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古

墳

時

代

の

年

代

古
墳
時
代
の
は
じ
ま
り
を
紀
元
何
年
か
ら
と
す
る
か
と
い
う
紀
年

の
問
題
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
の

が
現
状
で
あ
る
。
あ
る
者
は
三
世
紀
中
頃
と
し
、
ま
た
あ
る
説
は
三
〇
〇
年
を
遡
り
得
な

い
と
す
る
。
そ
こ

に
は
半
世
紀
も
の
差
が
あ
る
。
い
ず
れ
が
真
に
近

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
古
墳
出
現

の
時
を
も

っ
て
、
古
墳
時
代
と

呼
ぶ
と
し
て
も
、
最
古
の
古
墳
が
ど
れ
な
の
か
、
明
確
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
高
槻
市
域
に
あ

る
古
墳
に
限
定
し

て
、
古
墳

の
出
現
の
年
代
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

古
墳
時
代
と
い
う
の
は
、

一
口
に
い
え
ば
古
墳
が
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
代
の
細
か
い
時
期

区
分

に
つ
い
て
は
従
来
、
研
究
の
主
た
る
対
象
で
あ

っ
た
古
墳
の
特
徴
を
析
出
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
区
分
案
が

つ
く
ら
れ
て
き

た
。
だ
が
、
古
墳
を
つ
く
ら
な
い
前
後
の
時
代
や
地
域
と
の
関
係
を
考
察
す
る
と
な
る
と
、
ま
こ
と
に
や
っ
か
い
な
こ
と
に
な

る
。

の
ぞ
ま
し
い
の
は
、
ど
こ
で
も
、
い
つ
で
も
対
比
で
き
る
材
料
を
基
準
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
求
に

か

な

う

の

は
、
土
器
で
あ
ろ
う
。
古
墳
時
代
に
は
二
系
統

の
土
器
が
あ
る
。

一
つ
は
弥
生
土
器
の
系
統
を
ひ
く
、
赤
褐
色
を
し
た
土
器
で
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第三章　王墓とその時代

「
土
師
器
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
は
、
朝
鮮
半
島
を
通
じ
て
、
新
た
に
古
墳
時
代
に
渡

っ
て
き
た
鼠
色
を
し
た
土
器

で
、

「
須
恵
器
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
須
恵
器
が
い
つ
か
ら
出
現
す
る
か
と
い
う
年
代
の
問
題
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ

れ
は
土
器
の
歴
史
だ
け
に
限

っ
て
み
て
も
、
土
師
器
と
須
恵
器
と
い
う
硬
軟
二
つ
の
土
器
｜
｜

正
し
く
は
土
器
と
陶
器
と
い
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
｜
｜

を
使
う
長
い
歴
史
が
こ
の
あ
と
に
続
く
か
ら
で
あ
る
。

す
え
む
ら

須
恵
器
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
南
部
の
陶
邑
の
窯
跡
を
は
じ
め
と
し
て
、
生
産
址
を
対
象
と
し
て
調
査
が

お
こ
な
わ
れ
、
須

恵
器
の
編
年
体
系
が
田
辺
昭
三
氏
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
は
詳
細
を
極
め
、

一
世
紀
間
に
五
つ
の
型
式
を

設

け

て

い

る
。
だ
が
、
調
査

の
対
象
が
生
産
址
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
共
存
す
る
土
師
器
と
の
関
連
が
明
確
で
な
い
。

一
方
、
土
師
器
に
つ
い
て
は
、
諸
研
究
者
に
よ
っ
て
、
部
分
的
な
編
年
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

一
貫
し
た
編
年
体

系
は
み
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
、
も

っ
と
後

の
時
代
に
な
る
と
、
平
城
宮
跡
な
ど
の
宮
殿

・
官

衙
遺
構
の
あ
る
遺

跡
で
、
木
簡
等

の
文
字
資
料
と
共
伴
す
る
時
期
の
土
器
に
つ
い
て
は
、
確
か
な
年
代
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
局
部
的
で

は
あ
る
が
、
須
恵
器
出
現
前
後
の
、
土
師
器

・
須
恵
器
の
組
成
も
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
須
恵
器
出
現
の
年
代
を
確
定
で
き
る

な
ら
、
そ
の
前
後

の
時
期
に
つ
い
て
、
土
器
に
よ
る
年
代

の
決
定
も
可
能
に
な
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
須
恵
器
は
い
つ
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
は
、
日
本
書
紀
の
雄
略

七
年
条
に
み
え
る

す
え
つ
く
り
べ

陶

部
 
高
貴
を

一
つ
の
目
安
と
し
た
時
期
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
が
須
恵
器
流
入
の
こ
と
を
語

っ
て
い
る
と
し
て
も
、

最
古
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
ま
し
て
、
書
紀
が
記
載
す
る
大
王
の
実
年
代
を
ど
う
解
す
る
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
で

困
難
が
あ
る
。
現
在
、
諸
研
究
者
に
よ

っ
て
、
掲
げ
る
根
拠
は
相
違
し
て
も
、
五
世
紀
の
初
め
と
か
中
頃
と

い
っ
た
具
合
に
、

ほ
ぼ
五
世
紀
の
中
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
は
、
須
恵
器
と
類
縁
関
係
に
あ
る
朝
鮮
半
島
の
新
羅
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焼
土
器
お
よ
び
そ
れ
ら
に
連
な
る
灰
陶
系
土
器
の
相
関
関
係
を

一
つ
の
拠
所
と
し
て
、
須
恵
器
初
現
の
年
代

を
四
三
〇
～
四
四

○
年
頃
と
推
定
し
て
お
こ
う

し

原
口
正
三

「
須
恵
器
の
源
流
を

た
ず
ね
て
」
『古
代
史
発
掘
』
６

た
だ

、

こ
れ

は
あ

る

目
安

に
す

ぎ

な

い
。

と
こ
ろ
で
、
須
恵
器
出
現
前
の
土
師
器
に
関
す
る
編
年
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
柏
原
市
船
橋
遺
跡
の
土
器
組
成
を
出
発
点
と

原

口

・
田
辺

・
田
中
　
佐
原
「
河
内
船
橋
遺
跡
出
土
遺

物
の
研
究

（
２
）
」
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書
⑪

「
大
阪
府
松
原
市
上
田
町
遺
跡
の
調
査
」
大

阪
府
立
島
上
高
等
学
校
研
究
紀
要
復
刊
３

査
委

員
会

弥
生
時
代
後
期
の
編
年
に
用
い
ら
れ
た
大
阪
府
松
原
市
上
田
町
の
資
料

お
よ
び
そ
の
間
に
介
在
す
る
東
大
阪
小
若
江
北
遺
跡
の
資
料

原

口
正
三

坪
井
清
足

『岡
山
県
笠
岡
市
高
島
遺

跡
調
査
報
告
』
岡
山
県
高
島
遺
跡
調

等
を
活
用
し
て
、
上
田
町
Ⅱ
式
か
ら
船
橋
Ｏ
Ⅰ
式
ま
で
の
間
に
四
つ
の
型
式
を
設
定
し
よ
う
と
考
え
る
。

そ
れ
は
、
三
世

紀
末
か
ら
五
世
紀
初
め
ま
で
の
ほ
ぼ

一
二
〇
年
間
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
も
ま
た

一
つ
の
試
案
に
す
ぎ
な

い
。
今
後
な
お
検
討

の
余
地
は
あ
ろ
う
。

さ
て
、そ
こ
で
初
め
の
問
題
に
か
え
ろ
う
。
高
槻
市
域
で
は
、
い
つ
ご
ろ
古
墳
が

つ
く
ら
れ
は
じ
め
た
か
と

い
う
問
題
を
、
土

器
の
も
の
さ
し
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
る
と
、

一
つ
の
手
懸
り
と
し
て
、
弁
天
山
Ｃ
１
号
墳
の
前
方
部
埋
葬
施
設
に
伴

っ
た

土
師
器
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
小
若
江
北
遺
跡
の
土
器
と
近
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
中

の
新
し
い
部
分
に
属
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
だ
と
す
る
と
弁
天
山
Ｃ
１
号
墳
の
年
代
は
、
四
世
紀
の
中
頃
を
遡
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
仮
定
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
な
ら
、
前
方
後
円
墳

の
形
態

・
規
模

・
立
地
等
か
ら
、

Ｃ
１
号
墳
に
先
行
す
る
可
能
性

の
あ
る
二
基

の
古
墳

（弁
天
山

Ｂ
１
号
墳

・
Ａ
１
号
墳
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
首
長
の
在
位
期
間
を
三
〇
年
と
仮
定
し
た
場
合
、
最
も
古
い
と
推
定
す
る
弁
天

山
Ｂ
１
号
墳
の
年
代
は
、
四
世
紀

の
初
頭
を
上
限
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
内
容

の
明
ら
か
で
な

い
古
墳

に

つ
い

て
、
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
、
単
に
想
像
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
今
後
慎
重
に
検
討
す
べ
き
課
題
の

一
つ
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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な
お
、
高
槻
市
域
に
は
、
継
体
陵
に
比
定
さ
れ
る
今
城
塚
古
墳
が
あ
る
。
継
体
天
皇
の
没
年
や
古
墳
築
造

の
幅
を
ど
う
み
る

か
で
、
多
少
年
代
の
と
り
方
は
変
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
三
品
彰
英
氏
の
考
証
に
従
う
と
す
れ
ば
、
五
三
三
年
前
後
に
な

る

三
品
彰
英

「継
体
紀
の
諸
問

題

」
『
日
本
書
紀
研
究
』
２

さ
ら
に
、
も
う

一
つ
加
え
る
べ
き
も
の
に
、
阿
武
山
古
墳
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
も
し
こ
の
被
葬
者
を
藤
原
鎌
足

と
す

る

な

ら
、
そ
の
没
年
六
六
九
年
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
推
測
の
域

に

と
ど
め
て
お
こ
う
。
た
だ
、
古
墳
時
代

の
下
限

の
年
代
を
、
市
域
内
に
限

っ
て
み
た
と
き
、
ほ
ぼ
七
世
紀
中
頃
は

一
つ
の
目
安

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
お
よ
そ
四
世
紀
初
頭
か
ら
七
世
紀
中
頃
ま
で
の
、
ほ
ぼ
三
五
〇
年
間
が
、
高
槻
市
域

内
で
古
墳
が

つ
く
ら
れ
た
時
代
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
下
の
記
述
で
は
、
古
墳
時
代
を
須
恵
器
出
現
の
時
期
を
境
に
、
そ

れ
以
前
を
前
期
、
以
後
を
後
期
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
後
期
に
つ
い
て
は
、
田
辺
昭
三
氏
が
設
定
し
た
、

須
恵
器
の
特
徴
に
よ
る
時
期
区
分

平
安
学
園
考
古
学
ク
ラ
ブ

『陶
邑
古
窯
址
群
Ⅰ
』

に
従

っ
て
、

Ｉ
期
と
Ⅱ
期

の
境
を
五
二
〇
年
頃
、
Ⅱ

期
と
Ⅲ
期

の

を
六
二
〇
年
頃
、
Ⅲ
期
の
終
り
を
六
八
〇
年
頃
と
す
る
。

芥
川
の
西
岸
に
位
置
す
る
南
平
台
は
、
現
在
み
る
よ
う
な
平
坦
な
丘
で
は
な
か

っ
た
。標
高

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

王

墓

の

丘

前
後
の
丘
が
起
伏
を
重
ね
な
が
ら
、
ほ
ぼ
南
北
に
走
り
、
そ
れ
を
脊
梁
部
と
す
る
尾
根
が
幾
筋
も
東

へ
の
び

て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
尾
根
の
間
に
は
深

い
谷
が
東
か
ら
は
い
り
、
谷
筋
に
は
せ
き
と
め
て
つ
く
ら
れ
た
溜
池
が
い
く
つ
か
あ

っ
た
。
脊
梁
部
の
高
い
と
こ
ろ
に
は
、
前
方
後
円
墳
が

つ
く
ら
れ
、
川
西
や
服
部
か
ら
は
、
隆

々
た
る
墳
丘
を
望
む
こ
と
が
で

き
た
。
最
も
高
い
丘
を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
弁
天
山
古
墳

(Ｂ
１
号
墳
)
は
直
径
約
七
〇
メ
ー
ト
ル

・
高

さ
約

一
〇

メ
ー
ト
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ル
の
大
き
な
後
円
部
と
、
そ
の
北

へ
の
び
た
や
や
短

か
い
前
方
部
と
か
ら
な
り
、
そ
の
全
長
は
約

一
〇
〇

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

後
円
部
中
央
に
、
三
角
点
の
標
石
が
設
け
て
あ
り
、
そ
の
高
さ
は
海
抜

一
〇
四
メ
ー
ト
ル
余
で
あ
る
。
現
在

こ
の
古
墳
は
南
平

台
の
住
宅
地
の
西
側
に
、
墳
丘
の
み
が
高
く
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
古
墳
の
南
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
岡
本
山
古
墳

（
Ａ
１
号
墳
)
が
あ
る
。
そ
の
位
置

は
脊
梁
部

の
南
端

に
あ
た
り
、
最
も
平
野
部
に
近
い
。
後
円
部

の
直
径
は
約
七
〇
メ
ー
ト

ル
で
、
頂
部

の
標
高
約
九
二
メ
ー
ト
ル
余
、
そ
の
東

に
前
方
部
が
あ
る
。
全
長
約

一
二
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
名
神
高
速
道
路

と
住
宅
造
成
の
た
め
、
前
方
部
の
大
部
分
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
Ｂ
ｌ
号
墳
の
北
約
三
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
大
蔵
司

西
方
古
墳

(
Ｃ
１
号
墳
)
が
あ

っ
た
。
全
長
約
七
〇

メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
径
四
三
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳

で
、
そ
の
主
軸
の

方
向
は
さ
き
の
Ａ
ｌ
号
墳
と
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
。
後
円
頂
部
の
標
高
は
九
五
メ
ー
ト
ル
余
で
あ
る
。
ゴ
ル
フ
場

の
ク
ラ
ブ

・

ハ
ウ
ス
の
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
が
、
ゴ
ル
フ
場
を
つ
く
る
た
め
姿
を
消
し
て
し
ま

っ
た
。
以
上
三
基
の
前
方
後
円
墳
が
併
立
す
る

様
は
、
ま
こ
と
に
「
王
墓
の
丘
」

の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

っ
た

〔大
阪
府
教
委
「弁
天
山
古

墳
群
の
調
査
」
大
府
報
⑰
〕。

三
つ
の
古
墳
　
さ
て
、

こ
の
三
基
の
前
方
後
円
墳
が
、
同
時

に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
考
え
が
た
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
つ

の
相
互
関
係
　
く
ら
れ
た
時
間
的
前
後
関
係
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
三
基
の
う
ち
、
埋
葬
主
体

の
調
査
さ
れ
た
の

は
Ｃ
ｌ
号
墳
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
埋
葬
主
体
や
副
葬
品
を
比
較
し
て
前
後
関
係
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
古
墳

は
特
定

の
被
葬
者
の
た
め
に
、
自
然
の
山
丘
に
手
を
加
え
て
、
巨
大
な
形
を

つ
く
り
あ
げ
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
つ
く
り
山

が
景
観
的
に
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
立
地
条
件
や
大
き
さ
な
ど
を
比
較
検
討
す
る
な
ら
、
あ
る
程
度
の
手
懸

り
を
得
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
古
墳
を
対
比
し
て
み
よ
う
。

Ｂ
１
号
墳
と
Ａ
１
号
墳

の
後
円
部
の
径
は
と
も
に
、
約
七
〇
メ
ー
ト
ル
、
そ

の
高
さ
は
約

一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ

っ
て
、
そ
の
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図110　 弁天 山古墳群

 

規
模
は
よ
く
似
て
い
る
。
Ｂ
ｌ
号
墳
の
全
長
が
Ａ
１
号
墳
よ
り
短

い
の
は
、
前
者

の
前
方
部
が
地
形
に
制
約
さ
れ
て
短

い
た
め

で
あ
る
。
Ａ
１
号
墳
と
Ｃ
１
号
墳
と
を
比
べ
る
と
、
後
者
は
前
者
の
半
分
の
規
模

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
と
も
に
三
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図111　 三基 の前方後円墳

段
に
築
か
れ
た
前
方
部
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
の
前
面
中
段

の
幅
を
測

っ
て
み
る
と
Ａ
１
号

墳
は
四
二
メ
ー
ト
ル
、
Ｃ
１
号
墳
は
二

一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
三
基

の
古
墳

に
み
る
、
こ
の

よ
う
な
関
係

は
偶
然
生
じ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
三

基

の
問

に
は
、

有
機
的
な
関
連
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
三
基
の
古
墳
の
立
地
条
件
を
比
べ
て
み
る
と
、
Ｂ
１
号
墳

墳
丘
の
属
性

が
最
も
高

い
と
こ
ろ
を
占
め
、
ど
こ
か
ら
で
も
見
え
る
す
ぐ
れ
た
条
件
を

も

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
１
号
墳
は
、
望
見
し
得
る
地
域
が
限
ら
れ
、
三
者
の
中

で
、
最
も
不
利
な
位
置
に
あ
る
。
三
者
間
に
み
ら
れ
る
立
地
上
の
優
劣
は
、
古
墳
を
つ
く
る

場
合
に
、
慎
重
に
選
択
さ
れ
検
討
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、古
墳
そ
の
も
の
が
、

望
見
さ
れ
る
対
象
物
と
し
て
の
性
格
を
、
そ
の
属
性
と
し
て
も

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、
Ｂ
ｌ
号
墳

の
全
長
が
Ａ
１
号
墳
に
比
べ
て
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
短

い
の
は
、
前
方
部
が

短
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
短

い
前
方
部
も
よ
く
み
る
と
、
平
野
に
面
し
た
東
辺
は
長
く
、

反
対
に
奈
佐
原
の
谷
筋
に
あ
た
る
西
辺
は
短
く

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
狭

い
尾
根

の
上
に
方
形

の
前
方
部
を
つ
く
る
た
め
に
、
平
野
に
面
す
る
東
辺
を
殊
更
に
尾
根
筋
に
あ
わ
せ
た
結
果
、

両
辺
が
等
し
く
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
見
え
る
部
分
を
立
派
に
つ
く
ろ
う

と
す
る
意
図
は
、
Ｃ
１
号
墳

の
墳
丘
で
も
み
ら
れ
る
。
墳
丘
表
面
に
葺
か
れ
た
河
原
石
の
葺

石
面
は
、
平
野
か
ら
見
え
る
部
分
は
広
範
に
、
し
か
も
立
派
に
つ
く
ら
れ
て
あ

っ
た
が
、
隠
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れ
る
部
分
で
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
古
墳
の
属
性
に
留
意
し
て
、
立
地
条
件

の
選
択
の
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
先
行
す
る
も
の
が
優
位

な

条

件

を

得
、
後
行
す
る
も
の
ほ
ど
、
選
択
の
条
件
は
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
墳
丘
の
表
面
を
飾
る
埴
輪
に
つ
い

て
み
て
も
、
Ｃ
１
号
墳
に
は
多
量
の
埴
輪
が
認
め
ら
れ
る
の
に
、
Ａ
１

号
墳
で
は
少
量
で
あ
り
、
両
者
の
壷
形
埴
輪
を
比
較
す

る
と
、
Ａ
１

号
墳
の
そ
れ
が
型
式
的

に
先
行
す
る
。
ま
た
、
Ｂ
１

号
墳
に
は
、
全
く
埴
輪
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
後
代
に
埴

輪
の
使
用
が

一
般
化
す
る
傾
向
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
三
古
墳
の
時
間
的
前
後
関
係
は
、
Ｂ
１
号
墳
↓
Ａ
１

号
墳
↓
Ｃ
１

号
墳

の
順
に
つ
く
ら
れ
た
と
推
定

で
き
る
。

さ
き
に
み
た
、
三
基
の
前
方
後
円
墳

の
有
機
的
関
連
を
、
こ
の
よ
う
に
、
時
間
的
に
縦
に
お
き
か
え
て
み
る
と
、
後
行
す
る

古
墳
を
つ
く
る
場
合
に
は
、
先
行
す
る
古
墳
が
構
成
す
る
景
観
上
の
制
約
を
何
程
か
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

三
基
の
古
墳
は
、
い
ず
れ
も
脊
梁
部
か
ら
東

へ
派
生
す
る
尾
根
の
結
節
点
に
つ
く
ら
れ
、
し
か
も
尾
根
上
に
は
、
時
間
的
に
後

続
す
る
円
墳
群
が
尾
根

の
下
手

へ
む
か

っ
て
、
順
次
配
列
さ
れ
る
と
い
う
共
通
性
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
円
墳
群
を
系
譜
的

に
従
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。
前
方
後
門
墳
に
つ
い
て
、
さ
き
に
指
摘
し
た

「
見
ら
れ
る
属
性
」
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
系
譜
的

な
表
出
を
も
そ
の
属
性
と
し
て
も

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尾
根
の
結
節
点
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
単
に
古
墳
築
造
の

技
術
的
側
面
か
ら
の
帰
結
だ
け
で
な
く
、
予
め
そ
う
し
た
系
累
上
の
墳
墓
地
の
選
択
を
も
前
提
と
し
て
い
る
と
な
る
と
、
古
墳

を
生
ん
だ
社
会
、
ひ
い
て
は
被
葬
者
の
性
格

に
も
、
同
じ
よ
う
な
属
性
が
伴

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

前

方

後

円

墳

の

出

現

弥
生
時
代
の
方
形
周
溝
墓
が
、
成
人

・
小
児
を
も
包
摂
す
る
特
定
家
族
の
墓
で
あ
っ
て
、
集
落
の
外
縁
に
つ

く
ら
れ
る
性
質
を
も
ち
、
な
お
、

ム
ラ
の
共
同
墓
地
の
中
に
営
造
さ
れ
た
こ
と
と
比
べ
る
な
ら
、
前
方
後
円
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墳

の
立
地

・
規
模

・
形
態
は
、
歴
然
と
し
た
隔
り
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
弥
生
時
代
後
期

の
後
半
に
は
、
紅
茸
山
遺
跡

の
方
形
周
溝
墓
に
み
る
よ
う
に
、
従
来
溝
を
共
有
し
て
連
接
し
て
つ
く
る
表
現
形
態
は
失
わ
れ
て
き
つ
つ
あ

っ
た
。
そ
し
て
の

ち
に
み
る
よ
う
に
、
以
後
の
時
代
に
あ

っ
て
も
、

ム
ラ
の
共
同
墓
地
は
依
然
、
集
落
の
外
辺
に
あ
り
、
方
形

の
墓
が
併
列
す
る

に
し
て
も
、
も
は
や
溝
を
共
有
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
う
し
た
、
弥
生
時
代
後
期
以
降

の
傾
向
が
、
そ
の
基
底

に
お
い
て
、
変

質
し
つ
つ
あ

っ
た
社
会
の
動
向
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、

か
つ
て
弥
生
時
代

に
成
立
し
た
共
同
墓
地
の
あ
り
方
は
、
依
然
、
古
墳
時
代
に
も
持
続
し
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
截
然
と
し
た
区
分
を
設
け
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
唯

一
者

の
た
め
に
隆
然
た
る
封
土
を
築
き
、
祭
壇
と
み
ら
れ
る
特
殊
な
構
造

物
を
付
加
す
る
形
式
の
墓
が
誕
生
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
突
然
の
出
現
で
あ
り
、
自
然
発
生
的
に
ど
こ
に
で
も
発
生
し
得
る

性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

山
を
削
り
、
土
を
積
み
、
石
を
も

っ
て
外
表
面
を
蔽

い
、
幾
何
学
的
整
斉
な
形
を
つ
く
る
技
術
が
、
は
た
し
て
弥
生
時
代
の

土
木
技
術
か
ら
生
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
さ
き
に
み
た
三
基
の
古
墳

の
形
態
上
の
有
機
的
関
係
に
、
あ
る
種
の
尺
度

や
方
位
の
測
定
な
ど
を
含
む
、
弥
生
時
代
と
は
異
な
っ
た
技
術
体
系
が
介
在
し
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
な
ら
、
前
方
後
円
墳

の

発
生
の
前
提
に
は
、
技
術
体
系
を
も
含
ん
だ
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
流
入
が
あ

っ
た
こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

前
方
後
円
墳
が
、
前
代

の
方
形
周
溝
墓
や
同
時
代
の
共
同
墓
地
の
方
形
墳
と
異
質
で
あ
る
こ
と
は
、
他
に
い
く
つ
も
の
相
違

点
を
あ
げ

て
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、弥
生
時
代
の
墓
の
研
究
が
す
す
め
ば
進
む
ほ
ど
、
両
者
の
相
違
は
大

き
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ

の
最
も
異
な
る
点
は
、
死
者
を
埋
葬
す
る
共
同
墓
地
の

「墓
」
と
処
を
異
に
し
、

し
か
も
巨
大
な
祭

壇
を
付
設
す
る
と
い
う
、
誰
し
も
強
調
す
る
相
違
点
に
こ
そ
、
前
方
後
円
墳
の
特
異
性
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
「墓
」
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で
お
こ
な
わ
れ
た
儀
式
と
は
異
な

っ
た
、
特
殊
な
儀
式
が
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前

方

後

円

墳

の

内

部

い
っ
た
い
、
前
方
後
円
墳
の
被
葬
者
と
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
彼
が
眠

っ
て
い
る
施
設
を
、

弁
天
山
Ｃ
１
号
墳
を
例
に
と
っ
て
、
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

後
円
部
の
、
推
定
直
径
約

一
六
メ
ー
ト
ル
の
墳
頂
部
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
、
墳
丘
の
長
軸
の
方
向
と
五

一
・
五
度
の
角
度

で
斜

交
し
て
、
竪
穴
式
石
室

一
基
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
。
石
室
を
設
け
る
た
め
に
、
墳
丘
築
成
後
、
深
さ
約

一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
に

達
す
る
墓
壙
を
掘
る
。
墓
壙

の
底
の
広
さ
は
、
東
西
の
幅
が
五
メ
ー
ト
ル
前
後
、
南
北
の
長
さ
が

一
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
で
あ

っ

て
、
四
辺
と
も
外
方

へ
い
く
ら
か
張
り
出
し
た
胴
張
り
の
あ
る
長
方
形
で
あ
る
。
壁
面
の
傾
斜
度
は
六
〇
度
内
外
。
平
坦
な
壙

底

の
中
央
に
は
、
南
北
方
向
に
、
長
さ
約

一
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

一
～

一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の

溝
状

の
凹
み
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
の
ち
、
こ
の
部
分
に
木
棺
を
納
置
す
る
た
め
の
用
意
で
あ
る
。
ま
た
壙
底

や
凹
み
溝
の
下
底

面
も
、
被
葬
者
の
足
方
向
に
あ
た
る
南
側
が
、
北
側
よ
り
約
二
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
低
い
こ
と
も
注
意

を
ひ
く
。

竪
穴
式
石
室
の
壁
体
の
構
築
に
先
立

っ
て
、
墓
壙
壁
下
を
め
ぐ
る
排
水
用
の
浅

い
溝
を
掘
り
、
西
南
隅
で
墓
壙
外

へ
抜
け
る

排
水
溝
に
通
じ
る
。
幅
約
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
排
水
溝
中
に
は
拳
大
の
礫
を
つ
め
て
あ
る
。

一
方
、
墓
壙
底
全
面
に
、
厚

さ
約
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
の
粘
土
を
貼
り
、
さ
き
の
木
棺
納
置
用
の
溝
状
凹
み
は
、

こ
と
さ
ら
入
念
に
貼
り
こ
ん
で
あ

っ

た
。
木
棺
は
粘
土
床
に
残
さ
れ
た
圧
痕
か
ら
推
定
し
て
、
長
さ
約
五

・
二
六
メ
ー
ト
ル
、
直
径
約
八
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
内
外

の
割
竹
形
木
棺
で
あ
る
。
そ
の
棺
材
は
被
葬
者
の
頭
辺
に

一
部
残
存
し
て
い
た
も
の
か
ら
、

コ
ウ
ヤ
マ
キ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
被
葬
者
を
収
容
す
る
た
め
に
刳
貫
い
た
木
棺

の
両
端
に
は
、
厚
さ

一
〇
～

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
口
板
が
あ
て
て

あ

っ
た
ら
し
い
。
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こ

の
木

棺

を
囲

む

よ
う

に
、

板

石

を

つ
か

っ
て
、

長

さ
約

六

・
八

メ
ー

ト

ル
、

幅

は
北

側

で

一

・

一
六

メ

ー

ト

ル
、

南

側

で

一

・
○

メ

ー
ト

ル
、

深

さ
約

六
二

セ

ン
チ

メ
ー

ル
以

上

（
推
定
)

の
空

間

を

つ
く

っ
た
。

石
室

の
壁

面

に

は
、
板

石

の
小

口
部

Ⅱ　 考古学 か らみた原始 ・古代 の高槻

図112　 弁天 山 Ｃ １号墳 の内部主体
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を
揃
え
て
平
積
み
に
し
、
約
八
〇
度

の
傾
斜
を
も

っ
て
、
上
方
に
持
送
り
、
石
室
横
断
面
は
あ
た
か
も
台
形

を
呈
す
る
よ
う
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
壁
体
の
内
部
も
平
積
み
に
し
た
板
石
と
そ
の
間
に
つ
め
ら
れ
た
バ
ラ
ス
か
ら
な
り
、
そ

の
上
面
は
壙
壁
に

近
づ
く
に
従

っ
て
低
く
な
る
。
石
室
上
部
は
幾
枚
か
の
厚
い
平
石
を
架
け
並
べ
て
閉
塞
し
、
そ
の
上
面
や
壁
体
の
上
面
を
粘
土

で
被
覆
し
た
の
ち
、
大
き
な
墓
壙
を
埋
戻
し
た
も

の
で
あ
る
。
唯

一
人
の
被
葬
者
の
た
め
に
、
か
く
も
重
厚

な
施
設
を
墳
丘
内

に
設
け
て
あ
る
こ
と
は
、
他
と
区
別
さ
れ
る
特
殊
性

の
最
も
よ
く
表
わ
れ
た
点
で
あ
る
。

被

葬

者
　
　
　
つい
で
、
彼
の
身
辺
に
い
か
な
る
器
物
が
副
え
ら
れ
て
あ
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
長
大
な
木
棺

そ

の
も

の

の

身

辺
　
　
　
が
、
す
で
に
特
異
な
容
器
で
あ
る
が
、
そ
の
材
が
弥
生
時
代
以
来
、
棺
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
コ
ウ
ヤ

マ
キ
で
あ
る
点
は
、
在
来
の
用
材
選
択

の
知
識
を
継
承
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
だ
が
、
棺
内
の
副
葬
品
を
み
る
と
、
俄
然
そ

の
様
相
は

一
変
す
る
。
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
青
銅
製
の
二
神
二
獣
鏡
、
わ
が
国
で
つ
く

っ
た
四
獣
鏡
各

一
面
を
表
を
上
に

し
て
頭
辺
に
お
き
、
し
か
も
中
国
鏡
が
よ
り
頭
に
近
い
位
置
に
お
か
れ
て
あ

っ
た
。
頚
に
は
碧
玉
製
の
管
玉
や
ヒ
ス
イ
製

の
勾

玉
を
連
ね
た
幾
連
も
の
頚
飾
り
が
あ
り
、
頭
辺
の
左
右
に
は
、
碧
玉
製
の
腕
輪
が
計
七
個
あ
っ
た
。
ま
た
足
辺
に
も
三
角
縁
神

ご
う
す

獣
鏡

一
面
、
碧
玉
製

の
腕
輪
二
個
、
太

い
管
玉
を
連
ね
た
玉
飾
り
、
碧
玉
製

の
合
子
や
柄
な
ど
が

一
揃
い
お
い
て
あ

っ
た
。
鏡

に
黒
漆
膜
が
付
着
し
て
い
た
の
は
、
黒
漆
塗
り
の
鏡
函
に
納
め
て
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
棺
内
に
は
朱
が
み
ら
れ
、
頭
辺

一
帯
は

特
に
厚
い
。

　
　

か
ま
　
　
　
　
　
と

う
す
　
　
　
　

や
り
が
ん
な

棺

側

で

は
、
東

側

に
銅
鏃

二
九

本

が

三

個

所

に
、
鉄

刀

一
振

と

と
も

に
副

え

て
あ

り

、
西
側

に

は
、

鉄

製

の
鎌

・
刀

子

・

鉋

の
こ
ぎ
り

各
二
、
鋸

・
刀
各

一
が
あ

っ
た
。
ま
た
棺
の
南
小
口
板
直
下
の
粘
土
床
中
に
、
鉄
製
の
斧
大
小
各

一
、
鎌
大
小
各

一
、
刀
子

一

が
塗
り
こ
め
て
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
棺
内
外

の
副
葬
品
の
あ
り
方
も
ま
た
、
こ
こ
に
納
め
ら
れ
た
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

る
鍵

を
与

え

て
く

れ

る
。

つ

く

り

山

の

つ

く

り

方

被
葬
者
は
単
に
墓
壙
を
掘

っ
て
納
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
修
飾
し
た
円
丘
の
中
心
に
お
か
れ
、
そ
れ
に

付
設
し
て
方
丘
の
祭
壇
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
な
選
地
の

条
件
と
完
成
す
べ
き
前
方
後
円
の

一
組
の
特
異
な
墳
丘
を
構
築
で
き
る
地
形
が
選
ば
れ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
占
の
儀
式
が
あ

っ

た
か
ど
う
か
は
知
る
由
も
な

い
が
、
墳
丘
を
築
く
に
あ
た

っ
て
、
予
め
草
を
焼
い
た
痕
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
墳
丘
の
主
要
部

に
着
手
す
る
際
に
は
、
儀
式
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
後
円
部
前
面
直
下
の
地
山
上
に
、
局
部
的
に
土
師
器
が
見

つ
か
っ
て
い
る
。

円
丘
と
方
丘
の
接
合
部
を
く
び
れ
部
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
部
分
は
両
丘
を
界
す
る
部
位
で
あ
る
だ
け
に
、
入
念

に
削
り
出
し
た
。

削

っ
た
土
は
、
丘
の
形
を
つ
く
る
盛
土
と
し
て
利
用
し
た
。
後
円
部
の
東
側
断
面
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
予
め
円

丘
の
各
段
は
、
ほ
ぼ
計
画
さ
れ
た
高
さ
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
斜
面
の
長
さ
の
比
が
、
上
段

・
中
段

・
下
段
の
そ

れ

ぞ

れ

で
、
三
対
二
対

一
の
割
合
ら
し
い
。
土
を
積
む
に
は
、
ま
ず
ブ

ロ
ッ
ク
Ａ
を
つ
み
、
そ
の
上
縁
は
当
初
に
お

い
て
ほ
ぼ
円
丘
の

外
縁
を
決
定
す
る
。
そ
の
結
果
、
盛
土
の
各
層
は
内
央
に
む
か
っ
て
傾
き
、
摺
鉢
状

の
盛
土
面
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
、
Ｂ
ブ

ロ
ッ
ク
に
み
る
よ
う
に
、
盛
土
斜
面
に
手
を
加
え
て
中
段
に
移
り
、
最
後
に
Ｃ
ブ

ロ
ッ
ク
を
お
く

こ
と
に
よ
っ
て
丘

形
の
盛
土
作
業
を
終

っ
た
。
そ
の
や
り
方
は
前
方
部
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
後
、
河
原
石
を
小
口
積
み
に
し
な
が
ら
、
下
方

か
ら
上
方

へ
葺
石
を
葺
き
あ
げ
、
墳
丘
の
斜
面
を
か
た
め
る
。
そ
の
際
、
各
斜
面
の
下
縁
に
は
、

一
き
わ
大
き
い
根
石
を
配
列

し
、
そ
こ
か
ら
葺
石
を
積
み
あ
げ
、

一
個

一
個
入
念
に
裏
込
め
し
て
い
く
様
は
、
お
ど
ろ
く
べ
き
作
業
で
あ

る
。
こ
う
し
て
で

き
あ
が

っ
た
傾
斜
面
の
下
辺
に
は
、
幅

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
狭

い
平
坦
面
が
で
き
る
。
こ
の
面
に
バ
ラ
ス
を
敷
き
埴
輪
を
配
列

す
る
。
埴
輪
は
墳
丘
部
お
よ
び
上
段
下
辺
に
主
と
し
て
配
列
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
墳
丘
の
荘
厳
と
聖
域
の

253



第三章　王墓とその時代

図113　 弁天 山 Ｃ １号墳の墳丘断面

結
界
で
あ
る
ら
し
い
。

全
長
七
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
規
模
な
前
方
後
円
墳

で
あ

り
、
後
円
部
表
面
の
半
分
が
地
崩
れ
し
て
い
る
た
め
に
鍬
を

入
れ
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
墳
丘
表
面
に
費
し
た
発

掘
調
査
の
た
め
の
延
人
員
は
、
約

一
四
四
〇
人
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
全
調
査
延
人
員
の
約
八
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
相

当

す

る
。こ

の
古
墳
の
盛
土
量
は
約
二
五
〇
〇
立
方

メ
ー
ト
ル

（ち

な
み
に
、
東
大
阪
市
瓜
生
堂
遺
跡
の
弥
生
時
代
中
期
の
方
形
周
溝
墓

の
盛
土
量
は
、
約

一
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
）、
削
土

量

は

約
五
〇
〇
立
方

メ
ー
ト
ル
と
算
定
さ
れ
、
そ
の
割
合
は
五
対

一
で
あ
る
。
墳
丘
部
の
削
土
量
だ
け
で
は
不
足
す
る
た
め
、

周
辺
か
ら
土
を
ま
か
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
墳
丘
の
周
辺
に

平
坦
地
が
で
き
て
い
る
。
全
斜
面
の
表
面
積
約

一
九
〇
〇
平

方

メ
ー
ト
ル
、
葺
石
の
総
量
は
約
三
〇
万
個
、
そ
の
重
量
は

約
四
〇
〇
ト
ン
、
こ
の
ほ
か
に
平
坦
部
や
丘
頂
に
敷
く
バ
ラ

ス
を
加
え
る
な
ら
、
さ
ら
に
数
十
ト
ン
を
要
す
る
。
ま
た
、
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

埴
輪

の
総
数
二
〇
〇
個
以
上
と
推
定
さ
れ
る
。
芥
川
ま
で
の
距
離
五
〇
〇

メ
ー
ト
ル
、
そ
の
比
高
二
〇

メ
ー
ト
ル
の
谷
間

の
小

径
を
、
葺
石
や
バ
ラ
ス
を
背
負
い
、
埴
輪
を
か
つ
い
で
運
ぶ
様
は
、
か
つ
て
の
弥
生
時
代
の
墓
つ
く
り
に
は
見
ら
れ
な

い
光
景

で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
も
ま
た
、
巨
大
な
労
働
力
を

一
身

の
た
め
に
か
り
出
し
得
る
力
を
も

っ
た
唯

一
者
の
姿

を
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

被

葬

者

の
　
　丁
重
に
つ
く
ら
れ
た
施
設
や
華
麗
な
副
葬
品

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
蔵
す
る
巨
大
な
人
工

の
つ
く
り
山
の
構

性

格
　
　
　
　

築
を
み
る
な
ら
、
こ
の
唯

一
の
人
物
が
只
者
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
同
じ
よ
う
な
墓
が
、

市
域

で
集
中
す
る
の
が
、
こ
の
南
平
台

一
帯
で
あ
り
、
十
指
に
も
満
た
な
い
数
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
、

こ
う
し
た
墓
の
被
葬

図114　 弁天 山Ｃ １号墳 の墳丘築 成

1

2

3

地山想定図

地山削土図

復元図
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第三章　王墓とその時代

図115　 弁天山 Ｃ ｌ号墳 の墳丘築成 （想像図）

者
が

一
個
の
ム
ラ
の
首
長
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
ム
ラ
を
地
縁
的
に

結
合
し
た
ク

ニ
と
も
呼
ぶ
べ
き
広
い
地
域
に
勢
力
を
も
ち
、
し
か
も
、多

数
の
人
間
の
労
働
を
自
己

一
人
の
死
後
の
奥
城
の
た
め
に
動
員
し
、
惜

し
げ
も
な
く
、
自
己
の
身
辺
に
財
宝
を
お
く
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
死
後
も
ム
ラ
外
辺
の
共
同
墓
地
に
葬
ら
れ
た
前

代
の
首
長
と
は
、
あ
ま
り
に
も
異
質
で
あ
る
。
彼
が
も
つ
宝
器
の
数

々

を
み
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
祭
祀
を
司
る
特
殊
な
役
割
を
も

っ
た
人
間
を

想
定
で
き
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
を
司
祭
者
と
呼
ぶ
。
し
か
も
、
こ
の

司
祭
者
は
そ
の
財
物
や
力
が
示
す
よ
う
に
、
現
実
に
は
政
治
の
主
導
者

で
も
あ

っ
た
。
彼
の
棺
を
納
置
す
る
粘
土
床
の
中
に
、
鉄
製
の
斧
や
鎌

・
刀
子
が
お
か
れ
て
あ

っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
器
物
は
、
後
代
の
天
皇
践

祚
大
嘗
会
に
際
し
て
、
鎌
で
草
を
払

い
、
斧
で
木
を
伐
り
、
鍬
で
掘

っ

て
柱
を
た
て
、
由
岐
と
須
岐
の
殿
屋
を
建
て
る
所
作

の
縁
由
を
も
示
し

て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
古
墳

の
築
造
に
あ
た

っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
段
階
に
わ
か
れ
た
荘
厳
な
儀
式
が
、
新
た
な

首
長
の
主
宰
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。茨
木
市
福
井
の
将
軍
山
古
墳
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
か

の
よ
う
に
、
赤
色
の
顔
料
が
ふ
り
ま
か
れ
た
面
が
、
竪
穴
式
石
室

の
外
辺
で
見

つ
か
っ
て
い
る

小
林
行
雄

・
近
藤
義
郎
「
古
墳
の

変
遷
」『
世
界
考
古
学
大
系
』
３

新
た
な
首
長
の
誕
生
に
際
し
て
最
初
に
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
祭
儀
が
、
前
首
長
を
お
く
る
葬
送
の
儀
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
首

256



Ⅱ　考古学か らみた原始 ・古 代の高槻

図116　 弁 天 山 Ｃ １号墳 の 碧 玉 製 品 （1・6石 釧,２ ～ ５車輪石,

７合子,８ 筒 形石製 品）
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第三章　王墓とその時代

図117　 弁 天 山 Ｃ １号 墳 の玉 類 と鉄 製 品 （1～3硬 玉製勾玉,4碧 玉製管玉,

5・6銅鏃,7鉄 鋸,8・9鉄 鎌,10鉄 鉋,11・12鉄 斧,13～15鉄 刀子,

16鉄 刀)
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Ⅱ　考古学からみた原始・古代の高槻

長
権

の
継
承

・
復
活
の
場
と
し
て
、
前
方
後
円
墳
は

一
般
の
墓
と
は
区
別
さ
れ
、
聖
域
と
う
け
と
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ

う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
営

々
と
し
た
労
働
の
奉
献
と
、
さ
ら
に
埴
輪
の
荘
厳
が

一
体
と
な
っ
て
、
丘
上
に
隔
絶
し
た
空
間
を
創
出

し
得
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
、
こ
れ
を
単
な
る
墓
と
し
、
被
葬
者
を
死
者
と
し
て

一
般
化
し
て
う
け
と

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的
記
念
物
が
、
北
九
州
や
瀬
戸
内
で
な
く
、
畿
内
で
発
展
し
た
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
前
方
後
円
墳
の
出
現
は
、
畿
内

の
特
異
な
政
治
的
風
土
の
中
か
ら
萌
芽
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
特
異
な
風
土
と

は
何
で
あ

っ
た
か
。

い
ま
、
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
を
解
き
つ
く
す
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
弥
生
時
代

で
指
摘
し
た
、

後
期
の
新
た
な
銅
鐸
祭
祀
に
み
る
地
縁
的
結
合
や
、
灰
陶
系
鉄
文
化
の
流
入
に
触
発
さ
れ
た
叩
技
法
に
み
る
独
自
性
、
投
馬
国

を
媒
体
と
す
る
瀬
戸
内
海
上
権

の
掌
握
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
活
発
な
中
国
王
朝
と
の
交
渉
な
ど
を
、
そ
の

一
端
と
し
て
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
基
底
に
は
急
速
に
高
ま

っ
た
平
地
の
農
業
生
産
や
手
工
業
生
産
が
よ
り
組
織
化
さ
れ
、
飛
躍
的
に

増
大
し
つ
つ
あ

っ
た
と
推
定
す
る
。
弥
生
時
代
後
期
の
丘
上
の
ム
ラ
が

一
斉
に
ひ
き
お
ろ
さ
れ
て
姿
を
消
し
、
銅
鐸
が
僻
遠
の

場
所
に
埋
納
さ
れ
た
の
も
、
新
た
な
政
治
的
体
制
の
中
に
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
徴
証
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
き
は
、
お
そ

ら
く
三
世
紀
の
後
半
、
約
半
世
紀

の
間
に

一
定
の
結
末
を
得
た
と
解
す
る
。
二
三

九
年
に
は
じ
ま
る
卑
弥
呼
の
朝
貢
は
、
親
魏

倭
王
の
称
号
を
獲
得
し
、
そ
の
後
、
数
次

の
外
交
関
係
を
重
ね
な
が
ら
、
急
速
に
中
国
の
文
物
を
受
容
し
、
宗
女
台
与

に
お
よ

ん
だ
。
そ
の
後
、
二
六
六
年
の
西
晋

へ
の
朝
貢
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
延
長
上
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
、
井
本

進
氏
が
晋
書
記
載
の

「
圜
丘
方
丘
」
を
と
り
あ
げ

前
方
後
円
墳
の
外
貌
を
説
く
と
こ
ろ
が
あ

っ
た

井
本
進

「前
方
後
円
墳
を
洛
陽
の

都
に
築
く
」
『古
代
学
研
究
』
３

山
尾
幸
久

『
魏

志
倭
人
伝
』

近
く
は
山
尾
幸
久
氏
が
こ
の
記
載
に
ふ
れ
、

中
国
王
朝
の
宮
廷
で
お
こ
な
わ
れ
た
南
北
郊

二
至
之
祀
が
、

説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
点
で
倭
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
倭
人
朝
貢
の
泰
始
二

（二
六
六
）
年
を
も

っ
て
、

前
方

259



第三章　王墓とその時代

後
円
墳
は
そ
の
上
限
年
代
の

一
点
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
の
漢
代
の
鏡
｜
｜

例
え
ば

「方
格
規
矩
鏡
」
や

「
内
行
花
文
鏡
」
｜
｜
が
、
古
墳
時
代
の
開
始
に
先
立

伝

世

鏡

っ
て
、
他
の
文
物
と
と
も
に
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鏡

の
ほ
か
に
も
、
朝
鮮
半
島
で
つ
く
ら
れ
た
特
異
な
凹
面
鏡
で
あ
る
、
多
鈕
細
文
鏡
が
、
す
で
に
四
面
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
佐

賀
県
と
山
口
県
の
各

一
面
は
、
弥
生
時
代

の
墓
か
ら
見

つ
か
っ
た
。
他
の
二
面
は
、
奈
良
県
と
大
阪
府
か
ら
見
つ

か

っ
て

い

お
お
あ
が
た

る
。
奈
良
県
の
例
は
銅
鐸
と
共
伴
し
、
大
阪
府
柏
原
市
大
県
の
例
も
墓
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
北
九
州
や
本
州
西
端

の
地
域
と
畿
内
で
は
、
同
じ
鏡
に
対
す
る
態
度
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
鏡

の
保
持
者
の
死
と

共
に
、
棺
の
中
に
埋
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
後
者
の
場
合
は
銅
鐸
と
共
に
そ
の
役
割
を
終
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
相
違
は
、

鏡
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
特
定

の
個
人
の
所
有
物
で
あ

っ
た
か
、

ム
ラ
の
共
有
物
で
あ

っ
た
か
と
い
う
相
違
に
な
る
。
こ
の
鏡
に

対
す
る
両
地
域
の
態
度
の
違

い
は
、

こ
の
鏡
が
も
た
ら
さ
れ
た
弥
生
時
代
中
期
に
、
す
で
に
異
な
っ
た
風
土
が
醸
成
さ
れ
つ
つ

あ

っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
北
方
糸
の
護
符
的
な
機
能
が
畿
内
で
は
共
同
の
祭
祀
で
あ
る
銅
鐸
祭
祀
の
器
物
と
し
て

一
体

化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
鏡
面
が
凹
面
で
あ
る
こ
と
、
鈕
が
片
方
に
偏
し
て
懸
垂
し
得
る
こ
と
な
ど
の
特

異
性
を
あ
げ
ず
と
も
、
こ
の
鏡
が
流
入
し
た
時
点
が
、
古
い
銅
鐸
祭
祀
の
時
期
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
こ
の
器
物

の
性
格
を
決
定

的
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
こ
ろ
で
、
小
林
行
雄
氏
は
か
つ
て
、
茨
木
市
宿
久
庄
紫
金
山
古
墳
で
、
「
三
角
縁
神
獣
鏡
を
主

と
す
る

あ
た
ら
し
い
一
一

面
の
鏡
が
棺
外
に
お
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
伝
世
さ
れ
た
方
格
規
矩
四
神
鏡

一
面
の
み
は
、
棺
内
の
遺
骸
の
傍
に
お
か
れ

て
い
た
事
実
」、
福
岡
県
銚
子
塚
古
墳
で
も
彷
製
鏡
八
面
と
区
別
し
て
、
伝
世
の
長
宜
子
孫
内
行
花
文
鏡
お
よ
び
鍍
金
方
格
規

260



Ⅱ　 考古学 からみ た原始 ・古代の高槻

写20　 多鈕細文鏡 （大阪府柏原市大県)

矩
四
神
鏡
の
二
面
が
頭
辺
に
あ
り
、
ま
た
、香
川
県
石
清
尾
山
麓
古
墳

出
土
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
磨
滅
を
例
証
と
し
て
、
漢
中
期
の
中
国

鏡
が
二

・
三
世
紀
に
わ
た

っ
て
伝
世
し
た
だ
け
で
な
く
、
古
墳
築
造

当
時
に
も
伝
世
品
と
し
て
区
別
し
て
あ

つ
か
わ
れ

た
こ
と
を
指
摘
さ

れ
た

小
林
行
雄

「古
墳
の
発
生
の
歴
史
的
意
義
」
『史

林
』
三
八
｜

一
『古
墳
時
代
の
研
究
』
所
収

た

し

か

に
、

弁

天

山
Ｃ
１
号
墳
で
も
、
中
国
製
の
二
神
二
獣
鏡

（西
晋
の
鏡
か
)
が
、
被

葬
者
の
頭
辺
に
最
も
近
く
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、

こ
の
指
摘
の
正

し
さ
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

氏
は
、
古
墳
か
ら
発
見
さ
れ
る
漢
中
期
の
鏡
が

、
二

・
三
世
紀
に

わ
た
っ
て
わ
が
国
で
伝
世
さ
れ
た
の
は

「
そ
の
鏡

の
使
用
目
的
が
、

た
と
え
ば
神
宝
と
も
よ
び
う
る
よ
う
な
、
伝
世
を
必
要
と
す
る
祭
祀

的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。」
と
推
定
し
、
古
墳
の
造
営
者
ら
は

「
伝
世
の
宝
器
を

保
持
し
つ
づ
け

た
あ
る
司
祭
的

首
長
の
死
に
あ
た

っ
て
、
こ
の
首
長
の
存
在
を
よ
り
高
め
る
た
め
に
、
は
じ
め
て
古
墳
を
作
り
、
し
か
も
宝
器
の
伝
世
を
絶

っ

て
こ
れ
を
副
葬
品
の
う
ち
に
く
わ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
を
か
く
も
権
威
あ
ら
し
め
た
聖
性
の
根
元
を
、
そ
こ
に
棄
て
去

る
こ
と
を
あ
え
て
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
の
お
こ
り
え
た
理
由
は
、
死
者
に
か
わ
っ
て
、
あ
ら

た
に
そ
の
地
位
に

つ
く
べ
き
首
長
に
と

っ
て
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
旧
い
形
の
聖
性
の
付
与
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
を
保
証

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
必
要
が
な
く
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
言
に
し
て

い
え
ば
、
権
威
の
形
式
が
革
新
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
さ
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第三章　王墓とその時代

犬
山
市
東
之
宮
古
墳

（瓢
箪
山
古
墳
）
に
あ
る

図118　 弁 天山 Ｃ １号墳の二神二獣鏡

れ
た
。
そ
れ
は
宝
鏡
の
伝
世
を
絶

つ
こ
と
に
歴
史
的
な
意
義
を

見
出
し
、
「古
墳
の
発
生
を
貴
族
の
権
威
の
革
新
の
象
徴
」
と

し
て
と
ら
え
、
そ
の
権
威

の
内
容
を

「世
襲
的
首
長
の
地
位
の

恒
常
性
の
外
的
承
認
」
と
表
現
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は

古
墳

の
発
生
に
関
し
て
、
従
来
み
る
こ
と
の
な
か

っ
た
画
期
的

な
提
言
で
あ

っ
た
。弁

天
山
Ｃ
１
号
墳
の
竪
穴
式
石
室
に
あ

っ
た

同
笵

鏡

三
面
の
鏡
の
う
ち
、
足
辺
に
あ

っ
た
三
角
縁

神
獣
鏡
は
、
同
じ
笵

（鋳
型
)
で
つ
く
ら
れ
た
鏡
が
、
愛
知
県

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
記
念
物
課

「
国
で
保
有
し
た
埋
蔵
文
化

財
｜

東
之
宮
古
墳
出
土
品

一
括
」
『
月
刊
文
化
財
』

一
四

一

こ
の
古
墳
は
、
犬
山
市
の

東
北
部
に
あ
る
丘
陵
上
に
つ
く
ら
れ
た
全
長
約
七
三
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方
墳
で
あ
る
。
後
方
部
の

一
辺
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
、

前
方
部
の
幅
約
三
三
メ
ー
ト
ル
と
い
う
大
き
さ
は
、
弁
天
山
Ｃ
１
号
墳

の
規
模
に
近

い
。
東
之
宮
古
墳
に
は
、
後
方
部
に
二
個

所
、
前
方
部
に

一
個
所
の
埋
葬
施
設
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
発
掘
し
た
後
方
部
の
竪
穴
式
石
室
か
ら
、
例
の
同
笵
鏡
を
含
む
中
国

製
の
三
角
縁
神
獣
鏡
五
面
の
ほ
か
、
方
格
規
矩
四
神
鏡

一
面
、
三
獣
鏡

一
面
、
四
獣
鏡
四
面
、
碧
玉
製

の
鍬
形
石

一
個
、
蓋
付

合
子
二
個
、
石
釧
三
個
、
車
輪
石

一
個
、
勾
玉
三
個
、
管
玉
二
三
〇
個
、
鉄
製
の
大
刀
七
本
、
剣
三
本
、
槍

一
九
本
、
斧
類
七

本
、
鏃
六
本
、
刀
子

一
本
と
い
っ
た
多
数

の
副
葬
品
が
見

つ
か
っ
た
。
そ
の
う
ち

一
個
の
碧
玉
製
合
子
や
石
釧
な
ど
は
、
弁
天

山
Ｃ
１
号
墳
の
も
の
と
似
て
い
る
。
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や
き
や
ま

ま
た
、
現
在
大
阪
阿
武
山
赤
十
字
病
院
の
病
棟
が
な
ら
ぶ
丘
の
南
端
、
焼
山
か
ら
、
か
つ
て
二
面
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
見

つ

か
っ
た
。

い
ず
れ
も
、
彷
製
三
神
三
獣
鏡
で
あ

っ
て
、
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
、
同
館
目
録
に
八

一
一
四
号
と
八
四
六

八
号
の
番
号
が
が
付
さ
れ
て
い
る
。
八
一
一
四
号
は
「
土
室
字
阿
武
山
」
と
あ
り
、
八
四
六
八
号
は

「
土
室
字
阿
武
山
松
林
内
」

図119 弁天山Ｃｌ号墳の波文帯三神三獣鏡

と
あ
る
。
最
近
わ
か

っ
た
こ
と
だ
が
、

こ
の
二
面
の
鏡
は
、
大
正
初
年
、
土
室

の
松
井
音
吉
氏

（故
人
）
が
、

八
一
一

四
号
鏡
を
見

つ
け
、
翌
年
八
四
六
八
号

鏡
を
同
じ
場
所
で
見

つ
け
た
も
の
で
、

当
時
二
面
と
も
博
物
館

で
買
い
あ
げ
て

も
ら

っ
た
と
い
う
。
音
吉
氏
の
子
息
に

案
内
し
て
も
ら

っ
た
そ
の
場
所
は
、
病

棟
を
建
て
た
際
削
ら
れ

て
い
た
け
れ
ど

も
、
墳
丘
の

一
部
や
埴
輪
片
が
認
め
ら

れ
た
。
そ
の
丘
が
焼
山

と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
焼
山
古
墳

と
命
名
し
た
。

円
墳
か
前
方
後
円
墳

か
明
ら
か
で
な

い

が
、
今
後
調
査
す
べ
き
古
墳
で
あ
る
。
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写21　焼山古墳の三神三獣鏡

こ
の
二
面
の
鏡
の
う
ち
、
初
め
に
見

つ
か

っ
た
鏡
は
、

佐
賀
県
谷
口
古
墳
や
滋
賀
県
天
王
山
古
墳
に
同
笵
鏡
が

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
鋳
型
で
つ
く
ら
れ
た
鏡
が
、
弁

天
山
Ｃ
１
号
墳

の
場
合
は
岐
阜
県
の
古
墳
に
、
焼
山
古

墳
の
場
合
は
佐
賀
県
や
滋
賀
県

の
古
墳

に
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
の
同
笵
鏡
の
問
題
を
、
精
力
的

に
追
求
さ
れ

つ

つ
あ
る
小
林
行
雄
氏
の
論
考
を
つ
ぎ

に
み
て
み
よ
う
。

小
林
行
雄
氏
は
中
国
製
の
同
笵
鏡

を
と
り
あ
げ
、
そ

れ
が
北
九
州
か
ら
関
東
に
お
よ
ぶ
各
地
の
古
墳

に
広
範

に
分
布
し
、
し
か
も
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
椿
井
に
あ

る
大
塚
山
古
墳
に
あ

っ
た
、
三
二
面
を
こ
え
る
三
角
縁

神
獣
鏡
の
う
ち
に
、
大
量
な
同
笵
鏡
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
塚
山
鏡
群
の
か
つ
て
の
所
有
者
が
、
各
地

の
首
長
に
対
し
て

自
己
の
管
理
す
る
同
笵
鏡
を
分
与
し
た
と
推
定
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
地
方
に
お
け
る
古
墳
の
発
生
の
原
因
を
、
た
ん
な
る

首
長
権
の
世
襲
制
の
発
生
と
い
う
内
的
要
因
の
み
で
な
く
、
そ
の
外
的
要
因
を
く
わ
え
て
、
大
和
政
権
に
よ
る
承
認
を
と
も
な

っ
た
」
首
長
の
出
現
と
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
魏

の
鏡
が
輸
入
さ
れ
て
か
ら
、
各
地
の
古
墳

に
副
葬
さ
れ
る
ま
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で
に
は
、
少
な
く
と
も
半
世
紀
以
上
の
年
代
の
開
き
が
あ
る
と
推
定
し
て
い
る

〔小
林
行
雄

「古
墳
の
発
生
の
歴
史

的
意
義
」
『史
林
』
三
八
｜
一

〕
。

魏
か
ら
大
量
の
鏡
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
魏
志
倭
人
伝
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
賜
物
と
と
も
に
銅
鏡

一
〇
〇
面
の
記

載
が
み
え
る
。
氏
は
こ
の
鏡

一
〇
〇
面
が
、
主
と
し
て
三
角
縁
神
獣
鏡
で
あ

っ
た
と
み
て
、
大
塚
山
古
墳

の
鏡
群
は
、
二
五
〇

年
頃
に
は
す
で
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
し
た
。
ま
た
彷
製
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
多
数
の
同
笵
鏡
が
み
ら
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
彷
製
鏡
を
も
と
り
あ
げ
、
「
古
墳
発
見
の
彷
製
鏡
の
う
ち
で
、
畿
内
に
お
い
て
最
初
に
大
量
に
つ
く
ら
れ
た
の
は
、

三
角
縁
神
獣
鏡
の

一
群
」
だ

っ
た
と
考
え
た
。
そ
の
根
拠
に
、
鏡
式
が
限
ら
れ
、
他

の
鏡
式

の
手
法
を
混
用
せ
ず
、
鏡
径
が

一

定
で
、
同
笵
鏡
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
方
格
規
矩
鏡
や
内
行
花
文
鏡
を
模
し
た
も
の
で

は
、
細
部
に
他
の
鏡
式

の
手
法
が
混
用
さ
れ
、
鏡
径
も
大
小
任
意
で
、
む
し
ろ
大
型
鏡
を
作
る
こ
と

へ
の
努
力
す
ら
み
ら
れ
る

と
し
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
輸
入
と
配
布
の
段
階
、
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
と
配
布
の
段
階
、他
の
鏡
式

の
彷
製
鏡
が
作
ら

れ
た
段
階
を
推
定
し
、
中
国
鏡
と
彷
製
鏡
と
の
配
布
は
中
心
を
異
に
し
て
い
た
と
推
論
し
た
。
そ
し
て
、
伝
世
鏡
の
ほ
か
は
大

部
分
が
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
か
ら
な
る
古

い
相

の
も
の
と
、
彷
製
鏡
を
ま
じ
え
た
新
し
い
相
と
に
分
ち
、
両
相
が
古
墳
の
年

代
差
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
、
碧
玉
製
腕
飾
類
で
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
こ
の
腕
飾
類
は
、
古

い
相
の
鏡
群
を
も
つ
古
墳

に
は
絶
無
で
、
新
し
い
相
の
も
の
に
伴
う
こ
と
、
そ
こ
か
ら

「
三
世
紀
中
葉
に
輸
入
せ
ら
れ
た
中
国
鏡
の
所
有

な
ら
び
に
分
配

に
終
始
し
た
古
い
型
の
所
有
者
と
、
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
そ
れ
以
後
あ
た
ら
し
く
輸
入
せ
ら
れ
た
中
国
鏡
や
、
あ
た
ら
し
く
製

作
せ
ら
れ
た
彷
製
鏡
の
所
有
な
ら
び
に
分
配
に
も
参
加
し
た
あ
た
ら
し
い
型

の
所
有
者
」
と
が
あ

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
古
い
型

と
は

「中
国
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
う
け
と
っ
て
い
る
型
」
で
あ
り
、
「
中
国
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
に
、

あ
る
種
の
権
威
を
認
め
て
、
そ
の
ま
ま
特
殊
な
用
途
に
利
用
し
た
形
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
新
し
い
型
は

「彷
製
鏡
や
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碧
玉
製
腕
飾
類
の
よ
う
に
、

自
分
の
力
で
つ
く
り
出
し
た
も
の
を
そ
れ
に
く
わ
え
た
型
」
で
あ
り
、
「権
威

の
象
徴
と
な
り
え

た
よ
う
な
器
物
を
生
産
し
供
給
す
る
機
構
を
も

っ
た
、
あ
た
ら
し
い
文
化
活
動
の
中
枢
に
、
か
れ
ら
が
直
結

し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」
と
し
た
。
ま
た

「
彷
製
鏡
や
碧
玉
製
腕
飾
類
を
も

つ
古
墳
は
、
彷
製
鏡
の
型
式
と
腕
飾
類
の
型
式

と
の
組
合
わ
せ
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
細
分
し
、
編
年
的
考
察
に
導
く
こ
と
が

可
能
で

あ
る
」
と

し
て
、
「
三
角
縁
神
獣
鏡

の
輸
入
期
」
、

「そ
の
配
布
期
と
し
て
の
古

い
相

の
鏡
群
の
成
立
期
」
、
「
そ
れ
を
蔵
し
た
古
墳

の
営
造
期
」

の
三

つ
の
時
期
を
区

分

し

て
考

え
、
鏡
の
輸
入
か
ら
古
墳

の
営
造
ま
で
の
間
に
、
鏡
の
配
布
期
を
や
や
幅
広
く
考
え
、
そ
の
配
布
期
は
中
国

か
ら
輸
入
し
た
器

物
に
あ
る
権
威
を
認
め
た
段
階
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
代
る
器
物
を
製
作
し
得
た
段
階
に
先
行
す
る
と
と
も
に
、
活
動

の
中
枢
を

も
異
に
し
て
い
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
古
い
相
の
鏡
群
の
成
立
期
に
お
け
る
文
化
活
動
の
中
枢
の
性
格
を
邪
馬
台
国
的
な
も

の
、
新
し
い
相

の
鏡
群
を
蔵
し
た
古
墳
の
営
造
期
に
お
け
る
そ
の
性
格
を
、
大
和
政
権
的
な
も
の
、
そ
し
て
、
古

い
相

の
鏡
群

を
蔵
し
た
古
墳

の
営
造
期
を
、
「
邪
馬
台
国
的
な
文
化
活
動
の
中
枢
が
、
大
和
政
権
的
な

文
化
活
動

の
中
枢

へ
移
行
す
る
時
期

に

、

近
接

し

て
も

と

め
ら

れ

る

」

と

の
べ

た

小
林
行
雄

「
前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
」
『京

都
大
学
文
学
部
五
十
周
年
記
念
論
集
』
『古
墳
時
代
の
研
究
』
所
収

か
く
し
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
の
大
和
政
権

の
勢
力
圏
を
考
え
、
大
塚
山
古

墳
と
の
間
に
同
笵
鏡
を
分
有
す
る

一
六
基

の
古
墳
に
、
中
国
製
同
笵
鏡
を
分
有
す
る
古
墳
を
も
加
え
、
計
三

六
種
九
五
面
の
同

笵
鏡
に
つ
い
て
、
各
鏡
式
を

一
〇
種
に
分

つ
と
と
も
に
、
（
１
）
北
九
州
、
（
２
）
中
国

・
近
畿
西
部
、
（
３
）
畿
内
、
（
４
）
近
畿

東

部

・
濃

尾
、
（
５
）
中
部

・
関
東

の
五
地
区
に
分
け
た
。
そ
の
分
布
を
み
る
と
、
ま
ず
（
１
）
と
（
５
）
と
に
わ
た
る
分
布
を
示
す
も

の
が
な
い
こ
と
、

東
方
型
の
分
布
（
（
２
）
～
（
５
）
)
を
示
す
も
の
は
三
角
縁
複
像
式
神
獣
鏡
類

(鏡
の
内
区
を
乳
で
四
区
に
分
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、

一

区
に
神
像
二
躯
、
ま
た
は
獣
形
二
個
を
配
し
て
あ
る
も
の
)
で
あ
り
、
西
方
型

の
分
布
を
示
す
も
の
は
三
角
縁
単
像
式
神
獣
鏡
類

(
一
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区
に
神
像

一
躯
と
獣
形

一
個
を
配
し
た
も
の
)
で
あ

っ
て
、
東
西
の
地
域
差
を
生
じ
た
原
因

の

一
つ
が
、
鏡
式
の
相
違

に
よ

る

こ

と
、
そ
し
て
、
中
央
型
と
し
て
類
別
さ
れ
る
吾
作
銘
複
像
式
神
獣
鏡
類

の
分
布
を
介
し
て
、

こ
れ
と
近
似
し
た
分
布
を
示
す
西

方
型
分
布
圏
を
西
方
文
化
圏
と
解
し
、
中
央
型
分
布
圏
は
西
方
文
化
圏

の
初
期

の
状
態
を
反
映
し
、
大
塚
山

の
首
長
を
通
じ
て

な
さ
れ
た
段
階
、即
ち
ほ
ぼ
四
世
紀
初
頭
ま
で
の
状
態
を
示
し
、
西
方
型

の
分
布
圏
は
、
そ
の
後
、
四
世
紀
後
半
ま
で
の
結
果
を

投
影
し
て
い
る
と
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
西
方
型
の
鏡
の
全
体

の
分
布
状
態
か
ら
、京
都
府
大
塚
山
の
首
長
に
よ
る
初
期

の
配
布

を
復
原
し
、
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
配
布
の
初
期

の
段
階
に
お
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
配
布
は
畿
内
か
ら

北
九
州

の
範
囲
に
わ
た

っ

て
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
三
世
紀
後
半
の
現
象
と
す
れ
ば
、
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
畿
内
の
政
治
勢
力

は
、
西
方
は
福
岡
県

・
大
分
県
な
ど

の
北
九
州
の

一
部
に
お
よ
ん
で
い
た
が
、
東
方
に
対
し
て
は
著
し
い
伸
張
を
み
せ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
笵
鏡

の
分
布
か
ら
み
れ
ば
、
や
が
て
畿
内
勢
力
圏

の
東
辺
は
岐
阜
県

・
愛
知
県
を
含
む
範

囲
に
達
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
三
〇
〇
年
頃
の
情
勢
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
そ
の
東
辺
は
、

一
躍
し
て
群
馬
県
ま

で
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
四
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
た
」
と
推
論
し
た

四

『古
墳
時
代

の
研
究
』
所
収

小
林
行
雄

「初
期
大
和
政
権

の
勢
力
圏
」
『史
林
』
四
〇
｜

同
笵
鏡
の
分
有
関
係
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
初
期
の
大
和
政
権
の
政
治
的
動
向
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド

に
と
ら
え
た
小
林

氏

の
研
究
は
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
成
果

の

一
端

に
ふ
れ
た
こ
の
項
が
、
氏
の
真
意

を
正
し
く
伝
え
て
い
る
か
を
お
そ
れ
る
。

初
期
大
和
政
権
の
中
枢
を
な
す
畿
内
、
そ
れ
に
深
い
関
り
を
も

っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
三
島
地

平
地
の
ム
ラ

方
で
は
、
古
墳
成
立
期
前
後
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
が
展
開
し
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
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こ
ろ
の
い
く
つ
か
の
ム
ラ
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。
紅
茸
山
遺
跡
や
塚
原
遺
跡
の
よ
う
に
、
か
つ
て
丘
の
上
に
あ

っ
た
ム
ラ
が
消

え
た
あ
と
、
絶
え
て
丘
の
上
に
住
居
を
み
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
平
地
で
何
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間

の
い
き
さ
つ

を
川
西
遺
跡
に
き

い
て
み
よ
う
。

弁
天
山
か
ら
み
え
る
三
島
の
沃
野
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
て
い
る
。
そ
の
脚
下
に
み
え
る
の
が
川
西
の
ム
ラ
で
あ
る
。
摂
津
峡
の

け
わ
し
い
山
間
を
ぬ
け
て
、
弁
天
山
の
丘
の
裾
を
削

っ
て
流
れ
る
芥
川
は
、
東

へ
張
り
出
し
た
尾
根
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
東

へ
曲

り
、
や
が
て
そ

こ
か
ら
思
う
ざ
ま
に
東
南
流
し
た
。
そ
の
た
め
川
西

一
帯
が
や
や
高

い
こ
と
も
あ

っ
て
、
東

の
安
満
の
ム
ラ
の

よ
う
に
、
水
の
厄
に
遭
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。

こ
の
ム
ラ
が
誕
生
し
た
の
は
、
弥
生
時
代
中
期

の
初
め
頃
で
あ

っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
富
田
礫
層
と
名
付
け
ら
れ
た
小
石
の
ご
ろ
ご
ろ
し
た
後
背
地
に
、
低

い
凹
地
が
東

の
川
筋
か
ら

い
く

つ
も
は
い
り

こ
み
、
ま
る
で
、
掌
を
東
に
む
け
て
ひ
ろ
げ
た
よ
う
な
起
伏
の
多
い
土
地
で
あ

っ
た
。
は
じ
め
は
こ
の
凹
地

の
沃
土
を
耕
し
た

の
だ
ろ
う
が
、
や
が
て
、
人
口
の
増
え
る
に
し
た
が

っ
て
、
ム
ラ
へ
流
れ
こ
む
北

の
谷
筋
の
水
や
、
西
の
女
瀬
川
の
水
流
を
間

接
的
に
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
芥
川
の
低
い
水
流
は
彼
等
に
は
無
縁
で
あ

っ
た
。
そ
の
水
を
田
に
ひ
い
て

利

用

で
き

る

の

は
、
ず
い
ぶ
ん
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
低
く
ひ
ろ
が
る
尾
根
の
う
え
に
は
、
方
形
周
溝
墓
が
あ
る
。
黄
色
い
粘
土
層

の
と
こ
ろ

は
掘
り
や
す
い
。
し
か
し
、
少
し
草
の
生
え
具
合
の
違
う
小
石
原
は
難
儀
だ
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、

ム
ラ
の
墓
地
は
、

低
く
の
び
る
丘
の
背

の
土
く
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
営
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
い
ま
、
こ
の
起
伏
は
水
田
の
下
に
か
く
れ
て
し

ま

っ
て
い
る
。
実
は
こ
う
し
た
低
い
尾
根
と
谷
と
が

い
り
く
ん
だ
複
雑
な
地
形
と
、
人
の
営
み
を
蔽

っ
て
い
る
の
が
、
現
在
の

川
西
の
水
田
地
帯
で
あ
る
。

川
西
遺
跡
の
調
査
が
始
ま
っ
た
の
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
弁
天
山
古
墳
群
の
発
掘
よ
り
ず

っ
と
あ
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
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の
こ
ろ
ま
で
、
古
墳
を
掘
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
古
墳
を
支
え
た
平
地
の
ム
ラ
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
知
り
よ
う
も
な
か
っ
た
。
川
西
の
ム
ラ
の
あ
と
が

い
く
ら
か
知
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
の
は
、
問
題
が
異
な

っ
た
関
心
か
ら
提
起
さ
れ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。

こ
の
土
地
に
は
郡
家
と
い
う
と
こ
ろ
が
近
く
に
あ
る
。
か
つ
て
丘
の
上
で
、
藤
沢

一
夫
氏
に
あ
そ
こ
が
芥

川
廃
寺
だ
と
教
え

ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
ひ
ろ
が
る
水
田
の
中
に
、

一
際
茂
る
樹
林
は
今
で
も
あ
る
。
た
ま
た
ま
、

一
九
六
五

(昭
和
四
〇
)
年

春
の
こ
と
、
神
郡
社
の
南
で
社
宅
建
設
に
伴

っ
て
土
器
が
大
量
に
出
て
い
る
と
き
い
た
。
そ
の
春
の
調
査
は
、
府
立
島
上
高
校

の
生
徒
た
ち
の
営
々
た
る
努
力
を
も

っ
て
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
世
紀
の
遺
構

の
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
探
査
し
た
の
み
で

終

っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
遺
跡
は
島
上
郡
衙
と
芥
川
廃
寺
と
い
う
二

つ
の
遺
構
群

の
所
在
確
認
と
い
う
作
業

の
中
に
お
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
川
西
遺
跡
も
、
そ
の
作
業
の
副
次
的
な
成
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ

っ

て
、
弁
天
山
古
墳
群
を
支
え
た
中
核
的
ム
ラ
の
探
査
や
郡
衙
成
立
の
歴
史
的
背
景
の
究
明
と
い
っ
た
、
そ
れ
自
身
の
問
題
と
し

て
計
画
的
に
調
査
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

川
西
遺
跡
は
広
い
。
東
西

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北

一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
あ
ろ
う
か
。
北
に
小
高

い
丘
を
負
い
、
東
南

に
む
か

っ
て
低
く
な
る
。
北
の
郡
家
本
町
の
あ
る
丘
陵
部
は
、
辻
本
充
彦
君
の
た
ゆ
み
な
い
探
索
の
結
果
、
先
土
器
時
代
や
縄

文
時
代

の
遺
物
の
濃
厚
な
散
布
を
み
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。

こ
こ
は
古
く
か
ら
人
が
住
ん
だ
所

で
あ
る
。
ま
た
、

弥
生
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
中
期
以
降

の
痕
跡
が
あ
る
。

こ
の
中
期
の
ム
ラ
の
存
立
が
、
指
呼
の
間
に
あ

る
芝
谷
遺
跡
や
真
上

・
慈
願
寺
の
諸
遺
跡
と
無
縁
で
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
高
槻
に
お
け
る
農
業
の
開
始
が
、
最
初
安

満
に
始
ま

っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
中
期
初
め
に
は
早
く
も
こ
の
川
西
の
ム
ラ
が
誕
生
し
た
。
そ
の
時
以
後
、
三
島
東
半
部
は
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図120　 郡家川西遺跡 とそ の周辺

桧
尾
川
沿
岸
の
安
満
、
芥
川
沿
岸

の
川
西
の
二
つ
の
平
地
の

ム
ラ
を
核
と
し
て
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
地

域
的
な
連
関
は
こ
の
二
〇
世
紀
に
も
遠
く
及
ん
で
い
る
と
み

ら
れ
る
。

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な

っ
た
。
川
西

一
帯
の
話
に
戻
ろ

う
。
先
述
の
よ
う
に
、
起
伏

の
多

い
こ
の
地
域
に
、
古
墳
成

立
の
直
前
の
ム
ラ
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
さ
ほ
ど
大
き

な
も
の
で
は
な
い
。
北
は
阿
久
刀
神
社
か
ら
、
南
は
西
国
街

道
ま
で
の
南
北
約
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
東

は
芥
川
沿
岸
か
ら

西

へ
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
範
囲

で
あ
ろ
う
。

ム
ラ

の
南
縁
に
方
形
周
溝
墓
や
土
壙

墓
が
あ
る

の
は
、
こ
の
ム
ラ

の

一
般
成
員
の
共
同
墓
地
で
あ
ろ
う
。
弥
生
時

代

後

期

に

は
、
こ
の
範
囲
の
な
か
ほ
ど
に
、

一
辺
約

八
メ
ー
ト
ル
、
深

さ
約
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
方
形
竪
穴
住
居
を
は
じ
め
、

同
期
の
住
居
跡
が
い
く

つ
か
あ

っ
た

大
阪
府
教
委
『
嶋
上
郡
衙

跡
発
掘
調
査
概
要
Ⅱ
』

そ
の
住
居
は
四
本
柱
で
屋
根
を
支
え
、
中
央
に
炉
が
あ
る
。

こ
う
し
た
住
居
が
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も

っ
た
も
の
か
明
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図121　 郡 家川西 遺跡 の方形竪穴住居

ら
か
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ

の
次
の
段
階
に
な
る
と
、

一
辺
約
二
メ
ー

ト
ル
の
小
さ
い
竪
穴
住
居
が
数
基
あ

つ
ま

っ
た
状
態
で
あ
ら
わ
れ
る
。
集

落
を
構
成
す
る
住
居
が
、

こ
の
よ
う
な
小
竪
穴
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
あ
り
方
は
、
大
き
い
竪
穴
住
居
に
付
属
す

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
小
さ
い
な
り
に

一
つ
の
群
れ
を
構
成
す
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
住
居
群
が
集
落
内
で
の
階
層
差
を

示
す
も
の
か
ど
う
か
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
さ
か
ん
に
集
落
の
内
部
や
外
縁
に
、
幅

一
メ
ー
ト
ル
前
後

の
浅
い
溝
を
掘

っ
て
い
る
。
そ
の
溝

の
方
向
は
、
あ
る
も

の
で
は
等
高
線

に
平
行
し
、
あ
る
も
の
は
直
行
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
広
い
範
囲
に
わ

た
っ
て
全
面
的
な
調
査
を
お
こ
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
確
実
な
こ

と
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
、

安
満
遺
跡

の
東
辺

高
槻
市
教
育
委
員
会

『安
満

遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

で
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
古
墳
時
代
前
期

の
段
階
に
は
、
幅
約
二
メ
ー

ト
ル
、
深
さ
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
溝
と
、
幅
約
四

メ
ー
ト
ル
、
深
さ

約

一
メ
ー
ト
ル
の
二
本
の
溝
が
直
交
し
、
あ
た
か
も
方
格

の
地
割
が
あ

っ

た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
水
路
は
桧
尾
川
の
水
を
田
に
ひ
く
た
め
の
も

の

だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
後
の
条
里
の
方
向
と
ほ
ぼ
四
五
度
ふ
れ
て
い
る
。
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溝

の
断
面
は
逆
台
形
を
呈
し
た
り
、
Ｕ
字
形
で
あ

っ
た
り
、

一
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
よ
り
約

一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
西
、
安
満
遺

跡

の
西
辺
で
は
、
六
世
紀
に
な
る
と
も

っ
と
り

っ
ぱ
な
溝
が

つ
く
ら
れ
る
が
、
そ
の
方
向
も
、
条
里
の
方
向

と
四
五
度
ほ
ど
ふ

れ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
古
墳
時
代
前
期

の
水
路
を
踏
襲
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
前
期
以
降
、
局
地
的
な
方
格

の
地
割
が
お

こ
な
わ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

川
西
遺
跡
や
上
牧
遺
跡

高
槻
市
教
委

『
上
牧
遺

跡
発
掘
調
査
概
要
』

で
は
、
古
墳
時
代
前
期

の
井
戸
が
見

つ
か
っ
て
い
る
。
上
牧
遺
跡
の
井
戸
は
、

直
径

一
・
六
メ
ー
ト
ル
の
円
形
素
掘
り
の
井
戸
で
あ
る
。
深
さ

一
・
三
メ
ー
ト
ル
で
灰
色
砂
層
に
達
し
て
い
る
。
枠
材
は
見

つ

か
ら
な
か
っ
た
が
、
井
戸

の
内
壁
と
埋
土
の
間
に
黄
灰
色
砂
質
粘
土
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
あ
る
種

の
枠
材
が
あ

っ
た

か
と
も
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
井
戸
は
、

一
辺
が
約
三
メ
ー
ト
ル
の
方
形
竪
穴
住
居
の
南
約
六
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
に
掘
ら
れ
た

も
の
で
、
そ
の
住
居
の
西
に
も

一
辺
約
三

・
五
メ
ー
ト
ル
の
方
形
竪
穴
住
居
が
並
列
し
、
あ
た
か
も
二
基

の
住
居
の
た
め
の
井

戸
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。

古
墳
時
代
前
期
の
ム
ラ
と
推
定
さ
れ
る
三
島
地
方
の
主
要
な
遺
跡
を
東
か
ら
順
に
あ
げ
て
み
る
と
、
上
牧

・
安
満

・
川
西

・

図122　 上牧遺跡 の井戸

太

田

・
郡

と

い

っ
た

具
合

に
、

北

の
山

裾

に
沿

っ
て
、

ほ
ぼ

二

キ

ロ
メ

ー

ト

ル
の
間

隔

で
な

ら

ん

で

い
る
。

こ

の
間

に

は
、

真

上

遺

跡

の
よ

う

に
、

さ
ら

に

い
く

つ
か

ム
ラ
が

あ

る
だ

ろ
う

が

、
こ
れ

ら

を
結

ぶ
道

が

、

や
が

て
山

陽

道

と

な

り
、

西

国
街

道

に
な

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

ぞ

れ

ム
ラ

の
南

に

は
中

小

の
河

川

の
水

流

を
利

用

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
潅

漑
可

能

な

低

地

が

ひ
ろ

が

っ
て

い
る
。

さ

ら

に
そ

の
む

こ
う

に

は
、
茫
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漠
た
る
淀
川
の
氾
濫
原
が
あ
る
。
も
は
や
人

々
は
、
弥
生
時
代
の
よ
う
に
、
丘
の
上

へ
移
り
住
む
こ
と
は
し
な
く
な

っ
た
。
そ

れ
よ
り
も
む
し
ろ
低
地
の
可
耕
地
を
求
め
て
移
り
住
む
傾
向
が
あ
る
。
上
牧

の
ム
ラ
は
そ
の

一
例
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
淀
川
の

氾
濫
原
に
は
手
が
出
な
か

っ
た
ら
し
い
。
大
部
分
の
ム
ラ
は
依
然
と
し
て
、
前
代
以
来

の
ム
ラ
の
場
所
を
踏
襲

し
て
い
る
。
当

時

の
水
田
の
南
限
は
、
現
在

の
国
道

一
七

一
号
線

の
通
る
ラ
イ
ン
を
南

へ
越
え
た
程
度
で
あ
ろ
う
。

郡
遺
跡
の
南
、
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
東
奈
良
遺
跡
で
は
、
幅

一
〇

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
三

メ
ー
ト
ル
の
二
段

掘
り
の
大
溝
が
、
長
さ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
に
わ
た
っ
て
判
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
全
長
は
さ
ら
に
延
び

る
と
予
想
さ
れ
て

図123　 東 奈良遺跡 の大溝 と丸 木船 と堰

い
る

。

ま

た

、

あ

る

大

溝

に

は

、
幅

七

五

セ

ン
チ

メ
ー

ト

ル
、

長

さ

三

・
五

メ

ー

ト

ル
余

の
丸

木

舟

の
残

骸

が

あ

っ
た
。

ム
ラ

の
外

辺

に
掘

ら

れ

た

大

溝

は

、

や
が

て
末

端

で
茨

木

川

に
合

し

、

淀
川

に
通

ず

る

の

で
あ

ろ
う

。

こ

こ

で
は

は

や
く
も
人
工
的
な
運
河
の
掘
さ
く
が
始
ま

っ
て
い
た
と

い
え

よ
う

奈
良
遺
跡
現
地
説

明
会
資
料
』
他

東
奈
良
遺
跡

調
査
会

『東

大
阪
府
南
部
に
あ
る
羽
曳
野
丘
陵

の
東
縁
か
ら
北
縁
に
か
け

て
、
長
大
な
溝

こ
む
く

状
の
遺
構
が
あ
る
。
こ
の
謎
の
大
溝
渠
は
、

一
説
で
は
仁
徳
紀

一
四
年
の
、「
感

の
お
お
う
な
で

玖
大
溝
」
に
比
定
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
四
世
紀
末
か
ら
五

世
紀
に
開
掘
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

査
概

要
』

大
阪
府
教
委

『古

市
大
溝
渠
発
掘
調

こ
の
地
域
は
著
名
な
古
市
古
墳
群
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
溝
は
白

鳥
陵

（日
本
武
尊
陵
)
の
西
に
あ
る
長
池
の
北
縁
か
ら
北
走
す
る
南
部
西
支
溝
渠
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図124　 古照 遺跡 の堰 （愛媛県松山市)

と
、
そ
の
北
で
合
す
る
南
部
東
支
溝
渠
、
そ
れ
ら
が
合
し
て
さ
ら
に
北
走

す
る

中
部
支
溝
渠

（八
二
〇
メ
ー
ト
ル
)、

さ
ら
に
西

へ
屈
折
し
て
仲
哀
陵

の
南
沿
い
に
走
る
北
部
支
溝
渠

（五
九
〇
メ
ー
ト
ル
)
に
わ
か
れ
る
。
北
部

支
溝
渠
は
さ
ら
に
西
北

へ
の
び
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る

か
ら
、
そ
の
総
延

長
は
二
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
を
は
る
か
に
上
回
る
で
あ
ろ
う
。
幅
員
約
二
〇

メ

ー
ト
ル
の
大
溝
渠
の
両
岸
に
は
堤
を
築
い
て
あ
る
。
こ
の
大
溝
渠
建
設

の

意
図
は
な
お
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
巨
大
古
墳

の
造
営
に
際
し
て

の
資
材
運
搬
や
潅
漑

の
目
的
で
、
掘
開
さ
れ
た
運
河
な

の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
東
奈
良
遺
跡
の
大
溝
で
み
た
土
木
の
工
事
が

一
層
大
規
模
に
な
り
、

古
墳
の
造
営
や
水
田
の
開
発
と
密
接
な

つ
な
が
り
を
も

っ
て
、
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る

術

」
「
日
本
生

活
文
化
史
」
Ｉ

古
墳
時
代
前
期
に
な
る
と
、
溝
や
小
河
川
の
水
流

に
杭
を
打
ち
こ
み
、

遺
跡
で
は
、
川
の
合
流
点
に
近
く
二
つ
の
堰
を
設
け
て
い
た

せ
き
　
　

や
な

横
木
を
組
ん
で
堰
や
梁
を
つ
く

っ
た
。

古
照
遺
跡
調
査
団

「古
照
遺
跡
報
告

書
」
松
山
市
文
化
財
調
査
報
告
書
４

原
口
正
三

「
土
木
技

愛
媛
県
古
照

一
つ
は
全

長

約

一
三

メ

ー

ト

ル
、
他
は
約
二
四
メ
ー
ト
ル
。
ま
ず
下
流
側
か
ら
上
流
に
む
け
て
斜
材
を
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
打
ち
こ
み
、
斜
材

上
に
横
木
を
お
き
、
そ
れ
を
と
め
る
杭
を
密
に
打
つ
。
隙
間
に
は
オ
ギ

・
粘
土

・
礫
を

つ
め
た
。

こ
の
手
順

を
く
り
返
し
て
、

二
段

・
三
段
と
上
方

へ
高
く
し
て
ゆ
く
。

一
つ
の
堰
に
は
約
五
五
〇
本
、
他
の
堰
に
は
約
六
五
〇
本
も

の
杭
が
用
い
ら
れ
て
い

た
と
い
う
か
ら
、

一
見
簡
単
に
み
え
る
堰
で
も
、
そ
の
構
築
に
は
多
大
の
労
力
を
費
し
た
で
あ
ろ
う
。
類
似

の
遺
構
は
、
豊
中
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市
利
倉
遣
跡
や
八
尾
市
中
田
遺
跡
で
も
見

つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ま
き
む
く

奈
良
県
纒
向
遺
跡
で
は
、
幅
六
メ
ー
ト
ル
余

の
溝

の
両
岸

に
、

長

さ

一
・
二

メ

ー

ト

ル
以

上

の
矢

板

を
密

に
打

ち

こ
ん

で

つ
く

っ
た

集

水

マ
ス
様

の

構

造
物

さ

え
あ

っ
た

の
調
査
」
『古
代

学
研
究
』
六
五

石
野
博
信

「
奈

良
県
纒
向
遺
跡

古
墳
時
代
前
期
に
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な

堰
の
構
築
法
が
あ
り
、
小
河
川
の
水
位
を
人
為
的
に
高
め
て
、

他

へ
分
水
す
る
技
術
が
現
今
と
か
わ
ら
な
い
程
に
発
達
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
分
水
や
集
水
の
施
設
が
各
地
に
み
ら
れ

る
背
景
に
は
、
当
時
、
急
速
に
拡
大
す
る
水
田
、
と
く
に
乾
田
の
大
量
な
出
現
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
島
で
は
、
そ

う
し
た
遺
構
は
見

つ
か
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
水
田
の
経
営
が
い
っ
そ
う
高
度
に
な
り

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
は
推
察

に
難

く

な

い
。三

島

の

王

た

ち

弁
天
山
Ｃ
１

号
墳
が
つ
く
ら
れ
た
こ
ろ
、
茨
木
市
宿
久
庄
や
福
井
の
丘
の
上
に
も
同
じ
よ
う
な
墓
が
つ
く
ら

れ
た
。
そ
れ
ら
は
佐
保
川
と
勝
尾
寺
川
の
合
流
点
に
近

い
。
こ
の
古
墳
群
と
弁
天
山
の
古
墳
群
は
三
島
平
野

を
東
西
に
両
分
し
、
の
ち
に
島
上
・
島
下
と
呼
ば
れ
、
高
槻
市
と
茨
木
市

の
行
政
的
地
域
の
原
型
を
な
し
て

い
る
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も

っ
て
、
た
だ
ち
に
古
墳
成
立
期

の
地
域
的
結
合
の
範
囲
が
、
ほ
ぼ
そ
う
し
た
大
き
さ

で
あ

っ
た
と
解
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
し
二
つ
の
地
域
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
、
弥
生
時
代

こ
そ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
銅
鐸

が
、
東
は
天
神
山
に
、
西
は
吹
田
市
別
所

セ
ン
ブ
に
あ

っ
た
の
と
二

つ
の
地
域
は
対
応
し
て
い
る
。
し
か
も
、
東

の
地
域
で
は
、

安
満
と
川
西
の
二
つ
、
西
の
地
域
で
は
郡
と
東
奈
良
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
中
核
と
な
る
二
つ
の
ム
ラ
が
あ
る
。
し
か

も
、
銅
鐸
が
埋
納
さ
れ
た
丘
と
、
初
期

の
王
墓
が
出
現
す
る
丘
は
両
地
域
と
も
異
な

っ
て
い
る
。
も
し
、
古
墳

の
被
葬
者
の
出

自
を
、
そ
の
近
傍
の
ム
ラ
に
結
び
つ
け
て
よ
い
な
ら
、
弁
天
山
古
墳
群
の
被
葬
者
は
、
丘
麓
の
川
西
の
ム
ラ

の
首
長

で
あ

ろ

う
。
銅
鐸
を
用
い
る
祭
祀
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
祭
祀
だ

っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
地
域

に
銅
鐸
の
あ
ら
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図125　慈願寺山古墳の内行花文鏡

わ
れ
る
意
味
を
既
述
の
よ
う
に
解
す

る
な
ら
、
そ
の
祭

祀
は
、
母
集
団
の
主
宰
に
よ

っ
て
お

こ
な
わ
れ
た
祭
祀

で
あ

っ
た
可
能
性
が

つ
よ
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
弥
生

時
代
後
期
に
突
線
鈕
四
式
の
銅
鐸
を
入
手
し
て
、
銅
鐸

祭
祀
を
保
守
し
て
い
た
集
団
は
、
安
満

の
ム
ラ
で
あ

っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
安
満

の
ム
ラ
の
水

田
は
、
依
然
泥
湿
の
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
生
産
性

の
低

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
安
満
の
ム
ラ
は
、
後
期
後

半
に
は
東

・
西

・
北
の
小
集
団
に
分
立
し
て
い
た
形
跡

が
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
川
西
の
ム
ラ
は
女
瀬
川
の

小
水
流
に
よ

っ
て
、

一
躍
乾
田
化
し
や
す
い
条
件
に
あ

る
。
そ
こ
か
ら
、
二
つ
の
ム
ラ
の
経
済
的

・
社
会
的
格

差
は
、
弥
生
後
期

の
段
階
に
大
き
く
な
り
は
じ
め
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
状
況
の
も
と
で
、
血
縁
的
結
合
や
擬
制
的
結
合
の
象
徴
と
し
て
命
脈
を
維
持
し

て
き
た
銅
鐸

の
祭

祀
は
、
新
し
い
政
治
的
権
威
に
よ
る
保
証
と
い
う
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
賜
与
物
が
到
来
し
た
と
き
、
色
あ
せ
た
も
の

に
な
っ
た
。
倭
の
女
王
が
中
国
の
皇
帝
に
対
し
て
お
こ
な

っ
た
よ
う
な
、
朝
貢
に
よ
る
権
威
の
賜
与
と
い
う
国
際
的
な
首
長
間

の
政
治
的
結
合
形
式
は
、
倭
王
と
地
方
首
長

の
間
で
も
国
内
版
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
い
ま
や
そ
う
し
た
朝
貢
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と
賜
物
に
よ

っ
て
結
合
す
る
形
式
が
流
入
し
、

一
般
化
し
始
め
た
と
き
、
価
値
高
き
銅
鏡
や
碧
玉
製
腕
飾
類
を
入
手
し
得
る
経

済
的
力
は
決
定
的
な
差
を
生
ん
だ
。
し
か
も
、
司
祭
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実

の
政
治
的
支
配
者
で
も
あ

っ
た
首
長
は
、
ム

図126　 古墳群 とム ラ

ラ
の
剰
余
物
を
、
そ
し
て
人
間
さ
え
、
貢
の
品
々
に
加
え
得
る
力
を

も

つ
に
い
た
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま

た
自
己
の
支
配
す

る
三
島
の
小
首
長
た
ち
に
、
こ
の
新
た
な
結
合
形
式
を
強
要
す
る
こ

と
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
結
合
形
式
は
安
定
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
最
大

の
欠
陥
は
、
絶
え
ず
朝
貢
し

て
紐
帯
を
強
化
し
、
倭
王
の
新
立
の
た
び
に
、
そ

の
権
威
の
保
証
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。

や
が
て
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
の
前
半
に
か
け

て
、
三
島
の
山
麓

部
の
ム
ラ
む
ら
で
も
、
新
た
な
装
い
を
こ
ら
し
た
首
長
が
、
丘
の
上

に
墓
を
つ
く
り
、
彼
の
権
威
を
誇
示
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、
初
期

の
王
た
ち
の
模
倣
で
あ
り
、
か
つ
て
彼
に
よ

っ
て
保
証
さ
れ
た
さ
さ

や
か
な
首
長
権

の
誇
示
で
あ

っ
た
。
安
満
東
の
ム
ラ
の
首
長
は
萩
ノ

庄
の
丘
に
、
安
満
北
の
首
長
は
紅
茸
山
に
、
安
満
西
の
首
長
は
天
神

山
に
、
そ
し
て
低
い
分
水
界
を
こ
え
た
真
上
の
ム
ラ
の
首
長
は
慈
願

寺
山
に
、
服
部

・
宮
之
川
原
の
首
長
は
西
の
墓
ヶ
谷
に
、
氷
室

の
首
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図127　 紅葺 山 Ｃ ３号 墳 の遺 物(1・2鏡,3石 釧,4・5管 玉,6ガ ラ

ス玉,7小 玉 （滑石製),8～12勾 玉,13・14鉄 針,15鉄 鎌,16鉄

鋸,17～20鉄 鏃,21鉄 刀,22・23鉄 刀子,24砥 石,25～29鉄 斧)
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図 １２８　奥 坂 古 墳 群 （１～ ７） と紅 茸 山古 墳 群 （８～１９） の遺 物(１ ～ ４

鏡,５ 勾玉,６ ・７砥石,８ ～１５鉄鏃,16鉄 斧,17～18鉄 鏃,19紡 錘

車 （碧玉製)（ ８～１０紅茸 山２０号土壙 墓,11～16・19紅 茸 山Ｃ ８号墳,

１７紅茸山 Ｃ６号墳,18紅 茸山 Ｃ11号 墳)
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第三章　王墓とその時代

図129　 鉄 剣(3・4),鉄 刀

(1・5),鉄 矛(2)〔1
・5塚 原 Ｇ ２号墳,2天

神山,3紅 茸 山Ｃ ８号墳,

4紅 茸 山 Ｃ ３号墳〕280

長
は
闘
鶏
山
に
と
い

っ
た
具
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
平
地
の
ム
ラ
と
対
応
し
て
首
長
墓
が

つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
ら
の
古
墳
は

い
ず
れ
も
小
規
模
で
あ
り
、
副
葬
品
も
初
期
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
見
劣
り
が
す
る
。
そ
れ
は
被
葬
者
の
依

っ
て
た
つ
経
済
的
政

治
的
基
盤
が
、
小
規
模
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
大
王
の
世
紀

尾

根

に

な

ら

ぶ

墓

弁
天
山
Ｃ
１
号
墳
の
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
継
者
に
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
人
物

の
埋
葬
施
設
を
、
前
方
部
で
み
て
み
よ
う

原

口
正
三

・
西
谷
正

「弁
天

山
Ｃ
１
号

墳
」
『弁
天
古
墳
群
の
調
査
』大
府
報
⑰

南

北

約

六

メ
ー

ト

ル
、
東

西

約
二

・
六
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
墓
壙
を
墳
丘
主
軸
に
直
交
さ
せ
て
掘
り
、
水
平
な
壙
底
は
地
山
上
に

あ
る
。
壙
底
中
央
や
や
東
寄
り
に
、
長
さ
約
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

一
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
、
断
面
台
形
に
な
る
よ
う
に
粘
土
を



Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

敷
く
。

こ
の
上
に
、
長
さ
約
四

・
五
メ
ー
ト
ル
、
径
約
四
〇
～
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
割
竹
形
木
棺
を
お
く
。
棺
に
は
両
端

か
ら
内

へ
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
入

っ
た
と
こ
ろ
に
、
中
仕
切
板
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
棺

の
横
転
を
防
ぐ
た
め
、
棺
床
と
の
空

隙
に
粘
土
を
つ
め
、
そ
の
外
周
に
バ
ラ
ス
を
敷
き
、
再
度
、
粘
土
を
も

っ
て
棺
全
体
を
被
覆
す
る
。
か
く
し
て
、
墓
壙
を
土
で

埋
め
た
。
棺
内

に
は
赤
色
顔
料
が

一
面
に
ひ
ろ
が
り
、
中
央
近
く
に
碧
玉
製
筒
形
石
製
品

一
、
ガ
ラ
ス
小
玉
六
が
あ
り
、
棺
外

北
側
に
は
土
師
器
の
小
形
丸
底
坩

二
、
壷

一
が

一
括
し
て
お
か
れ
、
被
覆
粘
土
中
で
鉄
片
二
を
検
出
し
た
。

ま
た
、
壙
内
バ
ラ

ス
中
に
、
埴
輪
片
が
混
入
し
て
い
た
。

こ
の
埴
輪
は
、
後
円
部
の
被
葬
者
の
埋
葬
儀
礼
の
あ

っ
た
後
に
、
こ
の
前
方
部
の
埋
葬

が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
竪
穴
式
石
室
を
つ
く
ら
ず
、
長
い
割
竹
形
木
棺
を
粘
土
で
被
覆
す
る
簡
単
な
葬
法
は
、
当
時

一
般
化
し
た
葬
法
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
棺
内

の
副
葬
品
を
み
る
と
、
後
円
部
被
葬
者
と
同
じ
よ
う
に
筒
形
石
製
品
を
も
ち
な

が
ら
、
他
は
ガ
ラ
ス
小
玉
の
み
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
後
円
部

の
石
室
に
重
複
し
て
つ
く
ら
れ
た

一
基
の
埋
葬
施
設
も
ま
た
、

同
じ
よ
う
な
構
造
の
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
尾
根
の
東
端
の
一
基
に
な
る
と
、
粘
土
の
被
覆
さ
え
あ

っ
た
か

疑
わ

し

い
。
ま

た
、
Ｂ
１
号
墳
や
Ａ
１
号
墳
で
も
、
そ
こ
か
ら
東

へ
の
び
た
尾
根
上
に
、
類
縁
者
た
ち
の
墓
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
営
ま
れ
て
い
っ
た

け
れ
ど
も
、
同
じ
よ
う
な
構
造
の
簡
素
な
も
の
で
あ

っ
た
。
あ
る
も
の
で
は
夫
婦
と
も
思
え
る
二
棺

一
組
が
併
置
さ
れ
て
あ

っ

た
。
ま
さ
に
、
こ
の
あ
り
方
は
、
か
つ
て
丘
の
頂
き
に
選
地
し
た
首
長
に
つ
ら
な
る

一
族

の
系
譜
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
い
ま
や
、
か
つ
て
の
首
長
が
権
威
を
誇
示
し
た
姿
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

「墓
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
変
化
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
さ
き
に
あ
げ
た
ム
ラ
む
ら
の
首
長
層
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
う
い
う
段
階
に

な

っ
て
も
、
依
然
と
し
て
、
ム
ラ
の
共
同
墓
地
と
は
区
別
さ
れ
た
場
所
に
墓
地
を
定
め
、
墓
を
営
み
つ
づ
け
た
と
こ
ろ
に
、
階

級
的
な
社
会

の
支
配
層
と
し
て
の
姿
が
あ
る
。
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茶
臼
山
古
墳

図130　 弁天 山Ｃ １号墳 の前方部粘土槨

 

し
か
も
、
こ
う
し
た
変
化
が
三
島

の
首
長
た
ち
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
て
き
つ
つ
あ

っ
た
と
き
、
大
和
や
河
内

の
中
枢
部
で
は
、
巨
大
な
大
王
の
陵
墓
が
、
彼

の
権
力
と
富
の
象
徴
と
し
て
、
異
様
な
ま
で
の
姿
を
と
り
つ
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図131　 弁天山 Ｃ １号墳 前

方部粘土槨の土 師器

つ
あ

っ
た
。
辛
卯

(
三
九
一
)
年

の
朝
鮮
半

島

へ

の
国
際
的
軍
事
行
動
が
、
こ
の
三
島
の
首
長
た
ち

に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
た
だ
、
河
内

の
允
恭
陵

と
形
態
の
類
似
す

る
茶
臼
山
古
墳

（現
継
体
陵
)
が
、
茨
木
市
高
田
の

台
地
上
に
出
現
し
た
の
を
五
世
紀
中
頃
と
す
る
な

ら
、
こ
の
周
濠
を
そ
な
え
た
巨
墳
の
築
造
は
、
三

島
に
と
っ
て
、

一
つ
の
画
期
と
み
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

茶
臼
山
古
墳

の
墳
丘
は
、
西
北
か
ら
東
南
に
主
軸
を
お
き
、
そ
の
規
模
は
全
長
二
六
六
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
径
一
三

八
メ
ー

ト
ル
、
そ
の
高
さ

一
九

・
二
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
の
幅

一
四
七
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
高
さ

一
九

・
八
メ
ー
ト
ル
、
く
び
れ
部
に
造

り
出
し
が
あ
る
。

こ
の
墳
丘
を
と
り
ま
く
幅
三
〇
メ
ー
ト
ル
内
外

の
濠
と
、
さ
ら
に
南
半
部
は
堤
を
距
て
て
幅
狭
い
濠
が

コ
字

形
に
囲
み
、
部
分
的
に
二
重
濠
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
後
円
部

の
外
方
に
は
、
濠
を
距
て
て
、
数
基
の
古
墳

が
と
り
ま
く
よ
う

に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
三
島
の
首
長
墓
は
濠
を
も
た
ず
、
尾
根
の
上
に
系
譜
的
に
配
列
す
る
形
式

を
と
っ
て
き
た
。

そ
こ
に
、
突
如
、
巨
大
な
墳
丘
と
、
濠
を
め
ぐ
ら
し
堤
を
築

い
て
、
外
界
と
厳
し
く
隔
絶
す
る
形
式
が
登
場

し
た
。
こ
の
形
式

は
三
島
で
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
巨
大
な
墳
丘
と
濠
を
距
て
て
配
置
さ
れ
た
諸
墳
は
、
内
廷
を
構
成
す
る
従
臣
た
ち

の
墓
な
の
か
、
そ
れ
と
も
主
墳

の
栄
光
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
小
首
長
の
墓
な
の
か
。
従
属
的
な
関
係

に
あ
る
人
物
が
、
主
丘
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図１３２　茶 臼山古墳 （茨木市)
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を
と
り
ま
く
濠

の
中
に
埋
葬
さ
れ
る
例
は
、
紅
茸
山
や
狐
塚
古
墳
群
に
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
一
群
の
古
墳
群

の
被
葬
者
た
ち
の

本
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
三
島
の
西
部
で
は
、
初
期
の
王
墓
が
つ
く
ら
れ
た
あ
と
、
そ
の
系
累
を
示
す
墓
は
影
が
薄
い
。

そ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
主
墳
を
茶
臼
山
と
呼
ぶ
の
は
、
前
方
後
円
の
形
態
を
さ
し
て
の
呼
称
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
小
字
を
「吉
志
部
山
」
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
歴
史
的
な
縁
由
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る

〔三
浦
圭
一
「吉
士
に
つ
い

て
」
『日
本
史
研
究
』三
四
〕。

弁
天
山
古
墳
群

の
あ
る
丘
は
北

へ
の
び
て
い
る
。
Ｃ
１
号
墳
か
ら
北

へ
約
三
〇
〇

メ
ー
ト

ル
を
距
て
た
と
こ

墓
谷
古
墳
群

ろ
に
、
東

へ
の
び
る
尾
根
が
あ
り
、
そ
の
基
部
に

一
基
の
円
墳
が
あ

っ
た
。
す
で
に
ゴ
ル
フ
場
に
な

っ
た
た

め
、
い
ま
は
な
い
。
直
径
約
三
〇

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
五
メ
ー
ト
ル
の
規
模
を
も
つ
こ
の
古
墳
は
、
本
来
ほ
と
ん
ど
盛
土
を
せ

ず
、
地
山
を
削
り
整
え
て
墳
丘
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
部
主
体
は
、
長
さ
約
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

一
メ
ー
ト
ル
の
土

壙
を
東
西
に
掘
り
、
壙
底
中
央
に
断
面
Ｕ
字
形
の
溝
を
掘

っ
て
、
そ
こ
に
割
竹
形
木
棺
を
す
え
て
あ

っ
た
。
木
棺
は
長
さ
三

・

七
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
五
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
推
定
し
た
。
棺
の
東
端
に
近
く
、
鉄
製
の
斧

・
鎌

・
ノ
ミ
・
鉋

・
刀
子
な
ど
が

あ
り
、
中
央
部
や
西
寄
り
に
鉄
剣
各

一
を
そ
え
、
西
端
近
く
に
鉄
製
鉋

一
と
の
間
に
滑
石
製
小
玉
が
あ

っ
た
。
棺
底
は
東
側
が

高

い
の
で
、
被
葬
者
の
頭
は
東
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
古
墳
の
す
ぐ
西
北
に

一
基

の
前
方
後
方
墳
が
あ

っ
た
。
こ
の
古
墳
も
す
で
に
な
い
。
南
北
方
向
に
走

る
丘
の
脊
梁
部
を

利
用
し
て
つ
く

っ
た
古
墳

で
、
北
側
に
後
方
部
、
南
側
に
前
方
部
が
あ
る
。
全
長
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
古
墳
は
、
も
し
三

段
に
築
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
後
方
部
は
基
底
の

一
辺
が
約
三

一
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
を
呈
す
る
と
み
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は

後
方
部
背
後
の
丘
陵
を
削
る
こ
と
を
か
な
り
省
略
し
て
い
る
。
後
方
部
中
段
の
下
辺
は

一
辺
約
二
二
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
で
、

下
段

の
上
縁
と
の
間
に
幅
約

一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
平
坦
部
が
め
ぐ
る
。
こ
の
平
坦
部
よ
り
、
前
方
部
側
を
除
く
三
面
は
、
そ
れ
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ぞ
れ

一
つ
の
斜
面
と
な

っ
て
、
後
方
部
の
頂
部
に
達
す
る
。
墳
頂
部
は
約

一
〇

メ
ー
ト
ル
四
方

の
正
方
形
の
平
坦
面
で
あ
る
。

前
方
部

の
頂
は
、
後
方
頂
部
よ
り
約

一
・
三
メ
ー
ト
ル
低
く
、
そ
の
上
面
は
長
さ
約

一
〇

メ
ー
ト
ル
、
幅
約
七
メ
ー
ト
ル
の
方

形
を
な
し
た
平
坦
面
で
あ
る
。
こ
の
下
方

の
上
段
斜
面
の
基
底
部
は
長
さ
約

一
〇

メ
ー
ト
ル
、
幅
約

一
四

・
四
メ
ー
ト
ル
、
最

下
段

の
基
底
部
の
長
さ
は
約

一
二
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
約
二
四
メ
ー
ト
ル
（推
定
)
と
な
る
。
後
方
部
を
め
ぐ
る
幅
約

一
・
五
メ
ー

ト
ル
の
平
坦
面
は
、
前
方
部
に
も
つ
づ
い
て
い
る
。
局
部
的
に
残

っ
て
い
る
葺
石
面
の
基
石
列
を
み
る
と
、
平
面
的
に
は
後
方

部
中
段
下
縁
の
延
長
線
上
に
、
前
方
部
下
段
下
縁
が
あ

っ
て
、
墳
丘
築
成
に
際
し
て
、
平
面
形
の
正
確
な
設
計
が
お
こ
な
わ
れ

た
こ
と
を
推
定
し
得
る
。
ま
た
、
葺
石
面
に
は
、
作
業
区
分
を
示
唆
す
る
界
線
が
認
め
ら
れ
る
。

後
方
頂
部
に
は
三
基

の
木
棺

(
ａ
・
ｂ
・
ｃ
と
呼
ぶ
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
た
土
壙

内
に
直
葬
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
、

そ
の
長
軸
は
墳
丘
の
長
軸
に
平
行
し
て
い
た
。

三
次
の
埋
葬
は
次

の
よ
う
に
復
原
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
後
方
頂
部
中
央
に
、
長
さ
約
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

二

・
八

メ

ー

ト

ル
、
深
さ
約
四
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
墓
壙
を
掘
り
、
壙
底
に
は
、
長
さ
約
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
八
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
深

さ
約

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
掘
り
さ
げ
、
そ
こ
に
長
さ
約
二

・
八
メ
ー
ト
ル
の
組
合
式
木
棺

（
ａ
）
を
納
め
た
。
そ
の
際
、

棺
は
後

の
埋
葬
を
予
定
し
た
か
、
や
や
東
に
片
寄

っ
て
い
る
。
棺
端
に
は
厚
板
を
は
め
て
あ

っ
た
ら
し
い
。

こ
の
両
小

口
板

の

外
側

の
凹
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
小
さ
い
空
間
と
な
り
、
副
葬
品
を
納
め
た
。
棺
内
に
は
鉄
刀
子

一
の
み
で
あ

っ
た
。

つ
ぎ
に
、
さ
き
の
棺
に
そ
わ
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
西
側
に
墓
壙
を
掘

っ
た
。
長
さ
約
四

・
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

一
・
五
メ
ー

ト
ル
の
墓
壙
内
に
、
長
さ
約
三

・
七
メ
ー
ト
ル
、
幅
五
〇
～
六
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
棺

（ｂ
）
を
納
め
、
南
端
に
は
厚
さ
約

一
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
板
を
あ
て
、
そ

の
南
を
副
室
と
し
た
。
棺
底
中
央
に
針
状
鉄
製
品
と
滑
石
製
小
玉
が
あ

っ
た
。
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図133　 墓谷 ２号墳 の墳 丘

287



第三章　王墓とその時代

さ
ら
に
、
ｂ
の
西
に
そ

っ
て
、
長
さ
約
三

・
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

一
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
墓
壙
を

掘
り
、
そ
の
中
に
、
長
さ
二

・
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
五
〇
～
六
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
割
竹
形
木
棺

（
c
）
を
納

め
た
。
棺
内
北

側
に
針
状
鉄
製
品
が
あ
り
、
棺
外
側
に
は
鉄
鏃
が
あ

っ
た
。

第

一
次
の
埋
葬
時
に
、
後
円
部
や
前
方
部
に
埴
輪

(家

・
甲

・
鳥
な
ど
)
が
お
か
れ
た
が
、
そ
の
後
の
埋
葬
時
に
は
、
棺
の
北

側
に
溝
を
掘

っ
て
、
新
た
に
円
筒
埴
輪
を
な
ら
べ
た
。
ま
た
、
須
恵
器

・
土
師
器
も
み
ら
れ
る
。

前
方
後
方
墳
の
北
約

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
、
直
径
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
五
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
が
あ

っ
た
。
斜
面
は
葺

石
で
蔽

っ
て
あ
る
。
墳
頂
部
に
は
、
ほ
ぼ
東
西
に
長
軸
を
お
く
組
合
式
箱
形
木
棺
二
基
が
、
北
と
南
に
あ

っ
た
。
い
ず
れ
も
東

側
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
長
は
明
ら
か
で
な
い
。
南
の
棺
内
か
ら
は
鉄
剣

一
、
北
の
棺
で
は
遺
物
を
認
め
な
か

っ
た
。

墳
頂
部
に
は
円
筒
埴
輪
等
が
あ

っ
た
ら
し
い
。

い
ま
述
べ
た
円
墳
の
北
に
、
南
向
き
の
前
方
後
円
墳

一
基
が
あ

っ
た
。
全
長
約
四
五
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
径
約
三
〇

メ
ー
ト

ル
、
そ
の
高
さ
約
四
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
の
幅
約

一
五
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
高
さ
約
三

メ
ー
ト
ル
を
測
る
。
東
側

や
墳
頂
部
が
著

　きぬ
が
さ

し
く
崩
れ
、
部
分
的
に
葺
石
や
埴
輪

（家
・
盾

・
蓋

・
鳥

・
円
筒
）
の
配
列
が
遺
存
し
た
。
主
体
部
は
破
壊
さ
れ
て
い
た
が
、
直
葬

し
た
木
棺
の
痕
跡
と
み
ら
れ
る
赤
色
顔
料
が
長
方
形
の
範
囲
で
認
め
ら
れ
た
。
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
破
壊
さ
れ
、
原
位
置
を
遊
離

し
て
い
た
が
、
ガ
ラ
ス
玉
や
鉄
製
の
刀

・
鏃

・
冑

・
甲

・
馬
具

・
ノ
ミ

・
斧
な
ど
が
あ
る
。

以
上
四
基
の
古
墳
に
つ
い
て
は
、
前
方
後
方
墳
を
最
も
古
く
、
前
方
後
円
墳
を
最
も
新
し
く
推
定
で
き
る
。
前
方
後
方
墳
の

年
代
は
ほ
ぼ
五
世
紀
中
頃
、
前
方
後
円
墳
の
年
代
は
六
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
て
い
る

大
阪
府
教
委

『
弁
天

山
古
墳
群
の
調
査
』

こ
の
古
墳

の
被

葬
者
は
、
こ
の
東
方
に
あ
る
服
部
宮
之
川
原
の
首
長
た
ち
で
あ
ろ
う
。
服
部
は
芥
川
東
岸
の
盆
地
状
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
服
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部
の
地
名
に
仮
託
し
て
、
渡
来
人
の
居
住
地
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
こ
の
地
域
の
北
方
に
あ
る
古
墳

時
代
後
期
の
塚
脇
古
墳
群
の
出
現
の
時
期
を
も

っ
て
、
そ
れ
に
あ
て
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
服
部
に
人
が
住

み
、

こ
の

一
ま

と
ま
り
の
土
地
を
耕
し
は
じ
め
た
の
は
、
弥
生
時
代
に
遡
る
か
も
し
れ
な
い
。
南
の
真
上
に
近
く
、
ち
ょ
う
ど
名
神
高
速
道
路

の
通

っ
て
い
る
あ
た
り
に
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
遺
跡
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
域

の
東
の
安
岡
寺
や
浦
堂

に
は
、
古

い
年
代

を
与
え
ら
れ
そ
う
な
古
墳
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、
早
く
か
ら
こ
の
土
地
を
耕
地
化
す
る
動
き
は
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

宮
之
川
原

の
ム
ラ
の
あ
と
は
、
詳
細
に
わ
か

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
付
近
に
住
宅
が

つ
く
ら
れ
た
折
に
排
水
路
用
の
溝
を

掘

っ
た
と
き
、
土
師
器
や
須
恵
器
な
ど
が
み
つ
か

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
土
器
の
年
代
は
、
西
の
墓
ヶ

谷
古
墳
群
の
そ

れ
と
よ
く
照
応
し
、
地
形
的
に
も
西
を
望
め
る
位
置
に
あ
る
。
古
墳
群
と
ム
ラ
が

一
組
と
な
る
よ
い
例
で
あ
る
。

高
槻
の
西
に

「
土
室
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
地
域
を

「
ハ
ム
ロ
」
と
呼
ぶ
の
に
は
、

わ

け

が

あ

埴
輪
の
窯
跡

る
。
土
を

「
ハ
ニ
」
と
い
っ
た
の
は
、
遠
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
が
、
埴
輪
や
埴
生
の
宿
の
埴
と
い
え
ば
、

ハ

ニ
が
粘
土
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
土
室

の
村

の
北
に
あ
る
谷
は
、
古
墳
時
代

の
埴
輪
を
つ
く

っ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ

た
。
八
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
日
本
書
紀
の
、
欽
明
天
皇
二
十
三
年
冬
十

一
月
の
条
に
、

ふ
ゆ

し

も

つ
き

し
ら

ぎ

つ
か
ひ
　
　ま
だ

も
の
た
て
ま
つ
　
　あ
は
せ
　
　み
つ
ぎ
も
の
　
　た
て
ま
つ

　
　

つ
か

ひ
　
　
　
　
　

ふ
つ
く
　
　
　み
か
ど

　
　

み
ま

な

冬
十

一
月

に
、
新
羅
、
使
を
遣
し
て
獻

り
、
并

て
調
賦

を
貢

る
。
使
人
、
悉

に
國
家

の
、
新

羅
が
任

那
を
滅
す

に
憤
り

た
ま

ふ

を

知

り

あ

ま
か

ま
う

て
、
敢

へ
て
罷
ら
む
と
請
さ
ず

。

い
ほ
　
　
し
ら
ぎ
の
ひ
と
　
　
と
ほ
つ
お
や

盧
の
新
羅
人

の
先
祖

な
り
。

つ

み

い
た

お
そ

も
と
の
く
に
　
か
え

あ
と
　
　
　
お
ほ
み
た
か
ら
　
　お
な

ほ
ろ
ぼ

刑
戮

に
致
ら

む
こ
と

を
恐
り

て
、
本
土

に
歸
ら
ず

。
例
、

百
姓
に
同

じ
。

い
ま

む
つ
か

つ

の
く
に
　
　
　み
し
ま
の
こ
ほ
り
　
は
に

今
の
攝
津
国
の
三
嶋
郡
の
埴

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
に

「今
」
と
あ
る
の
は
、
淀
川
北
岸
を
三
島
郡
と
呼
ん
で
い
た

こ
ろ
を
い
う
の
で

あ
ろ
う
。
土
室
と
い
う
地
名
は
、

こ
の
埴
盧
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
で
も
、
そ
の
人
た
ち
が
住
み
つ
く

よ
り
も

っ
と
前
か
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ら
、
こ
の
近
く
の
谷
間
で
埴
輪
を
つ
く

っ
て
い
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

新
池

の
あ
る
谷
は
、
幅
約

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
狭

い
谷
で
あ
る
が
、
中
ノ
池

・
上
ノ
池
と
い
く

つ
も

の
池
が
段

々
に
な

っ
て

つ
ら
な

っ
て
い
る
。
新
池
の
水
が
ひ
く
と
、
東

の
岸
に
埴
輪
の
破
片
や
灰
の
層
が
あ
ら
わ
れ
る
。

こ
の
あ
た
り
を
調
べ
た
免
山

篤
氏
は
、
近
く
の
崖
に
、
直
径
約
六
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
円
筒
形
の
焼
土
層
が
、
約
四
五
度

の
傾
斜
で
、
池
に
む
か
っ
て
そ

の
断
面
を
み
せ
、
そ
の
中
に
円
筒
埴
輪

一
本
が
埋
め
こ
ま
れ
た
状
態
で
あ

っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る

学
研
究
』

六
二

免
山
篤

「大
阪
府
高
槻

市

土
室
の
埴
輪
窯
址
」

『古
代

そ
し
て
、
そ
の
状
況
や
地
形
か
ら
み
て
、
埴
輪
を
焼
い
た
窯
が

「
登
り
窯
」
の
構
造
で
、
ト
ン
ネ

ル
式

の
も
の
だ

っ

た
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
灰
原
の
裾
に
石
で
築

い
た
壇
が
あ

っ
て
、
窯
の
構
造
物
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
つ

け
加
え
て
い
る
。
た
い
て
い
、
埴
輪
の
窯
は
い
く
つ
も
並
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の
谷
の
斜
面
を
利
用
し
た
窯

は
、
新
池
以
外
の

と
こ
ろ
に
も
及
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

埴
輪
は
日
常
に
つ
か
う
什
器
と
違

っ
て
、
古
墳
の
う
え
に
た
て
な
ら
べ
る
よ
う
に
、
特
殊
な
役
割
を
も

っ
た
器
物
で
あ
る
。

粘
土
紐
を
捲
き
あ
げ
て
つ
く
る
方
法
は
、
土
器
の
つ
く
り
方
と
似
て
い
る
。
だ
か
ら
、
埴
輪
の
製
法
は
、
土
器

の
製
法
を
母
胎

に
し
て
い
る
。

つ
く
り
方
だ
け
で
は
な
い
。
埴
輪
の
つ
か
い
方
も
土
器
と
関
係
が
あ
る
。
弥
生
時
代

の
墓
に
は
、
死
者
に
土
器

を
副
え
た
り
、
墓
の
ま
わ
り
に
土
器
を
供
え
た
り
し
た
。
土
器
に
は
供
物
を
い
れ
た
も
の
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
方
形
周
溝
墓
と

呼
ば
れ
る
墓
で
は
、
溝

の
な
か
に
お
供
え
の
土
器
が
埋
ま

っ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら
の
土
器
と
埴
輪
を
結
び
つ
け
て
埴
輪

の
起
源
を
説
く
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
大
筋
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
弥
生
時
代
の
墓
に
あ

る
の
は
埴
輪
と
は

呼
ば
な
い
。
埴
輪
と
い
う
の
は
、
葬
礼
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
古
墳
時
代
の
素
焼
の
土
製
品
で
あ
る
。

埴
輪
の
起
原
に
つ
い
て
、
か
つ
て
近
藤
義
郎

・
春
成
秀
爾
の
両
氏
は
、
吉
備
地
方
の
弥
生
時
代
後
期
の
特
殊
壷
形

・
器
台
形
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土
器
か
ら
壷
形
埴
輪
の
成
立
を
説
き
、
そ
の
成
立
の
背
景
に
弥
生
時
代
の
飲
食
物
供
献
の
祭
祀
か
ら
、
首
長
葬
送

の
祭
祀

へ
転

化
す
る
際
に
、
象
徴
的
形
象
化
と
し
て
埴
輪
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

近
藤
義
郎

・
春
成
秀
爾

「
埴
輪
の

起
源
」
『
考
古
学
研
究
』
三
｜
三

こ

の
論

旨

は

、

畿
内
諸
勢
力
が
吉
備
地
方
に
は
じ
ま
っ
た
円
筒
埴
輪
と
壷
形
土
器
の
葬
祭
形
式
を
受
け
入
れ
、
盛
行
さ
せ
る
際

に
、
壼
形
埴
輪

が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
と
推
論
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
論

の
傍
に
は
、
畿
内
の
弥
生
時
代
後
期
の
壷
や
器
台
が
矮
小
で

あ
る
の
に
対
し
、
吉
備
地
方
で
は

「特
殊
」
と
呼
び
得
る
よ
う
な
壷
や
器
台
の
発
達
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
畿
内

の
前
期
古
墳
の

埴
輪
に
、
吉
備
地
方
に
み
る
よ
う
な

「特
殊
」
な
壷
や
器
台
と
の
連
関
を
示
す
も
の
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
考
慮
さ
れ
て

は
し
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と

つ
き

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
奈
良
県

の
箸
墓
と
称
す
る
古
墳
の
埴
輪
に
、
両
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
岡
山
県
都
月

一
号
古
墳
と
同
様

の
埴
輪
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
、

一
概
に
吉
備
地
方
を
も

っ
て
、
埴
輪
の
発
生
地
と
す
る
説
を
疑
う
論
さ
え
生

じ
た
。
円
筒
埴
輪
や
壷
形
埴
輪

の
発
生
が
吉
備
地
方
に
あ
る
と
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
他
の
埴
輪
に
つ
い
て
、
な
お
未
解
決

の
問
題
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

形
象
埴
輪
の
う
ち
、
早
く
あ
ら
わ
れ
る
家
形
埴
輪
の
先
駆
形
態
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
後
期
末
と
さ
れ
る
岡
山
県
女
男
岩
の

図134　 女男岩遺跡 の

台付家 形土器

台
付
家
形
土
器

（高
さ
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
や
鳥
取
県

大
鼻

の
台
付
家
形
壷
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
他
面
で
は
、
埴
輪
の
発
生
が
、
本
来
墳
丘
上
に

奉
献
さ
れ
る
器
物
を
土
に
う
つ
し
た
も

の
で
あ
る
と
解
す

な
ら
、
前
期
古
墳
の
墳
丘
上
に
埴
輪
の
認
め
ら
れ
な
い
も

の
に
つ
い
て
、
墳
丘
表
飾
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
弁
天
山
Ｃ
ｌ
号
墳

の
埴
輪
を
み
る
と
、
後
円
部
前
面
に
特
別
な
考
慮
を
は
ら
っ
て
つ
く
ら
れ
た
幅
約
七

・
八
メ
ー

ト
ル
の
緩
斜
面
に
は
、
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ

一
列
に
並
べ
ら
れ
た
埴
輪
列
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
、
長
大
な
楕
円
形

の
特
異
な

埴
輪
が
そ
の
長
軸
を
配
列
方
向
に
そ
ろ
え
て
据
え
て
あ

っ
た
。
こ
の
埴
輪
は
直
立
し
た
平
板
な
台
形
に
近
い
立
面
形
を
な
し
、

胴
部
に
は
三
角
形
や
円
形
の
透
孔
や
細
く
突
出
し
た
凸
帯
が
め
ぐ

っ
て
い
る
。
他
に
も

一
種
の
直
弧
文
を
も

っ
て
飾
り
、
奈
良

ゆ
き

県
宮
山
古
墳
や
京
都
府
庵
寺
山
古
墳

の
靱
形
埴
輪
の
文
様
と
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
長
大
な
楕
円
形
埴
輪

の
破
片
は
、
他
の
個
所
か
ら
も
み
つ
か

っ
て
い
る
。
文
様
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
そ
れ
自
体
が
装
飾
的
機
能
を
帯
び
た
器
物
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
同
じ
長
楕
円
形
の
埴
輪
で
も
、
盾
形
埴
輪
や

靱
形
埴
輪
な
ど
の
背
後

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
単
な
る
支
柱
の
部
分
と
は
同

一
に
あ
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、

こ
の
埴
輪
は
い
か
な
る
機
能
を
も

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
長
楕
円
形

の
埴
輪
は
、
そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
脚
部
が
ひ
ら
い
て
安
定
す
る
よ
う
に

つ
く
ら
れ
、
上
端

は
わ
ず
か
に
外
反
す
る
。
あ
る
も
の
で
は
、
最
上
段
の
凸
帯
よ
り
上
部
が
立
ち
あ
が
り
、
そ
の
凸
帯
よ
り
下
方
に
大
き
く
ひ
ら

く
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
器
台
と
し
て
の
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
埴
輪
自
身
が
器
財
埴
輪
な
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
台
と
し
て
、
こ
の
上
に
器
物
を
載
せ
た
り
、
た
て
か
け

た
と
推
定

で
き
る
。
盾
形
や
靱
形
の
埴
輪
の
最
初
は
、
こ
う
し
た
台
に
現
物
を
た
て
か
け
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
れ
が
の

ち
に
は
、
奉
献

の
仮
器
と
し
て
土
に
う
つ
さ
れ
、
器
物
と
台
と
が
接
合
し
て
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
の

推
測
を
延
長
す
れ
ば
、
埴
輪
の
認
め
ら
れ
な
い
初
期

の
古
墳
で
は
、
奉
献
す
る
器
物
を
そ
の
ま
ま
墳
丘
上
に
配
列
し
て
あ

っ
た
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図135　 弁 天 山古 墳 群 の埴 輪 （１～ ３Ａ １号墳,５ ～ ７Ｃ １号墳)
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可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
弁
天
山
Ｃ
１
号
墳
の
さ
き
の
斜
面
で
は
、
左
右
の
埴
輪
列
に
は
さ
ま
れ
た
斜
面
の
中
央

（主
軸
上
）
に
、
特
大
の
円
筒

埴
輪
が
二
個
た
て
て
あ

っ
た
。
下
方
の

一
個
を
復
原
し
た
と
こ
ろ
、
上
と
下
に
そ
れ
ぞ
れ

一
条
の
凸
帯
が
め
ぐ
り
、
そ
れ
ら
を

つ
な
ぐ
縦
の
凸
帯
が
円
筒
を
四
分
す
る
位
置
に
つ
け
て
あ

っ
た
。
横
帯
間
の
刷
毛
目
の
つ
け
方
も
特
異
で
あ

っ
て
、
四
分
中
の

三
は
横
方
向
な
の
に
、
一

の
み
は
縦
方
向
で
あ
る
。

こ
の
形
態
の
よ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
を
求
め
る
な
ら
、
特
殊
器
台
の
類
に
求

め
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
古
墳
で
は
、
す
で
に
壷
形
埴
輪
は
、
壷
と
台
と
の
結
合
し
た
形
態
を
も
ち
、
円
筒
埴
輪
は

定
型
化
し
て
い
る
。

Ｃ
１
号
墳
以
前
の
段
階
は
、
Ａ
１
号
墳
で
み
る
よ
う
に
、
壷

と
台
と
の
結
合
し
た
形
態
を
も
ち
な
が
ら
、
壷

の
体
部
全
形
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
Ｂ
１
号
墳
に
埴
輪
の
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
壷
と
台
を
結
合
し
て
一
体
化
し
た
壷
形
埴
輪

の
創
出
は
、

Ａ
１
号
墳
と
Ｂ
１
号
墳

の
問
の
時
期
で
あ

っ
た
と
推
定
で
き
ょ
う
。
そ
し
て
、
や
や
遅
れ
て
、
他
の
器
物
を
土
に
う
つ
し
た
器

財
埴
輪
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
し
い
。
古
墳
に
奉
献
さ
れ
る
器
物

の
う
ち
で
、
壼
が
は
や
く
台
と

一
体

化

し

た

の

は
、
壼
自
体
が
土
製
品
で
あ

っ
た
こ
と
が
そ
の
最
大
の
理
由
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
壷
形
埴
輪
が
よ
く
実
用
の
壼

の
形
態
的
特
徴

を
そ
な
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
土
器
の
製
作
と
埴
輪

の
製
作
が
、
同

一
の
作
り
手
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　

も
し
、
こ
の
推
測
が
正
し
い
な
ら
、
前
期
の
古
墳

の
埴
輪
は
、
土
師
器
の
製
作
者
た
ち
に
よ

っ
て
、
同
様

の
技
法
を
も

っ
て

つ
く
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
つ
の
ム
ラ
の
後
背
丘
陵
に
、
一
、
二
基
の
首
長
墓
を
つ
く

っ
た
段
階
ま
で
は
、
埴
輪

の
窯
が
見
出
せ
な
い
の
は
、
土
師
器
の
窯
が
見
出
せ
な
い
の
と
同
じ
現
象
で
あ

っ
て
、
埴
輪
も
ま
た
ム
ラ
の
自
給
的
土
器
生
産
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の
中
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

先
年
、
著
名
な
古
市
古
墳
群
の
中
央
に
位
置
す
る
羽
曳
野
市
の
誉
田
白
鳥
遺
跡
で
、
五
世
紀
と
推
定
さ
れ
る
埴
輪
の
窯
が
調

査
さ
れ
た
。
窯
は
北

へ
の
び
た
低
い
丘
陵
の
西
斜
面
と
東
斜
面
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
西
斜
面
に
あ
る

一
基

は
、
地
山
を
穿

っ

て
窯
体
を
築
い
た
も
の
で
、
厚
さ
三

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
側
壁
か
ら

一
連
の
べ
ー
ス
を
も
ち
、
内
部
に
埴
輪
片
を
敷
き
つ

め
た
ベ
ー
ス
が
何
枚
か
あ
る
ら
し
い
。
東
斜
面
で
は
、
九
基
の
窯
が
調
査
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
東
端

の

一
号
窯
は
ほ
ぼ
完

存
し
、
そ
の
規
模
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
窯
は
長
さ
六

・
七
五
メ
ー
ト
ル
、
幅

一
・
五
六
メ
ー
ト
ル
、
奥

壁
の
部
分
で
約
四

〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
近
く
ま
で
幅
が
狭
く
な
り
、
そ
の
部
分
に
煙
道
を
と
り
つ
け
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
二
号
窯
は
焼
成
部

に
七
枚
以
上
の
床
面
が
あ
り
、
約

一
〇
度
前
後
傾
斜
し
、
燃
焼
部
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
、
傾
斜
が
緩
や
か

で
、
横
断
面
が
Ｕ

字
形
に
近

い

大
阪
府
教
委

『誉
田
白
鳥

遺
跡
発
掘
調
査
概
要
』

あ
な

こ
う
し
た
窖
窯
の
形
は
、
須
恵
器
の
窯
と
よ
く
似
て
い
る
か
ら
、
四
世
紀
の
埴
輪

の
焼
成
装
置
が
不
分
明
な
現
段
階
で
推
測

す
る
の
は
や
や
早
計
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
き
に
述
べ
た
土
師
器
の
製
作
と
の
関
連
を
想
起
す
る
な
ら
、
窖
窯
に
よ
る

埴
輪

の
製
作
は
、
須
恵
器
の
出
現
と
何
等
か
の
関
連
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
推
測
す
る
な
ら
、
前
期
の
古
墳
に
み
る
大
量

な
埴
輪
に
、

い
く

つ
か
異
な

っ
た
手
法
の
埴
輪
が
み
ら
れ
る
の
は
、
首
長
傘
下
の
複
数

の
ム
ラ
で
つ
く
ら
れ

た
埴
輪
が
も
ち
寄

ら
れ
た
結
果
で
あ

っ
て
、
埴
輪
の
生
産
は
な
お
土
師
器
の
生
産
を
基
礎
に
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
大
量

な
埴
輪
を
要
す
る
巨
大
な
大
王
墓
が

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
短
時
日
で
量
産
す
る
必
要
か
ら
、
須
恵
器
の
窖
窯
の
手
法

を
埴
輪
の
生
産
に
と
り
い
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
埴
輪
製
作
者

の
問
題
に
も
波

及
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　

`
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第三章　王墓とその時代

図136　 狐 塚 古 墳 群(1)・ 昼 神 車 塚 古 墳(2～5)・ 新 池窯 跡(6)

の 埴輪(1鶏，2ミ コ,3円 筒,4犬,5猪,6盾)
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Ⅱ　考古学からみた原始・古代の高槻

定
型
化
し
た
埴
輪
は
群
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
器
物
で
あ
る
か
ら
、

一
時
に
大
量
に
つ
く
る
必
要
が
あ

っ
た
。
し
か
も
、
そ
の

製
作
の
動
機
が
、
特
定

の
人
物

の
死
と
い
う
哀
し
む
べ
き
動
機
に
発
し
て
い
て
、
生
産
の
基
本
に
は
、
所
定

の
時
日
や
数
量
を

充
足
す
る
と
い
う
枠
が
あ

っ
た
か
ら
、
製
作

の
技
法
も
、
生
産
の
体
制
も
、
そ
う
い
う
要
求
を
充
足
す
る
方
向
で
動

い
た
。
大

量
な
埴
輪
を
つ
く
る
に
は
、
そ
の
た
め
の
集
団
的
労
働
が
組
織
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
大
量
な
燃
料
を
集

め
、
粘

土
を
掘
り
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
同
似
の
製
品
を
つ
く
る
作
業
は
土
器
の
生
産
と
は
異
質
で
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
苛

酷
な
労
働
は
、
女
性
の
み
の
労
働
で
は
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
、
埴
輪
は
男
性
の
労
働
を
前
提
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
器
物
で
あ

っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

埴
輪

の
製
作
が
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
数
基
の
窯
で
つ
く
る
小
規
模
な
生
産
形
態
で
は
、
需
要

に
こ
た
え
て

一
時
的
量
産
を
は
か
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、

一
種
の
専
門
化
を
招
く
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
話
を
も
と
に
戻
そ
う
。
新
池
の
窯
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

こ
れ
ま
で
見
つ
か

っ
た
埴
輪
は

い
ず
れ
も
六
世
紀

頃
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
窯
の
成
立
の
年
代
も
同
じ
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
が
生
ず
る
。

し
か
し
、
新
池
の

あ
る
谷
は
、
詳
し
く
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
成
立
の
年
代
は
、
な
お
謎
で
あ
る
。
窯
を
構
築
し
て
埴
輪
を
つ
く

る
こ
と
が
、
い
つ
か
ら
こ
の
三
島
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
後

の
課
題
で
あ
ろ
う
。

せ
ま
い
発
掘
坑
で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
、
三
基
の
竪
穴
住
居
が
、
川
西
遺
跡
で
み
つ
か

っ
た
。

一
基
は
引
越
し

川
西
の
ム
ラ

た
あ
と
火
事
に
な

っ
た
ら
し
い
。
ほ
と
ん
ど
遺
物
は
な
か

っ
た
け
れ
ど
、
上
屋
の
構
造
を
察
知
さ
せ
る
よ
う

な
放
射
状
の
骨
組
が
床
面
に
炭
化
し
て
残

っ
て
い
た

大
阪
府
教
委

『嶋
上
郡
衙

跡
発
掘
調
査
概
要
Ⅱ
』

こ
の
住
居
の
す
ぐ
隣
に
は
須
恵
器

・
土
師
器
が

混
在
し
、
二
種
類
の
土
器
を
共
用
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
た
。
そ
の
須
恵
器
は
、
土
質
か
ら
み
て
、
あ
き
ら
か
に
大
阪
南
部
の
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上牧遺跡,　26～28安 満遺跡,　37安 満山古墳 群,　38～40塚 原古墳群)
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

図137　 土 師 器 （１～ ７ ・１７ ・１９～ ２５ ・２９～ ３６・４１・４６　郡 家 川 西 遺 跡,８ ～ １６

２９９



第三章　王墓とその時代

図138　 郡家川西遺跡の竪穴住居

陶
邑
の
窯
で
つ
く
ら
れ
た
と
推
定
し
得
る
も
の
で
、
須
恵
器
の
型
式
と
し
て
は
最
古
の
型

式
に
属
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は
、
須
恵
器
の
流
入
の
時
期
を
前
後
に
は
さ
ん
で

住
居
が
あ

っ
た
わ
け
で
、
須
恵
器
と
い
う
新
来
の
土
器
が
、
い
ち
は
や
く

こ
の
川
西
の
ム

ラ
に
あ
ら
わ
れ
、

一
般
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
こ
に
、
新
文
物
に
敏
感
に
対

応
し
た
こ
の
ム
ラ
の
特
異
性
を
み
る
と
共
に
、
陶
邑
の
窯
業
集
団
を
統
轄
す
る
政
治
勢
力

と
の
間
に
緊
密
な
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
、
田
辺
昭
三
氏

が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
陶
邑
窯
の
製
品
は
中
央
権
力
の
手
を
経
て
、

あ
る
い
は

陶
工

集
団
の
管
掌
者
で
あ

っ
た
豪
族
の
手
を
経
て
全
国
各
地
へ
供
給
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
と

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

陶
邑
で
は
じ
ま
っ
た
窯
業
生
産
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
豊
中
市
桜
井
谷
で
も
は
じ
ま

っ

た
。
こ
の
地
の
有
力
首
長
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
は
千
里
丘
陵
の
西

に
あ
た
る
。

こ
こ
に
窯
が

つ
く
ら
れ
た
理
由
は
、

須
恵
器
を
つ
く
る
に
適
当
な
粘
土

（た

だ
し
、
海
成
粘
土
は
高
温
に
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
不
適
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
)
が
近
在
に
あ

る

こ

と
、
燃
料
が
手
軽
に
入
手
で
き
る
こ
と
、
そ
の
ほ
か
水
の
便
や
需
要
者

の
問
題
も
有
利
で

あ

っ
た

こ
と

に
よ

る

の
で
あ

ろ
う

鍋
島
敏
也

・
藤
原
学

『千
里
古
窯
跡
群
』

豊
中
市
に
有
力

な
勢
力
の
あ

っ
た

こ
と
は
、
豊
中
市
桜
塚
古
墳
群
の
あ

っ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

こ
の
焼
物
は
貯
蔵
用
器

・

供
膳
用
器
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
機
能
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
交
易
品
と
し
て
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Ⅱ　考古学からみた原始・古代の高槻

図139　 須 恵 器 （1～4・7～11・31郡 家 川西遺跡,5宮 山 遺 物 散 布 地,6紅 茸 山 祭 祀遺

跡,12～14・16・19～27・29・30塚 原 古 墳 群,15・17・18・28安 満 山 古 墳 群 ）
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第三章　王墓とその時代

の
性
格
を
も

っ
て
い
た
。
土
師
器
が
旧
来

の
手
法
を
墨
守
し
、
自
家
供
給
的
生
産
を
前
提
と
し
て
い
た
の
と

は
異
な

っ
て

い

る
。
だ
か
ら
、
こ
の
生
産
と
供
給
は
、
各

ム
ラ
の
物
資
流
通
の
コ
ー
ス
に
の
り
は
じ
め
る
と
、
急
速
に
流
布
し
た
ら
し
い
。

豊
中
市
桜
井
谷
に
五
世
紀
に
成
立

し
た
須
恵
器
生
産
は
、
そ
の
後
、
六
世
紀
に
な
る
と
千
里
丘
陵
の
東
縁
に
移
る
。

一
つ
に

は
、
原
料
や
燃
料
の
問
題
も
あ

っ
た
と
解
さ
れ
る
。
高
槻
で
須
恵
器
の
窯
が

い
と
な
ま
れ
る
の
は
、
ず

い
ぶ
ん
の
ち

の

こ

と

で
、
ほ
ぼ
七
世
紀
中
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

川
西
の
ム
ラ
の
も
う

一
基
の
竪
穴
住
居
も

一
辺
約
五
メ
ー
ト
ル
の
隅
丸
方
形
の
竪
穴
住
居
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
茫
大
な
師
楽
式
土
器
と
炭
の
推
積
が
み
ら
れ
た
。
師
楽
式
土
器
は
高
さ

一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

・
径
五
セ
ン
チ
メ
ー

図140　 師楽式土器 （1～3郡 家川西遺跡)

ト
ル
前
後
の
コ
ッ
プ

形
を
し
た
小
型

の
土
器

で
、
厚
さ
二
～
三

ミ
リ
メ
ー

ト
ル
の
薄
い
器
壁
の
外
面
に
は
叩

目
が
つ

い
て

い

る
。

こ
の
土
器
は
土
師
器
の
分
派
に
あ
た
る
製

塩

用

の
土
器

で
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
や
知
多
半
島

・
能
登
半
島

・
若
狭
な
ど
の

海
浜
地
帯
に
多
い
。
そ
の
土
器
が
川
西
の
ム
ラ
に
大
量
に
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
瀬
戸
内
の
海
浜
地
帯
で
つ
く
ら
れ
た
塩
が
、

交
易
に
よ

っ
て
入
手
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

三
基
の
竪
穴
住
居
は
、
い
ず
れ
も
五
世
紀

中
頃
に
あ

っ
た
川

西
の
ム
ラ
の

一
角
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
地
区
よ
り
北

へ
約

一

〇
〇

メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
と
こ
ろ

（
一
六
｜
Ｈ
区
）
で
は
、
東
西
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Ⅱ　考古学か らみた原始 ・古代 の高槻

図141　 郡家川西遺跡 の竪穴住居 （16-Ｈ区)

約
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約

二
五

メ
ー
ト

ル

の
発
掘
坑
か
ら
、
弥
生
時
代

や
奈
良
時
代
の
住

居
遺
構
と
と
も
に
、
古
墳
時
代
の
四
基
の
竪
穴

住
居
が
み
つ
か

っ
た

大
阪
府
教
委

『嶋
上
郡
衙

跡
発
掘
調
査
概
要
Ⅲ
』

そ

の
う

ち
、

北

側

の

一
基

(
Ｋ
Ｈ
４
)
は
、

四

世

紀

頃

の
も

の

で
、

一
辺

四

・
四

メ
ー

ト

ル
の
方

形

の
各

辺

は
、

ほ
ぼ

正

方

位

に
合

致

し

、
周

壁

下

に
細

い
溝

を

め
ぐ

ら

し

、

そ

の
中

央

に

は

炉

が

あ

り
、

約

二

メ
ー

ト

ル

の
間

隔

で

四

本

の
柱

が

た

つ
。

柱

は
直

径

約

二
〇

セ

ン

チ

メ

ー
ト

ル

前

後

と
推

定

さ
れ

る
。

柱

穴

は
深

さ

約

三
〇

セ

ン

チ

メ
ー

ト

ル
で
あ

る
。

こ

の
住

居

の
北

々
西

約

一
二

メ
ー

ト

ル

の
と

こ
ろ

に
も

、

方

向

と

つ

く

り

の
似

た

一
基

（
Ｋ
Ｈ

２
）
が

あ

る
。

こ

の

住

居

の
年

代

は
、

五
世

紀

末

か
ら

六
世

紀

初

頭

と

推

定

さ
れ

て

い
る
。

一
辺
約

四

・
二

メ
ー

ト

ル

の
方

形

で
、

周

壁

下

に
浅

い
溝

が

め
ぐ

り
、

四
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第三章　王墓とその時代

図142　 郡家川西遺跡 の土壙 墓群

（２号墓で馬の歯検出)

本
の
柱
は
深
さ
約
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
柱
穴
に
、
径
約

一

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
柱
を
た
て
て
上
屋
を
支
え
て
い
た
。
柱

の
間
隔
は
約

一
・
六
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
竪
穴
北
辺
の
中
央
に

焼
土
や
炭
が
あ

っ
た
か
ら
、
竈
で
あ
ろ
う
。
住
居
の
中
央
に
炉

を
つ
く

っ
て
あ

っ
た
さ
き

の
例
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
床
面
に

は
、
須
恵
器
の
杯
蓋

・
高
杯
や
土
師
器
の
甕

の
ほ
か
砥
石
片
な

ど
が
み
つ
か

っ
た
。

こ
の
住
居
の
北
約
二
メ
ー
ト

ル
を
隔

て

て
、
六
世
紀
中
頃
と
推
定
さ
れ
る
方
形
の
住

居

（Ｋ
Ｈ
３
）
が
あ

る
。

一
辺
約
五

・
二
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
方
向
は
正
方
位
よ
り

や
や
ず
れ
る
。
径
約

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
四
本

の
柱
を
、

深
さ
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
柱
穴
に
た
て
、
互
い
に
約

二

・
七
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
で
あ
る
。
住
居
の
北
辺
中
央
に
焼
土

・
炭
が
あ
る
。
床
面
に
は
、
須
恵
器

・
土
師
器

・
砥
石
な
ど
が

認
め
ら
れ
た
。
個
々
の
住
居
内
に
砥
石
が
備

え
ら
れ
て
い
る
例

は
、
す
で
に
弥
生
時
代
の
芝
谷
遺
跡
の
住
居

に
も
み
ら
れ
た
。

発
掘
坑
の
西
南
に
も
、

一
辺
約
五
メ
ー
ト
ル
の
方
形
住
居
が
あ

る
が
、
そ
の
所
属
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
。
だ
が
、
土
師
器
の
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

表8　 郡 家 川 西 遺 跡 土 壙 墓 群 遺 物

細
片
や
、
四
本
の
柱
の
た
て
方
な
ど
か
ら
み
て
、
六
世
紀
頃
の

住
居
で
あ
ろ
う
か
。
四
基
の
住
居
は
い
ず
れ
も
、
四
本
の
柱
で

上
屋
を
支
え
た
寄
棟
造
り
の
住
居
で
、
南
側

に
入
口
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。
住
居
の
北
辺
に
竈
を
つ
く
り
つ
け
る
形
態
は
、
池

田
市
宮
之
前
遺
跡
の
六
世
紀

の
方
形
竪
穴
住
居
で
も
み
ら
れ
た

か
ら
、
六
世
紀
に
は
普
遍
的
な
形
態
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

一

方
で
は
、
今
城
塚
古
墳
の
家
形
埴
輪
に
み
る
よ
う
な
、
切
妻
造

り
の
屋
根
に
堅
魚
木
を
の
せ
た
堂
々
た
る
家
屋
が
支
配
層

の
住

居
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
。
ま
た
、
墓
谷
二
号
墳
の
家
形
埴
輪
の

よ
う
な
倉
庫
か
と
推
定
さ
れ
る
建
物
も
あ

っ
た
。
当
時
の
ム
ラ

の
景
観
は
、
堂

々
た
る
屋
根
組
み
を
も

っ
た
数
棟
の
住
居
や
倉

を
配
置
し
た
首
長
の
家
と
、
平
均
五
メ
ー
ト

ル
四
方
の
低
い
板

壁
と
、
四
本
柱
の
上
に
方
形
の
草
葺
き
屋
根

を
の
せ
た
家
が
群

在
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
当
時
の
ム
ラ
に
は

い
る
と
、
そ
こ
に

は

一
見
し
て
、
支
配
層
を
区
別
で
き
る
た
た
ず
ま
い
が
ひ
ろ
が

っ
て
い
た
。

川
西
の
ム
ラ
の
東
辺
、
芥
川
の
河
原
に
近

い
と
こ
ろ
（
一
八
｜
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第三章　王墓とその時代

Ｅ
区
)
に
は
、

一
基
の
竪
穴
住
居
の
ほ
か
、

一
〇
数
基
の
土
壙
墓
が
群
が

っ
て

い

た

大
阪
府
教
委

『
嶋
上
郡
衙

跡
発
掘
調
査
概
要
Ⅲ
』

七
世
紀
中
頃
の

須
恵
器
が
埋
土
中
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
ほ
ぼ
そ
の
年
代
に
あ
た
る
墓
で
あ
る
。
そ
の
規
模

・
関
係
遺
物

を
表
示
す
る
と
、

表
八
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。
土
壙

の
規
模
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
舟
底
状

の
壙
は
、
人
体

一
、
二
体
を
収
容
す
る
程

度
の
大
き
さ
で
、
遺
物
を
み
て
も
、
全
く
等
質
的
な
墓
で
あ
る
。
土
壙

の
埋
土
は
ほ
ぼ
四
層
に
分
ち
得
る
が
、
ど
の
層
に
も
灰

や
焼
土
が
含
ま
れ
て
お
り
、
な
か
に
馬
の
歯
を
伴

っ
た
も
の
が
二
基
あ
る
。
茨
木
市
郡
遺
跡
で
は
、
土
壙

内

に

一
頭
の
馬
の
首

を
収
容
し
た
も
の
が
見
つ
か

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
さ
か
ん
に
つ
く
ら
れ
た
土
馬
の

先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
水
野
正
好
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
漢
土
の
神

の
た
た
り
を
お
そ
れ
て
、
牛
馬
を
殺
し
て
神
を

ま

つ
る

慣

行

が

、

こ

の

ム
ラ

に
も

あ

っ
た

の

か
も

し

れ

な

い

水
野
正
好

「祭
礼
と
儀
礼
」

『古
代
史
発
掘
』

一
〇

図143　 茶臼山古墳 とそ の周辺

首

長

墓

の

系

列

さ
て
茶
臼
山
古
墳

の
北

方

に

つ

げ

は
、
闘
鶏
山
古
墳
か
ら
西
之
原

古
墳
さ
ら
に
番
山
古
墳
、
石
塚
古
墳
、
土
保
山
古

墳
、
二
子
山
古
墳
と
配
列
し
て
い
る
。
は
じ
め
の

二
基
の
古
墳
は
丘
上
に
つ
く
ら
れ
た
古
墳
で
あ
る

が
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な

い
。

番

山

古

墳

は
、
西
向
き
の
帆
立
貝
式
古
墳

で
周
濠
を
め
ぐ
ら

し
て
い
る
。
小
規
模
な
前
方
部

は
す
で
に
削
ら
れ

て
存
在
し
な
い
。
そ
の
規
模
は
、
外
周
の
濠
も
含
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Ⅱ　考古学か らみた原始 ・古代 の高槻

め
て
、
今
城
塚
古
墳
の
北
に
あ
る
前
塚
古
墳
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
二
つ
の
古
墳
は
、
同
じ
計
画
に
基
き
、

東
西
約

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
距
て
て
、
異
な
る
二
つ
の
首
長
系
譜
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
同
期

の
古
墳
で
あ

ろ
う
。
前
塚
古
墳

の
内
部
主
体
は
、
現
在
府
立
茨
木
高
校
に
あ
る
長
持
型
石
棺
で
、
そ
の
型
式
か
ら
ほ
ぼ
五
世
紀
末

の
年
代
を
推
定
で
き
る
。

図144　 石塚古墳 の獣帯鏡

番
山
古
墳

の
南
、
名
神
高
速
道
路
を

距
て
た
と
こ
ろ
に
、

一
枚

の
広

い
水
田

が
あ
る
。
明
治
三
十
年
代

に
墳
丘
を
削

っ
て
濠
を
埋
め
水
田
化
し
た
際
、
鏡
や

鉄
刀
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
。

い
ま
、

そ
の
う
ち
の
四
霊
三
瑞
鏡

一
面

（径
二

二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
の
み
が
遺
存

す
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
鏡
と
同
范
と

み
ら
れ
る
鏡
が
、
豊
中
市
桜
塚
古
墳
群

や
奈
良
市
大
安
寺
の
古
墳
か
ら
出
土
し

て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
文
様
で
、
銘
文

と
径
の
異
な
る

（二
四
・
○
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
）
伝
仁
徳
陵
発
見

と
称
さ
れ

る
鏡

が
現
在
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
あ
る
。
仁
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第三章　王墓とその時代

図145　 土 保 山古 墳 の 木 棺 （2号 棺)(1・2側 面,3蓋 上面,4断 面,5身

上面,6身 底 面)

徳
陵
発
見
の
所
伝
は
疑
問
と
し

て
も
、
こ
の
種
の

鏡
が
倭

の
五
王
の
時
代
に
中
国

か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う

『
日
本
書
紀

研
究
』
２

小
林
行
雄

「倭
の

五
王

の
時

代
」

同
様
の
図
文
を
も

つ
鏡
が
、

近
年
、

百
済
武
寧
王
陵
か
ら
出
土
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、

百
済
王
や
倭
の
諸
王
と
中
国
王
朝
と
の
密
接
な
関

係
を
示
す
だ
け
で
は
な
い
。
同
式
鏡
が
熊
本
県
の

江
田
船
山
古
墳
を
は
じ
め
、
九
州
中
部
に
多
く
見

出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
代

の
倭
王
の
政
治

的
関
心
が
九
州
中
部
に
及
ぼ
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
側

面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
倭
の

五
王
の
政
治
的
統
合

の
方
式
が
な
お
同
范
鏡
の
分

与
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
旧
い
結
合
形

式

を
踏

襲

し
、
そ
れ
が

こ
の
北
摂
の

一
首
長
に
も
及
ぼ
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
の
政

治
的
統
合
の
方
式
は
、
後
に
出
現
す
る
継
体
天
皇

の
段
階
の
そ
れ
と
は
異
な

っ
て

い
る
よ
う
に
み
ら
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

れ
る
。

こ
の
石
塚
古
墳
と
な
ら
ぶ
よ
う
に
、
西
に
接
し
て
つ
く
ら
れ
た
土
保
山
古
墳
も
周
濠
を
め
ぐ
ら
す
古
墳
で
あ

っ
た
が
、
名
神

高
速
道
路

の
路
線
敷
に
と
り
こ
ま
れ
た
た
め
消
滅
し
た
。
そ
の
際
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
長
軸
を
ほ
ぼ
南
北
に
お
い
た

図146　 土保山古墳 の木棺 （２号棺)（復元図)

長
さ
約
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
九
〇
～
六
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
八
〇
～
九
〇

セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
竪
穴
式
石
室
内
に
、
長
さ
約
三

・
八
メ
ー
ト
ル
の
組
合
式
木
棺

（
一
号
)
が
あ
り
、
そ

の
東
隣
に
、
長
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
の
組
合
式
木
棺

（二
号
)
が
粘
土
で
被
覆

し
て
並
置
し
て
あ

っ
た
。
石
室
は
竪
穴
式
と
は
い
え
、
壁
面
最
下
段
は
板
石
を
縦
に
使
用
し
、
そ
の
上
の
二
段

目
は
横
に
用
い
て
、
あ
た
か
も
横
穴
式
石
室
の
壁
面
構
築
法
と
共
通
し
て

い
る
。
壁
面
の
上

半
は
河
原
石
を
小
口
積
み
に
し
、
七
枚
の
天
井
石
を
架
し
た
も
の
で
あ
る
。
木
棺
は
大
き
さ

が
異
な
る
だ
け
で
、
そ
の
形
制
は
同
じ
で
あ
る
。

コ
ウ
ヤ
マ
キ
の
丸
太
を
縦
に
四
分
し
て
、

そ
の

一
本
か
ら
断
面
Ｌ
字
形
の
長
い
部
材
を
つ
く
る
。
そ
れ
は
側
板
と
底
板
半
分
と
を

一
木

で
つ
く

っ
た
も
の
で
、
同
様
な
部
材
二
つ
を
向
き
合
わ
せ
て
身
と
し
、
側
板
の
両
端
に
近
く

溝
を
彫

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
小
口
板
を
は
め
て
棺
身
と
し
、
こ
れ
に
断
面
弧
形

の
蓋
を
か
ぶ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
側
板
の
両
端
に
は
各

一
個
ず
つ
の
突
起
が
つ
く

っ
て
あ
る
。
二
号
棺
で
は
蓋

か
す
が
い

と
身
を
鎹
で
と
め
て
あ

っ
た
。

一
号
棺
に
は
、
頭
部
を
北
辺
に
お
い
た

一
体
の
被
葬
者
と
、

そ
の
頭
辺
に
小
型
の
乳
文
鏡

一
、
ガ
ラ
ス
小
玉
を
つ
ら
ね
た
頚
飾
り
や
櫛
な
ど
が
あ
り
、
黒

漆
膜
の
み
が
残

っ
た
把
頭

一
が
あ

っ
た
。
そ
れ
に
は
わ
が
国
固
有

の
文
様

で
あ
る
直
弧
文
が
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第三章　王墓とその時代

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
棺
内
足
辺
に
短
甲

一
が
そ
え
て
あ

っ
た
。
棺
外
東
辺
に
も
短
甲

一
を
お
き
、
棺
外
足
辺

に
は
馬
具
を
お
い

て
あ
る
。
棺
外
西
側
に
は
黒
漆
塗
り
の
二
枚
の
盾
や
三
本
の
鉄
鉾
が
お
い
て
あ

っ
た
。
盾
は
綾
杉
文
や
鋸
歯
文
で
飾
ら
れ
、
鉾

の
柄
に
は
連
続
し
た
格
子
文
を
つ
け
て
あ

っ
た
ら
し
い
。

二
号
棺
は
武
具
を
納
め
た
も
の
で
あ

っ
て
、
死
者
を
納
め
た
も
の
で
は
な
い
。
内
部
に
は
、
矢
を
い
れ
た
靱
四
、
弓
六
、
衝

角
付
冑

一
、
小
札
綴
の
草
摺

・
肩
甲
各
二
、
鎌
な
ど
が
納
め
て
あ

っ
た
。
弓
は
い
ず
れ
も
長
さ
約
二
メ
ー
ト

ル
、
径
約
二

・
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、

一
は
黒
漆
塗
り
の
ま
ま
で
、
他
は
黒
漆
塗
り
で
樺
巻
き
が
あ
り
、
な
か
に
は
樺
巻
き

の
と
こ
ろ
を
赤
く

塗

っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
副
葬
品
の
品
目
を
み
る
と
、
武
器

・
武
具
の
数
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
首
長
墓
の
中
に
、

武
器

・
武
具
を
副
葬
す
る
風
潮
は
、
五
世
紀
に
な

っ
て
と
み
に
顕
著
に
な

っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
支
配
層

の
鉄
の
掌
握
と
、

武
装
し
た
首
長
の
姿
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
そ
の
後
六
世
紀
に
も
継
続
し
、
そ
こ
で
は
新
た
な
大
陸
風
の
技
術
が
加
わ
る
。

土
保
山
古
墳
の
西
に
あ
る
二
子
山
古
墳
は
、
全
長
約
四
〇

メ
ー
ト
ル
の
小
形
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
そ

の
周
濠
が
名
神
高

速
道
路
に
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
、
局
部
的
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
く
び
れ
部
南
側
で
、
長
さ
約
七
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
三
メ

ー
ト
ル
の
造
り
出
し
の
あ
る
こ
と
や
、
幅

一
〇

メ
ー
ト
ル
の
濠
の
外
堤
に
円
筒
埴
輪
が
な
ら
ぶ
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
く
び
れ
部

に
あ
る
造
り
出
し
は
、
祭
壇
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
応
神
陵
や
仁
徳
陵
に
も
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
先
駆

的
形
態
は
、
弁
天
山
Ｂ
１
号
墳
や
Ｃ
１
号
墳
の
く
び
れ
部
近
く
に
あ
る
壇
状

の
も
の
か
ら
た
ど
れ
る
の
か
も

し
れ

な

い
。
た

だ
、
そ
の
祭
儀
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
知
る
由
も
な
い
。
二
子
山
古
墳
の
近
傍
に
は
、
茨
木
市
域
内

に
石
山
古
墳

が
あ
る
。

先
年
、
工
事
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
際
、
多
数

の
鉄
製
の
刀
剣

・
鏃
・
斧
の
ほ
か
、
鉄
鑓
や
埴
輪

・
土
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Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

師
器

・
須
恵
器
の
破
片
が
見

つ
か
っ
た
。
す
で
に
破
壊
さ
れ
た
後
だ

っ
た
た
め
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
調
査
に

当

っ
た
免
山
篤
氏
は
、
五
世
紀
後
半
に
属
す
る
直
径
約
三
〇

メ
ー
ト
ル
の
円
墳
を
推
定
し
た
。
し
か
し

一
方
で
、
西
向
き
の
前

方
後
円
墳
の
可
能
性
も
考
慮
し
て
い
る

免
山
篤

「
石
山
古
墳
の
調
査
報

告
」
茨
木
市
文
化
財
資
料
集
９

こ
こ
で

注
意
す
べ
き
は
、
先
述
の

一
連

の
諸
古
墳

と
細

い
水
路
を
距
て
て
位
置
す
る
こ
の
古
墳
が
、

一
群
と
し
て
包
括
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
茶
臼
山
古
墳
に
関
連
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
台
地
上
の
茶
臼
山
古
墳
を
含
む

一
群
と
、
土
室
に
群
在
す
る

一
群
と
を
界
す
る
境
界

が
、
そ
の
間
を
流
れ
る
細
流
に
あ
り
、
性
格
の
異
な
る
両
古
墳
群
の
営
造
集
団
の
領
界
意
識
が
う
か
が
え
る
興
味
あ
る
事
象
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

今

城

塚

古

墳

の

周

辺

土
室
の

一
群
と
対
比
で
き
る
の
は
、
今
城
塚
古
墳
の
周
辺
に
あ
る
古
墳
群
で
あ
る
。
前
塚
古
墳

に

つ

い

て

は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
。
そ
の
東
北
の
丘
麓
に
あ
る
車
塚
古
墳
は
、
同
名

の
古
墳
が
天
神
山

の
ふ
も
と
に
あ
る

図147　 今城塚 とその周辺

と
こ
ろ
か
ら
、
郡
家
の
地
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
西
向
き
の
前

方
後
円
墳
で
あ

っ
て
、
埴
輪
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ

の
内
容
は
明
ら
か

で
な
い
。
丘
陵
と
墳
丘
を
堤
で
つ
な
ぎ
、
そ
の
間
を
溜
池
と
し
て
い
る

た
め
、

一
見
周
濠
を
も
つ
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
本
来
は
、
斜
面

に
営
ま
れ
た
周
濠

の
な
い
古
墳
で
あ
る
。

前
塚
古
墳
が
、
あ
た
か
も
今
城
塚
古
墳
の
外
域
延
長
線
上
に
位
置
す

る
よ
う
に
、
氷
室
塚
古
墳
も
ま
た
、
そ
の
対
す
る
外
域
延
長
上
に
位
置

し
て
い
た
。
そ
の
た
め
今
城
塚
古
墳
の
陪
塚
と
解
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
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た
。
消
滅
し
た
こ
の
前
方
後
円
墳
も
、
前
塚
古
墳
と
同
様
、
今
城

塚
古
墳

に
先
行
す
る
年
代
の
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か

し
、
周
濠
も
北
向
き
の
姿
も
消
え
て
、
住
宅
地
に
化
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
今

城
塚

古
墳

の
周
辺

に
は

「掛
塚
」

・

「狐
塚
」
・
「
神
輿
塚
」
な
ど
の
塚
名
を
小
字
に
と
ど
め
た
り
、
そ
れ
ら
し
き
地
貌

・
地
物
を
残
す
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
近
年
、

よ
う
や
く
そ
れ
ら
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
掛
塚
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
神
輿
塚
と
称
す
る
小
隆
起
は
、

一
枚
の
凝
灰
岩
の
板
石
が
立
つ
の
み
で
、
古
墳
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
板
石
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
、
今
後

調
査
の
要
が
あ
る
。

狐
塚
と
称
す
る
小
隆
起
は
、
今
城
塚
の
東
辺
に
あ

っ
て
、
も
と
家
畜
小
屋
の

一
角
を
な
し
て
い
た
。
調
査

の
結
果
、
水
田
中

に
盛
土
し
た
小
丘
で
は
あ
る
が
、
何
等
古
墳
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

一
帯
に

は
広
範
囲
に
わ
た

っ
て
五
世
紀
以
降
の
土
壙
墓
群
が
群
在
し
、
そ
の
東
縁
に
は
方
墳
四
基
が
な
ら
ぶ
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。
そ
こ
で
、
以
後
、

こ
の
遺
跡
名
を

「
狐
塚
古
墳
群
」
と
称
す
る
こ
と
に
改
め
た

高
槻
市
教
育
委
員
会

『狐
塚

古
墳
群
発
掘
調
査
概
要
』

東
西
約
八
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
二
次
に
わ
け
て
調
査
し
た
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

地
域

の
東
南
部
に
、
大
は

一
辺
約

一
七
メ
ー
ト
ル
、
小
は

一
辺
約
八
メ
ー
ト
ル
の
方
墳
が
あ
る
。
大
き
い
の
は
主
軸
を
西

へ
ず

ら
し
な
が
ら
北

へ
な
ら
び
、
小
墳
は
南
の

一
墳
の
東
側
に
位
置
す
る
。
い
ず
れ
も
周
濠
は
重
複
せ
ず
、
弥
生
時
代
後
期
の
方
形

周
溝
墓
に
は
じ
ま
る
造
作
を
継
承
し
て
い
る
。
だ
が
列
状
に
配
列
す
る
と
こ
ろ
は
、
弥
生
時
代
の
そ
れ
と
共
通
し
、
同

一
血
縁

者

の
墓
で
あ
る
こ
と
を
み
せ
て
い
る
。
内
部
に
は
小
土
壙

数
基
を
認
め
る
が
、
そ
れ
も
大
小
あ

っ
て
、
家
族
墓
の
色

彩

が

濃

い
。
ま
た
、
中
央
の
最
大
の
も
の
に
は
、
周
濠
内
に
五
基
の
土
壙
が

一
列

に
つ
く
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の

一
つ
に
は
、
五
世
紀
末

の
須
恵
器

・
土
師
器
を
副
葬
し
て
あ

っ
た
。
そ
れ
よ
り
推
し
て
、
こ
の
方
墳
群

の
年
代
の

一
点
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
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図148　 狐塚古墳群

西
に
群
在
す

る
六
〇
〇
基
以
上

の
土
壙
墓
群

は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
副
葬
品
を
伴
わ
ず
、
個
別

に
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
副
葬
品
を
伴
う
も

の
と
伴
わ
な

い
も
の
の
比
は
、

ほ
ぼ

一
〇
対

一
の
割
合
で
、
伴

う
も
の
に
あ

っ
て
も
、
土
師
器

の
甕

・釜
・
堝
・壷
坏
、須
恵
器
の

甕
、
埴
輪
な
ど
の
ほ
か
瓦
器
も

加
わ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま

た
、
埴
輪
に
は
円
筒
埴
輪
の
ほ

か
、
家

・
鶏

・
武
人
な
ど
が
あ

る
。
土
壙

の
形
態
も
ま
た
多
様

で
あ

っ
て
、
そ

の
平
面
形
が
円
・

楕
円
・長
楕

円
・
正
方
・
長
方
の

各
形
が
認
め
ら
れ
る
。
平
均
的
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図149　 狐塚古墳群 の土壙 墓

な

大
き

さ

は
、

幅

約

一
メ

ー

ト

ル
、
長

さ
約

一
・

五

メ
ー

ト

ル
で
あ

る

が

、
小

さ

い
も

の

で

は

五
〇

セ

ン
チ

メ

ー

ト

ル

で
あ

る

。
棺

様

の
施

設

は
な

い

が

、

一
部

の
も

の

で
は

、
木

板

の
蓋

を

し

た
と

推

定

さ

れ

る

も

の
が

あ

る

。
そ

の
年

代

は
、

瓦

器

を

蔵

す

る

一
群

が

、
東

南

部

に
あ

り

、

西

北

部

の
土

壙
に
大

型

の
も

の
が

多

い
傾

向

を

と

り

あ

げ

る

な

ら

、
こ
の
西

北

辺

の
も

の
を
古

く

、
東

南

辺

の
も

の

を
新

し
く

し
得

る

で
あ

ろ
う

。

い
ず

れ

も

近
接

し

な
が
ら
重
複
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、本
来
、地
表

に
は
封
土
の
よ
う
な
標
識
と
な
る
構
造
物
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

目
下
、
そ
れ
ぞ
れ
を
グ
ル
ー
プ
に
分
ち
、
被
葬
者
の
単
位
を
析
出
す
る
作
業
は
進
行
中
で
、
結
論
を
得
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
土
壙
墓
群
の
南
に
は
、
幅
約
二
メ
ー
ト
ル
の
浅

い
溝
が
東
西
に
走
り
、
こ
れ
を
越
え
て
つ
く
ら
れ
た
土
壙
墓
の
な

い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

こ
の
小
溝
が
墓
域
の
南
を
限
る
も
の
ら
し
い
。
墓
域
は
さ
ら
に
西
北
部

へ
拡
が
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か

ら
、
さ
ら
に
そ
の
総
数
は
増
加
す
る
と
み
て
よ
い
。
五
世
紀
末
に
つ
く
ら
れ
た
方
墳
以
後
、
そ
の
西
側
に
累

々
と
形
成
さ
れ
た
こ

の
土
壙
墓
群
は
、
西
か
ら
東

へ
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
地
形
に
営
ま
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
被
葬
者
は
、

こ
の
す
ぐ
東
に
あ
る
川

西
遺
跡
の
住
人
で
あ
ろ
う
。方
墳
が
東
方
の
集
落
か
ら
み
て
目
立
つ
位
置
を
占
め
、
土
壙
墓
群
が
そ
の
西
方
の
陰
に
か
く
れ
る
部

分
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
状
況
は
、共
同
墓
地
の
み
な
ら
ず
、村
落
内
部
の
あ
り
方
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
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今
城
塚
古
墳
は
郡
家
の
西
に
あ
る
巨
大
な
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
西
北
に
前
方
部
が
あ
り
、
墳
丘
の
全
長
約

今
城
塚
古
墳

一
九
〇
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
径
約

一
〇
〇

メ
ー
ト
ル
、
そ
の
高
さ
約
九
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
の
幅
約

一
四
〇

メ
ー
ト
ル
、
そ
の
高
さ
約

一
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
上
か
ら
見
る
と
前
方
部
が
ひ
ろ
が
り
、
横
か
ら
み
る
と
前
方
部
が
高
い
。

こ
の
す
ぐ
北
の
丘
上
に
あ
る
岡
本
山
古
墳
と
比
べ
る
と
、
同
じ
前
方
後
円
墳
な
の
に
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
、
前
方
部
が
こ
と

さ
ら
大
き
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
も
、
今
城
塚
古
墳
は
二
重
の
濠
さ
え
め
ぐ
ら
し
て
い
て
、
濠
を
分
つ
堤

は
垂
直
で
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
変

っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
関
す
る
解
釈
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
の
う

ち
の
有
力
な
解
釈
は
、
前
方
後
円
墳
は
は
じ
め
は
自
然
の
地
形
を
利
用
し
て
、
尾
根
の
頂
き
や
丘
の
先
端
に

つ
く

っ
た
。
そ
し

て
、
埋
葬
す
る
場
所
は
高
く
つ
く
り
、
そ
の
前
方
に
は
細
長
く
平
坦
な
広
場
を
つ
く

っ
て
儀
式
を
や
る
。

つ
ま
り
、
埋
葬
の
場

所
と
葬
祭
の
場
所
と
が
立
体
的
な
構
成
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
平
坦
な
と
こ
ろ
に

つ
く
る
よ
う
に
な

る
と
、
傾
斜
地
に
立
地
す
る
古
墳
の
各
部
の
規
模
を
、
そ
の
ま
ま
平
坦
地
に
う
つ
し
た
た
め
前
方
部
と
後
円
部
の

つ
り

あ

い

が
、
す

っ
か
り
変

っ
て
し
ま

っ
た
。
だ
か
ら
、
徐
々
に
前
方
部
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
人
工
の
造
山
計
画
に
よ

っ
て

突
然
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
前
方
部
と
い
う
曲
者
は
、
さ
ら
に
お
か
し
な

こ
と

に

な

げ
ん
し
つ

る
。
追
葬
が
可
能
な
横
穴
式
石
室
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
遺
骸
を
納
め
る
部
屋

（玄
室
)
を
後
円
部
の
中
心
に
つ
く

り
た
い
。
し
か
も
、
大
き
な
石
を
つ
か

っ
て
部
屋
を
つ
く
る
以
上
、
そ
の
重
さ
を
支
え
る
に
は
盛
土
で
は
あ
ぶ
な
い
か
ら
固
い

せ
ん
ど
う

地

山

で
な

い
と

い
け

な

い
。

ま

た
、

玄

室

ま

で
達

す

る
長

い
廊

下

（羨

道
)

を

一
六

メ
ー

ト

ル
よ
り

も

長

く

つ
く

っ
た

も

の
が

な
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
後
円
部
が
縮
少
し
は
じ
め
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る

小
林
行
雄

・
近
藤
義
郎
「古
墳
の

変
遷
」
『世
界
考
古
学
大
系
』
Ⅲ

も
と
も
と
前
方
後
円
墳
と
い
う
も
の
が
、
特
別
な
死
者
＝
前
首
長
を
納
め
る
と
こ
ろ
と
、
そ
れ
に
む
か
っ
て
新
首
長
が
儀
式
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図150　 今城塚古墳

を
や
る
と
こ
ろ
と
二

つ
の
構
成
体
の
結
合

し
た
も
の
と
し
て
出

発

し
た

と
考

え

る

と
、
の
ち
に
、
後
円

部

に
二
つ
の
方
壇
を

設

け

た
り

(双
方
中

円
墳
)、

祭
式

の
場

で
あ
る
前
方
部
を
縮

少

し
た
も

の

(帆
立

貝
式
古
墳
)
が

つ
く

ら
れ
た
り
す
る
と
い

っ
た
現
象
は
、
こ
の

二

つ
の
構
成
体
が
首

長

の
経
済
的
政
治
的

地
位
と
密
接
な
関
係

が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

３１６
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う
。
小
野
山
節
氏
が
墳
丘
の
規
模

・
副
葬
品
等
を
対
比
し
て
、
古
墳
時
代
に
数
次
の
規
制
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
見
解
は
、

そ
の
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る

小
野
山
節

「古
墳
と
王
朝
の

歩
み
」
『古
代
史
発
掘
』
Ⅵ

今
城
塚
古
墳
は
、
北
か
ら
南

へ
の
び
た
丘
陵
が
、
断
層
に
よ

っ
て
切
断
さ
れ
た
南
側
の
残
丘
部
を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
ら

し
い
。
西
北
に
む
く
こ
の
古
墳
の
右

（北
)
側
の
内
堤
、
と
く
に
そ
の
前
方
部
の
隅
角
部
は
基
盤
層
が
高
く
残

っ
て
い
る
。
そ

し
て
外
域
の
北
側
は
、
南
側
に
比
べ
て
約
五
メ
ー
ト
ル
高

い
か
ら
、
こ
の
古
墳
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
、
前
方
部
を
高
く
す
る

意
図
か
ら
、
そ
れ
を
高

い
方
に
設
定
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

墳
丘
は
か
な
り
原
状

に
変
更
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
後
円
部
の
中
央
に
は
東
南
か
ら
西
北
に
む
け

て
、
深

い
掘
割
が

あ
り
、
こ
の
掘
割
よ
り
東
半
分
は
、
西
半
分
よ
り
約
五
メ
ー
ト
ル
も
低

い
、
中
世
に
城
柵
を
設
け
た
と
き
の
名
残
り
で
あ
ろ
う

か
。
く
び
れ
部
に
近
く
造
り
出
し
が
あ
る
。
本
来
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
左

（西
南
)
側
の
そ
れ
は
、

内
濠
を
埋
め
て
水
田
を
つ
く
る
際
に
破
壊
さ
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
内
堤
の

一
部
も
同
様
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
外
濠
も
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
水
田
と
な

っ
て
い
る
が
、
最
近
、
東
北
部
で
外
濠
の

一
部
を
検
出
し
た
。

こ
の

一
帯
に
外
堤
が
認
め
ら
れ
な
い
の

は
、
前
塚
古
墳
の
東
に
あ
る
池
が
決
壊
し
た
際
に
流
欠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
南
の
外
堤
も
部
分
的
に
破
壊
さ

れ

て

い
る

が
、
そ
の
大
部
分
は
細
い
里
道
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
道
の
外
側
に
あ
る
細

い
畠
は
、
外
堤
の
部
分
で
あ

っ
て
、
近
年
そ
の
延

長
部
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
を
調
査
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
さ
き
の
畠

の
西
側
の
水
路
は
、
外
堤
の
外
画
線

に
相
当
し
、
そ
の

延
長
部
と
み
ら
れ
る
浅

い
溝
が
二
本
あ

っ
た
。
外
堤
上
に
埴
輪
を
配
列
し
て
あ

っ
た
可
能
性
は
少
な
い
。
内
堤
に
は
大
型
円
筒

埴
輪
の
ほ
か
、
種

々
の
形
象
埴
輪

(家
・
武
人
な
ど
)
が
あ
る
。

こ
の
古
墳

の
被
葬
者
を
継
体
天
皇
と
す
る
説
が
あ
る
。
か
つ
て
、
天
坊
幸
彦
氏

（故
人
）
は
、
三
島
地
方
の
条
里
制
の
研
究
を
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も
と
に
、
「延
喜
諸
陵
式
」
に
そ
の
所
在
を
島
上
郡
と
す
る
継
体
天
皇
三
島
藍
野
陵
は
、
今
城
塚
古
墳
に
該
当
す
る
こ
と
を
論

じ
た

天
坊
幸
彦

「今
城
塚
」
『上
代
浪

華
の
歴
史
地
理
的
研
究
』
所
収

こ
の
推
定
は
、
今
城
塚
古
墳
を
前
方
後
円
墳
の
新
し
い
形
態
と
す
る
考
古
学
の
知
見
と
矛

盾
し
な
い
。
さ
ら
に
最
近
お
こ
な
わ
れ
た
茨
木
市
太
田

・
茶
臼
山
古
墳
の
周
辺
部

一
帯
の
調
査
で
、
濠

の
外
縁
に
配
列
し
た
円

筒
埴
輪
列
の

一
部
が
判
明
し
た
。
そ
の
埴
輪
の
年
代
を
五
世
紀
後
半
と
す
る
調
査
結
果
も
そ
の

一
助
と
な
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
古
墳

の
被
葬
者
を
継
体
天
皇
と
し
、
そ
の
年
代
を
六
世
紀
前
半
と
し
得
る
な
ら
、
な
ぜ

こ
の
三
島
の
地
に
、
継

体
天
皇
の
墓
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

継
体
天
皇

の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
は
応
神
天
皇
の
五
世
の
孫
と
記
す
だ
け
で
、
そ
の
間
の
歴
代
を
省
略

す
る
異
例
の
書
き
方
で
あ
る
。
そ
の
欠
を
補
う
も
の
と
し
て
、
五
世
の
そ
れ
ぞ
れ
を
掲
げ
る
釈
日
本
紀
所
引

の
上
宮
記
逸
文
が

お

は
つ

せ

あ
る
が
、
こ
の
系
図
に
つ
い
て
は
疑
問
視
す
る
説
と
容
認
す
る
説
と
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、前
代

の
小
泊
瀬

（
武
烈
)
天
皇

を
暴

お
お

さ

さ
ぎ

君
と
し
て
描
写
し
、
大
鷦
鷯

（仁
徳
)
天
皇
の
皇
系
が
、

こ
の
天
皇
で
断
絶
す
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
そ

の
後

お

お

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
か
つ
お
お
み
の
く
に

に
お
け
る
男
大
迹

の
即
位
ま
で
の
い
き
さ
つ
も
尋
常
で
な

い
。
古
事
記
で
は
近
淡
海
国
よ
り
出
て
皇
位
に
つ
い
た
と
い
う
が
、

み

お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
る
ひ
め

書
紀
に
よ
れ
ば
、
父
王
が
近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
の
別
業
に
滞
在
し
、
三
国
の
坂
中
井

(越
前
国
坂
井
郡
)
の
振
媛

を
妃
と
し
た
こ

た
か
む
く

と
、
父
の
死
後
、
母
に
伴
わ
れ
て
越
前

の
高
向
に
帰
り
、
そ

こ
で
養
育
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
即
位
に
際
し
て
三
国
よ
り
迎
え

く
ず

ば
の
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
づ

き

ら
れ
、
そ
の
後
、
元
年
に
は
樟
葉
宮

(大
阪
府
枚
方
市
楠
葉
)
に
行
き
、
五
年
に
は
山
背

の
筒
城

（京
都
府
綴
喜
郡
)
に
、
十
二
年

お
と
く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
わ

れ

に
は
弟
国

(京
都
府
乙
訓
郡
)
に
う

つ
り
、
二
十
年
に
磐
余
の
玉
穂

（奈
良
県
桜
井
市
)
に
都
し
、
二
十
五
年
玉
穂
宮
で
没
し
た
の

お
き
な
が

で
、
藍
野
陵
に
葬

っ
た
と
い
う
。
書
紀
が
記
す
八
人
の
妃
の
う
ち
、
四
人
は
近
江
の
三
尾

・
坂
田

・
息
長
の
出
身
で
あ
り
、
古

事
記
も

こ
れ
ら
の
首
長
と
の
結
合
を
示
唆
し
て
い
る
。
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Ⅱ　考古学か らみた原 始 ・古代 の高槻

図151　 今 城 塚 古 墳 の埴 輪 （１・2)と 土 師 器(3)(1家,2円 筒)(1)

約1/18.5(2)約1/10.5,(3)約 １/5
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第三章　王墓とその時代

応
神
天
皇
の
末
裔
と
さ
れ
る
継
体
天
皇
に
関
す
る
記
載
が
、
記
紀

に
お
い
て
部
分
的
に
相
違
が
あ
る
と
は

い
え
、
そ
こ
に
は

近
江
の
琵
琶
湖
北
半
の
諸
勢
力
と
の
結
び
つ
き
が
う
か
が
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
三
島
の
対
岸
に
あ
た
る
楠
葉
や
そ
の
東
の
綴

喜
、
あ
る
い
は
北
の
乙
訓
が
宮
や
都

の
地
と
し
て
記
載
さ
れ
、
彼
の
墓
が
三
島
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
淀

川

や
木

津

川

・
桂
川
沿
岸
の
諸
勢
力
を
包
括
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
記
紀
と
も
に
、
武
烈
天
皇
を
も

っ
て
そ
の
皇

統
が
断
絶
す
る
こ
と
、
継
体
天
皇
が
系
譜
的
に
応
神
天
皇
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
仁
徳
以

下

の
諸

王

｜
｜
そ

れ
を

「倭
の
五
王
」
と
解
す
る
な
ら
｜
｜

と
は
異
な

っ
た
首
長
集
団

の
あ

っ
た
こ
と
を

語

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
な
ら
、
継
体

の
出
現
す
る
背
景
と
し
て
、
淀
川
か
ら
琵
琶
湖
を
ふ
く
む
畿
内
北
辺
に
、

一
つ

の
政
治
勢
力

の
あ

っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
そ
の
政
治
勢
力
の
頂
点
に
あ

っ
て
主
導
的
役
割
を
果
し
た
の
が
継
体
で
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
三
島
の
首
長
た
ち
も
古
く
は
弥
生
時
代
に
ま
で
も
遡
り
得
る
よ
う
な
淀
川
水
系

の
地
域
的
連
帯
を
縁

由

と

し

て
、
そ
の
勢
力
を
構
成
す
る
分
子
で
あ

っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
場
合
、
三
島
の
占

め
る
地
理
的
位
置
は
、
瀬
戸
内

へ
の
門
戸

を
扼
し
、
か
つ
、
河
内

・
和
泉
の
諸
勢
力
と
対
峙
す
る
意
味
を
も

つ
。

こ
の
外
交

・
軍
事
上
の
重
要
性
は
、
三
島
を
重
視
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。
継
体
が
大
和
や
河
内
に
墓
を
営
ま
な
か

っ
た
の
は
、
彼
が
本
来
畿
内
中
枢
部

の
出
身
で
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
政
治
的
背
景
を
考
慮
し
て
三
島
に
彼
の
墓
を
つ
く

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
政
治
的
配
慮
か
ら
、
本
貫
地
を
離
れ
た
勢
力
圏
内
に
、
傘
下
の
首
長
結
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
造
墓

の
事
業
を
お
こ
す

や
り
方
の
先
駆
的
形
態
は
、
す
で
に
完
全
な
ま
で
に

「
倭
の
五
王
」
た
ち
が
築
き
あ
げ
て
あ

っ
た
。
そ
の
萌
芽
は
前
方
後
円
墳

自
体
の
属
性
の
中
に
、
も
と
も
と
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

継
体
の
墓
が
今
城
塚
古
墳
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
造
営
に
力
あ

っ
た
首
長
と
し
て
、
三
島
県
主
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
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よ
う
。
安
閑
紀
に
み
え
る
、
竹
村
屯
倉
設
置
に
ま
つ
わ
る
三
島
県
主
飯
粒
の
説
話
も
、
そ
の
基
底
に
造
墓
の
事
業
と

一
脈
通
ず

る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

今
城
塚
古
墳
の
あ
と
、
こ
の
三
島
で
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
古
墳
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
継
体
死
後

の
新
た
な
事
態
を
そ

の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
新
た
な
政
治
的
変
化
の

一
端
を
三
島
で
は
群
集
墳

の
出
現
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
三
節
　
律
令
体
制

へ
の
傾
斜

Ⅱ　考古学からみた原始・古代の高槻

今
城
塚
古
墳
が
で
き
た
六
世
紀
前
半
期
、
こ
の
三
島
地
方
で
も
、
横
穴
式
石
室
と
呼
ぶ
新
来
の
墓
が
あ
ら
わ

群

集

墳

れ
る
。
そ
れ
は
、
堅
固
な
地
盤
に
奥
壁
と
な
る
巨
石
を
据
え
、
そ
れ
よ
り
南
方

へ
側
石
を
組
み
あ
げ
て
方
形

の
石
室
を
つ
く
り
、
そ
の
南
側
に
羨
道
と
呼
ぶ
廊
下
を
構
築
し
た
も
の
で
あ
る
。
羨
道
の
入
口
を
積
石
で
閉
塞
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
数
次
の
埋
葬
を
お
こ
な
え
る
。

こ
う
し
た
墓
の
原
型
は
中
国
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
廓
を
積
み
あ
げ
て
墓
室

を

つ
く

っ

た
。
そ
の
構
造
は
、
の
ち
に
朝
鮮
半
島
の
高
句
麗
や
百
済
に
も
伝
わ
り
、
東

ア
ジ
ア
の
国
際
交
流
の
な
か
で
、
わ
が
国
に
も
伝

わ

っ
て
き
た
。

巨
石
を
あ
つ
か
う
以
上
、

一
基
の
横
穴
式
石
室
を
つ
く
る
に
は
、
石
の
運
搬
や
石
組
み
に
熟
達
し
た
石
工
の
参

加

が

必
要

し
ゅ

ら

で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
コ
ロ
や
テ

コ
の
利
用
は
も
ち
ろ
ん
、
修
羅
の
よ
う
な
も
の
も
活
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
石
室
を
構
築
す

る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
構
想
す
る
規
模
に
従

っ
て
地
山
の
掘
さ
く
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
石
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図152　 塚原 Ｆ２号 墳の横穴式石室

室
の
最
下
段
の
石
材
は
、
箱
型
に
な
る
よ
う
に
立
て

て
用
い
、
そ
の
平
面
形
も
胴
張
り

の
あ
る
も
の
が
あ

る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
上
部
の
荷
重
を
考
慮
し
た
力

学
的
配
慮
が
あ

っ
た
ら
し
い
。

死
者
を
追
葬
し
得
る
墓
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、
葬
送
の
観
念
に
も
、
大
陸

・
半
島
風

の
も
の
が
流
入
し
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
さ
き
に
も
狐
塚
の
土
壙
墓
群
で
も
み
た
よ
う

に
、
ム
ラ
の

一
般

の
人
び
と
は
な

お
、
ム
ラ
は
ず
れ

の
共
同
墓
地
の
簡
素
な
土
壙

に
収

め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ

っ
て
、
新
来

の
葬
墓
形
式
を
と
り
入
れ
た
人
び

と
は
、

ム
ラ
の
有
力
家
族
で
あ

っ
た
。

よ

み

八
世
紀

の
古
事
記
が
記
す

「
黄
泉

の
国
」

の
話

は
、
ま
さ
に
横
穴
式
石
室
を
想
定
し
た
も

の

で

あ

る
。

こ
の
種

の
墓
は
、
石
材
の
供
給
と
運
搬
の
便
と

い
う
条
件

に
か
な
り
制
約
さ
れ
る
ら
し
い
。
そ
の
た

め
、
そ
の
条
件
に
か
な
う
と
こ
ろ
で
は
、
次
々
に
造
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Ⅱ　考古学からみた原始・古代の高槻

図153　 塚 原 古 墳 群(1:10000)
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第三章　王墓とその時代

や

そ

墓
が
お
こ
な
わ
れ
、
塚
原
古
墳
群
の
よ
う
に

一
〇
〇
基
以
上
の
墓
が

群
集
し
、
「塚
原
八
十
塚
」
の
名
称
さ
え
生
じ
た
。

こ
の

よ
う
に
群
集
す
る
も

の
を

「
群
集
墳
」
と
呼
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
小
規
模
な
も
の
で
は
数
基
で
構
成
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

実
際
、

一
〇
〇
基
に
も
お
よ
ぶ
場
合
で
も
、
そ
の
基
本
的
単
位
は
二
な
い
し
四
基
の
古
墳
が
集
積
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は

一

つ
の
家
族

(世
帯
共
同
体
)
が
世
代
を
重
ね
て
古
墳
を
つ
く
り
加
え
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
い
ま
で
は
、
そ
れ
ら
を
結

ぶ
墓
道
を
も
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
広
大
な
塚
原
古
墳
群
も
、
各
群
に
い
た
る
墓
道
を
見
分
け
る
な
ら
、
大
き
く
は
二

つ
の
谷
筋
を
主
要
な
道
と
し
て
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。

一
は
安
威
川
に
か
か
る
道
潅
橋
の
北

一
〇
〇

メ
ー
ト

ル
に
開
口
す
る
谷

筋
を
遡

っ
て
阿
武
山

の
南
側
斜
面
に
い
た
り
、
他
は
件

の
橋

の
南
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
開
口
す
る
谷
筋
を
と
お

っ
て
阿
武
山

の

東
側
斜
面
に
い
た
る
。
こ
う
し
た
道
筋
と
、
尾
根
や
斜
面
の
利
用
に
多
少
の
相
違
が
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
群
集
墳
を
構
成
す

る
集
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
居
住
地
を
異
に
す
る
こ
と
と
対
応
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
い
ず
れ

の
道
筋
も
安
威
川

ひ
つ
ぎ

に
結
ぶ
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
葬
送
の
棺
は
安
威
川
沿
岸

の
ム
ラ
む
ら
か
ら
発
し
て
、
こ
の
丘
麓
に
い
た

っ
た

と

み

ら

れ
る
。

墓

の
詳
細
は
第
六
巻
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、

一
、
二
の
注
意
に
の
ぼ
る
事
柄
を
付
記
し
て
お
こ
う
。

こ
の
群
集
墳
の
成
立
は
、
六
世
紀
中
頃
に
は
じ
ま
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
阿
武
山
南
側
斜
面
で
は
、
高
所

に
あ
る
Ｄ
群
、
東

側
斜
面
で
は
Ｅ

・
Ｆ

・
Ｇ
の
三
群
が
比
較
的
早
く

つ
く
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
う
ち
に
は
、
馬
具
や
馬
形
埴
輪
な
ど
を
有
し
、

後
述
の
他
の
群
集
墳
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
。
ま
た
、
丘
頂
に
近
い
Ｎ
群
や
丘
麓

の
Ｂ
群
等
に
は
、
矮

小
な
小
型
石
室
が

あ

っ
て
、
こ
の
群
集
墳
の
終
期
に
近

い
段
階
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
Ｎ
群
に
つ
い
て
は
、
木
棺

一
基
を
か
ろ
う
じ
て
収

容
し
得
る
ほ
ど
の
簡
単
な
石
囲
い
状

の
石
室
で
あ
り
、
副
葬
品
も
ま
た
乏
し
い
。
そ
の
う
ち
、
尾
根
を
異
に
す
る
Ｎ
２
号
墳
は

濠
を
め
ぐ
ら
し
た

一
辺
約
九

メ
ー
ト
ル
の
方
墳
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
は
箱
型

の
木
棺

一
基
を
土
中
に
直
葬
し
て
あ

っ
た
。
他
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に
南
の
丘
麓
の
Ａ
群
中
に
も
濠
を
め
ぐ
ら
す

一
基
の
方
墳
が
あ
る
が
、
そ
の
年
代
は
詳
か
で
な
い
。

塚
原
古
墳
群
の
北
約
七
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
片
ヶ
谷
の
谷
奥
に
も
、
大
小
四
群
か
ら
な
る
群
集
墳
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
谷

筋
か
ら
東
南

へ
の
ぞ
む

一
点
に
殿
岡
神
社
境
内
の
古
墳
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
南

へ
行
く
と
、
谷
中
に
皇
子
塚
古
墳
と
称

さ
れ
る
独
立
墳
が
あ
る
。
こ
う
し
た
独
立
墳
の
選
地
は
、
片
ヶ
谷
か
ら
、
奈
佐
原

・
岡
本

へ
通
ず
る
谷
筋
が
、
そ
の
南
方

へ
ひ

ろ
が
る
ム
ラ
む
ら
の
道
筋
に
あ
た
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

郡
家
の
北
の
後
背
丘
陵
は
、
す
で
に
宅
地
化
し
て
し
ま
っ
た
が
、
か
つ
て
そ
の
丘
の
尾
根
上
に
は
郡
家
の
墓
地
が
あ
り
、
そ

の
南
に
近
く
、
六
世
紀
後
半

の
横
穴
式
石
室
群
七
基
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
丘
麓

の
郡
家

の
墓
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
芥
川
の
西図154　 塚原Ｎ２ 号墳 の墳 丘 と主体 部
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岸
、
塚
穴
に
も
四
基
の
円
墳
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
服
部
の
宮
之
川
原
に
結
び
つ
け
得
る
な
ら
、
そ
の
被
葬
者
た
ち
は
、
か
つ
て

西
の
丘
上
に
前
方
後
方
墳
や
前
方
後
円
墳
を
築
い
た
首
長
た
ち
の
末
裔
で
あ
ろ
う
。
服
部
の
塚
脇
に
も
、
帯
仕
山

の
南
斜
面
を

利
用
し
た
群
集
墳
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
は
、
巨
石
を
用
い
て
石
室
を
構
築
し
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
付
近

に
産
す
る
花
崗
岩

の
割
石
を
利
用
し
て
い
る
も
の
も
あ

っ
て
、
年
代
の
七
世
紀
に
く
だ
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

天
神
山
の
参
道
を
上
っ
た
右
側
に
小
祠
が
あ
り
、
宿
弥
塚

の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
小
墳
を
野
見
宿
弥
の
墓
と
す

る
伝
承
の
真
疑
は
別
と
し
て
も
、
こ
の

一
墳
が
横
穴

式
石
室
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
長

年
曝
露
し
た
ま
ま
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
属
す
る
年

代
を
示
す
遺
物
は
失
わ
れ
、
詳
か
に
し
な
い
。

こ
の

古
墳

の
南
方
、
丘
麓
の
高
ま
り
を
利
用
し
て
つ
く
ら

れ
た
北
向
き
の
前
方
後
円
墳
は
、
昼
神
車
塚
古
墳
と

呼
ば
れ
、
最
近
道
路
敷
設
に
よ

っ
て
、
そ
の
前
方
部

の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
墳
丘
は
弥
生
時
代
中
期

の
包
含
層
上
に
あ
り
、
三
段
の
築
成
を
み
せ
る
前
方

部
中
段
か
ら
、
イ
ノ
シ
シ

・
イ
ヌ

・
ミ
コ
を
像

っ
た

形
象
埴
輪
と
円
筒
埴
輪
が

一
列
に
配
列
さ
れ
た
状
態

で
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
内
部
主
体
は
明
ら
か
で
な
い

図155　 塚 原(1・3・4・6)・ 安 満 山(2)・ 塚

　脇(5)古 墳 群 の 馬具(1～5鋏 具,6轡

326



Ⅱ　考古学からみた原始 ・古代の高槻

図156　 塚 原(1～16・18～22・24～29)・ 塚脇(17・23)古 墳 群 の鉄 製 品(1

～16鏃,17槌,18～20鍔,21楔,22～25刀 子,26鎌,27・28石 突,29鑿)
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図157　 塚 脇(1・14～16)・ 塚 原(2～13・17・18)古 墳 群 の 遺 物(1～

7耳 飾,8・9ガ ラス玉,10切 子 玉,11～13管 玉,14～15紡 錘 車,

16勾 玉,17ト ンボ 玉,18空 玉,19・20把 頭)
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け
れ
ど
も
、
こ
の
昼
神
山
の
中
将
塚
や
さ
き
の
宿
弥
塚

・
車
塚
、
さ
ら
に
南
の
分
水
界
上
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ

る
皷

塚

等

は
、
東
方
よ
り
望
見
し
得
る

一
群
の
首
長
墓
で
あ

っ
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
ム
ラ
は
、
東
麓
の
古
曽
部
か
ら
安
満
西
の
あ
た

り
で
あ
ろ
う
。
別
所

の
北
に
は
、
丘
頂
に
横
穴
式
石
室
を
営
む
羅
王
山
古
墳
が
あ
り
、
そ
の
南
や
東
の
斜
面
に
古
墳
が
群
在
し

て
い
る
。
紅
茸
山
の
横
穴
式
石
室
も
そ
れ
ら
と

一
群
を
な
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
安
満
の
北
の
安
満
山
に
は
、
四
〇
基
以
上

を
算
す
る
群
集
墳
が
尾
根
上
に
点
在
す
る
。
六
世
紀
後
半
を
中
心
に
つ
く
ら
れ
た
こ
の
古
墳
群
に
は
、
墳
丘
や
石
室

の
旧
状
を

そ
の
ま
ま
残
し
た
も
の
が
あ
り
、
な
か
に
方
墳
や
埴
輪
を
そ
な
え
た
も
の
も
あ

っ
て
、
そ
の
規
模
か
ら
推
し
て
、
安
満

の
有
力

者
の
墓
と
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
群
集
墳
は
武
具
や
馬
具
を
副
葬
す
る
も
の
が
少
な
い
か
ら
、
そ

の
被
葬
者
の
性

格
を
、
塚
原
の
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
、
武
人
的
色
彩
に
乏
し
い
。
安
満
山
の
麓
に
も
数
基
を
も

っ
て

一
群
と
な
る
古
墳
の
集
団

こ
う
な
い

が
、
ほ
ぼ
五
〇
〇
～
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
延
長
は
神
内
の
数
基
の
古
墳
や
島
本
町
の
越
谷
古
墳
群
に
も

お
よ
ぶ
も
の
で
、
六

・
七
世
紀
に
こ
の
近
傍
に
ム
ラ
が
点
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
群
集
墳
と
同
様
の
横
穴
式
石
室
を
用

い
な
が
ら
、
前
方
後
円
形
の
墳
丘
を
も
つ
も

の
が
あ
る
。
茨
木

市
宿
久
庄
の
南
塚
古
墳
が
そ
れ
で
あ

っ
て
、
近
く
の
青
松
塚
古
墳
や
海
北
塚
古
墳
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
三
基

の
古
墳
は
か
つ
て

丘
上
に
築
か
れ
た
前
期

の
紫
金
山
古
墳
に
つ
ら
な
る
首
長
墓
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
茨
木
市
福
井
の
将
軍
山
古
墳

の
北
に
も
巨
大

こ
お
り

な
横
穴
式
石
室
が
あ
り
、
同
耳
原
に
は
方
形
の
鼻
摺
古
墳
や
二
基
の
石
棺
を
有
す
る
耳
原
古
墳
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
茨
木
市
郡

一
帯
に
も
小
墳
の
群
集
が
あ

っ
た
し
、
そ
の
南
の
穂
積
近
辺
で
は
、
塚
原
古
墳
群

の

一
墳
と
墓
壙

・
石
室
の
法
量
を
同
じ
く
す

る
見
付
山
古
墳
や
特
異
な
構
造
を
も
つ
上
寺
山
古
墳

（窯
塚
)
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
総
持
寺

一
帯
の
台
地
上
に
も
、
数
基

の
古
墳
が
み
ら
れ
た
が
、そ

の
性
格
は
明
ら
か
で
な
い
。
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図158　 阿武山古墳の石室

三
島
地
方
の
六

・
七
世
紀
の
状
況
は
、
古
墳
群
の
経
営
に

み
る
よ
う
に
、
広
範
か
つ
活
発
な
地
域
的
発
展
を
み
せ
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
背
後
に
は
、
急
速
な
こ
の
沃
野
の
開
発
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
茨
木
市
安
威
川
沿
岸
の

み
ぞ
く
い

溝
咋
遺
跡

の
よ
う
な
巨
大
な
ム
ラ
が
、
中
小

河
川
の
沿
岸
に

続

々
と
成
立
し
て
い
く
の
は
、
前
代
か
ら
の
耕

地

の
拡

大

が
、

こ
の
段
階
に

一
つ
の
大
き
な
成
果
を
生
み
は
じ
め
て
い

た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
三
島
の
沃
野

は
、
い
ま
や
千

里
丘
陵

の
窯
業
地
帯
か
ら
、
東
辺
の
水
無
瀬
川
沿
岸
地
域
ま

で

一
体
と
な

っ
て
、
新
し
い
歴
史
の
中
に
組
織
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。塚

原
の
群
集
墳

の
消
え
て
い
く
そ
の
最
後

貴

人

の

墓

に
、
神
棚
と
も
呼
ば
れ
る
美

人

山

の
頂

に
、
老
年

の
貴
人

の
墓
が

一
基
忽
然
と
姿
を
あ
ら
わ
す
。
そ

の
場
所
は
、
三
島
を

一
望
に
見
渡
せ
る
絶
好

の
場

所

で
あ

り
、
そ
の
墓
の
主
が

「藤
原
鎌
足
」
そ
の
人
か
否
か
を
決
し

得
ず
と
も
、
そ
の
墓
の
結
構
は
極
め
て
特
異
な
人
物
で
あ
る
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図159　 阿武 山古墳 の墳丘

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
小
さ
な
石
室
の

内
壁
に
は
棺
台
を
設
け
、
内
壁
や
棺
台

に
は
漆
喰
を
塗
り
、
台
上
に
は
麻
布
を

幾
重
も
重
ね
て
つ
く

っ
た
黒
漆
塗
り
の

棺
が
お
か
れ
、
棺
内

に
は
六
〇
歳
前
後

と
推
定
さ
れ
る
男
性
が
横
た
わ

っ
て
い

た
。
そ
の
頭
辺
に
は
、

ガ
ラ
ス
玉
を
つ

ら
ね
た
玉
枕

が

お

か

れ
、
身
辺
に
金

糸

・
銀
糸
が
散
ら
ば

っ
て
い
た

津
阿
武
山
古
墓
調
査
報
告
」
『
大
阪
府
史

蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
』
七

梅
原
末

治

「
摂も

し
、
こ
の
貴
人
が
鎌
足

で
あ
る
と
す
る

な
ら
、
こ
の
足
下
に
ひ
ろ
が
る
安
威
が

中
臣
氏
の
故
地
で
あ
り
、
山
階
精
舎
か

ら
阿
武
山

へ
改
葬
し
た
と

す

る
所

伝

は
、
そ
の
事
実

の

一
端
を
語

っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
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三
島
の
地
に
古
墳
が
出
現
し
て
以
後
、
約
三
五
〇
年
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
が
あ

っ
た
。
と
く
に
、
五

古
墳
の
終
焉

世
紀
後
半
以
降
は
、
複
雑
に
分
化
し
、
多
様
化
す
る
社
会
の
姿
を
、
古
墳

の
変
遷
は
垣
間
み
せ
て
く
れ
る
。

人
間
社
会

の
う
つ
り
か
わ
り
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
な
お
弥
生
時
代
に
比
べ
る
な
ら
、
古
墳
時
代
各

期
の
ム
ラ
の
具
体
像
が
描
け
る
状
況
に
な
い
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
個

々
の
墓
と
集
落
の
対
応
関
係
や
集
落

の
調
査
が
お
く

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
点
で
古
墳
時
代
の
集
落
の
調
査
は
急
務
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
平
野
も
丘
陵
も
急
速
に
破
壊
さ

れ

つ
つ
あ
る
現
状
で
は
、
そ

の
作
業
は
極
め
て
大
き
な
困
難
を
伴
う
。

さ
て
、
集
団
墓
地
の
中

の
小
さ
な
石
室
墳
で
さ
え
、
狐
塚
の
よ
う
な
蝟
集
す
る
土
壙
墓
群

と
比
べ
て
み
る
な
ら
、
そ
の
被
葬

者
が
社
会
的
に
上
位

の
階
層
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
古
墳
時
代
が
終
焉
す
る
七
世
紀
前
半
に
は
、
新
し

い
国
家
機
構
に
つ
ら
な
る

一
部
の

「
貴
人
」
を
除
い
て
、
大
方
は
再
び
集
落
外
辺
の
共
同
墓
地
に
埋
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
画

一
的
な
埋
葬
形
態

こ
そ
、
新
た
に
人
び
と
を

組
織
化
し
は
じ
め
た

律
令
的
古
代
国
家

の
成
立
し
た
姿

で
あ

っ
た
。

一

方
、
漸
く
浸
透
し
て
き
た
仏
教
に
帰
依
し
た
首
長
層
は
、
力

の
限
り
を
つ
く
し
て
寺
の
造
立
に

一
族
の
繁
栄
を
期
待
し
は
じ
め

た
。
三
島
県
主
の
創
建
と
推
定
さ
れ
る
芥
川
廃
寺
の
出
現
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
の
岡
本
山
の
南
斜
面
に
埋
め
ら

れ
た
蔵
骨
器
は
、
仏
教

に
帰
依
し
た
県
主

一
族
の
墓
地
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
七
世
紀
後
半
の
世
相
は
、
か
つ
て
営

々
と
古
墳

の
造
営
に
力
を
傾
け
て
き
た
社
会
と
は
画
然
と
区
別
さ
れ
る
時
代
に
突
入
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
ま
ち
か
ま
え
て

い
た
社
会
は
、
戸
籍
を
つ
く
り
、
計
画
的
に
厳
し
く
搾
取
す
る
機
構
を
そ
な
え
た
社
会
で
あ

っ
た
。
古
墳
が
姿

を

消

す

段

階

は
、
律
令
的
斉

一
化
の
時
代

に
包
み
こ
ま
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
物
語
る
以
外

の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ

の
巨
大
な
力
は
、

い
ま
や
古
墳
を

つ
く

っ
た
階
層

の
基
盤
さ
え
ゆ
る
が
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
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