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2.　天然記念物 オオヤマレンゲ

八
経
ヶ
岳　

→

明
星
ヶ
岳
→

五
鈷
嶺　

→

仏
生
嶽　

→

孔
雀
岳　

→

山
上
ヶ
岳　

→

1.　山上ヶ岳と八経ヶ岳以南の大峯奥駈道 :（南の釈迦ヶ岳より）

　

弥
山
以
南
の
奥
駈
道

3.　五鈷嶺と仙宿跡　（南から）

　

弥み
せ
ん山
（
１
８
９
５
ｍ
）
以
南
の
奥
駈
道
は
、

近
畿
で
最
も
高
い
山
稜
に
沿
っ
て
進
み
ま
す

（
写
真
1
）。
約
20
分
で
至
る
八

は
っ
き
ょ
う経
ヶ
岳
（
仏

経
嶽
・
１
９
１
5
ｍ
）
は
、
近
畿
最
高
峰
。

周
囲
は
、
天
然
記
念
物
の
仏

ぶ
っ
き
ょ
う
が
だ
け

経
嶽
原
始
林
・

オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
自
生
地
で
す
。
オ
オ
ヤ
マ

レ
ン
ゲ
は
天
女
花
と
も
い
わ
れ
、
白
い
花
が

７
月
上
旬
頃
に
開
花
し
ま
す
（
写
真
2
）。

　

明
み
ょ
う
じ
ょ
う星
ヶ
岳
（
１
８
９
４
ｍ
）
ま
で
は
、

緩
や
か
な
下
り
で
す
。
天
川
村
川
合
へ
の
分

岐
点
で
あ
る
弥
山
辻
を
過
ぎ
、
稜
線
の
西
に

撮影　森下惠介氏

　

楊
子
宿
跡
→

シリーズ

奈良の世界遺産

と考古学

第 3  回

大峯奥駈道（3）　弥山 ~ 太古の辻 ~ 前鬼
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4.　椽の鼻西斜面の岩頭とヤマツツジ

5.　両部分けと蔵王権現像

沿
っ
て
禅ぜ
ん
じ師
の
森
を
南
へ
進
む
と
、
は
る
か
下

ま
で
崩
落
し
た
斜
面
の
頂
部
に
で
ま
す
。
眼
前

に
五ご

こ
の
み
ね

鈷
嶺
（
写
真
3
）
の
岩
頭
を
み
つ
つ
、
崩

落
部
を
上
に
迂
回
し
、
五
鈷
嶺
の
岩
の
間
を
ぬ

け
て
下
る
と
、
仙

せ
ん
し
ゅ
く宿
跡
の
平
場
で
す
。
再
び
稜

線
の
西
に
沿
っ
て
南
下
し
、
舟
の
多た

わ和
を
過
ぎ

て
ピ
ー
ク
を
東
に
巻
き
、
稜
線
に
戻
る
と
楊よ

う
じ子

宿
跡
で
す
。
南
に
避
難
小
屋
が
あ
り
ま
す
。

　

避
難
小
屋
か
ら
道
は
登
り
と
な
り
、
仏
生

嶽
（
１
８
０
５
ｍ
）
の
稜
線
の
西
に
取
り
つ

き
ま
す
。
仏
生
の
横よ
こ
が
け駈
と
よ
ば
れ
、
苔
む
し

た
岩
溜
り
の
上
を
飛
び
石
の
よ
う
に
し
て
通

り
過
ぎ
て
い
き
ま
す
。
緩
や
か
な
尾
根
道
に

で
て
南
に
進
む
と
、
東
わ
き
に
鳥
の
水
と
い

う
水
場
が
あ
り
ま
す
。
孔く
じ
ゃ
く
だ
け

雀
岳
（
１
７
７
９

ｍ
）
の
西
を
巻
い
て
進
み
、
孔
雀
の
覗

の
ぞ
き
と
い

う
絶
壁
の
上
を
ぬ
け
ま
す
。

急
斜
面
を
登
る
と
、
釈
迦
ヶ
岳
（
１
８
０
０

ｍ
）
の
北
稜
で
す
（
写
真
6
）。
垂
直
に
近

い
鎖
場
を
上
が
り
、
馬
の
背
と
よ
ば
れ
る
岩

稜
を
横
渡
り
す
る
と
、
斜
面
に
這
う
よ
う
に

幹
を
の
ば
す
樹
林
へ
入
り
ま
す
。
道
は
急
傾

斜
の
上
に
踏
圧
で
深
く
え
ぐ
ら
れ
て
お
り
、

ロ
ー
プ
や
木
の
根
に
つ
か
ま
り
な
が
ら
山
頂

を
目
指
し
ま
す
。

　

釈
迦
ヶ
岳
山
頂
に
は
、
強ご

う
り
き力
の
岡
田
正
行

が
担
ぎ
上
げ
た
と
い
う
釈し

ゃ
か
に
ょ
ら
い

迦
如
来
像
が
立
っ

て
い
ま
す
（
写
真
7
）。
山
頂
に
は
か
つ
て

仏
堂
が
あ
り
、
部
材
の
飾
金
具
等
が
散
布
し

て
い
ま
す
。

　

西
尾
根
へ
下
り
、
十
津
川
村
旭
の
林
道

へ
の
分
岐
点
か
ら
南
へ
笹
の
中
を
下
る
と
、

　

釈
迦
ヶ
岳
か
ら
深
仙
宿

　

笹
に
被
わ
れ
た
尾
根
道
が
終
る
と
、
椽え
ん

の

鼻
と
よ
ば
れ
る
痩
せ
尾
根
で
す
（
写
真
4
）。

岩
頭
を
巻
い
て
鎖
場
を
下
り
、
釈し

ゃ
か迦
ヶ
岳
の

北
稜
裾
に
取
り
つ
く
道
で
す
。
最
初
に
表
れ

る
の
が
、
両り

ょ
う
ぶ
わ

部
分
け
と
い
わ
れ
る
巨
岩
で
す

（
写
真
5
）。
頂
部
に
亀
裂
が
あ
り
、
こ
の
岩

よ
り
北
が
金こ

ん
ご
う
か
い

剛
界
、
南
が
胎た
い
ぞ
う
か
い

蔵
界
と
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
の
外
周
を
巡
っ
て
鎖
場
を
降
り
、

さ
ら
に
弥み

ろ
く
い
わ

勒
岩
の
東
裾
ま
で
下
っ
て
東
に
迂

回
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
杖
捨
て
と
よ
ば
れ
る



3

8.　深仙宿　灌頂堂

6.　釈迦ヶ岳北稜

9.　大日岳北のブロッケン現象撮影　橋本裕行氏

深じ
ん
せ
ん仙
宿（
約
１
５
０
０
ｍ
）で
す（
写
真
8
）。

灌か
ん
じ
ょ
う
ど
う

頂
堂
が
い
ま
も
残
り
、
周
囲
に
は
い
く
つ

も
の
建
物
跡
の
平
場
が
あ
り
ま
す
。
平
場
の

東
北
端
に
香

こ
う
し
ょ
う
す
い

精
水
が
あ
り
、
岩
間
か
ら
水
が

し
た
た
り
落
ち
て
い
ま
す
。

7.　釈迦ヶ岳の釈迦如来像

　
太
古
の
辻
か
ら
前
鬼
へ

　

深
仙
宿
の
南
の
ピ
ー
ク
に
つ
づ
い
て
、

大だ
い
に
ち日
岳
（
１
５
６
８
ｍ
）
が
あ
り
ま
す
（
写

真
10
）。
岩
場
の
鎖
場
修
行
で
有
名
で
し
た

が
、
岩
が
緩
み
、
近
年
は
中
止
さ
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
で
す
。
岩
場
を
渡
り
な
が
ら
下
っ
て
い

く
と
、
太た

い
こ古
の
辻
で
す
（
写
真
11
）。
こ
れ

よ
り
以
南
が
南
大
峯
奥
駈
道
で
す
。
明
治
以

後
に
廃
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
玉
岡
憲
明

氏
ら
の
新
宮
山
彦
グ
ル
ー
プ
の
努
力
で
、
復

興
し
ま
し
た
。

　

前ぜ
ん
き鬼
に
は
、
太
古
の
辻
か
ら
か
ら
東
へ
、

深
い
谷
を
下
り
ま
す
。
登
山
道
と
し
て
木
階

段
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
紀
伊
半
島

大
水
害
で
部
分
的
に
流
出
し
、
沢
へ
の
出
入

り
は
古
来
の
姿
に
戻
っ
て
い
ま
す
。
下
り
の

途
中
の
両り

ょ
う
ど
う
じ

童
子
岩
で
は
、「
8
」
字
に
岩
を

巡
る
修
行
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
（
写
真
12
）。

　

さ
ら
に
下
っ
て
、橡と

ち

の
巨
樹
の
中
を
ぬ
け
、

白
い
岩
の
涸
れ
沢
を
過
ぎ
る
と
、
前
鬼
の
集

落
跡
に
入
り
ま
す
（
写
真
13
）。
奥
駈
道
は

石
畳
の
道
へ
と
変
わ
り
、
周
囲
に
は
宿
坊
の

跡
を
示
す
石
垣
が
多
数
残
り
ま
す
。
か
つ
て

前
鬼
に
は
、
五ご

き
つ
ぐ

鬼
継
・
五ご
き
く
ま

鬼
熊
・
五ご
き
じ
ょ
う

鬼
上
・

五ご
き
じ
ょ

鬼
助
・
五ご

き
ど
う

鬼
童
の
5
家
が
あ
り
ま
し
た
が
、
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12.　両童子岩

14.　前鬼　行者堂
＊
訂
正
と
お
詫
び

　

第
1
号
5
頁
上
段
写
真

　
　
（
誤
）
大
峰
山
寺
本
堂
→
（
正
）
金
峯
山
寺
本
堂

　

第
2
号
6
頁
上
段

　
　
（
誤
）
上
北
山
村
前
鬼
の
小
仲
坊

　
　
　
　
　

→
（
正
）
下
北
山
村
前
鬼
の
小お
な
か
ぼ
う

仲
坊

　

第
2
号
8
頁
写
真
12

　
　
（
誤
）
仏
性
ヶ
岳
→
（
正
）
仏
生
嶽

　

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
訂
正
し
て
お
詫
び

申
し
上
げ
ま
す
（
編
集
担
当
）

11.　太古の辻13.　前鬼の石畳と宿坊跡

現
在
は
五
鬼
助
家
61
代
当
主
の
五
鬼
助
義
之
氏

が
守
る
小お

な
か
ぼ
う

仲
坊
が
残
る
の
み
で
す
。
5
月
中
旬

に
は
、
モ
ミ
ジ
の
赤
い
若
葉
に
映
え
る
行

ぎ
ょ
う
じ
ゃ
ど
う

者
堂

を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
写
真
14
）。　

　
　
　
　
（
次
号
は
、
太
古
の
辻
～
玉た

ま
き置
神
社
）

撮影　橋本裕行氏10.　大日岳の行場
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小山田古墳

　
　
新
発
見  

飛
鳥
時
代
の
巨
大
古
墳

　
　
　
　
　             

―
小こ
や
ま
だ
山
田
古
墳
― 

　
明
日
香
村
川
原

1.　小山田古墳の現状　南西から

2.　奈良のなかの小山田古墳3.　小山田古墳と調査地点

古墳の推定範囲

地図QR

5

　
「
小
山
田
遺
跡
」
の
発
見

　

平
成
27
年
１
月
、
明
日
香
村
川
原
に
お
い

て
新
た
な
巨
大
古
墳
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
の
継
続
調
査
で
、
内
容
が
少
し
ず
つ

明
ら
か
と
な
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ま

で
の
成
果
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

小
山
田
古
墳
発
見
の
契
機
は
、
昭
和
47
年

12
月
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
学
校
敷
地
の
工

事
で
、
掘
り
だ
さ
れ
た
土
に
木
簡
ら
し
い
木

片
が
あ
る
と
の
連
絡
が
、
学
校
か
ら
橿
考
研

に
あ
り
ま
し
た
。
所
員
が
現
地
で
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
ま
さ
し
く
木
簡
で
し
た
。
も
と
の

地
形
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
木
簡
は
南
に

の
び
る
尾
根
の
東
側
の
谷
底
か
ら
出
土
し
た

も
の
で
し
た
（
第
１
次
調
査
）。

　

学
校
の
方
の
機
転
で
発
見
さ
れ
た
こ
の
遺

跡
は
、「
小
山
田
遺
跡
」と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

木
簡
の
内
容
か
ら
、
藤
原
京
の
時
代
の
役
所

に
関
係
す
る
遺
跡
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

遺
跡
か
ら
小
山
田
古
墳
へ

　

そ
の
後
も
、学
校
内
の
施
設
工
事
に
伴
い
、

い
く
ど
か
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た

が
、
顕
著
な
遺
構
は
検
出
さ
れ
て
は
い
ま
せ

奈良考古情報 　 ニュース

ホットで

はっとする

発掘成果



４.　小山田古墳の北裾の石積みと北側の掘り割りの石貼り

橿考研通信　Vol.36



５.　小山田古墳の北裾の石積みと北側の掘り割りの石貼り

６.　小山田古墳の埋葬施設の痕跡　垂直写真　上が北

７.　小山田古墳の埋葬施設の痕跡　南東から

7

羨道壁石の抜き取り穴

羨道壁石の抜き取り穴

羨道床下の排水溝

羨道壁石の抜き取り穴 羨道床下の排水溝 羨道壁石の抜き取り穴
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ん
で
し
た
（
第
２
～
４
次
調
査
）。

　

転
機
は
平
成
26
年
11
月
に
訪
れ
ま
し
た
。

学
校
の
校
舎
の
ひ
と
つ
が
、
改
築
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た

（
第
５
・
6
次
調
査
）。

　

調
査
を
開
始
し
て
す
ぐ
に
、
人
頭
大
の
石

が
並
ん
で
出
土
し
は
じ
め
ま
し
た
。
調
査
を

進
め
た
結
果
、
石
積
み
を
伴
う
大
規
模
な
掘

り
割
り
で
し
た
。
掘
り
割
り
は
東
西
に
直
線

に
の
び
て
お
り
、約
48
ｍ
以
上
あ
り
ま
し
た
。

掘
り
割
り
の
北
斜
面
に
は
、
飛
鳥
周
辺
に
あ

る
石

せ
き
え
い
せ
ん
り
ょ
く
が
ん

英
閃
緑
岩
を
な
ら
べ
、
掘
り
割
り
側
に

平
坦
面
を
向
け
て
貼
っ
て
い
ま
す
。
掘
り
割

り
の
底
に
は
、
斜
面
と
同
じ
石
英
閃
緑
岩
を

敷
い
て
い
ま
す
。
底
の
幅
は
、
約
3.9
ｍ
で
、

南
端
の
幅
約
80
㎝
の
範
囲
に
は
、
や
や
大
き

め
の
石
を
敷
い
て
い
ま
す
。

　

掘
り
割
り
の
南
側
で
は
、
板
石
を
階
段
状

に
積
ん
で
い
ま
し
た
。
板
石
の
基
底
に
は
、

吉
野
川
流
域
の
結
晶
片
岩
（
緑
泥
片
岩
）
を

用
い
、
北
面
を
揃
え
て
２
段
に
積
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
上
に
は
、
宇
陀
市
室
生
周
辺
で
と

れ
る
室
生
安
山
岩
を
重
ね
、
北
面
を
約
10
㎝

ず
つ
南
へ
ず
ら
し
な
が
ら
階
段
状
に
し
て
い

ま
す
。

な
手
掛
か
り
と
な
り
ま
し
た
。
遺
跡
は
、
南

へ
の
び
る
尾
根
上
に
位
置
し
て
お
り
、
掘
り

割
り
は
、
尾
根
を
切
断
し
て
つ
く
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
掘
り
割
り
の
南
側
に
は
、

か
つ
て
四
角
い
高
ま
り
が
あ
り
ま
し
た
。
出

土
遺
構
と
過
去
の
地
形
か
ら
、
掘
り
割
り
は

古
墳
の
北
辺
を
区
画
し
、
板
石
積
み
は
古
墳

の
表
面
を
化
粧
す
る
石
材
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
飛
鳥
時
代
の
大
規
模
古
墳
が
、

新
た
に
発
見
さ
れ
た
瞬
間
で
す
。

　

平
成
27
年
に
は
、
古
墳
の
規
模
を
明
ら
か

に
す
る
調
査
を
、
学
校
用
地
の
西
端
で
お
こ

な
い
、
古
墳
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
、
丘
陵

地
形
を
大
規
模
造
成
し
た
状
況
を
確
認
し
ま

し
た
（
第
７
次
調
査
）。
し
か
し
、
依
然
と

し
て
様
々
な
課
題
が
残
り
ま
し
た
。
古
墳
が

つ
く
ら
れ
た
時
期
は
？
古
墳
の
規
模
は
？
本

当
に
古
墳
で
あ
る
と
確
定
す
る
た
め
の
、
決

定
打
が
必
要
で
し
た
。

に
、
内
法
約
20
㎝
・
深
さ
約
30
㎝
の
南
北
方

向
の
石
組
暗
渠
を
１
基
検
出
し
ま
し
た
。
遺

構
の
形
状
と
こ
れ
ま
で
に
出
土
し
た
遺
構
と

の
位
置
関
係
か
ら
、
横
穴
式
石
室
の
羨
道
部

分
で
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、
小
山

田
遺
跡
第
5
次
調
査
以
降
に
出
土
し
た
遺
構

が
、
古
墳
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
ま

し
た
。

　

な
お
、
石
材
の
抜
き
取
り
穴
は
、
羨
道
の

東
・
西
側
壁
の
基
底
石
が
抜
き
取
ら
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
石
室
が
既
に
破
壊
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
残
念
で
あ
り
、
築
造
さ
れ

た
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
回
も

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

南
・
東
調
査
区
全
域
に
お
い
て
、
墳
丘
盛

土
を
検
出
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
回

の
調
査
区
よ
り
も
さ
ら
に
南
に
、
板
石
積
み

に
よ
る
墳
丘
南
辺
が
位
置
す
る
こ
と
を
示
し

ま
す
。
ま
た
、
墳
丘
盛
土
の
な
か
か
ら
、
軒

丸
瓦
の
破
片
が
１
点
出
土
し
ま
し
た
。
古
墳

の
築
造
時
期
を
考
え
る
上
で
、
大
変
重
要
な

資
料
で
す
。

ら
に
南
へ
位
置
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
辺

約
70
ｍ
の
方
墳
と
な
る
可
能
性
が
高
ま
り
ま

し
た
。
そ
の
規
模
は
、
同
時
期
の
古
墳
の
規

模
と
比
べ
て
も
、
最
大
級
と
な
り
ま
す
。

　

築
造
時
期
は
、
墳
丘
盛
土
の
な
か
か
ら
出

土
し
た
軒
丸
瓦
片
の
年
代
か
ら
、
７
世
紀
前

半
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま

た
、
掘
り
割
り
の
大
部
分
が
、
７
世
紀
後
半

に
は
埋
没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
飛
鳥
時
代

の
な
か
で
、
古
墳
の
築
造
か
ら
埋
没
の
過
程

を
た
ど
れ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
巨
大
な
古
墳

の
存
在
が
、
現
在
ま
で
知
ら
れ
ず
に
い
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。小
山
田
古
墳
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
ま
だ
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

課
題
の
１
つ
１
つ
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
今

後
も
継
続
し
て
調
査
を
お
こ
な
う
予
定
で

す
。

　

ヒ
ン
ト
は
過
去
の
地
形

　

出
土
し
た
遺
構
の
性
格
は
何
か
を
考
え
る

上
で
、
学
校
建
設
以
前
の
地
形
図
が
、
大
き

　
古
墳
の
埋
葬
葬
施
設
を
求
め
て

　

平
成
28
年
は
、
先
の
疑
問
点
を
解
明
す
る

べ
く
、
小
規
模
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
推
定

さ
れ
る
古
墳
の
中
心
線
上
を
発
掘
し
、
横
穴

式
石
室
の
痕
跡
を
つ
い
に
検
出
し
ま
し
た

（
第
８
次
調
査
）。

　

南
調
査
区
に
お
い
て
、南
北
長
1.2
ｍ
以
上
、

東
西
幅
1.4
～
1.5
ｍ
を
測
る
石
材
の
抜
き
取
り

穴
を
２
基
、
抜
き
取
り
穴
の
間
の
西
寄
り

　
古
墳
の
規
模
と
築
造
時
期

　

第
８
次
調
査
に
よ
っ
て
、
古
墳
の
規
模
と

築
造
時
期
を
考
え
る
た
め
の
多
く
の
手
掛
か

り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

古
墳
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
横
穴
式
石
室

の
位
置
が
判
明
し
た
こ
と
、
墳
丘
南
辺
が
さ

アクセス
○
近
鉄
吉
野
線　

岡
寺
駅
よ
り
東
へ
徒
歩
25
分

○
奈
良
交
通　
　

明
日
香
周
遊
バ
ス
・
赤
か
め

　
　
　
　
　
　
　

橿
原
神
宮
前
駅
東
口
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
「
野
口
」
下
車
徒
歩
１
分

※
見
学
上
の
ご
注
意

　

小
山
田
古
墳
は
、
学
校
敷
地
・
民
有
地
に
あ

る
た
め
、
通
常
は
立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
て
い

ま
す
。
古
墳
の
南
裾
を
走
る
県
道
１
５
５
号
多

武
峯
久
米
線
の
歩
道
上
か
ら
全
体
像
を
観
察
で

き
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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国
際
会
議
『
シ
リ
ア
世
界
遺
産
の
次
世
代
へ
の
継
承
を
目
指
し
て 

―

　
　
　
　
　
　
　

パ
ル
ミ
ラ　

奈
良
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
の
ご
案
内

　

シ
リ
ア
で
は
、
２
０
１
１
年
か
ら
の
内
戦
に
よ

り
、
世
界
遺
産
パ
ル
ミ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
文
化
遺
産
が
破
壊
や
盗
難
の
被
害
に
あ
い
ま
し

た
。
シ
リ
ア
は
い
ま
、
文
化
遺
産
を
保
存
・
修
復

し
、
将
来
に
継
承
す
る
た
め
の
国
際
協
力
を
必
要

と
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
、
橿
考
研
は
国
連
開
発
計
画
の
委
託
を
受

け
て
、
シ
リ
ア
の
文
化
財
関
係
者
の
人
材
育
成
事

業
を
実
施
し
ま
す
。
そ
の
キ
ッ
ク
オ
フ
・
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
、
国
際
会
議
『
シ
リ
ア
世
界
遺
産
の

次
世
代
へ
の
継
承
を
目
指
し
て 

―　

パ
ル
ミ
ラ　

奈
良
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
を
以
下
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
主
催
】

　

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
結
ぶ
友
情

                     

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会

    

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

【
後
援
】

　

国
連
開
発
計
画
・
外
務
省
・ 

文
化
庁
（
申
請
中
）

【
日
程
】

　

平
成
29
年
7
月
11
日
（
火
）
〜
13
日
（
木
）

【
会
場
】

　

奈
良
春
日
野

　

    

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
甍　

能
楽
ホ
ー
ル

【
参
加
方
法
】

　

7
月
11
日
の
み
、
往
復
は
が
き
、
ま
た
は

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込
み
が
必

　

要
（
定
員
３
０
０
名
・
申
込
者
多
数
の
場

　

合
は
抽
選
）。　
　

　

※
往
信
裏
面
：
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号

　
　

返
信
表
面
：
住
所
、
氏
名
（
宛
名
）

　

※
宛
先　

〒
６
３
４
―
０
０
６
５

　
　
　

奈
良
県
橿
原
市
畝
傍
町
１
番
地

　
　
　
　

橿
考
研　

シ
リ
ア
国
際
会
議
係

　

※
6
月
23
日
（
金
）
必
着

　

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
情
報

　
　
　
　

橿
考
研
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

　
　
　

 　

w
w

w
.kashikoken.jp/

）に
詳
細
掲
載
。

　

▼
12
日
（
水
）
9
時
30
分
～
17
時

　

◇
専
門
家
パ
ネ
ル

　
『
パ
ル
ミ
ラ
遺
跡
の
現
在
か
ら
将
来
へ
』

　

◇
発
表
者

ワ
リ
ー
ド
・
ア
ス
ア
ド
（
フ
ラ
ン
ス
／
パ
ル

ミ
ラ
古
物
博
物
館
）、
オ
マ
ル
・
ア
ス
ア
ド

（
フ
ラ
ン
ス
／
パ
ル
ミ
ラ
古
物
博
物
館
）、
ミ

ハ
ウ
・
ガ
ウ
リ
コ
ウ
ス
キ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
／

ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
）、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
＝
コ
リ
ネ
（
ド
イ
ツ
／
ウ
ィ
ー
ン
大

学
）、
西
藤
清
秀
（
橿
考
研
）　

他

　

▼
13
日
（
木
）
10
時
～
17
時
10
分

　

◇
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
『
シ
リ
ア
文
化
遺
産
の
次
世
代
へ
の
継
承
』

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：
常
木
晃（
筑
波
大
学
）、

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ
ズ
ク
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
シ
リ
ア
）

　

◇
発
表
者

マ
ア
ム
ー
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
カ
リ
ー
ム
（
シ

リ
ア
／
古
物
博
物
館
総
局
）、
ア
フ
マ
ド
・

デ
ィ
ー
ブ
（
シ
リ
ア
／
古
物
博
物
館
総
局
）、

松
原
康
介
（
筑
波
大
学
）、
黒
木
英
充
（
東

京
外
国
語
大
学
）、
マ
フ
ム
ー
ド
・
ハ
ム
ー

ド
（
シ
リ
ア
／
ダ
マ
ス
カ
ス
市
古
物
博
物
館

局
）、
松
本
太
（
外
務
省
駐
シ
リ
ア
臨
時
代

理
大
使
）　

他

　

※
国
際
情
勢
の
変
化
等
に
よ
り
、
出
席
者
が　

　
　

変
更
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

※
各
日
、
同
時
通
訳
あ
り
。
11
日
～
13
日
の

　
　

期
間
、
能
楽
ホ
ー
ル
前
ロ
ビ
ー
に
て
関
連

　
　

団
体
に
よ
る
写
真
、
物
品
の
展
示
等
あ
り
。

写真：シリア　パルミラ古物博物館提供　パルミラ東南墓地 H 号墓　盗難にあった石棺彫像彫像

　
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

▼
11
日
（
火
）
14
時
～
17
時

　

◇
オ
ー
プ
ン 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『
シ
リ
ア
文
化
遺
産
の
保
護
と
日
本
の
役
割
』

※
開
会
挨
拶　

奈
良
県
知
事　

荒
井
正
吾

※
記
念
鼎
談

マ
ア
ム
ー
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
カ
リ
ー
ム
（
シ

リ
ア
古
物
博
物
館
総
局
総
裁
）、
青
柳
正
規

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
・
前
文
化
庁
長
官
）、

ヤ
マ
ザ
キ
マ
リ
（
マ
ン
ガ
家
）

司
会　

黒
木
英
充（
東
京
外
国
語
大
学
教
授
）

ご紹介

文化遺産
の
保護



　

　　
 

橿
考
研
の
所
員
と
一
緒
に
遺
跡
を
め
ぐ
り
、
考
古
学
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か

ご紹介

遺跡・史跡
の

楽しみ方

橿考研通信　Vol.310

◇橿考研には友の会「友史会」があります。

◇「友史会」は、研究所・友の会活動をとおして考古学に基づいて歴史を

　学ぶことを目的とする、会費制会員による会員のための組織です。

◇会員になるために特別な資格は必要ありません。

◇会員になると、所員案内の遺跡めぐりや講演会、会報の送付、附属博物

館入館等の特典がたくさん！会員、随時募集中です。

　
創
立
62
年
の
友
の
会

　

昭
和
30
年
か
ら
友
史
会
は
活
動
し
て
き
ま

し
た
。
大
和
歴
史
館
の
友
の
会
と
し
て
発
足

し
、
歴
史
館
が
考
古
博
物
館
と
改
名
し
、
そ

し
て
橿
考
研
附
属
博
物
館
に
な
っ
た
翌
年
、

橿
考
研
友
史
会
と
な
り
ま
し
た
。
橿
考
研
と

と
も
に
活
動
を
お
こ
な
い
、
一
昨
年
60
周
年

を
む
か
え
ま
し
た
。
現
在
、
会
員
は
北
海

道
か
ら
鹿
児
島
ま
で
広
が
り
、
そ
の
数
約

１
４
０
０
名
。
会
員
が
集
中
す
る
東
京
・
名

古
屋
に
は
支
部
を
お
い
て
い
ま
す
。

　

楽
し
い
友
史
会
の
例
会　

　

友
史
会
活
動
で
最
も
楽
し
い
の
は
、
年
に

7
回
開
催
さ
れ
る
遺
跡
め
ぐ
り
の
会（
例
会
）

で
す
。
奈
良
を
中
心
と
す
る
近
畿
地
方
の
遺

跡
か
ら
、
折
々
の
考
古
学
ニ
ュ
ー
ス
や
研
究

の
進
展
を
踏
ま
え
た
コ
ー
ス
を
設
定
し
、
橿

考
研
の
所
員
が
解
説
員
と
な
っ
て
一
日
を
か

け
て
め
ぐ
り
ま
す
。
62
年
の
会
の
歴
史
の
中

で
は
、
同
じ
遺
跡
を
再
訪
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、考
古
学
研
究
の
進
展
を
ふ
ま
え
て
、

解
説
は
常
に
最
新
の
も
の
で
す
。

　

※ 

平
成
28
年
度
の
例
会
実
績

　
　

４
月 　

銅
鐸
出
土
地
を
巡
る
Ⅴ

　
　

６
月　

三
島
古
墳
群
を
歩
く

写真：友史会例会風景（橿考研所員による遺跡説明）

　
　

7
月　

泉
州
の
古
墳
を
巡
る

　
　

9
月　

新
庄
・
當
麻
の
古
墳
を
歩
く

　
　

11
月　

横
大
路
を
あ
る
く

　
　

12
月　

建
国
の
聖
地
・
橿
原
を
歩
く

　
　

2
月　

巨
勢
・
葛
城
の
境
を
歩
く

　

例
会
以
外
に
、
希
望
者
に
よ
る
国
内
遺
跡

の
旅
も
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
28
年
度
は

『
北
信
濃
の
遺
跡
を
巡
る
』
で
し
た
。

　　

友
史
会
の
運
営　

　

友
史
会
は
、
会
員
が
会
長
を
は
じ
め
と
す

る
委
員
と
な
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。
橿
考

研
は
所
長
以
下
が
顧
問
を
務
め
る
こ
と
で
、

会
員
の
皆
様
の
考
古
学
等
の
ニ
ー
ズ
に
お
応

え
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
様
も
友
史
会
員
に
な
っ
て
、
橿
考
研
と

一
緒
に
考
古
学
を
学
び
、楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

　

入
会
の
ご
案
内

※
詳
細
は
、友
史
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

　
　

w
w

w
.kashikoken-yushikai.org 

）

　
　

参
照
の
こ
と

※
年
会
費
（
４
月
か
ら
翌
年
３
月
の
1
年
）　

　
　

一
般
４
千
円　

学
生
２
千
円　

 

　
　

10
月
以
降
入
会
の
場
合
、
一
般
２
千
円

※
振
込
み
先

　

郵
便
振
替
口
座　

　
　

０
０
９
４
０
―
８
―
７
６
４
１
０　

　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

友
史
会
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◇
新
た
な
考
古
学
ミ
ス
テ
リ
ー

　

平
成
29
年
3
月
、
考
古
学
ミ
ス
テ
リ
ー
界

に
新
た
な
1
冊
の
本
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

池
澤
夏
樹
著
『
キ
ト
ラ
・
ボ
ッ
ク
ス
』(

Ｋ

Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ)

で
す
。
池
澤
夏
樹
さ
ん

は
、第
98
回
芥
川
賞
受
賞
作
の
『
ス
テ
ィ
ル
・

ラ
イ
フ
』
な
ど
数
々
の
著
作
が
あ
り
、
本
作

は
平
成
26
年
2
月
刊
行
の
『
ア
ト
ミ
ッ
ク
・

ボ
ッ
ク
ス
』
の
姉
妹
編
に
当
た
り
ま
す
。

　

あ
ら
す
じ
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究

員
の
可カ

ト
ゥ
ン敦
が
、
奈
良
県
天て
ん
か
わ川
村
、
愛
媛
県

三
枚
の
鏡
が
キ
ト
ラ
古
墳
と
現
代
を
つ
な
ぐ

大お
お
や
ま
づ
み

山
祇
神
社
、
そ
し
て
中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル

自
治
区
に
あ
る
3
枚
の
禽き

ん
じ
ゅ
う
ぶ
ど
う
き
ょ
う

獣
葡
萄
鏡
を
め

ぐ
っ
て
、
大
き
な
思
惑
に
巻
き
込
ま
れ
な
が

ら
、
前
作
『
ア
ト
ミ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
』
の

登
場
人
物
た
ち
の
力
を
借
り
、
最
終
的
に
キ

ト
ラ
古
墳
の
被
葬
者
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
も
の
で
す
。
冒
険
小
説
と
古
代
史
ミ
ス
テ

リ
ー
の
要
素
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
内
容
で
あ

り
、
物
語
の
展
開
が
非
常
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

で
、
楽
し
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
す
。

　

◇
物
語
中
の
橿
考
研

　

本
作
に
は
、
橿
考
研
が
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。
冒
頭
、
可
敦
が
讃
岐
大
学
准
教
授
の
藤

波
三
次
郎
に
誘
わ
れ
、
日
月
神
社
所
蔵
の
禽

獣
葡
萄
鏡
の
調
査
の
た
め
、
橿
考
研
へ
赴
き

ま
す
。
畝
傍
御
陵
前
駅
の
前
で
藤
波
と
待
ち

合
わ
せ
、
5
分
ほ
ど
で
橿
考
研
へ
到
着
し
ま

す
。
そ
し
て
研
究
所
の
「
2
階
の
小
さ
な
部

屋
」
へ
案
内
さ
れ
、
資
料
の
見
学
を
お
こ
な

い
ま
す
。

　

実
際
の
橿
考
研
が
資
料
見
学
用
に
使
用
し

て
い
る
部
屋
は
、
２
階
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

2
階
は
、
多
く
の
研
究
員
の
研
究
ス
ペ
ー
ス

が
あ
り
、
私
の
席
も
配
置
さ
れ
て
い
る
場
所

で
す
。
物
語
が
現
実
で
あ
れ
ば
、
資
料
見
学

へ
来
た
2
人
と
私
は
、
出
会
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

物
語
の
後
半
に
も
、
橿
考
研
が
登
場
し
ま

す
。
内
容
に
大
き
く
関
わ
る
部
分
で
す
の
で

詳
し
く
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
は
研

究
員
が
2
人
登
場
し
ま
す(

も
ち
ろ
ん
架
空

の
人
物
で
す
が)

。
橿
考
研
研
究
員
は
、
講

演
会
な
ど
で
広
く
活
動
し
て
い
ま
す
の
で
、

知
っ
て
い
る
名
前
や
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
、

比
較
し
て
い
だ
だ
け
れ
ば
、
楽
し
め
る
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

物
語
の
途
中
、
可
敦
は
岡
山
に
あ
る

鍛か
じ
や
さ
こ

冶
屋
逧
遺
跡
の
発
掘
調
査
現
場
に
か
く
ま

わ
れ
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
、
美
作
市
中
尾
・

上か
み
や相
に
位
置
す
る
遺
跡
で
す
。
本
作
の
連
載

当
時
に
岡
山
県
教
育
委
員
会
が
調
査
し
て
お

り
、
報
告
書
も
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す(

岡
山

県
教
育
委
員
会
２
０
１
６　
『
岡
山
県
埋
蔵

文
化
財
発
掘
調
査
報
告
』
２
４
２)

。
私
は

美
作
出
身
で
、
鍛
冶
屋
逧
B1
号
墳
で
も
出
土

し
て
い
る
陶
棺
を
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、

よ
り
物
語
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

◇
キ
ト
ラ
古
墳
の
被
葬
者
像

　

キ
ト
ラ
古
墳
の
被
葬
者
に
は
、
高た
け
ち市
皇
子

や
刑お
さ
か
べ部
皇
子
の
よ
う
な
皇
族
、
阿あ
べ
の
み
う
し

倍
御
主
人

の
よ
う
な
有
力
豪
族
な
ど
、
多
く
の
見
解
が

あ
り
、
一
致
を
み
て
い
ま
せ
ん
。
本
作
で

は
、
最
終
的
に
と
あ
る
人
物
が
禽
獣
葡
萄
鏡

と
銅
剣
を
手
掛
か
り
に
被
葬
者
と
し
て
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
読
者
ご
と
に
、
賛
否
両
論
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
考
古
学
の
視
点
か
ら
は
、
何

を
明
ら
か
に
す
れ
ば
キ
ト
ラ
古
墳
の
被
葬
者

が
わ
か
る
の
か
、
本
作
を
読
む
こ
と
で
考
え

る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

4
月
29
日
に
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館

(

大
阪
府
吹
田
市)

で
、
池
澤
夏
樹
さ
ん
と
、

国
立
民
族
学
博
物
館
吉
本
忍
名
誉
教
授
、
そ

し
て
橿
考
研
の
菅
谷
文
則
所
長
に
よ
る
刊
行

記
念
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
（「
小
説
家
の
見
た

「
キ
ト
ラ
古
墳
」
と
「
国
立
民
族
学
博
物
館
」

―
小
説
『
キ
ト
ラ
・
ボ
ッ
ク
ス
』
を
め
ぐ
っ

て
」）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら

の
質
問
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
、
会
場
内
は
熱
気

に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。（
絹
畠
）

上：近鉄橿原線　畝傍御陵前駅西口
　　　橿考研まで徒歩５分の最寄り駅です。
下：愛媛県大三島大山祇神社（2017/04/02 撮影）
　　　この記事のために撮影してきました。

池澤夏樹著『キトラ・ボックス』

（株式会社 KADOKAWA より刊行）
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◇
禽き
ん
じ
ゅ
う
ぶ
ど
う
き
ょ
う

獣
葡
萄
鏡

　

本
作
の
キ
ー
ア
イ
テ
ム
と
し
て
登
場
す
る

大
山
祇
神
社
、
ト
ル
フ
ァ
ン
の
古
墳
、
そ
し

て
天
川
村
日
月
神
社
（
実
在
し
ま
せ
ん
）
に

伝
え
ら
れ
た
同
型
（
同
じ
鋳
型
な
の
で
、
専

門
的
に
は
同
笵
）
の
「
禽
獣
葡
萄
鏡
」。
お

読
み
に
な
っ
た
方
は
（
ま
だ
と
い
う
方
も
）

ど
の
よ
う
な
鏡
を
思
い
浮
か
べ
た
で
し
ょ
う

か
？
以
下
、
蛇
足
と
は
思
い
つ
つ
も
「
禽
獣

葡
萄
鏡
」
に
つ
い
て
、
す
こ
し
詳
し
く
み
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

◇
虚
実
の
さ
か
い

　

大
山
祇
神
社
に
は
、
斉
明
天
皇
が
奉
納
し

た
と
伝
わ
る
「
禽
獣
葡
萄
鏡
」
が
実
在
し
ま

す
。
一
方
で
、
天
川
村
と
ト
ル
フ
ァ
ン
の
鏡

は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。

　

し
か
し
、
ト
ル
フ
ァ
ン
は
前
述
し
た
よ
う

に
唐
の
直
轄
支
配
地
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の

時
期
の
墳
墓
か
ら
出
土
し
て
も
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂

漠
南
縁
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ホ
ー
タ
ン

（
可
敦
の
出
身
地
で
す
）
の
ニ
ヤ
遺
跡
か
ら

は
、
漢
代
の
中
国
鏡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

海
獣
葡
萄
鏡
も
、
遠
く
中
央
ア
ジ
ア
地
域
で

も
出
土
し
て
お
り
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
易
に

よ
り
、
多
く
の
文
物
が
広
範
囲
に
移
動
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
天
川
村
の
鏡
は
、
作
中

で
某
古
墳
出
土
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
松

塚
古
墳
出
土
鏡
の
存
在
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ

も
「
あ
り
え
そ
う
」
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
作
中
に
は
「
あ
り
え
そ

う
」
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
巧
み
に
織
り
込
ま

れ
て
お
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
醸
し
出
し
て
い

ま
す
。
ど
こ
ま
で
が
事
実
で
、
ど
こ
か
ら
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
、そ
れ
を
探
求
す
る
の
も
、

考
古
学
ミ
ス
テ
リ
ー
の
楽
し
み
方
の
ひ
と
つ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
◇
鏡
の
故
郷
と
時
代
背
景

　
「
禽
獣
葡
萄
鏡
」
で
す
が
、
日
本
で
は
む

し
ろ
「
海

か
い
じ
ゅ
う獣
葡
萄
鏡
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
中
国
で
は
「
瑞

ず
い
じ
ゅ
う獣
葡
萄
鏡
」

と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、鏡

き
ょ
う
は
い背
（
鏡
面
の
裏
側
）

に
、
獅し

し子
・
天て
ん
ま馬
や
鳳ほ
う
お
う凰
な
ど
禽
獣
や
、
チ
ョ

ウ
チ
ョ
や
ト
ン
ボ
、
そ
し
て
絡
み
合
っ
た
葡

萄
房
と
蔓つ

る

、
唐か
ら
く
さ草
な
ど
動
植
物
の
文
様
を
配

し
た
大
変
優
美
な
造
形
の
鏡
で
す
。

　

葡
萄
文
の
鏡
は
、
中
国
の
唐
で
七
世
紀
の

半
ば
過
ぎ
か
ら
流
行
し
ま
す
。
こ
の
時
期

は
、
中
国
史
上
随
一
の
善
政
と
し
て

著
名
な
「
貞じ

ょ
う
が
ん観
の
治ち

」
で
知
ら
れ
る

太た
い
そ
う宗
が
崩
御
し
、
後
に
武ぶ
し
ゅ
う周
を
た
て

る
則そ

く
て
ん
ぶ
こ
う

天
武
后
が
権
力
を
握
り
始
め
た

頃
に
あ
た
り
ま
す
。
太
宗
の
晩
年
に

あ
た
る
６
４
０
年
、
唐
は
ト
ル
フ
ァ

ン
に
栄
え
て
い
た
麹き

く
し氏
高こ
う
し
ょ
う
こ
く

昌
国
を
攻

め
滅
ぼ
し
、
安あ

ん
せ
い西
都と

ご

ふ
護
府
を
設
置
し

て
西
域
経
営
の
拠
点
と
し
ま
し
た
。

ト
ル
フ
ァ
ン
の
名
産
品
と
し
て
古
く

か
ら
葡
萄
が
有
名
で
す
が
、
鏡
に
葡

萄
文
が
採
用
さ
れ
た
の
は
こ
の
よ
う

な
状
況
も
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
当
時
と
し
て
は
異
国
情
緒
あ

ふ
れ
る
最
新
デ
ザ
イ
ン
で
、
唐
代
を

通
し
て
愛
好
さ
れ
た
鏡
で
す
。

　

◇
海
を
渡
っ
た
鏡

　

海
獣
葡
萄
鏡
は
、
考
古
・
歴
史
フ
ァ
ン
に

と
っ
て
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
な
ら
ん
で
知

ら
れ
て
い
る
鏡
で
す
。
壁
画
で
有
名
な
明
日

香
村
高
松
塚
古
墳
で
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、
法
隆
寺
五
重
塔
心
礎
出
土
の
も
の

な
ど
が
あ
り
、
奈
良
時
代
の
遺
跡
を
中
心
に

出
土
し
ま
す
。
ま
た
、
正
倉
院
宝
物
と
千
葉

県
香
取
神
宮
の
神
宝
に
も
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
２
面
は
同
型
鏡
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
遣

唐
使
な
ど
が
も
ち
帰
っ
た
優
品
が
あ
る
一
方

で
、
鋳
型
の
一
部
が
明
日
香
村
飛
鳥
池
遺
跡

か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
内
で
も

複
製
品
が
製
作
さ
れ
、
貴
族
達
の
手
元
で
愛

で
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

執筆者紹介

絹畠　歩
調査課 / 主任技師

○古墳時代を専門と
する。陶棺好き。

持田　大輔
企画課 / 主任研究員

○東アジアの金属器
研究。隋唐鏡好き。

左：海獣葡萄鏡（橿考研附属博物館寄託品）
下：トルファンの葡萄棚通り（筆者撮影）

ミステリー小説からみた
考古学の世界（２）

「禽獣葡萄鏡」を肴に小説を愉しむ

　

◇
禽
獣
葡
萄
鏡
を
鑑
賞
す
る

　

大
山
祇
神
社
鏡
は
神
社
の
宝
物
館
に
、
高

松
塚
古
墳
出
土
鏡
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所

飛
鳥
資
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

橿
考
研
附
属
博
物
館
に
は
、
高
松
塚
と
同
型

の
鏡
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
是
非
ご
覧

く
だ
さ
い
。
本
物
に
触
れ
、
具
体
像
を
知
る

こ
と
で
、『
キ
ト
ラ
・
ボ
ッ
ク
ス
』
を
よ
り

味
わ
い
深
く
読
め
る
こ
と
請
け
合
い
で
す
。

（
持
田
）
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流
交
究
研
学
古
考

　
― 

訪
探

  

跡
遺
目
注
の
ア
ジ
ア

 

―
　

周原遺跡 　陝西省宝鶏市

流
交
究
研
学
古
考

　
― 

訪
探

  

跡
遺
目
注
の
ア
ジ
ア

 

―

　

朝
王
の
代
古
国
中
◇

　

周

　

、
は
に
国
中
代
古

夏
・
商
・
周

三
う
い
と、

が
す
で
形
行
進
在
現
は
明
解
の
夏

河
南
省

偃
師
市
二

頭
里

え
考
と
地
心
中
の
そ
が
跡
遺

中
の
期
後
商
、
で
朝
王
た
え
栄
に
心
中
を
部

る
あ
で
地
心

安
陽

の
市

殷
墟

大
巨
は
で
跡
遺

る
あ
で
王
の
後
最
の
商
、
て
し

紂

帝
（
王

辛

前
元
紀
を
）

11

し
ぼ
滅
が
王
武
に
紀
世

（
克
殷

に
献
文
。
た
し
ま
ち
立
が
朝
王
周
、）

を
地
の
か
つ
く
い
は
都
の
朝
王
周
、
と
る
よ

ぼ
滅
を
商
、
で
中
の
そ
。
す
ま
い
て
し
遷
変

る
た
あ
に
父
祖
の
王
武
た
し

古

父
亶
公

一
が

て
い
率
を
族

豳

ら
か

岐
山

移
へ
と
も
ふ
の

次
、
が
の
る
れ
さ
と
た
し
号
と
」
周
「、
り

る
す
介
紹
に

周
原

。
す
で
域
地
る
あ
の
跡
遺

　

開
公
・
査
調
の
跡
遺
原
周
◇

　

都
省
の
省
西
陝
、
は
跡
遺
原
周

西
安

ら
か

、
㎞
０
２
１
約
へ
西

宝
鶏

と
県
山
岐
市

扶
風

約
積
面
総
、
る
が
た
ま
に
県

30

遺
ぶ
及
に
㎢

は
史
歴
の
査
調
学
古
考
。
す
で
跡

70

以
年

壇
基
築
版
に
で
ま
れ
こ
。
す
ま
び
及
に
上

（
跡
物
建
型
大
つ
も
を

鳳
雛

址
基
築
建

 

南

約
北

43

約
西
東
・
ｍ

33

、
ｍ

召
陳

基
築
建

址 

約
北
南

15

約
西
東
・
ｍ

24

、
や
）
ど
な
ｍ

た
れ
さ
納
埋
が
器
銅
青
の
も
件
３
０
１

庄
白

1

銅
青
号

窖
藏

工
造
鋳
器
銅
青
は
に
ら
さ
、

れ
さ
出
検
が
ど
な
跡
の
房
工
作
製
器
石
や
房

。
す
ま
い
て

　

年
４
１
０
２
、
に
中
学
留
学
大
京
北
は
私

9

し
ま
き
だ
た
い
を
会
機
る
す
加
参
に
査
調
掘

６
７
９
１
、
は
区
査
調
掘
発
の
年
の
こ
。
た

で
側
南
の
址
基
築
建
雛
鳳
た
れ
さ
掘
発
に
年

、
果
結
の
査
調
。
す

宗
廟

建
る
祭
を
祖
先
（

基
築
建
型
大
の
形
字
回
る
れ
ら
え
考
と
）
物

器
銅
青
、
や
壇

21

、
墓
族
貴
た
し
葬
副
を
件

も
を
具
馬
車
た
れ
さ
施
の
様
文
な
巧
精
た
ま

し
ま
り
あ
が
見
発
の
く
多
、
ど
な
坑
馬
車
つ

文
周
、
れ
わ
行
が
査
調
で
辺
周
も
在
現
。
た

。
す
ま
い
で
ん
進
が
究
研
の
化

　

研
古
考
際
国
原
周
「、
は
に
年
６
１
０
２

の
跡
遺
原
周
。
た
し
ま
し
成
完
が
」
地
基
究

と
設
施
合
複
の
め
た
の
開
公
・
存
保
・
査
調

。
す
ま
い
て
め
じ
は
を
動
活
な
々
様
、
て
し

。
す
ま
り
あ
が
ろ
こ
ど
見
に
ろ
こ
と
る

　

原
周
、
ば
れ
げ
あ
を
の
も
た
し
連
関
に
周

、
は
に
く
近
の
跡
遺

周

旦
公

）
弟
の
王
武
周
（

る
祀
を

周

廟
公

し
と
地
聖
の
教
儒
、
り
あ
が

の
市
鶏
宝
た
ま
。
す
ま
い
て
め
集
を
気
人
て

で
見
必
は
館
物
博
器
銅
青
る
あ
に
街
市
心
中

器
土
や
器
銅
青
た
し
土
出
で
内
市
鶏
宝
。
す

え
応
見
に
常
非
、
り
お
て
れ
さ
示
展
数
多
が

建
を
館
物
博
の
こ
、
に
ら
さ
。
す
ま
り
あ
が

石

山
鼓

地
墓
周
商

注
に
常
非
に
達
者
究
研
の
外
内
国
ま
い
、
は

。
す
ま
い
て
れ
さ
目

　

の
ア
ジ
ア
東
た
め
含
を
本
日
、
は
朝
王
周

こ
く
欠
、
で
上
る
え
考
を
史
歴
の
度
制
家
国

、
度
一
は
ず
ま
。
す
で
在
存
い
な
き
で
の
と

も
ふ
の
山
岐
て
し
ば
延
を
足
へ
西
ら
か
安
西

い
思
に
時
の
久
悠
、
き
だ
た
い
ね
尋
お
を
と

。
す
ま
い
思
と
ば
れ
け
だ
た
い
て
せ
馳
を

周原の位置

2014 年発掘調査団集合写真
(大型建築基壇の南から。白い塀の奥が鳳雛版築基壇 )

○ 九州大学大学院人文科学府博士
     課程
○ 2013 年 9 月～ 15 年 7月まで、 
     北京大学考古文博学院に留学。
○ 専門は中国初期王朝成立期の考
     古学。
○ 最近は日本の瓦、土師器などを
     日々勉強中

プロフィール

齊藤　希　
調査課 / 技師

　

中
関
と
朝
王
代
歴
国
中
◇

　

安
西
の
東
ら
か
市
鶏
宝
る
あ
の
跡
遺
原
周

、
は
帯
一
た
め
含
を
市

関
中

れ
ば
呼
と
原
平

、
降
以
周
は
中
関
。
す
ま

秦
・
漢
・
隋
・
唐

中 国 遺　跡

あたらし
い研究と

　出会い
をもとめ

て

★
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チャーキュウ遺跡　クアンナム省ズイスエン県

　

◇
遠
く
て
近
い
ベ
ト
ナ
ム

　
東
南
ア
ジ
ア
の
南
シ
ナ
海
に
面
し
た
ベ
ト

ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
。
近
年
、
日
本
と
の

経
済
交
流
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の

歴
史
文
化
に
関
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
ま

だ
よ
く
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

フ
ォ
ー
と
ア
オ
ザ
イ
だ
け
で
は
な
い
、
ベ
ト

ナ
ム
の
奥
深
い
歴
史
文
化
の
一
端
を
、
注
目

遺
跡
を
介
し
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

イ
ン
ド
に
起
源
を
も
つ
土
器
も
出
土
し
ま
す

が
、
印い

ん
も
ん
と
う

紋
陶
や
人
面
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
瓦

に
加
え
、
レ
ン
ガ
と
粘
土
を
使
っ
た
壁
の
構

造
な
ど
に
、
中
国
や
そ
の
支
配
下
に
あ
っ
た

ベ
ト
ナ
ム
北
部
と
の
繋
が
り
を
示
す
も
の

が
目
立
ち
ま
す
。
チ
ャ
ン
パ
王
国
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
国
家
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
当

初
は
中
国
の
影
響
が
色
濃
か
っ
た
の
で
す
。

　

◇
チ
ャ
ン
パ
王
国

　

南
北
に
細
長
い
ベ
ト
ナ
ム
は
、
山
海
の
産

物
が
豊
富
な
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
々
を
惹

き
、
北
か
ら
は
中
国
文
化
が
、
南
か
ら
は
イ

ン
ド
文
化
が
波
及
し
ま
し
た
。

　

中
国
の
記
録
に
邪
馬
台
国
が
登
場
す
る

頃
、
中
国
支
配
下
の
日に

ち
な
ん南
郡
（
ベ
ト
ナ
ム
中

部
）
で
は
豪
族
が
独
立
し
、
林り

ん
ゆ
う邑
（
チ
ャ
ン

パ
王
国
）
を
建
国
し
ま
し
た
。
チ
ャ
ン
パ
王

国
は
、
は
じ
め
中
国
と
交
流
が
盛
ん
で
し
た

が
、
次
第
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
影
響
下
に
入
り

ま
し
た
。
国
内
で
は
王
朝
が
交
代
し
な
が
ら

も
、
対
外
的
に
は
北
の
大
越
や
西
の
ア
ン

コ
ー
ル
王
朝
等
と
争
い
、
15
世
紀
ま
で
ベ
ト

ナ
ム
中
部
一
帯
を
支
配
し
ま
し
た
。

　

チ
ャ
ン
パ
王
国
の
文
化
は
日
本
に
も
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。
奈
良
時
代
に
は
、
林
邑
出
身

の
僧
仏ぶ

っ
て
つ哲

が
、
東
大
寺
大
仏
の
開か

い
げ
ん
ほ
う
よ
う

眼
法
要
で

林り
ん
ゆ
う
が
く

邑
楽
を
奉
納
し
て
い
ま
す
。

　

◇
古
代
か
ら
中
世
ま
で
の
旅
路

　

ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
玄
関
、
ダ
ナ
ン
国
際
空

港
か
ら
チ
ャ
ー
キ
ュ
ウ
教
会
ま
で
、
車
で

１
時
間
。
礼
拝
堂
を
目
指
し
丘
を
登
る
と

チ
ャ
ー
キ
ュ
ウ
遺
跡
の
城
壁
と
聖
山
マ
ハ
ー

パ
ル
ヴ
ァ
タ
を
一
望
で
き
ま
す
。
教
会
か
ら

西
へ
車
で
１
分
の
所
に
あ
る
ズ
イ
ス
エ
ン

県
サ
ー
フ
ィ
ン
・
チ
ャ
ン
パ
博
物
館
で
は
、

チ
ャ
ー
キ
ュ
ウ
遺
跡
の
出
土
品
に
出
会
え
ま

す
。
さ
ら
に
博
物
館
か
ら
30
分
で
ミ
ー
ソ
ン

聖
域
に
到
着
。

　

遺
跡
を
見
学
後
は
来
た
道
を
戻
り
、
ホ
イ

ア
ン
市
へ
。
中
世
の
港
町
の
雰
囲
気
が
残
る

旧
市
街
は
、
夜
の
風
景
が
美
し
い
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
き
っ
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た

時
間
を
お
過
ご
し
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

　

ベ
ト
ナ
ム
の
古
代
か
ら
中
世
へ
の
旅
を
、

ぜ
ひ
ご
体
験
く
だ
さ
い
。

チャーキュウ遺跡から
聖山マハーパルヴァタを望む

ミーソン聖域の一部

○ 愛知県出身。
○ 早稲田大学文学研究科博士課程
     満期退学。
○ 研究資料収集のため、ハノイ国 
     家大学に 2013 ～ 2015 年の 2 年
     間留学。
○ 研究テーマは、ベトナムの甕棺 
     墓の起源から終焉について。

プロフィール

鈴
す ず き

木 朋
と も み

美
調査課 / 技師

　

◇
王
国
の
都

　

チ
ャ
ン
パ
王
国
の
初
期
の
都
城
は
、

チ
ャ
ー
キ
ュ
ウ
遺
跡
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
遺
跡
は
東
西
約
１
５
０
０
ｍ
、
南
北
約

５
５
０
ｍ
の
長
方
形
の
城
壁
で
囲
ま
れ
て
い

ま
す
。
北
壁
の
中
央
辺
り
に
、
ブ
ゥ
チ
ャ
ウ

と
い
う
小
高
い
丘
が
あ
り
、
現
在
は
教
会
と

な
っ
て
い
ま
す
。
丘
の
上
に
建
つ
礼
拝
堂
へ

と
通
じ
る
階
段
を
上
り
き
る
と
、
遺
跡
の
全

体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
東
と
南
に

は
草
木
の
茂
る
城
壁
が
田
園
の
中
を
走
り
、

南
西
に
は
チ
ャ
ン
パ
王
国
の
聖
山
、
マ
ハ
ー

パ
ル
ヴ
ァ
タ
を
望
み
ま
す
。

　

遺
跡
で
は
ク
ン
デ
ィ
（
水
差
し
）
な
ど
、 　

◇
王
国
の
聖
地

　

チ
ャ
ー
キ
ュ
ウ
遺
跡
か
ら
南
西
に
14
㎞
、

木
々
に
隠
さ
れ
た
山
中
に
ミ
ー
ソ
ン
聖
域
は

あ
り
ま
す
。
緻
密
な
文
様
で
飾
ら
れ
、
苔
む

し
た
レ
ン
ガ
祠し

ど
う堂
が
立
ち
並
ぶ
姿
は
、
聖
域

に
ふ
さ
わ
し
い
雰
囲
気
で
す
。
王
国
は
遷
都

を
繰
り
返
し
ま
し
た
が
、
ミ
ー
ソ
ン
聖
域
は

紀
元
後
４
世
紀
か
ら
９
０
０
年
ほ
ど
、
変
わ

ら
ず
に
聖
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
戦
火
で
遺
跡
の
一
部
が
破
壊

さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
は
遺
跡
の
崩
壊
を
防

ぐ
た
め
の
国
際
協
力
に
よ
る
修
復
が
行
わ

れ
、
美
し
い
姿
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。

ベトナム
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◇
期
間　

平
成
29
年
10
月
7
日
（
土
）
～ 

11
月
26
日
（
日
）

◇
内
容　
三
角
縁
神
獣
鏡
33
面
の
出
土
を
は
じ
め
と
す
る
天
理
市
黒
塚
古
墳

　
　
　
　

の
調
査
成
果
は
、
古
墳
研
究
に
様
々
な
問
題
を
提
起
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

発
掘
調
査
か
ら
20
年
と
な
る
本
年
、
進
展
し
た
研
究
成
果
に
基
づ

　
　
　
　

き
、
そ
の
全
貌
を
紹
介
し
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

◇
目
的
　
隊
員
に
な
っ
て
、
橿
考
研
の
発
掘
に
参
加
し
、
考
古
学
を
体
験
し

　
　
　
　

て
み
ま
せ
ん
か
。
条
件
は
18
歳
以
上
（
高
校
生
等
の
昼
間
就
学
が

　
　
　
　

優
先
さ
れ
る
方
は
不
可
）
で
、
屋
外
作
業
が
可
能
な
健
康
な
方

◇
募
集　

15
名
（
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

　
　
　
　

詳
細
は
橿
考
研
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.kashikoken.jp/

で

　
　
　
　

申
し
込
み
方
法　

往
復
は
が
き　

氏
名
・
連
絡
先
・
年
齢
記
載
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
申
し
込
み
期
限　

平
成
29
年
6
月
23
日
（
金
）
消
印
有
効

　
　
　
　

申
し
込
み
先　
　

奈
良
県
橿
原
市
畝
傍
１
番
地　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橿
原
考
古
学
研
究
所
「
市
民
発
掘
隊
」
係
宛

◇
養
成
講
座
（
全
日
程
履
修
必
須
）　

　
　
　
　

期
間　

平
成
29
年
７
月
24
日
（
月
）
～ 

28
日
（
金
）

平
成
30
年
、
橿
考
研
は
創
立
80
周
年
を
迎
え
ま
す

●
橿
考
研
創
立
80
周
年
プ
レ
イ
ベ
ン
ト　

附
属
博
物
館
秋
季
特
別
展

　
　
　
　
「 

黒
塚
古
墳
の
す
べ
て 

」

●
橿
考
研
「
市
民
発
掘
隊
」
第
２
次
隊
員
募
集

◇
協
力　

奈
良
県
内
市
町
村
教
育
委
員
会
・
奈
良
文
化
財
研
究
所
・
東
大
寺

◇
期
間　

平
成
29
年
7
月
15
日
（
土
）
～ 
9
月
3
日
（
日
）

◇
内
容　
三
宅
町
瓢
箪
山
古
墳
の
埴
輪
等
、
奈
良
県
内
の
平
成
28
年
度
の
発

　
　
　
　

掘
成
果
が
、
一
堂
に
結
集
。

　
　
　
　

４
回
開
催
の
土
曜
講
座
で
は
、
主
要
な
発
掘
を
担
当
者
が
解
説
し

　
　
　
　

ま
す
。
乞
う
ご
期
待
。

◇
詳
細
　
橿
考
博
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.kashikoken.jp/m

useum
/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
橿
考
研　

附
属
博
物
館　

　

―
２
０
１
６
年
度　

発
掘
調
査
速
報
展
―　
「
大
和
を
掘
る 

35 

」

◇
期
日　

平
成
29
年
7
月
8
日
（
土
）
13
時 

～ 

15
時
30
分

◇
場
所　

橿
考
研　

室
生
埋
蔵
文
化
財
整
理
収
蔵
セ
ン
タ
ー　

講
座
室

◇
交
通　
近
鉄
大
阪
線　

室
生
口
大
野
駅　

南
東
徒
歩
15
分
（
駐
車
場
有
）

◇
講
師
　
高
橋　

京
子
氏
（
大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館　

准
教
授
）

　
　
　
　
　

演
題
「
地
域
文
化
力
と
薬
草
栽
培
の
叡
智
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
野
旧
薬
園
か
ら
発
信
す
る
生
薬
国
産
化
」

　
　
　
　

福
田
さ
よ
子
氏
（
橿
考
研　

共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　

演
題
「
古
墳
時
代
の
木
器
生
産
と
宇
陀
市
谷
遺
跡
」

●
室
生
埋
蔵
文
化
財
整
理
収
蔵
セ
ン
タ
ー　

宇
陀
文
化
財
講
座
第
７
回　

　
　
「
宇
陀
の
考
古
と
寺
社
・
仏
教
彫
刻
（
１
） 

」


