具
体
的
な
検
討
に
は
い
り
、

復
元
作
業
は
一
九
九
三
年
一
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

い
く
つ
か
の
候
補
の
中
か
ら
、
宍
道
し
ん
じ

町
下し
も

の
空そ
ら

古
墳
の
石
棺
式
石
室

せ
っ
か
ん
し
き
せ
き
し
つ

を
復
元
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
下
の
空
古
墳
に
は
す
で
に
石
室
を

お
お
っ
て
い
る
盛
り
土
は
な
く
、
石
室
も
バ
ラ
バ
ラ
に
解
体
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
れ
が
逆
に
、
復
元
す
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
得

る
う
え
で
好
都
合
で
し
た
。

復
元
す
る
大
き
さ
は
実
物
の
三
分
の
二
。
石
工
さ
ん
た
ち
は
ま
ず
、

造
り
方
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
取
り
か
か
り
ま
し
た
。「
工
具
は
何
を

使
っ
た
の
か
？
」

石
工
さ
ん
た
ち
の
厳
し
い
目
が
、
古
代
の
匠

た
く
み
の
技

に
迫せ
ま

っ
て
い
き
ま
す
。

石
を
切
り
出
す

石
室
に
使
用
し
た
石
材
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
古
墳
時
代
に
は
ま
だ
キ
リ
ヌ
キ
（
矢
穴
や
あ
な

）
技
法
は
開
発
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
石
材
は
、「
玉
石
た
ま
い
し

」
と
呼
ば
れ
る
石
の
塊
か
た
ま
りを
使

用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
石
室
に
使
わ
れ
て
い
る
板
石
は
、
露
頭
ろ
と
う

か
ら
は
が
れ
落
ち
た
板

状
の
来
待
石
を
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
作
業
で
も
、
玉
石

二
個
を
割
っ
て
用
い
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

側
壁

そ

く

へ

き

・
奥
壁

お

く

へ

き

・
玄
門
部

げ

ん

も

ん

ぶ

・
床
石

ゆ

か

い

し

を
造
る

側
壁
・
奥
壁
は
玉
石
を
、
玄
門
部
（
閉
塞
石

へ
い
そ
く
せ
き
を
は
め
る
外
ワ
ク
の
部
分
）

は
残
り
の
玉
石
を
使
い
ま
し
た
。
床
石
は
一
枚
の
大
き
な
板
で
す
が
、
玉
石

を
利
用
し
た
か
、
石
山
な
ど
で
見
ら
れ
る
板
石
状
の
石
材
を
利
用
し
た
か
の

ど
ち
ら
か
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
の
部
分
も
石
材
の
余
分
な
所
を
ゲ
ン
ノ
ウ

と
矢
を
使
っ
て
落
と
し
、
マ
サ
カ
リ
や
ツ
ル
ハ
シ
で
粗あ
ら

削
り
し
ま
す
。
そ
し

て
組
み
合
わ
せ
部
分
と
接
合
面
を
チ
ョ
ウ
ノ
ウ
で
仕
上
げ
ま
す
。

天
井
石
を
造
る

天
井
部
分
の
内
面
は
、
マ
サ
カ
リ
・
ツ
ル
ハ
シ
で
粗
削
り
し
、
チ
ョ

ウ
ノ
ウ
を
使
っ
て
仕
上
げ
、
接
合
面
は
ツ
ル
ハ
シ
・
チ
ョ
ウ
ノ
ウ
で
平

ら
に
し
ま
す
。
外
面
は
、
屋
根
形
に
削
り
出
し
ま
す
。

ナ
ゾ
の
レ
リ
ー
フ
を
刻
む

石
室
の
閉
塞
石

へ
い
そ
く
せ
き

（
墓
穴
は
か
あ
な

の
フ
タ
を
す
る
石
）
に
レ
リ
ー
フ
を
刻
む
の

は
、
技
術
を
要
す
る
細
か
い
作
業
で
す
。
チ
ョ
ウ
ノ
ウ
と
ノ
ミ
、
コ
ヅ

チ
を
使
い
、
慎
重
に
削
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
レ
リ
ー
フ
は
二
枚
の
扉

に
「
か
ん
ぬ
き
」
が
か
か
っ
た
形
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
遠

く
肥
後
ひ

ご

（
現
在
の
熊
本
県
）
か
ら
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
レ
リ
ー
フ
の
あ
る
閉
塞
石
は
、
宍
道
町
の
伊
賀
見

い

が

み

１
号
墳
や
松
江
ま
つ
え

市
の
北
小
原

き
た
こ
は
ら

１
号
横
穴
墓
な
ど
、
来
待
石
で
造
ら
れ
た
古
墳
に
多
く
見

ら
れ
ま
す
。

石
を
組
む

各
部
分
が
で
き
上
が
り
、
い
よ
い
よ
組
立
作
業
で
す
。
各
部
材
を
組

み
立
て
る
順
番
に
つ
い
て
は
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
奥
壁
〜
床
石
〜
玄
門

部
〜
側
壁
〜
天
井
の
順
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
組
み
立
て

作
業
の
最
後
に
当
た
る
閉
塞
石
は
一
九
九
三
年
三
月
二
七
日
に
開
か
れ

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
石
と
ひ
と
」
の
場
で
、
は
め
こ
ま
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

一
九
九
三
年
三
月
二
七
日
、
来
待
き
ま
ち

ス
ト
ー
ン
予
定
地
で
、
石
室
の
閉
塞

石
が
は
め
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
瞬
間
、
延
べ
三
カ
月
に
も
お
よ
ん
だ

復
元
作
業
は
終
り
を
告
げ
た
の
で
す
。

※
く
わ
し
い
復
元
作
業
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
宍
道
町
ふ
る
さ
と
文
庫
８
『
石
と
人
』
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

温
泉
の
町
と
し
て
有
名
な
、
邇
摩
に

ま

郡
温
泉
津

ゆ

の

つ

町
。
こ
の
町
の
西
端
に
位
置
す
る
福
光
は
、
良
質
な
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん
で
あ
る
「
福
光
石
」
を
産
出
し
、
た

く
さ
ん
の
石
工
に
よ
り
栄
え
ま
し
た
。
こ
の
福
光
を
支
え
た
石
工
集
団
が
、
坪
内
平
七

つ
ぼ
う
ち
へ
い
し
ち

を
頂
点
と
す
る
一
門
い
ち
も
ん

で
す
。

坪
内
平
七
一
門
の
作
品
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
田
お
お
だ

市
大
森
お
お
も
り

町
の
石
見
銀
山

い
わ
み
ぎ
ん
ざ
ん

に
あ
る
五
百
羅
漢

ご
ひ
ゃ
く
ら
か
ん

像
で
し
ょ
う
。
二
つ
の
石
窟
せ
っ
く
つ

の
中

に
座
像
五
〇
〇
体
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
石
像
の
表
情
一
つ
ひ
と
つ
が
実
に
豊
か
に
造
ら
れ
て
い
て
、
見
る
人
に
何
か
を
語
り
か

け
て
く
る
よ
う
で
す
。

そ
の
ほ
か
福
光
石
を
使
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
五
輪
塔

ご
り
ん
と
う

や
宝
篋
印
塔

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う
な
ど
の
墓
塔
や
供
養
塔

く
よ
う
と
う

が
数
多
く
造
ら
れ
ま
し
た
。
歴
代
の
銀
山
奉
行
ぶ
ぎ
ょ
う

の

墓
塔
も
、
福
光
石
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

福
光
石
は
現
在
も
切
り
出
さ
れ
、
建
築
材
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

石
見
の
福
光
石

ふ

く

み

つ

い

し

こ
の
巻
に
紹
介
し
た
以
外
に
も
県
内
で
は
い
ろ
い
ろ
な
石
が
切
り
出

さ
れ
、
私
た
ち
の
生
活
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
町
に
も
石
切
場
が
な
い
か
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
町
に
も
あ
る
？

石
切
場

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

来
待
ス
ト
ー
ン

来
待
石
採
石
場
跡
地
を
利
用
し
て
作
っ
た
公
園
で
す
。
博
物
館
や
工

房
・
採
石
場
跡
な
ど
あ
り
、
見
て
触
れ
て
、
体
験
で
き
る
公
園
で
す
。

展
示
室
に
は
来
待
石
の
歴
史
、
技
術
な
ど
石
と
人
の
関
わ
り
が
わ
か
る

よ
う
に
実
物
資
料
や
写
真
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

入
館
料
　
大
人
３
０
０
円
　
小
・
中
学
生
１
５
０
円
（
月
曜
休
館
）

工
房
体
験
料
　
大
人
１
５
０
０
円
　
小
・
中
学
生
１
０
０
０
円
（
要
予

約
）

安部谷の石の露頭
（古代に切り出した跡か？）（松江市大草町）

荒島の石切場（最近切り出した跡）
（安来市荒島町）

宝篋印塔（大田市大森町） 龍昌寺跡の宝篋印塔

五百羅漢像

福光本山石山東丁場

出来上がり（実物の2／3）

閉塞石のレリーフを刻む

天井石を造る

奥壁・側壁を造る

下の空古墳の現状
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