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は
じ
め
に

　沼
津
市
東
熊
堂
の
辻
畑
古
墳
は
、
近
年
行
わ
れ
た
本
格
的
な
発
掘

調
査
の
結
果
、
古
墳
出
現
期
に
さ
か
の
ぼ
る
最
古
段
階
の
前
方
後
方

墳
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
辻
畑
古
墳
の

調
査
成
果
を
中
心
に
、
古
墳
出
現
期
の
沼
津
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　さ
て
、
辻
畑
古
墳
の
調
査
成
果
は
、
静
岡
県
東
部
に
お
け
る
古
墳

の
出
現
に
つ
い
て
、
従
来
の
理
解
を
大
き
く
塗
り
替
え
る
た
い
へ
ん

重
要
な
も
の
で
す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
古
墳
出
現
期
の
沼
津

が
語
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。じ
つ
は
、こ
の
十
年
以
内
の
間
に
、

沼
津
市
内
で
は
今
回
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
重
要
な
調
査
成
果
が
も
う

一
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
沼
津
市
松
長
に
あ
る
市
の
指
定
史
跡
、

神
明
塚
古
墳
に
関
す
る
調
査
成
果
で
す
。
こ
の
神
明
塚
古
墳
も
、
あ

ら
た
な
発
掘
調
査
の
結
果
、
古
墳
時
代
前
期
に
さ
か
の
ぼ
る
と
て
も

古
い
時
期
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
す
。

　古
墳
時
代
は
、
お
よ
そ
三
世
紀
の
中
頃
か
ら
六
世
紀
の
終
わ
り
頃

に
か
け
て
つ
づ
い
た
時
代
で
、
平
面
形
が
鍵
穴
形
を
し
た
前
方
後
円

墳
と
呼
ば
れ
る
特
徴
的
な
古
墳
が
日
本
列
島
の
各
地
に
築
か
れ
ま
し

た
。
そ
の
最
大
級
の
も
の
は
、
現
在
の
奈
良
県
や
大
阪
府
に
集
中
的

に
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
現
象
の
背
後
に
ヤ
マ
ト
王

権
の
成
立
を
認
め
、
そ
れ
を
中
心
と
し
た
ひ
ろ
い
政
治
的
ま
と
ま
り

が
日
本
列
島
に
初
め
て
出
来
上
が
っ
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　一
般
に
古
墳
時
代
は
、
前
期
、
中
期
、
後
期
の
三
時
期
に
区
分
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
静
岡
県
東
部
で
は
古
墳
時
代
前
期
後
半
に

さ
か
の
ぼ
る
古
墳
は
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
調
査
が
行
わ
れ

た
辻
畑
古
墳
、
そ
し
て
神
明
塚
古
墳
は
、
そ
れ
ら
よ
り
も
さ
ら
に
古
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く
さ
か
の
ぼ
る
時
期
の
古
墳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
く
に
辻

畑
古
墳
は
、
東
日
本
全
体
の
中
で
も
最
古
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、

数
少
な
い
前
方
後
方
墳
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
調
査
成

果
は
、
こ
の
地
域
の
み
な
ら
ず
東
日
本
に
お
け
る
古
墳
の
出
現
を
理

解
し
て
い
く
上
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
な
の

で
す
。

　以
下
、
辻
畑
古
墳
と
神
明
塚
古
墳
の
調
査
成
果
を
順
次
紹
介
し
な

が
ら
、
そ
れ
ら
の
年
代
や
性
格
を
検
討
し
、
最
後
に
古
墳
出
現
期
に

お
け
る
沼
津
の
歴
史
的
評
価
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。１

　辻
畑
古
墳
の
調
査

†
古
墳
の
位
置

　図
１
は
、
静
岡
県
東
部
の
沼
津
市
か
ら
富
士
市
に
か
け
て
確
認

さ
れ
て
い
る
大
型
古
墳
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
図
は
、

三
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
つ
づ
く
古
墳
時
代
の
間
に
築
か
れ
た
前
方

後
円
墳
や
前
方
後
方
墳
さ
ら
に
は
大
型
の
円
墳
を
示
し
た
も
の
で
す

の
で
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
同
時
期
に
築
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
年
代
を
異
に
し
て
築
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
築
か
れ
た
各
地
域
に
お
け
る
有

力
者
の
墓
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
（
滝

沢 

二
〇
〇
五
）。

　そ
の
点
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
こ
の
図
に

示
し
た
大
型
古
墳
の

分
布
を
大
き
く
と
ら

え
る
と
、
現
在
の
沼

津
市
内
に
分
布
す
る

グ
ル
ー
プ
と
、
富
士

市
内
に
分
布
す
る
グ

ル
ー
プ
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
さ

ら
に
細
か
く
み
る

と
、
砂
丘
上
に
分
布
す
る
古
墳
を
別
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
も
可
能
で
す
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
か
つ
て
愛
鷹
山
の
南

側
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
浮
島
沼
の
両
側
に
大
型
古
墳
の
ま
と
ま
り
が

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
辻
畑
古
墳
は
、
い
ま
述

べ
た
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
沼
津
市
側
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
場
所
と
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
沼
津
駅
か
ら
北
方
に
約
２
㎞
の
地
点 図1　沼津周辺における大型古墳の分布（★は辻畑古墳）

★
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で
、
国
道
１
号
線
の
す
ぐ
北
側
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
形

的
に
み
る
と
、
愛
鷹
山
か
ら
南
に
延
び
る
尾
根
の
末
端
に
立
地
し
て

い
ま
す
。

　今
回
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
以
前
、
こ
の
古
墳
の
上
に
は
「
高

尾
山
穂
見
神
社
」
が
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
結
果
的
に
は

辻
畑
古
墳
の
後
方
部
に
あ
た
る
部
分
が
社
殿
を
い
た
だ
く
高
ま
り
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
高
ま
り
に
つ
い
て
は
、
以

前
か
ら
古
墳
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
裏
付

け
る
明
確
な
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
こ
の

部
分
を
通
っ
て
国
道
１
号
線
に
つ
な
が
る
大
き
な
道
路
の
建
設
が
進

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
〇
五
年
度
と
二
〇
〇
七
年
度
に
は
、

神
社
の
移
転
工
事
な
ど
に
と
も
な
う
部
分
的
な
発
掘
調
査
が
沼
津
市

教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
高
ま
り

は
前
方
後
方
墳
の
後
方
部
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年

度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度
に
か
け
て
、
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

†
墳
丘
の
形
態
と
規
模

　図
２
は
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
辻
畑
古
墳
の
測

量
図
で
す
。
図
の
上
側
（
北
側
）
が
後
方
部
、
下
側
が
前
方
部
で
、

左
側
（
西
側
）
は
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
道
路
に
よ
っ
て
一
部
が
破

壊
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
調
査
の
結
果
、

こ
の
墳
丘
の
周
囲
に
は
墳
丘
の
形
に
沿
う
よ
う
に
幅
七
〜
九
メ
ー
ト

ル
の
周
溝
が
め
ぐ
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
周
溝
の
内
側
を
基
点
に
計
測
す
る
と
、墳
丘
の
長
さ
は
約
六
〇
メ
ー

ト
ル
に
な
り
ま
す
。

　じ
つ
は
、
調
査
が
行
わ
れ
る
以
前
、
辻
畑
古
墳
の
前
方
部
は
完
全

に
削
り
取
ら
れ
て
お
り
、
社
殿
が
載
っ
て
い
た
後
方
部
も
周
囲
が
削

り
取
ら
れ
て
本
来
の
形
を
と
ど
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、

古
墳
で
あ
る
か
否
か
の
見
分
け
も
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
の

発
掘
調
査
で
こ
の
周
溝
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
方
後
方
墳

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　周
溝
の
内
部
か
ら
は
多
量
の
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の

土
器
の
出
土
状
況
や
接
合
状
況
に
つ
い
て
は
、
現
在
整
理
中
の
た
め図2　辻畑古墳（現地説明会資料より）
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詳
し
い
こ
と
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
今
回
の
よ
う
に
多
量

の
土
器
が
出
土
し
ま
す
と
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
古
墳
に
と
も
な
う
も

の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
い
が
生
じ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ

ら
は
古
墳
築
造
以
前
に
存
在
し
た
集
落
で
使
わ
れ
て
い
た
土
器
が
混

入
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
が
出
て
く
る
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
辻
畑
古
墳
が
立
地
す
る
尾
根
の
先
端
部
は
非
常
に
幅

が
狭
く
、
そ
の
部
分
に
大
規
模
な
集
落
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
し
、
実
際
の
発
掘
で
も
周
溝
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
年

代
に
相
当
す
る
集
落
の
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
周
溝

か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、
完
全
に
近
い
形
に
復
元
で
き
そ
う
な
も
の

が
多
く
、
破
片
の
割
れ
口
も
総
じ
て
シ
ャ
ー
プ
な
状
態
を
保
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
周
溝
内
出
土
の
土
器
は
、
平
安
時
代

に
属
す
る
一
部
の
土
器
を
除
い
て
、
基
本
的
に
辻
畑
古
墳
に
か
か
わ

る
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

†
墳
頂
部
の
土
器

　後
方
部
の
墳
頂
部
で
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
社
殿
を
解
体
し
、
そ

の
基
礎
を
抜
き
取
っ
て
表
面
を
清
掃
し
た
段
階
で
、
中
心
部
の
二
ヶ

所
に
土
器
の
ま
と
ま
り
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
後
に
な
っ
て

わ
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
土
器
は
埋
葬
施
設
に
納
め
ら
れ

た
木
棺
の
ほ
ぼ
真
上
に
あ
た
る
位
置
に
置
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
が
一
個
体
を
な
す
壺
形
の
土
器
で
し
た
。
し
か
も
、
副
葬
品
の
配

置
か
ら
想
定
さ
れ
る
被
葬
者
の
頭
側
と
足
側
に
そ
れ
ぞ
れ
一
個
体
ず

つ
、
意
識
的
に
土
器
を
配
置
し
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
埋
葬
時
の

儀
礼
に
使
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
土
器
が
、
本
来
の
配
置
を
ほ
ぼ
保
っ

た
状
態
で
検
出
さ
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
、
そ
の
点
で
大
変
貴

重
な
資
料
と
言
え
る
も
の
で
す
。

　こ
の
二
つ
の
壺
の
う
ち
、
頭
側
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
大
廓
式
の

大
型
壺
で
す
。
大
廓
式
土
器
は
、
沼
津
市
の
大
廓
遺
跡
で
出
土
し
た

土
器
を
も
と
に
設
定
さ
れ
た
駿
河
東
部
地
域
の
土
器
様
式
で
、
古
墳

時
代
前
期
前
半
を
中
心
に
使
わ
れ
て
い
た
土
器
で
す
。
そ
の
中
に
は

特
徴
的
な
大
型
の
壺
が
知
ら
れ
て
お
り
、
今
回
出
土
し
た
土
器
は
そ

の
下
半
部
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
大
型
壺

と
み
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
す
。

　一
方
、
足
側
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
二
重
口
縁
壺
で

す
。
口
の
部
分
が
段
を
な
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
な
土
器
で
、
古
墳

時
代
前
期
に
は
古
墳
で
の
祭
祀
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
土
器
で
す
。
今

回
出
土
し
た
も
の
は
頸
の
部
分
が
直
立
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
、
近

畿
地
方
を
中
心
に
発
達
し
て
い
く
一
群
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
み
ら

れ
ま
す
が
、
段
の
部
分
が
二
段
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
他
に
例
が
な

く
、
そ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
は
今
後
の
課
題
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
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　こ
れ
ら
の
壺
と
は
別
に
、
後
方
部
の
墳
頂
部
で
は
、
東
海
西
部
系

の
加
飾
壺
、
い
わ
ゆ
る
パ
レ
ス
ス
タ
イ
ル
壺
の
破
片
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
そ
の
破
片
は
、
発
掘
前
の
清
掃
段
階
で
も
採
集
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
そ
の
個
体
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
墳
墓
祭
祀
の
中
で
も
っ
と
も

重
要
な
位
置
を
占
め
る
埋
葬
儀
礼
に
際
し
て
、
在
地
の
土
器
の
ほ
か

に
、
そ
れ
ぞ
れ
系
譜
を
異
に
す
る
外
来
の
土
器
が
用
い
ら
れ
て
い
た

と
み
ら
れ
る
点
で
す
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
こ
の
古
墳
に
葬
ら
れ
た

人
物
が
在
地
の
集
団
に
基
盤
を
も
つ
ば
か
り
で
は
な
く
、
よ
り
西
方

の
有
力
地
域
と
の
間
に
強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。

†
埋
葬
施
設
と
副
葬
品

　先
ほ
ど
述
べ
た
二
つ
の
土
器
の
下
か
ら
は
、
墳
丘
の
主
軸
に
ほ
ぼ

直
交
す
る
か
た
ち
で
東
西
方
向
の
埋
葬
施
設
一
基
が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
、
墓
壙
と
呼
ば
れ
る
長
方
形
の
大
き
な
穴
を
設
け
、

そ
の
中
心
部
分
に
木
棺
を
納
め
て
い
る
状
況
が
判
明
し
ま
し
た
。
木

棺
は
長
い
年
月
の
間
に
腐
っ
て
し
ま
い
、
す
で
に
失
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
木
棺
を
据
え
付
け
た
痕
跡
か
ら
、
そ
の
大
き
さ
は
長
さ
五
・
一

メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
二
メ
ー
ト
ル
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
木
棺
を
納
め
る
た
め
の
墓
壙
は
、
墳
丘
を
造
っ
た
後
に
墳
頂
部

か
ら
掘
り
込
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
墳
丘
を
造
る
過
程
で
墳
頂
部
を

凹
ま
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
構
築
墓
壙
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　埋
葬
施
設
内
か
ら
は
、副
葬
品
と
し
て
、銅
鏡
一
、勾
玉
一
、鉄
槍
二
、

鉄
鏃
一
束
、
鉇
一
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
の
詳
し
い
出
土
状
況
を
み

て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
木
棺
西
側
の
北
辺
で
、
身
が
長
い
鉄
槍
と
鉄

鏃
の
束
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
鉄
槍
と
鉄
鏃
は
、
い
ず
れ
も

鋒
を
西
側
に
向
け
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
鉄
槍
の
長
柄
と
み
ら
れ
る

痕
跡
が
、
木
棺
の
北
辺
に
沿
っ
て
東
側
に
延
び
て
い
く
状
況
も
確
認

さ
れ
ま
し
た
。木
棺
の
中
央
部
か
ら
は
、勾
玉
一
点
が
出
土
し
ま
し
た
。

そ
れ
よ
り
東
側
の
北
辺
か
ら
は
、
銅
鏡
一
面
が
割
れ
た
状
態
で
出
土

し
、
さ
ら
に
東
側
の
木
棺
北
辺
寄
り
で
、
身
が
短
い
鉄
槍
と
鉇
が
出

土
し
ま
し
た
。

　こ
う
し
た
副
葬
品
が
出
土
し
た
一
方
で
、
被
葬
者
の
遺
体
に
か
か

わ
る
痕
跡
は
一
切
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
長
い
年
月
の
間
に
、

骨
に
い
た
る
ま
で
完
全
に
腐
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
こ

れ
ま
で
の
調
査
事
例
か
ら
、
銅
鏡
は
被
葬
者
の
頭
や
胸
付
近
に
副
葬

さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
木
棺
の
幅
は
被
葬
者
の
頭
側
が
ひ
ろ

い
と
い
う
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
判
断
す

る
と
、
こ
の
被
葬
者
は
、
頭
を
東
側
に
向
け
て
伸
展
葬
で
埋
葬
さ
れ

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
、
墳
頂
部
か
ら
出
土

し
た
土
器
に
関
連
し
て
、頭
側
、足
側
と
い
う
表
現
を
用
い
ま
し
た
が
、
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そ
れ
は
こ
う
し
た
判
断
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
な
の
で
す
。

　こ
の
ほ
か
棺
内
で
は
、
被
葬
者
の
頭
か
ら
胸
付
近
と
み
ら
れ
る
場

所
を
中
心
に
、
明
瞭
な
朱
の
広
が
り
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
科
学
的

な
分
析
を
行
わ
な
け
れ
ば
確
か
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら

く
水
銀
朱
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
遺
体
の
埋
葬
に
際
し
て
朱
を

散
布
し
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
風
習
は
、
古
墳
時

代
前
期
を
中
心
に
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

２
　辻
畑
古
墳
の
年
代

†
土
器
の
編
年
的
位
置

　辻
畑
古
墳
の
調
査
成
果
に
お
い
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
築
造
年
代
が
き
わ
め
て
古
く
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
点

で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
た
ん
に
古
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
古
い
時
期
の
古
墳
が
当
地
域
に
築
か
れ
た
こ

と
の
意
味
が
重
要
な
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
意
味
を
探
っ
て
い
く
前

提
と
し
て
、
こ
の
古
墳
の
年
代
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

　そ
こ
で
、
辻
畑
古
墳
の
年
代
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
ま
ず
問
題

に
な
る
の
は
、
周
溝
内
や
墳
頂
部
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
編
年
的
位

置
づ
け
で
す
。
多
量
に
出
土
し
た
土
器
は
現
在
整
理
中
で
あ
り
、
詳

し
い
内
容
は
ま
だ
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
後
方
部

東
側
の
周
溝
内
か
ら
出

土
し
た
一
点
の
高
坏

（
図
３
の
下
）
は
き
わ

め
て
重
要
な
資
料
と
言

え
る
も
の
で
す
。

　こ
の
高
坏
は
、
坏
部

の
下
側
が
屈
曲
す
る
有
稜
高
坏
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
じ
つ
は
、

古
墳
時
代
前
期
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
、
沼
津
を
含
む
東
日
本
諸
地
域
の

土
器
は
、
東
海
西
部
（
伊
勢
湾
沿
岸
地
域
）
の
土
器
の
強
い
影
響
下

に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
東
海
西
部
の
土
器
の
形
態
や
製
作
技
法
を

採
用
す
る
か
た
ち
で
在
地
の
土
器
生
産
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
こ
に
は
東
海
西
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
搬
入
品
も
わ

ず
か
な
が
ら
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
回
出
土
し
た
問
題
の

高
坏
は
、
使
わ
れ
て
い
る
粘
土
や
全
体
の
つ
く
り
か
ら
判
断
し
て
、

東
海
西
部
か
ら
の
搬
入
品
と
考
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

　東
海
西
部
に
は
、
こ
う
し
た
土
器
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
頃
の
代
表

的
な
遺
跡
と
し
て
愛
知
県
の
廻
間
遺
跡
が
あ
り
、
同
遺
跡
の
出
土
土

器
を
中
心
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
廻
間
編
年
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
ま

す
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

一
九
九
〇
）。
そ
の
編
年
を
念

図3　辻畑古墳出土の土器（現地説明会
資料より）
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頭
に
お
き
な
が
ら
今
回
出
土
し
た
高
坏
を
み
た
場
合
、
口
唇
部
に
明

瞭
な
面
を
も
つ
坏
部
は
や
や
浅
い
形
態
を
と
る
も
の
の
、
内
湾
気
味

の
脚
部
は
上
部
に
数
条
の
沈
線
文
様
を
と
も
な
う
と
い
う
特
徴
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
廻
間
Ⅱ
式
の
前
半
か
ら
中
頃

ま
で
の
特
徴
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

　と
こ
ろ
で
、
奈
良
県
の
箸
墓
古
墳
は
、
墳
丘
長
約
二
八
○
メ
ー
ト

ル
を
測
る
前
方
後
円
墳
で
、
巨
大
な
前
方
後
円
墳
と
し
て
は
も
っ
と

も
古
く
遡
る
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
年
代
は
、
奈
良
盆
地
に
お

け
る
土
器
編
年
の
布
留
０
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
東

海
西
部
の
土
器
編
年
に
お
け
る
廻
間
Ⅱ
式
の
終
わ
り
か
ら
廻
間
Ⅲ
式

の
初
め
頃
に
併
行
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
い

ま
か
り
に
こ
の
高
坏
が
辻
畑
古
墳
の
築
造
年
代
を
示
し
て
い
る
と
み

た
場
合
、
そ
の
年
代
は
箸
墓
古
墳
よ
り
も
古
く
遡
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
こ
れ
は
、
古
墳
の
出
現
を
理
解
す
る
上
で
見
過
ご
し
が
た
い

問
題
で
す
。

　こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
辻
畑
古
墳
の
周
溝
内

か
ら
出
土
し
た
土
器
に
は
や
や
年
代
の
幅
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と

で
す
。
現
在
整
理
中
の
土
器
の
中
に
は
、
廻
間
Ⅲ
式
に
併
行
す
る
時

期
の
土
器
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
ど
の

時
期
の
土
器
が
古
墳
の
築
造
年
代
を
示
し
て
い
る
の
か
、
よ
り
慎
重

な
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
周
溝
内
か

ら
出
土
し
た
多
量
の
土
器
は
基
本
的
に
古
墳
に
と
も
な
う
も
の
と
み

ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
埋
葬
以
前
の
祭
祀
に
用
い
ら
れ

た
も
の
や
、
埋
葬
終
了
後
の
追
加
的
な
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

†
副
葬
品
の
特
徴

　辻
畑
古
墳
か
ら
出
土
し
た
副
葬
品
の
う
ち
、
銅
鏡
と
鉄
鏃
に
つ
い

て
は
、
そ
の
特
徴
か
ら
お
よ
そ
の
編
年
的
位
置
を
探
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　銅
鏡
は
、
木
棺
内
か
ら
割
れ
た
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
。
今
回
検

出
さ
れ
た
埋
葬
施
設
に
は
、
い
っ
さ
い
盗
掘
の
痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
、
こ
れ
は
盗
掘
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
と
な
る
と
、
木
棺
の
腐
朽
に
と
も
な
っ
て
自
然
の
力
で
割
れ

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ど
う
も
こ
の
鏡
は
も
と
も

と
割
れ
た
状
態
で
副
葬
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
や
や
離
れ
た
位
置

か
ら
出
土
し
た
小
さ
な
破
片
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
み

て
も
完
全
な
鏡
の
形
に
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
な
り
足
り
な

い
部
分
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　じ
つ
は
、
弥
生
時
代
後
期
後
半
か
ら
古
墳
時
代
前
期
前
半
に
か
け

て
、
鏡
を
意
図
的
に
割
っ
て
副
葬
し
た
り
、
割
ら
れ
た
鏡
の
破
片
を

副
葬
し
た
り
す
る
風
習
が
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
前
者
は
「
破
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砕
鏡
」、
後
者
は
「
破
鏡
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
う
ち
、
今

回
出
土
し
た
鏡
を
破
砕
鏡
と
み
て
よ
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
ま
述
べ

た
よ
う
な
年
代
的
傾
向
を
指
し
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　鏡
の
背
面
に
は
文
様
が
鋳
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
特
徴
か
ら
、

こ
の
鏡
は
六
つ
の
乳
の
間
に
獣
像
な
ど
を
配
し
た
、
六
像
式
の
「
上

方
作
系
浮
彫
式
獣
帯
鏡
」
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
形
式
の

鏡
は
、
二
世
紀
代
の
中
国
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
す
る
意
見
（
岡
村 

一
九
九
三
）
が
あ
り
、
東
日
本
で
は
、
長
野
県
の
弘
法
山
古
墳
や
中

山
三
六
号
墳
、
千
葉
県
の
高
部
三
二
号
墳
と
い
っ
た
出
現
期
古
墳
で

の
出
土
例
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、
鏡
の
形
式

自
体
も
き
わ
め
て
古
い
年
代
を
示
す
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　約
三
〇
点
が
出
土
し
た
鉄
鏃
は
、
特
殊
な
つ
く
り
の
一
点
を
除
く

と
、
柳
葉
式
と
腸
抉
三
角
形
式
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

の
う
ち
柳
葉
式
の
鉄
鏃
は
、
両
側
面
が
Ｓ
字
状
カ
ー
ブ
を
な
す
典
型

的
な
形
態
で
、
鏃
身
部
と
茎
部
の
間
に
明
瞭
な
段
差
が
認
め
ら
れ
る

重
厚
な
つ
く
り
が
特
徴
的
で
す
。
近
年
の
研
究
成
果
に
し
た
が
え
ば
、

古
墳
時
代
前
期
前
半
段
階
の
特
徴
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す

（
水
野 

二
〇
〇
八
）。
い
っ
ぽ
う
腸
抉
三
角
形
式
の
鉄
鏃
は
、
全
国
的

に
類
例
が
乏
し
い
形
態
で
す
。
そ
の
多
く
は
古
墳
時
代
前
期
中
頃
以

降
の
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
時
期
が
降
る
に
つ
れ
て
次
第

に
大
型
化
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
ま
す
（
川
畑 

二
〇
〇
九
）。
そ
の

点
で
比
較
す
る
と
、
今
回
の
出
土
例
は
も
っ
と
も
小
型
の
製
品
と
な

り
ま
す
の
で
、
従
来
の
類
例
よ
り
も
年
代
的
に
先
行
す
る
あ
ら
た
な

事
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

†
古
墳
の
年
代

　い
ま
述
べ
て
き
た
土
器
や
副
葬
品
は
、
い
ず
れ
も
古
墳
時
代
が
始

ま
る
頃
の
き
わ
め
て
古
い
年
代
を
示
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
土

器
に
つ
い
て
は
や
や
年
代
の
幅
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
後
そ
れ
ら
を

め
ぐ
っ
て
古
墳
の
年
代
に
関
す
る
様
々
な
意
見
が
出
て
く
る
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の

は
、
今
回
辻
畑
古
墳
か
ら
出
土
し
た
副
葬
品
の
種
類
や
組
合
せ
で
す
。

そ
れ
は
、
東
日
本
の
中
で
も
っ
と
も
古
い
時
期
に
築
か
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
前
方
後
方
墳
の
副
葬
品
と
大
変
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
。

　表
１
は
、
東
日
本
に
お
け
る
出
現
期
古
墳
の
副
葬
品
を
ま
と
め
た

も
の
で
す
。
こ
の
う
ち
、
前
方
後
方
墳
で
あ
る
長
野
県
弘
法
山
古
墳

と
千
葉
県
高
部
三
二
号
墳
か
ら
は
、
辻
畑
古
墳
と
同
じ
く
上
方
作
系

浮
彫
式
獣
帯
鏡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
高
部
三
二
号
墳
の

鏡
は
破
鏡
と
し
て
出
土
し
て
お
り
、
鏡
の
種
類
は
異
な
り
ま
す
が
、

高
部
三
〇
号
墳
か
ら
は
破
砕
鏡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
弘
法

山
古
墳
で
は
、
鏡
の
ほ
か
に
玉
、
剣
、
槍
、
鏃
、
斧
、
鉇
が
出
土
し

て
い
て
、
そ
の
組
合
せ
は
辻
畑
古
墳
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
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　個
々
の
出
土
品
の
年
代
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
副
葬
品
の
組

合
せ
な
ど
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
辻
畑
古
墳
の
年
代
は
、
や
は
り

相
当
に
古
い
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
結
論
は
、
出
土
品
の
さ

ら
に
詳
し
い
検
討
を
ま
っ
て
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
現
状

で
判
断
す
る
限
り
、
辻
畑
古
墳
の
年
代
は
、
奈
良
県
箸
墓
古
墳
の
年

代
に
近
接
し
つ
つ
、そ
れ
を
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
て
よ
い
で
し
ょ

う
。３

　神
明
塚
古
墳
の
調
査

†
古
墳
の
位
置

　近
年
、
沼
津
市
内
で
は
前
期
古
墳
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な

調
査
成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
沼
津
市
松
長
に
あ
る
市
の

指
定
史
跡
、
神
明
塚
古
墳
に
関
す
る
調
査
成
果
で
す
。

　神
明
塚
古
墳
（
図
４
）
は
、
さ
き
ほ
ど
の
辻
畑
古
墳
と
は
異
な
り
、

主
な
墳
丘
の
部
分
が
円
形
を
な
す
前
方
後
円
墳
で
す
。
Ｊ
Ｒ
片
浜
駅

か
ら
東
に
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
沿
い
に
位
置

し
て
い
て
、
地
形
的
に
は
、
駿
河
湾
に
沿
っ
て
延
び
る
田
子
の
浦
砂

丘
上
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

　こ
の
古
墳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
存
整
備
を
求
め
る
地
元
の
要

望
に
応
じ
、
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
）
に
沼
津
市
教
育
委
員
会

墳墓名 所在地 墳形 
規模 

（ｍ） 

副葬品 

鏡 玉 鉄剣 鉄槍 鏃 工具 

辻畑 静岡県 ■ 59.5 
浮彫式獣帯鏡 1 

（破砕鏡） 
勾玉 1 － 2 

鉄鏃 31（柳葉、腸抉柳

葉） 
鉇 1 

弘法山 長野県 ■ 63 浮彫式獣帯鏡 1 
ガラス小玉 738 

管玉 2 
1 2 

銅鏃 1（柳葉） 

鉄鏃 24（柳葉、定角） 

鉄斧 1 

鉇 1 

高部 32 号 千葉県 ■ 32 
浮彫式獣帯鏡 1 

（破鏡） 
－ － 2 － － 

高部 30 号 千葉県 ■ 34 
二神二獣鏡 1 

（破砕鏡） 
－ 2 － － － 

神門 5 号 千葉県 ● (42.5) － ガラス小玉 6 1 － 鉄鏃 2（多孔） － 

神門 4 号 千葉県 ● (49) － 
管玉 31 

ガラス小玉 394 
1 1 鉄鏃 41（定角） － 

神門 3 号 千葉県 ● (53.5) － 
管玉 10 

ガラス小玉 103 
1 1 鉄鏃 2（柳葉） 鉇 1 

 ●：前方後円墳、■：前方後方墳／括弧内の数値は復元値。 

 

表1　東日本出現期古墳の副葬品
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に
よ
る
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
墳
丘
の
範
囲
確

認
を
目
的
と
し
て
合
計
一
七
ヶ
所
の
ト
レ
ン
チ
調
査
が
行
わ
れ
、
各

ト
レ
ン
チ
か
ら
は
多
く
の
土
器
片
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
土

器
片
は
、
一
部
の
弥
生
土
器
片
を
の
ぞ
く
と
、
す
べ
て
古
墳
時
代
前

期
の
土
器
片
で
し
た
が
、
い
ず
れ
も
周
辺
に
予
想
さ
れ
て
い
た
古
墳

時
代
集
落
遺
跡
か
ら
の
混
入
品
と
判
断
さ
れ
、
古
墳
に
と
も
な
う
土

器
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
沼
津
市
教
育
委
員
会 

一
九
八
三
）。

　こ
の
神
明
塚
古
墳
の
ほ
か
、
沼
津
市
内
に
は
二
基
の
前
方
後
円
墳

の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
辻
畑
古
墳
と
同
じ
く
愛
鷹
山
麓
に
営

ま
れ
た
長
塚
古
墳
と
子
ノ
神
古
墳
で
す
。
こ
の
二
基
の
前
方
後
円
墳

は
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
か
ら
後
期
に
か
け
て
営
ま
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
当
時
の
調
査
者
た
ち
は
、
出
土
し
た
土

器
を
混
入
品
と
み
な
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
二
基
と
の
連
続
性
を
重
視

し
て
、
神
明
塚
古
墳
の
年
代
を
古
墳
時
代
中
期
後
半
と
推
定
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　た
だ
し
、
古
墳
時
代
中
期
の
遺
物
（
土
器
）
は
一
切
出
土
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
私
自
身
は
そ
の
年
代
に
つ
い
て
再
検
討
の
余

地
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
折
、
沼
津
市
史
編
纂
事

業
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
）
に
自
ら
の
手
で
神

明
塚
古
墳
の
部
分
的
な
発
掘
調
査
を
行
う
機
会
に
恵
ま
れ
、
従
来
の

見
方
に
再
考
を
迫
る
あ
ら
た
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

†
あ
ら
た
な
成
果

　一
九
八
二
年
の
調
査
で
は
か
な
り
多
く
の
部
分
で
調
査
が
行
わ
れ

て
い
た
た
め
、二
〇
〇
三
年
の
調
査
で
は
必
要
最
小
限
の
範
囲
に
絞
っ

て
三
ヶ
所
の
ト
レ
ン
チ
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
古
墳
時

代
前
期
の
土
器
は
墳
丘
の
周
囲
に
堆
積
し
た
土
の
中
か
ら
出
土
し
、

わ
ず
か
に
確
認
さ
れ
た
墳
丘
の
盛
土
中
か
ら
は
出
土
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
以
前
に
も
っ
と
も
多
く
の
土
器
片
が
出
土
し
た
ト
レ
ン

チ
は
、
そ
の
調
査
範
囲
が
墳
丘
周
囲
の
堆
積
土
中
に
と
ど
ま
っ
て
い

図4　神明塚古墳（沼津市教育委員会 2005）
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て
、
盛
土
中
に
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ま
で
混
入
品
と
し
て
き
た
古
墳
時
代
前
期
の
土
器
は
、
こ
の
古

墳
で
執
り
行
わ
れ
た
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
（
沼
津
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
五
）。

　こ
の
点
に
加
え
て
、
二
〇
〇
三
年
の
調
査
で
は
神
明
塚
古
墳
の
年

代
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
図
５
に

示
し
た
底
部
穿
孔
二
重
口
縁
壺
の
発
見
で
す
。
こ
の
底
部
穿
孔
二
重

口
縁
壺
は
、
土
器
を
焼
く
前
に
底
の
部
分
に
孔
を
あ
け
て
つ
く
ら
れ

た
も
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
壺
と
し
て
の
本
来
の
使
い
方
は

で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
土
器
は
、
古
墳
祭
祀
用
の
土
器
と
し
て
古

墳
時
代
前
期
に
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　図
５
は
、
出
土
し
た
い
く
つ
か
の
破
片
を
も
と
に
図
上
で
復
元
を

行
っ
た
も
の
で
す
が
、
じ

つ
は
そ
れ
ら
の
破
片
の
中

で
あ
ら
た
に
出
土
し
た
の

は
、
底
部
穿
孔
が
認
め
ら

れ
る
底
部
の
破
片
の
み
で

す
。
そ
れ
以
外
の
破
片
は

以
前
の
調
査
で
す
べ
て

出
土
し
て
い
た
も
の
で
す

が
、
そ
れ
ら
の
破
片
が
出
土
し
た
ト
レ
ン
チ
の
す
ぐ
脇
を
あ
ら
た
に

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
問
題
の
底
部
片
が
出
土
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　こ
れ
ら
の
破
片
は
互
い
に
接
合
し
な
い
の
で
、
同
一
の
個
体
で
あ

る
と
い
う
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
赤
く
塗
ら
れ
た
器
面
の

状
態
や
そ
の
厚
み
、
焼
き
具
合
な
ど
を
み
て
も
、
同
じ
つ
く
り
の
土

器
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
図
５
は
、
そ
う
し
た
認
識
に
も
と

づ
い
て
作
成
し
た
復
元
図
で
す
が
、
実
態
を
か
な
り
の
程
度
反
映
し

た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　神
明
塚
古
墳
に
関
す
る
あ
ら
た
な
調
査
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
出
土

し
て
い
た
古
墳
時
代
前
期
の
土
器
は
古
墳
に
と
も
な
う
も
の
と
み
ら

れ
る
こ
と
、
ま
た
、
前
期
古
墳
に
特
徴
的
な
底
部
穿
孔
二
重
口
縁
壺

を
と
も
な
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　そ
れ
ら
の
土
器
の
詳
し
い
編
年
的
位
置
付
け
を
検
討
す
る
と
、
先

ほ
ど
取
り
上
げ
た
廻
間
編
年
の
中
の
廻
間
Ⅲ
式
前
半
に
併
行
す
る
時

期
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
土
器
の
年
代
を
重
視
す
れ
ば
、

神
明
塚
古
墳
は
、
辻
畑
古
墳
よ
り
は
や
や
遅
れ
て
築
か
れ
た
前
方

後
円
墳
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
東
日
本
に
お
い
て
前

方
後
円
墳
が
ひ
ろ
く
築
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
後

の
段
階
に
な
り
ま
す
か
ら
、
神
明
塚
古
墳
は
、
東
日
本
の
中
で
も
比

較
的
古
い
時
期
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で

し
ょ
う
。

図5　神明塚古墳出土の底部穿孔二重口
縁壺（滝沢編 2005）
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４
　神
明
塚
古
墳
の
性
格

†
短
い
前
方
部

　以
上
の
よ
う
な
年
代
的
理
解
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
次
に
墳
丘
の
形
態

と
埋
葬
施
設
の
方
向
に
着
目
し
な
が
ら
神
明
塚
古
墳
の
性
格
に
迫
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　ま
ず
、
墳
丘
の
形
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
後
円
部
の
直
径
に
対
し

て
前
方
部
の
長
さ
が
著
し
く
短
い
と
い
う
点
が
最
大
の
特
徴
と
し
て

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
あ
ら
た
な
調
査
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
前
方
部
前

端
の
位
置
を
も
と
に
測
定
す
る
と
、
神
明
塚
古
墳
の
墳
丘
の
長
さ
は

五
二
・
五
メ
ー
ト
ル
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
後
円
部
の
直
径
は
約

三
七
メ
ー
ト
ル
と
復
元
で
き
ま
す
か
ら
、
前
方
部
の
長
さ
は
そ
の
約

二
分
の
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
通
常
の
前
方
後
円
墳
に

比
べ
て
、
か
な
り
前
方
部
が
短
い
タ
イ
プ
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　こ
う
し
た
前
方
部
短
小
タ
イ
プ
の
前
方
後
円
墳
に
つ
い
て
は
、
寺

沢
薫
氏
が
「
纒
向
型
前
方
後
円
墳
」
と
呼
ん
で
い
る
前
方
後
円
墳
と

の
関
連
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
寺
沢
氏
は
、
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
の
王
都

と
目
さ
れ
る
奈
良
県
纒
向
遺
跡
の
範
囲
に
点
在
す
る
墳
墓
の
う
ち
、

箸
墓
古
墳
に
先
行
し
て
営
ま
れ
た
前
方
部
短
小
タ
イ
プ
の
前
方
後
円

墳
を
纒
向
型
前
方
後
円
墳
と
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
ヤ
マ
ト
王
権
の
最

初
の
有
力
墓
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
す
で
に
そ
の
段
階
で
、

そ
れ
ら
と
同
じ
規
格
の
墳
墓
が
各
地
に
広
が
っ
て
い
る
点
も
指
摘
し

て
い
ま
す
。
じ
つ
は
、寺
沢
氏
は
そ
の
著
書
『
王
権
誕
生
』（
講
談
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
を
文
庫
版
（
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
二
〇
〇
八
年
）

に
改
訂
し
た
際
、
あ
ら
た
に
沼
津
の
神
明
塚
古
墳
を
取
り
上
げ
、
纒

向
型
前
方
後
円
墳
の
分
布
図
の
中
に
示
し
て
い
る
の
で
す
（
図
６
）。

　こ
の
纒
向
型
前
方
後
円
墳
を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
古
の
定
型
化
し
た

巨
大
な
前
方
後
円
墳
で
あ
る
箸
墓
古
墳
と
の
年
代
的
な
前
後
関
係
で

と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
箸
墓

古
墳
と
の
階
層

的
な
関
係
で
と

ら
え
よ
う
と
す

る
意
見
も
あ
り

ま
す
。
箸
墓
古

墳
周
辺
で
纒
向

型
前
方
後
円
墳

と
さ
れ
る
も
の

の
多
く
は
、
墳

丘
の
大
き
さ
が

箸
墓
古
墳
の
三

分
の
一
程
度
で

図6　纒向型前方後円墳（寺沢 2008）
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す
の
で
、
最
上
位
墓
と
し
て
で
は
な
く
、
活
動
期
間
を
同
じ
く
す
る

い
わ
ば
セ
カ
ン
ド
ク
ラ
ス
の
人
た
ち
の
墓
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
い

う
考
え
方
で
す
。
こ
こ
で
、
そ
の
当
否
を
論
じ
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
こ
う
し
た
纒
向
型
前
方
後
円
墳
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
神
明
塚

古
墳
の
性
格
を
み
き
わ
め
る
上
で
十
分
に
注
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う

と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、

次
に
埋
葬
施
設
の
方
向
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

†
斜
交
埋
葬
施
設
の
問
題

　神
明
塚
古
墳
で
は
、
一
九
八
二
年
の
調
査
の
際
、
後
円
部
頂
に
あ

る
社
殿
の
脇
で
も
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
後
円
部
の
中
心
近
く
で
埋

葬
施
設
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
に
上
面
の
一
部
を
確
認
し

た
だ
け
で
す
が
、
そ
の
埋
葬
施
設
は
、
木
棺
の
周
り
を
粘
土
で
固
め

た
粘
土
槨
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
内
部
の
調

査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
埋
葬
施
設
が
墳
丘
の

主
軸
に
対
し
て
斜
め
に
交
わ
る
方
向
に
設
置
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。

こ
う
し
た
斜
交
埋
葬
施
設
に
つ
い
て
は
、
方
位
（
北
）
と
の
関
係
を

指
摘
す
る
見
方
も
あ
り
ま
す
が
、
神
明
塚
古
墳
の
場
合
に
は
、
南
北

方
向
と
も
東
西
方
向
と
も
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
。

　こ
れ
ま
で
墳
丘
の
主
軸
方
向
や
埋
葬
施
設
の
方
向
な
ど
に
関
す
る

議
論
は
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
斜
交
埋
葬
施
設
を
正
面
か
ら
取
り
上

げ
た
も
の
と
し
て
は
、
大
阪
大
学
の
福
永
伸
哉
氏
に
よ
る
研
究
が
い

ま
の
と
こ
ろ
唯
一
の
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
福
永
氏
は
、
墳
丘

の
主
軸
方
向
と
埋
葬
施
設
の
方
向
に
つ
い
て
整
理
し
、
前
期
古
墳
で

は
直
交
タ
イ
プ
と
平
行
タ
イ
プ
が
多
数
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
斜

交
タ
イ
プ
も
一
定
数
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
前
方
部
が
短
い
も

の
や
い
わ
ゆ
る
帆
立
貝
式
古
墳
と
さ
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
ま
す（
図

７
）。
ま
た
、
そ

の
起
源
は
、
前

方
後
円
墳
定
型

化
以
前
の
墳
墓

の
中
に
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な

い
か
と
も
述
べ

て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
斜
交

の
意
味
に
つ
い

て
は
な
お
検
討

の
余
地
を
残
す

も
の
の
、
す
で

図7　墳丘主軸と埋葬施設主軸の関係（左）、埋葬施設の主軸方位（右）：
斜交タイプの古墳（福永 1990）
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に
古
墳
時
代
前
夜
に
成
立
し
て
い
た
埋
葬
施
設
の
あ
り
方
が
、
一
つ

の
企
画
と
し
て
古
墳
時
代
以
降
に
も
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
わ
け
で
す
（
福
永 

一
九
九
〇
）。

　こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
奈
良
県
ホ
ケ
ノ

山
古
墳
（
図
８
）
の
調
査
成
果
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
す
。

こ
の
古
墳
は
、
い
わ
ゆ
る
纒
向
型
前
方
後
円
墳
の
一
つ
で
、
発
掘
調

査
の
結
果
、
そ
の
埋
葬
施
設
は
墳
丘
の
主
軸
に
対
し
斜
交
し
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
埋
葬
施
設
は
南
北
方
向
を
意
識
し
て

い
る
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
先
の
福
永
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、

短
小
な
前
方
部
を
特
徴
と
す
る
纒
向
型
前
方
後
円
墳
に
お
い
て
斜
交

埋
葬
施
設
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

　や
は
り
斜
交
埋
葬
施
設
と
短
い
前
方
部
は
、
密
接
な
か
か
わ
り
が

あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
す
。
そ
の
性
格
の
解
明
は
、
神

明
塚
古
墳
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
初
期
前
方
後
円
墳
の
性
格
に
も

か
か
わ
る
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

†
斜
交
埋
葬
施
設
の
評
価

　斜
交
埋
葬
施
設
に
関
す
る
福
永
氏
の
研
究
は
、
主
に
西
日
本
の
資

料
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
東
日
本
の
資

料
に
つ
い
て
も
丹
念
に
み
て
い
き
ま
す
と
、
や
は
り
前
方
部
が
短
小

な
前
方
後
円
墳
に
多
く
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と

く
に
、
古
墳
時
代
の
前
期
前
半
と
後
期
に
多
く
の
事
例
が
認
め
ら
れ
、

前
者
の
中
に
は
、
千
葉
県
神
門
四
号
墳
や
神
奈
川
県
秋
葉
山
三
号
墳

な
ど
、出
現
期
に
さ
か
の
ぼ
る
前
方
後
円
墳
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
（
図

９
）。
東
日
本
の
前
期
前
方
後
円
（
方
）
墳
で
は
、
墳
丘
主
軸
平
行
タ

イ
プ
が
主
流
で
す
の
で
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
い

ま
す
。

　地
元
の
静
岡
県
内
に
目
を
向
け
ま
す
と
、
神
明
塚
古
墳
以
外
に
、

図8　奈良県ホケノ山古墳（奈良県立橿原考古学研究所 2008）
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古
墳
時
代
前
期
の
浜
松
市
馬
場
平
古
墳
、
中
期
の
掛

川
市
各
和
金
塚
古
墳
、
後
期
の
浜
松
市
辺
田
平
一
号

墳
に
斜
交
埋
葬
施
設
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
図
10
）。
そ
れ
ら
も
す
べ
て
、
前
方
部
短
小
タ

イ
プ
の
前
方
後
円
墳
で
す
。

　こ
う
し
て
ひ
ろ
く
事
例
を
集
め
て
み
ま
す
と
、
斜

交
埋
葬
施
設
は
、
前
方
部
短
小
タ
イ
プ
の
前
方
後
円

墳
を
中
心
に
古
墳
時
代
後
期
に
い
た
る
ま
で
認
め

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
共
通
し
た
意
識
の
も
と
に
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
し
か

も
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
は
、
斜
交
埋
葬
施
設
を

と
も
な
う
前
方
部
短
小
タ
イ
プ
の
前
方
後
円
墳
は
、

少
な
く
と
も
古
墳
時
代
中
期
以
降
に
お
い
て
は
主

流
と
な
る
前
方
後
円
墳
の
形
態
で
は
な
い
と
い
う

点
で
す
。
前
方
部
短
小
タ
イ
プ
の
前
方
後
円
墳
は
、

同
時
期
の
大
型
前
方
後
円
墳
の
周
囲
に
築
か
れ
る

な
ど
、
そ
の
従
属
的
な
性
格
を
随
所
に
示
し
て
い
ま

す
。　斜

交
埋
葬
施
設
を
と
も
な
う
前
方
部
短
小
タ
イ

プ
の
前
方
後
円
墳
が
、
そ
の
当
初
か
ら
従
属
的
な
性

格
を
帯
び
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
初
現
期
の
形
態

図９　東日本の斜交埋葬施設　（左）千葉県神門4号墳、（中）石川県宿東山1号墳、（右）神奈川県秋葉山3号墳（縮尺不同）

図10　静岡県内の斜交埋葬施設　（左）浜松市馬場平古墳、（右）掛川市各和金塚古墳、（右）浜松市辺田平1号墳（縮尺不同）
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と
し
て
一
定
期
間
存
在
し
た
の
ち
、
や
が
て
従
属
的
な
性
格
を
帯
び

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
お
慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
後
期
に
い
た
る
ま
で
そ
の
か
た
ち
が

受
け
継
が
れ
て
い
る
と
の
見
方
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
強

く
意
識
さ
れ
た
継
続
的
な
性
格
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
前
方
後
円
墳
が
比
較
的
早
い
段

階
か
ら
よ
り
従
属
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定

し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
神
明
塚
古
墳
の
性
格
を
理
解
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
纒
向
型
前
方
後
円
墳
の
性
格
を
読
み
解
く
重
要

な
手
が
か
り
と
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

５
　古
墳
出
現
期
の
沼
津

†
東
日
本
に
お
け
る
古
墳
の
出
現

三
世
紀
の
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
箸
墓
古
墳
に
代
表
さ
れ
る
大

型
の
前
方
後
円
墳
が
、
近
畿
か
ら
北
部
九
州
に
い
た
る
西
日
本
の
各

地
に
築
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
つ
三
世
紀
前
半
に
は
、
奈

良
盆
地
の
東
南
部
に
突
如
と
し
て
大
規
模
な
政
治
的
拠
点
（
纒
向
遺

跡
）
が
形
成
さ
れ
ま
す
。

　こ
う
し
た
一
連
の
動
き
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
勢
力
の
実

像
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

結
果
的
に
ヤ
マ
ト
に
拠
点
を
お
い
た
勢
力
が
、
西
日
本
の
諸
勢
力
と

連
携
し
な
が
ら
そ
の
後
に
つ
づ
く
政
治
的
統
合
（
＝
ヤ
マ
ト
政
権
）

の
原
型
を
形
成
し
た
と
み
る
点
で
多
く
の
研
究
者
の
意
見
は
一
致
し

て
い
ま
す
。

　い
っ
ぽ
う
、
同
じ
時
期
の
東
日
本
で
は
、
前
方
後
円
墳
の
面
的
な

ひ
ろ
が
り
は
認
め
ら
れ
ず
、
各
地
の
有
力
者
の
墳
墓
と
し
て
一
般
的

に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
辻
畑
古
墳
の
よ
う
な
前
方
後
方
墳
で
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
ヤ
マ
ト
政
権
に
お
い
て
東
日

本
諸
勢
力
の
政
治
的
立
場
が
相
対
的
に
弱
か
っ
た
た
め
、
前
方
後
円

墳
を
築
く
に
い
た
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
見
方
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
近
年
で
は
、
東
日
本
に
お
け
る
前
方
後
方
墳
の
起
源
が
東
海
西

部
に
求
め
ら
れ
る
ら
し
い
こ
と
、
ま
た
、
弥
生
時
代
の
終
わ
り
か
ら

古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
の
東
日
本
に
お
い
て
東
海
西
部
の
土
器
の

影
響
が
き
わ
め
て
強
い
こ
と
な
ど
を
重
視
し
、
前
方
後
方
墳
を
共
通

し
て
築
い
た
東
日
本
諸
勢
力
の
主
体
性
や
独
自
性
を
認
め
よ
う
と
い

う
意
見
が
強
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
古
墳
時
代
前
期
の
あ
る
段
階

ま
で
、
西
日
本
は
前
方
後
円
墳
の
世
界
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
東

日
本
は
前
方
後
方
墳
の
世
界
で
あ
っ
た
と
み
る
わ
け
で
す
。

　今
回
の
辻
畑
古
墳
の
調
査
成
果
は
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
問
題

を
考
え
て
い
く
上
で
の
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で

す
が
、
そ
の
詳
し
い
検
討
は
今
後
の
資
料
整
理
を
ふ
ま
え
て
行
わ
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
最
後
に
、
辻
畑
古
墳
や
神
明
塚
古

墳
が
沼
津
の
地
に
築
か
れ
た
こ
と
の
意
味
を
、
地
域
の
視
点
か
ら
展

望
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

†
辻
畑
古
墳
と
神
明
塚
古
墳

　辻
畑
古
墳
の
後
方
部
頂
か
ら
は
、
在
地
の
土
器
で
あ
る
大
廓
式
の

大
型
壺
と
と
も
に
、
東
海
西
部
系
の
加
飾
壺
な
ど
外
来
系
の
土
器
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
周
溝
内
か
ら
は
、
多
く
の
在
地
系

土
器
に
混
ざ
っ
て
、
東
海
西
部
系
の
土
器
や
北
陸
系
、
近
江
系
の
土

器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　辻
畑
古
墳
が
築
か
れ
る
以
前
の
弥
生
時
代
後
期
に
は
、
愛
鷹
山
麓

に
多
く
の
方
形
周
溝
墓
が
営
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
や
や

大
型
の
も
の
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
儀
礼
に
用
い

ら
れ
た
土
器
は
在
地
の
も
の
が
主
体
で
、
辻
畑
古
墳
の
よ
う
に
多
く

の
外
来
系
土
器
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　こ
う
し
た
土
器
の
あ
り
方
は
、
そ
こ
に
葬
ら
れ
た
人
物
や
そ
の
人

物
を
支
え
た
集
団
の
交
流
関
係
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
辻
畑
古
墳
の
被
葬
者
は
、
在
地
社
会
に

基
盤
を
お
き
つ
つ
も
、
ひ
ろ
く
外
部
地
域
と
の
交
流
を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
有
力
者
と
は
異
な
る
卓
越
し
た
地
位
を
得
る
こ

と
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
長
さ
六
〇

メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方
墳
に
葬
ら
れ
る
よ
う
な
、
ま
さ
に
沼
津
最
初

の
地
域
首
長
と
い
う
べ
き
人
物
の
誕
生
に
は
、
外
部
地
域
と
の
交
流

が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　辻
畑
古
墳
に
遅
れ
て
築
か
れ
た
神
明
塚
古
墳
は
、
東
日
本
の
中
で

は
比
較
的
早
い
時
期
に
築
か
れ
た
前
方
後
円
墳
で
す
。
そ
の
大
き
な

特
徴
で
あ
る
短
小
な
前
方
部
と
斜
交
埋
葬
施
設
は
、
こ
の
古
墳
が
典

型
的
な
前
方
後
円
墳
の
系
譜
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
要
素
に
早
く
か
ら

の
従
属
的
な
性
格
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
造
営
は
、
い
ち
早
く
前

方
後
方
墳
を
築
い
た
地
域
へ
の
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
る
積
極
的
な
関
与

を
示
し
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
辻
畑
古
墳
の

内
容
か
ら
う
か
が
え
る
広
範
な
地
域
と
の
交
流
が
、
よ
り
古
い
前
方

後
円
墳
の
形
態
を
主
体
的
に
採
用
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

　こ
の
二
つ
の
見
方
以
外
に
も
、
神
明
塚
古
墳
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て

は
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

際
、
短
小
な
前
方
部
と
斜
交
埋
葬
施
設
の
評
価
が
重
要
な
鍵
と
な
る

こ
と
を
、
こ
こ
で
は
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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お
わ
り
に

　近
年
、
沼
津
を
含
む
静
岡
県
東
部
で
は
、
相
次
い
で
前
期
古
墳
の

存
在
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
詳
し
く
紹
介
し
た
二
基
の
ほ

か
、
三
島
市
で
は
あ
ら
た
に
向
山
一
六
号
墳
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

向
山
一
六
号
墳
は
、
墳
丘
長
約
七
〇
メ
ー
ト
ル
を
測
る
新
発
見
の
前

方
後
円
墳
で
、
墳
丘
確
認
調
査
の
際
に
出
土
し
た
わ
ず
か
な
土
器
片

か
ら
判
断
す
る
と
、
神
明
塚
古
墳
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
時
期
に
造

営
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
富
士
市
に
は
静
岡
県
内
最

大
の
前
方
後
方
墳
で
あ
る
浅
間
古
墳
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
て
み
る
と
、
沼
津
を
中
心
と
す
る
静
岡
県
東
部
は
、
古
墳

時
代
前
期
に
継
続
的
に
大
型
の
古
墳
を
築
い
た
き
わ
め
て
有
力
な
地

域
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
い
ち
早

く
前
方
後
方
墳
や
前
方
後
円
墳
を
築
い
た
の
が
こ
の
沼
津
の
地
で
あ

り
、そ
れ
は
東
日
本
の
中
で
も
数
少
な
い
他
に
先
駆
け
た
動
き
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
の
で
す
。

　こ
れ
ま
で
、
東
日
本
の
太
平
洋
岸
で
は
、
房
総
半
島
の
東
京
湾
東

岸
地
域
に
い
ち
早
く
前
方
後
方
形
や
前
方
後
円
形
の
墳
墓
が
築
か
れ

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
学
術
的
な
評
価
は
辻
畑
古
墳
の

調
査
内
容
を
詳
し
く
検
討
し
た
上
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

近
年
の
調
査
成
果
は
、
こ
の
沼
津
の
地
が
東
京
湾
東
岸
地
域
と
並
ぶ

古
墳
出
現
期
に
お
け
る
太
平
洋
岸
の
拠
点
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
同
じ
頃
こ
の
地
域
で
用
い
ら
れ
た

大
廓
式
土
器
は
、
近
畿
や
関
東
さ
ら
に
は
中
部
高
地
方
面
な
ど
に
も

た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
交
流
の
基
点
と
な
っ
た
地
域
で

あ
る
こ
と
も
、
今
回
の
調
査
成
果
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
理
解
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　辻
畑
古
墳
が
築
か
れ
た
時
期
の
前
後
、
日
常
的
な
活
動
の
拠
点
で

あ
る
集
落
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
弥
生
時

代
後
期
前
半
ま
で
沼
津
の
低
地
部
に
営
ま
れ
て
い
た
集
落
は
、
後
期

後
半
に
な
る
と
愛
鷹
山
麓
の
標
高
百
メ
ー
ト
ル
付
近
に
集
中
的
に
営

ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
前
期
に
な
る
と
、

高
地
の
集
落
は
姿
を
消
し
、
再
び
低
地
に
集
落
が
営
ま
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
弥
生
時
代
後
期
後
半
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に

か
け
て
の
社
会
変
動
の
中
で
辻
畑
古
墳
は
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。
集
落
と
墳
墓
に
み
ら
れ
る
大
が
か
り
な
変
化
が
ど
の
よ

う
に
関
係
し
な
が
ら
進
行
し
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
社
会
の
動
き
を

反
映
し
て
い
る
の
か
。
古
墳
出
現
期
の
沼
津
を
多
角
的
に
把
握
し
て

い
く
作
業
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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補
注

　二
〇
一
一
年
七
月
、「
辻
畑
古
墳
」
の
遺
跡
名
称
は
、
地
元
住
民
の

親
し
み
や
す
さ
か
ら
、「
高
尾
山
古
墳
」
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
、
記
録
集
と
し
て
の
性
格
を
重
視
し
、
公
開
講
座
実
施
当
時
の

名
称
を
採
用
し
ま
し
た
。
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