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飛鳥京跡苑池と周辺の主要遺跡

大正時代（1916 年）に掘り出された石造物

1999 年の調査で新たに出土した石造物

1

　

史し
せ
き跡
・
名
め
い
し
ょ
う勝 

飛あ
す
か
き
ょ
う
あ
と
え
ん
ち

鳥
京
跡
苑
池
は
、
高
市

郡
明
日
香
村
大
字
岡
に
所
在
す
る
飛
鳥
時
代

の
庭
園
遺
跡
で
す
。
飛
鳥
京
跡
苑
池
は
、
奈

良
盆
地
の
南
東
部
に
位
置
し
て
お
り
、
北
流

す
る
飛
鳥
川
右
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
立
地

し
て
い
ま
す
。
飛
鳥
京
跡
苑
池
の
南
東
に

は
、
飛
鳥
時
代
の
天
皇
の
宮
殿
中
枢
で
あ
る

飛あ
す
か
き
ゅ
う
せ
き

鳥
宮
跡
内な
い
か
く郭
、
北
東
に
は
、
日
本
最
初
の

本
格
的
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
、
飛
鳥
川
を
挟

ん
で
南
西
に
は
、
斉
明
天
皇
の
菩
提
を
弔
う

た
め
に
建
て
ら
れ
た
川
原
寺
が
位
置
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
飛
鳥
京
跡
苑
池
は
、
飛
鳥

時
代
の
首
都
で
あ
る
飛
鳥
の
中
心
地
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
殿
に
付
属
す
る
庭

園
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

▼
発
掘
調
査
以
前

　

大
正
５
（
１
９
１
６
）
年
、
現
在
の
高
市

郡
明
日
香
村
大
字
岡
小
字
出で

み
ず水
で
、
水
田
の

排
水
路
が
掘
ら
れ
た
際
に
、
ふ
た
つ
の
巨
石

が
掘
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
巨
石
は
、
溝
や
孔

を
掘
る
な
ど
の
加
工
が
施
さ
れ
た
石せ

き
ぞ
う
ぶ
つ

造
物
で

し
た
。
こ
の
ふ
た
つ
の
石
造
物
は
、
出
土
状

況
か
ら
組
み
合
う
関
係
に
あ
っ
た
と
の
こ
と

で
す
。
こ
れ
ら
の
石
造
物
は
、
加
工
や
出
土

状
況
か
ら
導ど

う
す
い水
施
設
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
つ
つ
く
ら
れ
、

ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の

性
格
は
長
い
間
謎
の
ま
ま
で
し
た
。

▼
発
掘
調
査
の
メ
ス
が
入
る

　

平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
、
大
正
時
代
に

ふ
た
つ
の
石
造
物
が
出
土
し
た
地
点
で
、
橿

原
考
古
学
研
究
所
が
発
掘
調
査
を
お
こ
な
い

ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
石
造
物
の
出
土
位

置
の
確
認
と
石
造
物
の
性
格
の
解
明
で
す
。

　

発
掘
調
査
の
結
果
、
石
造
物
の
出
土
位
置

が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
ふ
た
つ

の
石
造
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
石

造
物
は
、
護ご

が
ん岸
に
石
積
み
、
底
面
に
石
敷
き

を
施
し
た
大
規
模
な
池
の
遺
構
に
と
も
な
う

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
大
正
時
代
に
掘
り
出
さ
れ
た

ふ
た
つ
の
石
造
物
は
、
池
に
と
も
な
っ
て
新

　
　
史
跡
・
名
勝  

飛
鳥
京
跡
苑
池

　

ニュース

奈良考古情報

発掘成果



 

飛鳥京跡苑池の遺構配置（2019 年３月現在）1999 年調査　南池垂直写真（上が北）
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た
に
出
土
し
た
石
造
物
と
一
連
の
も
の
で
、

池
へ
の
流
水
施
設
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
継
続
し
た
発
掘
調
査
で
、
飛
鳥

京
跡
苑
池
は
、
石
積
み
護
岸
と
石
敷
き
を
も

つ
南
北
ふ
た
つ
の
池
と
池
を
仕
切
る
渡

わ
た
り
づ
つ
み
堤
、

北
池
か
ら
北
に
の
び
る
石
積
み
護
岸
を
も
つ

水
路
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
そ
の
範
囲
は
、
南
北
約
２
８
０
ｍ
、

東
西
約
１
０
０
ｍ
に
お
よ
び
ま
す
。

　

ま
た
、
飛
鳥
京
跡
苑
池
は
、
７
世
紀
の
中

頃
に
造
営
、
７
世
紀
の
後
半
に
改
修
さ
れ
、

９
世
紀
の
初
め
頃
ま
で
維
持
・
管
理
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
に
は
、
飛
鳥
京

跡
苑
池
が
、
飛
鳥
時
代
の
政
治
・
文
化
お
よ

び
日
本
に
お
け
る
庭
園
の
変
遷
を
知
る
上
で

極
め
て
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
国
の
史
跡
・
名
勝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

▼
飛
鳥
京
跡
苑
池
の

全
貌
に
迫
る

　

平
成
22
（
２
０
１
０
）
年
か
ら
、
飛
鳥
京

跡
苑
池
の
復
元
整
備
に
む
け
て
、
発
掘
調
査

が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

発
掘
調
査
の
再
開
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

明
ら
か
で
な
か
っ
た
飛
鳥
京
跡
苑
池
に
と
も

な
う
掘

ほ
っ
た
て
ば
し
ら

立
柱
建
物
や
区
画
施
設
で
あ
る
掘
立

柱
塀
、
門
と
い
っ
た
施
設
の
存
在
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。
特
に
、
南
池
に
つ
い
て
は
、
平

面
形
や
規
模
、
当
時
の
水
深
、
造
営
当
初
の

姿
や
そ
の
後
の
改
修
状
況
と
変
遷
な
ど
、
そ

の
全
容
と
詳
細
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

南
池
の
平
面
形
は
、
五
角
形
状
で
す
。
そ

の
規
模
は
、
東
西
が
最
大
で
約
63
ｍ
、
南
北

が
最
大
で
53
ｍ
で
す
。
当
時
の
水
深
は
、
池

に
た
て
ら
れ
た
柱
材
の
分
析
か
ら
、
約
30
㎝

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

南
池
の
な
か
の
施
設
は
、
度
重
な
る
改
修

が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
島
は
、
も
と
も

と
小
規
模
で
あ
っ
た
も
の
が
大
き
く
作
り
替

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
中
島
の

周
囲
に
は
、
桟
敷
状
遺
構
が
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
桟
敷
状
遺
構
は
、
水
上
に
浮
か
ぶ
仮
設

の
木
製
舞
台
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
護
岸
周

囲
の
池
底
に
も
改
修
が
加
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
施
設
の
改
修
が
、
７
世
紀
の

後
半
以
降
で
あ
る
こ
と
も
、
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
、
よ
り
明
確
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
の
調
査
で
は
、

飛
鳥
京
跡
苑
池
を
構
成
す
る
も
う
ひ
と
つ
の

池
で
あ
る
北
池
の
平
面
形
や
規
模
、
構
造
な

ど
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

北
池
の
平
面
形
は
、南
北
に
長
い
方
形
で
、

北
西
部
が
隅
丸
状
に
な
り
、
北
東
部
が
東
へ

張
り
出
し
ま
す
。
そ
の
規
模
は
、
東
西
が
最

大
で
約
36
ｍ
、南
北
が
最
大
で
約
52
ｍ
で
す
。

当
時
の
水
深
は
不
明
で
す
が
、池
の
深
さ
は
、

　



2012 年調査　南池全景（北東から）

2013 年調査　南池北岸（渡堤南岸）と池底の石敷き（西から）
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2018 年調査　北池西岸（北東から）

2018 年調査　北池垂直写真（上が北）
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石
積
み
護
岸
の
最
も
高
く
残
る
部
分
か
ら
み

て
、
４
ｍ
以
上
と
な
り
ま
す
。

　

護
岸
の
石
積
み
は
、
南
（
渡
堤
北
岸
）
と

北
・
東
岸
は
、
石
材
を
ほ
ぼ
垂
直
に
積
み
ま

す
が
、
西
・
北
西
岸
の
大
部
分
は
、
階
段
状

と
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
階
段
状
の

石
積
み
護
岸
は
、南
池
に
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ

て
、
飛
鳥
京
跡
苑
池
の
全
貌
が
徐
々
に
明
ら

か
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
発
掘
調
査
は
今

後
も
継
続
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
予
定
で
す
。

▼
飛
鳥
京
跡
苑
池
を
知
る

　

平
成
28
（
２
０
１
６
）
年
に
は
、
飛
鳥
京

跡
苑
池
の
復
元
整
備
の
一
環
で
、現
地
に「
飛

鳥
京
跡
苑
池
休
憩
舎
」
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。
飛
鳥
京
跡
苑
池
休
憩
舎
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
飛
鳥
京
跡
苑
池
の
発
掘
調
査
成
果
に
つ

い
て
、
パ
ネ
ル
や
映
像
、
模
型
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。
飛
鳥
め
ぐ
り
の
際
に
は
、
是
非
お

立
ち
寄
り
い
た
だ
き
、
飛
鳥
時
代
に
思
い
を

は
せ
つ
つ
、
ご
見
学
く
だ
さ
い
。

　



図３　春日古墳 (A) と墳丘の様子 (B)

図２　原子核乾板とその顕微鏡拡大画像

図１　古墳のミューオンラジオグラフィーの概念図

(A)

(B) 5

★
も
の
の
中
を
見
る
ア
イ
デ
ィ
ア

　

星
雲
賞
受
賞
の
SF
小
説
『
星
を
継
ぐ
も

の
』
は
、
月
面
で
発
見
さ
れ
た
5
万
年
前
の

人
間
遺
骸
が
所
持
し
て
い
た
風
化
し
か
け
の

荷
物
を
、
ト
ラ
イ
マ
グ
ニ
ス
コ
ー
プ
と
い
う

装
置
で
内
部
透
視
し
正
体
を
解
明
し
て
い
く

ス
ト
ー
リ
ー
。作
中
で
透
視
装
置
の
原
理
は
、

「
入
射
し
た
素
粒
子
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
が
荷
物

を
構
成
す
る
原
子
の
近
く
を
通
る
際
に
受
け

る
相
互
作
用
が
通
過
後
の
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
に

測
定
可
能
な
変
化
を
与
え
る
た
め
そ
れ
を
測

定
し
て
3D
画
像
化
や
素
材
の
解
明
を
す
る
」

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
は
物
質
と
全

く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
相
互
作
用
し
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
た
め
不
可
能
と
い
え
る

の
で
す
が
、
か
な
り
似
た
こ
と
が
ミ
ュ
ー
オ

ン
と
い
う
素
粒
子
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
私
達
は

特
に
こ
れ
を
発
掘
の
難
し
い
古
墳
の
内
部
を

見
る
こ
と
に
用
い
て
い
ま
す
。

★
古
墳
の
ミ
ュ
ー
オ
ン

ラ
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

　

ミ
ュ
ー
オ
ン
は
宇
宙
線
と
し
て
空
か
ら
常

時
地
表
に
降
り
注
い
で
い
る
素
粒
子
で
、
人

工
的
に
作
ら
な
く
て
も
こ
れ
を
計
測
に
用
い

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
空
か
ら
の
ミ
ュ
ー
オ

ン
が
古
墳
の
墳
丘
に
入
射
す
る
と
土
砂
中
を

直
進
し
な
が
ら
次
第
に
勢
い
を
失
い
、
厚
さ

10
ｍ
の
土
砂
が
あ
る
と
半
数
程
度
が
内
部
で

止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す(

図
1)

。

　

墳
丘
内
に
埋
葬
施
設
に
よ
る
空
洞
が
存
在

す
れ
ば
遮
蔽
さ
れ
る
ミ
ュ
ー
オ
ン
の
数
が
減

る
た
め
、
貫
通
し
た
ミ
ュ
ー
オ
ン
の
本
数
を

計
測
す
る
こ
と
で
内
部
に
ど
れ
だ
け
の
大
き

さ
の
空
洞
が
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
こ
れ
は
原
子
核
乾
板
と
い
う
ミ
ュ
ー
オ

ン
に
感
度
の
あ
る
フ
ィ
ル
ム
で
測
定
し
ま
す

(

図
2)

。

　

現
像
後
の
原
子
核
乾
板
を
顕
微
鏡
で
見
る

と
、
ミ
ュ
ー
オ
ン
の
通
っ
た
跡
が
写
っ
て
い

る
こ
と
が
１
本
１
本
確
認
で
き
る
の
で
す
。

ミ
ュ
ー
オ
ン
の
飛
来
方
向
も
わ
か
る
の
で
、

空
洞
の
方
向
や
大
ま
か
な
形
も
検
出
可
能
で

す
。★

春
日
古
墳
に
お
け
る
計
測

　

春
日
古
墳(

奈
良
県
斑
鳩
町)(

図
3)

は

古
墳
時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
直
径
約
30
ｍ
、

高
さ
約
６
ｍ
の
円
墳
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
未
発
掘
で
あ
る
た
め
詳
細

は
不
明
で
、
埋
葬
施
設
に
関
す
る
情
報
も
詳

し
く
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
春
日

古
墳
は
法
隆
寺
の
近
く
に
立
地
し
、
そ
の
南

西
約
１
５
０
ｍ
に
は
著
名
な
藤
ノ
木
古
墳
が

存
在
し
て
お
り
、
両
者
の
関
係
が
注
目
さ
れ

ま
す
。
春
日
古
墳
は
陵
墓(

天
皇
陵
等
へ
の

　
　
古
墳
の
中
を
宇
宙
線
ミ
ュ
ー
オ
ン
で
見
る

　

あたらしい研究

と出会いを

もとめて

  ひ　と



図４　設置した原子核乾板の様子

プロフィール

石
いしぐろ

黒 勝
か つ み

己
日本学術振興会 /特別研究員

○ 1986 年生まれ、愛知県出身。
○ 2015 年 3 月、博士号取得（理

学、名古屋大学）。
○ 2009 年 に は イ タ リ ア の グ

ラ ン サ ッ ソ 国 立 研 究 所 で
ニュートリノ研究に従事。

○ 2016 年度より橿原考古学研
究所所属、日本学術振興会
特別研究員。

図５　撮像結果（A）と空洞方向の予測 (B)

図６　藤ノ木古墳 (A) と

石棺内の副葬品 (B)、及

び発掘された埋葬施設の

方向 (C)
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(B)
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(B)

(C)
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空
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治
定)

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
周
辺
に
古
く
か
ら
の
住
宅

が
集
ま
る
立
地
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
発
掘
が
行
わ
れ
て
来

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

春
日
古
墳
の
墳
丘
の
外
、
古
墳
南
西
側
に
Ａ
４
サ
イ
ズ

の
原
子
核
乾
板
を
3
か
月
間
置
き(

図
4)

、
内
部
の
画

像
化
を
試
み
ま
し
た
。
現
像
後
の
原
子
核
乾
板
を
自
動
顕

微
鏡
ス
テ
ー
ジ
で
ス
キ
ャ
ン
し
て
総
数
約
１
０
０
万
本
の

ミ
ュ
ー
オ
ン
の
方
向
分
布
を
得
、
こ
れ
を
土
の
厚
さ
に
変

換
す
る
こ
と
で
画
像
化
を
行
い
ま
し
た
。

★
春
日
古
墳
で
の
結
果

　

得
ら
れ
た
図
5
の
色
は
土
の
厚
さ
の
場
所
ご
と
の
違
い

を
表
し
て
お
り
、
古
墳
の
墳
丘
の
低
い
部
分
で
は
墳
丘
の

中
心
方
向
が
周
囲
の
部
分
よ
り
も
薄
く
検
出
さ
れ
て
い
ま

す
（
青
い
縦
長
の
領
域
）。
こ
れ
は
墳
丘
の
外
表
面
の
形

状
等
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
情
報
で
あ
り
、
古
墳
中
心
部

に
奥
行
き
6.1
±
0.5
ｍ
の
空
洞
が
存
在
し
て
い
る
と
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

★
藤
ノ
木
古

墳
と
の
関
係

　

付
近
に
存
在
す

る
藤
ノ
木
古
墳

(

図
6)

は
６
世

紀
後
半
の
築
造
で

あ
る
と
副
葬
品
な

ど
の
出
土
遺
物
や

横
穴
式
石
室
の
構

造
か
ら
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
石
室
内
に
設
置
さ
れ
た
石
棺
内

か
ら
は
、
金
銅
製
品
な
ど
2
名
分
の
豪
華
な

副
葬
品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
埋
葬
施
設
で

あ
る
横
穴
式
石
室
は
、
南
東
か
ら
墳
丘
の
中

心
方
向
に
向
か
っ
て
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
春
日
古
墳
と
藤
ノ

木
古
墳
に
深
い
関
係
が
あ
っ
た
場
合
、
両
者

で
異
な
る
構
造
の
埋
葬
施
設
が
造
ら
れ
て
い

る
可
能
性
が
有
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し

た
（
註
１
）。
本
研
究
の
結
果
、
空
洞
の
方

向
に
違
い
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
明
ら
か
な

埋
葬
施
設
の
構
造
の
違
い
は
検
出
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。★

こ
れ
か
ら
の
研
究

　

ミ
ュ
ー
オ
ン
が
遮
蔽
物
中
で
止
め
ら
れ
る

と
一
時
的
に
遮
蔽
物
中
の
原
子
に
取
り
込
ま

れ
て
原
子
を
構
成
し
、
原
子
に
対
応
し
た
波

長
の
ガ
ン
マ
線(

X
線
よ
り
高
エ
ネ
ル
ギ
ー

な
光)

や
電
子
を
放
出
し
ま
す
。
こ
れ
を
測

定
す
る
こ
と
で
物
質
内
部
（
数
㎝
ま
で
）
の

原
子
存
在
比
が
計
測
で
き
る
た
め
、
古
墳
の

外
か
ら
石
室
内
に
描
か
れ
た
壁
画
な
ど
を
検

出
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
ま
す
。
ミ
ュ
ー
オ

ン
の
計
測
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
石
室
を
不

用
意
に
開
口
さ
せ
て
壁
画
が
カ
ビ
な
ど
か
ら

被
害
を
受
け
る
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ
と
も

ま
た
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

（
註
１
）　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編

１
９
９
０
年 

『
斑
鳩
町
の
古
墳
』
斑
鳩
町
教
育
委

員
会

　

私
事
に
な
り
ま
す
が
、
筆
者
は
橿
原
考
古
学

研
究
所
で
は
初
め
て
の
学
術
振
興
会
特
別
研
究

員
と
し
て
２
０
１
６
年
度
か
ら
3
年
間
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
２
０
１
９
年
３
月
を
も
っ
て

任
期
満
了
と
な
り
ま
す
。
す
べ
て
の
方
に
感
謝

は
尽
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
体
験
で
き
た
こ
と
は

か
け
が
え
の
な
い
財
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。
有

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　



○ 中華人民共和国　河南省出身

○ 西北大学文化遺産学院で、主に
考古学史・先史考古学の教育と
研究に従事。

○ 2018 年９月～ 2019 年３月、橿
原考古学研究所にて研修。

プロフィール
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私
は
２
０
１
８
年
９
月
～
２
０
１
９
年
３

月
ま
で
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
で

研
修
を
行
っ
て
い
る
中
国
陝せ

ん
せ
い西
省
西せ
い
ほ
く北
大
学

文
化
遺
産
学
院
の
劉
斌
で
す
。

　

西
北
大
学
で
学
士
と
修
士
、
中
国
社
会
科

学
院
の
大
学
院
で
博
士
の
学
位
を
そ
れ
ぞ
れ

取
得
し
ま
し
た
。
２
０
０
４
～
２
０
０
６

年
に
は
四し

せ
ん川
省
文
物
考
古
研
究
院
に
勤
め
、

２
０
０
９
年
に
博
士
号
を
取
得
し
た
後
に
西

北
大
学
文
化
遺
産
学
院
に
就
職
し
、
現
在
は

西
北
大
学
文
化
遺
産
学
院
考
古
学
系
の
副
教

授
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

私
の
専
門
は
「
考
古
学
史
」
と
「
中
国
新

石
器
時
代
」
で
、大
学
の
講
義
で
は
主
に
「
考

古
学
史
」、「
中
国
先
史
考
古
学
」、「
野
外
考

古
学
実
習
」
な
ど
の
課
程
を
担
当
し
て
お
り

ま
す
。
２
０
１
１
年
に
は
中
国
国
家
文
物
局

が
認
定
す
る
考
古
学
指
導
者
の
資
格
を
取
得

し
、
考
古
学
研
究
室
の
学
生
・
院
生
を
新

し
ん
き
ょ
う疆

ウ
イ
グ
ル
自
治
区
・
甘

か
ん
し
ゅ
く粛
省
・
陝
西
省
な
ど

へ
何
度
も
引
率
し
、
発
掘
調
査
を
指
導
し
ま

し
た
。

　

２
０
１
０
～
２
０
１
８
年
の
間
に
相
前
後

し
て
、
中
国
教
育
部
の
「
関

か
ん
ち
ゅ
う中
地
区
新
石
器

時
代
社
会
の
複
雑
化
の
過
程
及
び
地
域
間
比

較
研
究
」、
国
家
社
会
科
学
基
金
の
「
米
国

フ
リ
ー
ア
美
術
館
所
蔵
中
国
考
古
学
関
連

書
類
の
整
理
と
研
究
」、
陝
西
省
教
育
庁
の

「
新
中
国
の
新
石
器
時
代
考
古
学
史
研
究
」、

鄭て
い
し
ゅ
う州
中
華
の
起
源
と
嵩す
う
ざ
ん山
文
明
研
究
会
の

「
河か

な
ん南
地
区
考
古
学
と
中
国
初
期
の
考
古
学

学
術
用
語
の
構
築
」、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治

区
額が

く
び
ん敏
県
の「
新
疆
額
敏
岩
画
の
調
査
研
究
」

な
ど
の
課
題
研
究
を
中
心
と
な
っ
て
進
め
ま

し
た
。
ま
た
、
国
家
社
会
科
学
基
金
重
要
競

争
資
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
陝
西
淳
化
棗
樹

溝
脳
遺
跡
発
掘
報
告
」、
国
家
社
会
科
学
基

金
の
「
華
北
地
区
旧
石
器
・
新
石
器
時
代
過

渡
期
の
細さ

い
せ
っ
き

石
器
遺
物
研
究
」
な
ど
の
課
題
研

究
に
も
参
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

発
表
し
た
学
術
論
文
は
20
本
以
上
あ
り
、

主
な
も
の
と
し
て
「
中
国
新
石
器
時
代
の
考

古
学
報
告
の
中
の
遺
物
分
類
思
想
の
変
遷
と

そ
の
背
景
の
分
析
」、「
平
等
分
配
か
ら
「
全

て
国
に
帰
す
」
ま
で
︱
「
古
物
保
存
法
」
中

の
埋
蔵
文
化
財
所
有
権
の
改
正
の
経
緯
︱
」、

「
陝
西
扶
風
案
板
遺
跡
２
０
１
２
年
発
掘
調

査
概
報
」、「
中
国
初
期
の
考
古
学
学
術
用
語

体
系
の
構
築
過
程
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
出
版
物
と
し
て
は
、
専
門
書
の
『
中
国
古

代
青
銅
器
の
整
理
と
研
究
：
青
銅
盤
巻
』（
共

著
）、
国
家
企
画
教
材
の
編
纂
に
参
画
し
た

『
考
古
学
概
論
』
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
の

研
修
で
は
、
主
に
日
本
考
古
学
の
中
国
考
古

学
学
術
用
語
に
対
す
る
影
響
の
研
究
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
日
本
の
漢
字
は
当
然
な
が
ら

中
国
か
ら
伝
来
し
た
の
で
す
が
、
１
８
９
４

年
の
日
清
戦
争
の
後
、
中
国
は
日
本
か
ら
学

ぶ
こ
と
を
は
じ
め
、
大
量
の
中
国
人
学
生
が

日
本
に
留
学
し
、
た
く
さ
ん
の
日
本
語
の
中

の
漢
字
の
語
彙
を
中
国
に
持
ち
帰
り
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
に
よ
る
現
代
中
国
語
に
対
し

て
の
影
響
は
は
か
り
知
れ
ま
せ
ん
。
今
日
の

中
国
語
に
お
い
て
、
８
０
０
余
り
の
常
用

語ご

い彙
が
近
代
に
日
本
語
の
中
か
ら
借
り
た
も

の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

同
様
に
中
国
初
期
の
考
古
学
学
術
用
語
に

お
い
て
も
、
日
本
の
考
古
学
か
ら
一
定
の

影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
考
古
学
は

１
８
７
７
年
に
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
中
国
よ

り
40
年
余
り
早
く
、
日
本
の
考
古
学
者
は
率

先
し
て
重
要
な
西
洋
の
考
古
学
学
術
用
語
を

翻
訳
し
ま
し
た
。
１
９
０
０
～
１
９
３
７
年

に
は
、例
え
ば「
考
古
学
」・「
石
器
時
代
」・「
細

石
器
」
な
ど
の
学
術
用
語
が
、
中
国
語
に
翻

訳
さ
れ
た
日
本
の
歴
史
学
・
考
古
学
・
人
類

学
の
著
作
を
通
じ
て
陸
続
と
中
国
に
入
り
、

今
な
お
用
い
ら
れ
て
い
る
学
術
用
語
が
少
な

か
ら
ず
あ
り
ま
す
。

　中国と日本の考古学史を学ぶ
　



小規模な古墳が密集する

新沢千塚古墳群（筆者撮影）

○ 埼玉県出身。
○ 2018 年、大阪大学大学院博士
　 前期課程修了。
○ 2015 年、早稲田大学卒業。
○古墳時代の埴輪を中心に、手工
　業生産や、群集墳を研究中。
○建造物の修復現場に出向く機会
　があり、最近は寺院の建築にも
　興味がある。
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◎
古
墳
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　
「
古
墳
」
と
聞
く
と
、
例
え
ば
大
阪
府
に

所
在
す
る
百も

ず
舌
鳥
・
古ふ
る
い
ち
こ
ふ
ん
ぐ
ん

市
古
墳
群
な
ど
巨
大

な
鍵
穴
形
の
前ぜ

ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

方
後
円
墳
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
約
12
万

基
あ
る
古
墳
の
中
で
、
前
方
後
円
墳
の
数
は

約
５
２
０
０
基
と
全
体
の
た
っ
た
４
％
ほ
ど

に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

　

実
は
古
墳
と
し
て
現
在
残
さ
れ
て
い
る
も

の
の
多
く
は
10
～
20
ｍ
ほ
ど
の
小
規
模
な
墳

丘
を
も
つ
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
群
集
し
て

築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
群ぐ

ん
し
ゅ
う
ふ
ん

集
墳
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

壮
大
で
、
豪
華
な
副
葬
品
を
持
つ
巨
大
な

前
方
後
円
墳
の
研
究
は
古
墳
時
代
研
究
の
花

形
と
も
言
え
、
当
時
の
権
力
者
像
を
考
え
る

上
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ

ど
位
の
高
く
な
い
人
々
が
葬
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
群
集
墳
の
様
相
を
整
理
す
る
こ
と
も

ま
た
、
古
墳
時
代
の
社
会
像
を
考
え
る
上
で

と
て
も
重
要
と
い
え
る
の
で
す
。

◎
群
集
墳
の
ひ
み
つ

　

群
集
墳
の
研
究
が
進
む
中
で
明
ら
か
に

な
っ
て
き
た
興
味
深
い
事
実
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
群
集
墳
の
ほ
と
ん
ど
が
最
初
の
前

方
後
円
墳
が
造
ら
れ
て
か
ら
、
約
２
５
０
年

後
の
、
古
墳
時
代
後
期
以
降
に
造
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
多

く
の
群
集
墳
に
は
、
そ
れ
ま
で
一
般
的
で
な

か
っ
た
横よ

こ
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

穴
式
石
室
が
採
用
さ
れ
、
追つ
い
そ
う葬
が

行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
群
集
墳
の
中

に
は
、
例
え
ば
奈
良
県
天
理
市
に
所
在
す
る

龍り
ゅ
う
お
う
ざ
ん
こ
ふ
ん
ぐ
ん

王
山
古
墳
群
な
ど
、
わ
か
っ
て
い
る
だ
け

で
約
８
０
０
基
も
の
古
墳
が
造
ら
れ
た
大
規

模
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
群
集
墳
が
造
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
古
墳
時
代
社
会

や
葬
送
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
、
極
め
て
大

き
な
変
化
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
限
ら
れ
た
人
物

し
か
築
造
で
き
な
か
っ
た
古
墳
を
多
く
の

人
々
が
急
激
に
築
造
し
始
め
る
こ
と
か
ら
、

古
墳
時
代
後
期
に
は
、
権
力
者
が
政
治
を
行

う
上
で
の
社
会
的
制
度
を
大
き
く
転
換
さ
せ

た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

◎
奈
良
県
は
例
外
だ
ら
け

　

こ
こ
ま
で
、
群
集
墳
が
ど
う
い
っ
た
も
の

か
説
明
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
古
墳
時
代
の

政
治
の
中
心
地
で
あ
っ
た
大
和
盆
地
に
は
、

一
筋
縄
で
は
理
解
で
き
な
い
群
集
墳
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
「
初
期
群
集
墳
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
す
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
群
集
墳
と
は
古
墳

時
代
後
期
に
な
っ
て
初
め
て
造
ら
れ
始
め
る

も
の
で
あ
る
と
の
理
解
が
一
般
的
で
し
た
。

し
か
し
１
９
６
０
年
代
に
な
る
と
発
掘
調
査

が
進
み
、
大
和
盆
地
南
部
を
中
心
と
し
た
地

域
で
は
古
墳
時
代
中
期
後
半
に
は
既
に
群
集

墳
が
築
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
は「
初
期
群
集
墳
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
も
発
見
が

相
次
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、

な
ぜ
大
和
盆
地
で
は
全
国
に
先
駆
け
て
初
期

群
集
墳
が
数
多
く
造
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う

新
た
な
疑
問
が
考
古
学
者
た
ち
を
悩
ま
せ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

◎
初
期
群
集
墳
の
被
葬
者
像

　

で
は
こ
の
例
外
的
な
初
期
群
集
墳
は
ど

う
し
て
造
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
の

ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
て
く
れ
る
例
と
し
て
、

新に
い
ざ
わ
せ
ん
づ
か

沢
千
塚
１
２
６
号
墳
を
紹
介
し
ま
す
。

　

新
沢
千
塚
１
２
６
号
墳
は
新
沢
千
塚
古
墳

群
北
群
に
あ
る
東
西
22
ｍ
・
南
北
16
ｍ
の
長

方
形
の
古
墳
で
、
そ
の
規
模
は
一
般
的
に
群

集
墳
で
み
ら
れ
る
古
墳
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
こ
の
古
墳
か

ら
は
、
朝
鮮
半
島
ま
た
は
中
国
大
陸
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
金
製
・
銀
製
の

装
身
具
、
そ
し
て
現
在
の
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク

周
辺
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
ガ
ラ
ス

製
椀
・
皿
な
ど
、
国
際
色
に
富
ん
だ
驚
く
べ

き
副
葬
品
が
多
数
出
土
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
初
期
群
集
墳
か
ら
は
、
海
外

か
ら
運
ば
れ
て
き
た
物
が
出
土
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
初
期
群
集
墳

の
中
に
は
、
特
別
に
古
墳
の
築
造
が
許
さ
れ

た
渡
来
人
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
が
あ
る

と
推
測
さ
れ
ま
す
。
大
和
盆
地
に
は
ま
だ
ま

だ
実
態
が
掴
め
な
い
初
期
群
集
墳
が
数
多
く

存
在
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
古
墳
の
築
造
契
機

を
す
べ
て
渡
来
人
に
よ
る
も
の
と
理
解
す
る

の
は
早
計
で
す
が
、
今
後
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
点
を
持
っ
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
非
常

に
重
要
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。　

　初期群集墳の研究
　



９

　

当
研
究
所
で
は
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年

度
よ
り
、
国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
か

ら
の
委
託
に
よ
り
、
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ブ
共
和

国
の
文
化
財
関
係
者
の
人
材
育
成
事
業
「
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
が
育
む
友
情
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
、
平
成
30

（
２
０
１
８
）
年
12
月
18
日
か
ら
22
日
に
か

け
て
、
レ
バ
ノ
ン
共
和
国
考
古
総
局
の
協
力

の
下
、レ
バ
ノ
ン
共
和
国
ビ
ブ
ロ
ス（Byblos, 

Jbeil

）
に
お
い
て
、
当
研
究
所
の
4
名
の
研

究
員
が
シ
リ
ア
古
物
博
物
館
総
局
の
専
門
家

4
名
に
対
し
て
、
文
化
財
の
三
次
元
形
状
計

測
技
術
の
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
に
参
加
し
た
シ
リ
ア
人
研
修

生
は
、
昨
年
夏
に
日
本
で
行
わ
れ
た
研
修
に

も
参
加
し
て
お
り
（
橿
考
研
通
信
Ｖ
ｏ
ｌ
．

5
参
照
）、
約
5
か
月
ぶ
り
の
久
々
の
再
会

と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
初
日
に
当
た
る
12
月
18
日
は
日
本

で
の
研
修
の
振
り
返
り
か
ら
始
め
ま
し
た
。

そ
れ
以
降
、
順
次
、
機
器
取
り
扱
い
上
の
注

意
点
を
復
習
し
な
が
ら
、機
器
の
設
置
方
法
、

機
器
の
操
作
法
ま
で
を
２
日
間
か
け
て
し
っ

か
り
と
身
に
着
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

研
修
２
日
目
の
午
後
以
降
は
実
践
的
な
研

修
を
行
い
ま
し
た
。
私
た
ち
が
去
っ
た
後
の

こ
と
も
見
据
え
、研
修
生
た
ち
が
自
ら
考
え
、

工
夫
し
て
三
次
元
計
測
を
進
め
ら
れ
る
よ
う

指
導
を
行
い
ま
し
た
。
ど
う
す
れ
ば
効
率
的

に
、
か
つ
正
確
に
計
測
で
き
る
か
を
研
修
生

自
ら
で
考
え
て
も
ら
い
、
計
測
実
習
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
計
測
技
術
を
身
に
着
け
た
後

は
、
そ
の
デ
ー
タ
を
い
か
に
活
用
で
き
る
形

に
す
る
か
、
そ
の
た
め
の
デ
ー
タ
処
理
研
修

を
行
い
ま
し
た
。

　

研
修
生
自
ら
が
計
測
し
た
デ
ー
タ
と
と
も

に
、
日
本
か
ら
準
備
し
持
参
し
た
古
代
瓦
の

デ
ー
タ
な
ど
20
点
近
く
の
デ
ー
タ
処
理
を

行
っ
て
も
ら
い
、
確
実
に
そ
の
技
術
を
身
に

着
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

参
加
者
：
西
藤
清
秀
（
技
術
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）、

※
奥
山
誠
義
（
指
導
研
究
員
）、
杉
山
拓
己
（
主

任
研
究
員
）、
河
﨑
衣
美
（
主
任
技
師
）、
※
勝
川

若
奈
（
学
芸
嘱
託
）　　
　
　
　
　
　

※
執
筆
者

　
　
研
修
が
結
ぶ
日
本
と
シ
リ
ア
（
レ
バ
ノ
ン
編
）

　

交　流

考古学がつむぐ

人とのつながり
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倉敷市
真備地区

横溝正史著『仮面舞踏会』（角川文庫）

岡山県倉敷市真備地区の位置

11

†
平
成
最
後
の
大
災
害

　
「
平
成
最
後
の
夏
」
は
、
多
く
の
自
然
災

害
が
発
生
し
ま
し
た
。
ゲ
リ
ラ
豪
雨
、
複
数

回
に
わ
た
る
台
風
直
撃
、
さ
ら
に
は
大
阪
府

北
部
や
北
海
道
を
震
源
と
す
る
地
震
な
ど
、

改
め
て
自
然
の
脅
威
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
心
よ
り
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
の
故
郷
の
岡
山
県
で
は
、
特
に
高た

か
は
し梁
川

に
注
ぐ
支
流
で
あ
る
小
田
川
下
流
で
川
が
氾

濫
し
、
大
き
な
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ

の
地
区
は
旧
真ま

び備
町
地
区
と
呼
称
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
、
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
の
合
併

に
よ
っ
て
船ふ

な

穂お

町
と
と
も
に
倉
敷
市
に
編
入

し
ま
し
た
。
真
備
地
区
は
古
く
か
ら
の
歴
史

を
持
ち
、
ま
た
ミ
ス
テ
リ
ー
界
で
も
横
溝
正

史
の
戦
時
中
の
疎
開
先
と
し
て
有
名
で
す
。

今
回
は
、
真
備
地
区
の
今
後
の
復
興
を
祈
っ

て
、
真
備
地
区
の
考
古
学
と
ミ
ス
テ
リ
ー
に

つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

†
横
溝
正
史
と
真
備
地
区

　

真
備
地
区
の
関
わ
り
が
深
い
人
物
と
し
て

横
溝
正
史
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
横
溝
正
史
は

兵
庫
県
出
身
の
小
説
家
で
す
が
、
戦
時
中
の

昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
４
月
よ
り
３
年
間
、

真
備
町
岡
田
地
区
に
疎
開
し
ま
す
。
疎
開
宅

は
現
在
も
残
っ
て
お
り
、
一

般
に
も
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
。
横
溝
正
史
の
疎
開
時
代

の
お
話
は
エ
ッ
セ
イ
と
し
て

『
金
田
一
耕
助
の
モ
ノ
ロ
ー

グ
』（
１
９
９
３
年
、
角
川

文
庫
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
昭
和
23（
１
９
４
８
）

年
に
『
本
陣
殺
人
事
件
』
で

名
探
偵
金
田
一
耕
助
が
初
登

場
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

作
品
は
横
溝
正
史
が
疎
開
し

て
い
た
真
備
地
区
が
舞
台
と

な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
後

の
金
田
一
耕

助
シ
リ
ー
ズ

に
は
岡
山
県

を
舞
台
に
し

た
作
品
が
た

び
た
び
登
場

し
ま
す
。
例

え
ば
、『
獄

門
島
』『
夜

歩
く
』『
八

つ
墓
村
』『
悪
魔
の
手
鞠
歌
』『
悪
霊
島
』
な

ど
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
そ
の
後
映
画
化
や
ド

ラ
マ
化
も
な
さ
れ
て
、
今
な
お
読
み
つ
が
れ

て
い
ま
す
。

†
真
備
地
区
の
遺
跡

　

真
備
地
区
に
は
多
く
の
重
要
な
遺
跡
が

眠
っ
て
い
ま
す
。
天
狗
山
古
墳
は
小
田
川
と

高
梁
川
の
合
流
地
点
を
見
渡
せ
る
丘
陵
上
に

位
置
す
る
５
世
紀
後
半
の
古
墳
で
す
。
朝
鮮

半
島
南
西
部
の
栄え

い
さ
ん
こ
う

山
江
流
域
付
近
で
生
産
さ

れ
た
も
の
と
類
似
し
た
陶と

う
し
つ質
土
器
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
ま
た
埋
葬
施
設
や
鉄て

つ
ほ
こ鉾
、
胡こ
ろ
く籙

金
具
な
ど
は
朝
鮮
半
島
南
東
部
の
洛ら

く
と
う
こ
う

東
江
下

流
域
に
系
譜
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
、
被
葬

者
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
が
強
く
窺
え
ま

す
。
近
隣
に
は
未
盗
掘
で
多
く
の
副
葬
品
が

出
土
し
た
勝し

ょ
う
ぶ負
砂ざ
こ

古
墳
も
あ
り
、
天
狗
山
古

墳
と
近
い
時
期
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
６
世
紀
中
ご
ろ
の
首
長
墓
と
考
え
ら

れ
る
二に

ま万
大お
お
つ
か塚
古
墳
は
墳
長
38
ｍ
の
前
方
後

円
墳
で
す
。
当
時
こ
の
地
域
で
最
先
端
を
行

く
横
穴
式
石
室
を
採
用
し
て
お
り
、
先
進
性

が
伺
え
ま
す
。
ま
た
６
世
紀
末
ご
ろ
の
築
造

と
考
え
ら
れ
る
箭や

た田
大お
お
つ
か塚
古
墳
は
、
巨
大
な

石
を
用
い
て
横
穴
式
石
室
を
築
造
し
て
い

て
、吉
備
地
域
の
中
で
も
「
三
大
巨
石
墳
（
註

1
）」
と
し
て
著
名
な
古
墳
で
す
。
さ
ら
に

こ
の
地
域
は
、
奈
良
時
代
の
政
権
を
支
え
た

官
僚
で
あ
る
吉き

び
の
ま
き
び

備
真
備
を
輩
出
し
た
地
域
と

し
て
も
重
要
で
す
。

　
届
け
！
横
溝
正
史
と
岡
山
県
倉
敷
市
真
備
地
区
の
考
古
学

ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
か
ら
み
た

　
　
考
古
学
の
世
界
（
４
）

　

連　載

「考古学」
の

楽しみ方



箭田大塚古墳（2019 年 1 月、筆者撮影）

プロフィール

絹
きぬはた

畠 歩
あゆむ

調査課 /主任技師

○ 岡山県出身

○群集墳について研究中

○最近はアンソニー・ホロヴ
ィッツ著『カササギ殺人事
件』（創元推理文庫）を読
みました。アガサ・クリス
ティー好きにお薦めです。
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†
横
溝
正
史
作
品
の
考
古
学
者

　

横
溝
正
史
の
作
品
に
は
こ
の
よ
う
な
真
備

地
区
の
遺
跡
は
登
場
し
ま
せ
ん
。
た
だ
疎
開

先
の
岡
山
か
ら
東
京
へ
戻
っ
た
以
降
の
作
品

に
は
考
古
学
者
を
職
業
と
す
る
人
物
が
登
場

し
ま
す
。１
人
目
は『
死
神
の
矢
』（
１
９
５
６

年
、
角
川
文
庫
）
に
登
場
す
る
古
館
博
士
で

す
。
古
館
博
士
は
金
田
一
耕
助
の
友
人
で
、

弓
矢
の
収
集
を
趣
味
と
し
て
い
ま
す
。
３
人

の
男
性
の
中
か
ら
娘
の
結
婚
相
手
を
決
め
る

際
に
、
そ
の
弓
矢
が
絡
ん
だ
事
件
が
発
生
し

ま
す
。
作
中
、
古
館
博
士
は
契き

っ
た
ん丹
文
化
の
起

源
に
関
す
る
講
演
を
し
て
い
た
の
で
、
専
門

は
東
ア
ジ
ア
考
古
学
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
で
す
（
註
2
）。

　

も
う
一
人
は
『
仮
面
舞
踏
会
』（
１
９
７
４

年
）
に
登
場
す
る
的
場
英
明
で
す
。『
仮
面

舞
踏
会
』
は
、
映
画
界
の

大
ス
タ
ー
で
あ
る
鳳
千
代

子
の
過
去
の
夫
た
ち
が
謎

の
死
を
遂
げ
て
い
く
中
、

現
在
交
際
中
の
元
侯
爵
の

御
曹
司
、
飛
鳥
忠
煕
が
金

田
一
耕
助
に
調
査
を
依
頼

す
る
お
話
で
す
。
的
場
英

明
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
を

専
門
と
し
て
お
り
、
イ
ン

ダ
ス
文
明
の
遺
跡
発
掘
の

調
査
費
を
捻
出
し
て
も
ら

う
た
め
、
飛
鳥
家
を
訪
れ

ま
す
。
飛
鳥
忠
煕
も
過
去

に
エ
ジ
プ
ト
な
ど
で
発
掘

調
査
を
し
た
経
験
が
あ

り
、
屋
敷
内
に
古
代
オ
リ

エ
ン
ト
の
出
土
品
や
世
界

各
国
の
考
古
学
の
文
献
を

置
い
た
部
屋
の
様
子
が
描

か
れ
て
い
ま
す
（
註
3
）。

　

２
作
品
に
は
、
注
目
す
べ
き
点
が
あ
り
ま

す
。
両
作
品
と
も
考
古
学
者
に
助
手
や
弟
子

が
常
に
付
き
従
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
彼
ら

は
現
在
の
大
学
の
教
授
と
助
教
の
関
係
と
い

う
よ
り
も
、
考
古
学
者
個
人
の
助
手
と
し
て

行
動
を
共
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

横
溝
正
史
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
資
料
か

ら
考
古
学
者
を
描
い
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
当
時
の
考
古
学
者
が
こ
の
よ
う
に
見
え

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

†
最
後
に

　

４
回
に
わ
た
っ
て
書
い
て
き
ま
し
た
考
古

学
と
ミ
ス
テ
リ
ー
に
つ
い
て
の
お
話
も
今
回

が
最
後
で
す
。こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
に
考
古
学
が
描
か
れ
る
こ

と
は
決
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
る
時
は
世
相
を
反
映
し
、
あ
る

時
は
考
古
学
の
持
つ
魅
力
を
引
き
出
し
て
く

れ
ま
す
。
ま
た
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
当
た
っ

て
い
な
か
っ
た
遺
跡
が
注
目
さ
れ
る
機
会
と

も
な
り
ま
す
。

　

私
の
考
古
学
と
ミ
ス
テ
リ
ー
の
お
話
は
ま

だ
ま
だ
尽
き
ま
せ
ん
。
い
つ
か
ま
た
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
よ
り
面
白
い
話

を
探
求
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
註
１
）
残
り
の
２
つ
は
、こ
う
も
り
塚
古
墳
（
総

社
市
）
と
牟む

さ佐
大お
お
つ
か塚
古
墳
（
岡
山
市
北
区
）。

（
註
２
）
古
館
博
士
の
モ
デ
ル
は
、
鳥と

り

居い

龍
り
ゅ
う

蔵ぞ
う

の
可
能
性
が
あ
る
。
鳥
居
龍
蔵
は
契
丹
文
化
に

関
す
る
著
作
も
数
多
く
あ
る
。
ま
た
横
溝
正
史

が
博
文
社
で
雑
誌
『
新
青
年
』
の
編
集
長
を
行
っ

て
い
た
１
９
２
８
年
に
、鳥
居
龍
蔵
が
『
新
青
年
』

に
寄
稿
し
て
い
る
（
第
９
巻
第
１
号
）。
こ
の
着

想
は
、
齊
藤
希
所
員
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
註
３
）『
仮
面
舞
踏
会
』
は
一
度
１
９
６
２
年
に

書
き
始
め
た
が
、
途
中
で
中
断
し
、
１
９
７
４

年
に
全
体
が
完
成
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

１
９
６
２
年
の
エ
ッ
セ
イ
で
、「
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
全
集
」
の
考
古
学
関
連
の
も
の
や
、
娘

が
大
学
の
関
係
で
所
蔵
し
て
い
た
考
古
学
関
係

の
本
を
片
っ
端
か
ら
読
ん
だ
と
あ
り
（『
探
偵
小

説
５
０
年
』
２
０
０
３
年
、
講
談
社
）、
そ
の
時

期
に
横
溝
正
史
が
海
外
考
古
学
に
関
心
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の

中
で
作
品
に
考
古
学
者
が
登
場
し
た
可
能
性
が

あ
る
。
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吉
野
山
の
蔵
王
堂
か
ら
坂
道
を
辿
り
上
千

本
の
桜
並
木
を
通
り
抜
け
る
と
、
や
が
て
吉

野
水み

く
ま
り分
神
社
の
鳥
居
が
目
に
と
ま
り
ま
す
。

こ
の
吉
野
水
分
神
社
か
ら
金き

ん
ぷ峯
神
社
に
か
け

て
の
山
腹
に
は
、
た
く
さ
ん
の
平ひ

ら
ば場
遺
構

（
以
下
、平
場
と
略
記
）
が
あ
り
ま
す
（
図
）。

平
場
と
は
、
山
の
斜
面
を
削
り
、
削
っ
た
土

で
平
坦
面
を
造
成
し
た
も
の
で
、
往
時
は
そ

こ
に
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在

は
、
杉
の
人
工
林
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

存
在
を
知
る
人
は
僅
か
で
す
。
平
場
の
中
で

も
、「
金き

ん
し
ょ
う
ぼ
う

照
坊
」
地
区
と
上か
み
い
わ
く
ら

岩
倉
地
区
の
平

場
は
大
規
模
な
も
の
で
す
。

◆
「
金
照
坊
」
地
区

　

水
分
神
社
か
ら
急
な
坂
道
を
登
り
切
る
と

勾
配
が
緩
や
か
に
な
り
視
野
が
開
け
ま
す
。

そ
こ
が
城

じ
ょ
う
（
丈
）
の
橋
跡
と
さ
れ
る
場
所
で

す
。こ
こ
か
ら
山
道
は
二
手
に
分
か
れ
ま
す
。

ま
っ
す
ぐ
行
け
ば
高た

か

城ぎ

山や
ま

の
山
腹
伝
い
に
金

峯
神
社
へ
、
右
手
の
緩
や
か
な
下
り
坂
を
進

む
と
「
金
照
坊
」
地
区
に
到
り
ま
す
。

　
「
金
照
坊
」
地
区
の
北
側
に
傾
斜
す
る
標

高
６
０
０
ｍ
か
ら
６
２
０
ｍ
の
斜
面
上
に

12
ヶ
所
の
平
場
が
あ
り
ま
す
。
最
高
所
の
平

場
１
が
も
っ
と
も
広
く
（
東
西
幅
65
ｍ
、
奥

行
き
約
30
ｍ
）、
主
な
遺
物
も
そ
こ
で
採
取

さ
れ
て
い
ま
す
。
採
取
遺
物
の
中
に
は
10
か

ら
11
世
紀
代
の
土は

じ

き
師
器
皿
や
12
世
紀
前
後
の

瓦が

き器
椀
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

平
安
時
代
、「
こ
の
世
を
ば　

わ
が
世

と
ぞ
思
ふ　

望
月
の　

欠
け
た
る
こ
と

も　

な
し
と
思
へ
ば
」
と
い
う
歌
を
残
し
た

藤
原
道
長
は
、
寛か

ん
こ
う弘
４
（
１
０
０
７
）
年

８
月
に
御み

た
け
も
う
で

岳
詣
（
金
峰
山
参
詣
）
を
挙
行

し
ま
し
た
。
そ
の
記
録
は
、
道
長
の
日
記

（『
御み

ど
う
か
ん
ぱ
く
き

堂
関
白
記
』）
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

道
長
は
、
８
月
２
日
に
京
を
発
ち
、
11
日
、

山
上
蔵
王
権
現
御
在
所
本
堂
で
盛
大
な
法
要

を
行
い
ま
し
た
。
12
日
、
下
山
の
際
に
山
下

金
照
房
に
立
ち
寄
り
、
13
日
に
帰
京
し
て
い

ま
す
。道
長
は
、山
下
金
照
房
に
つ
い
て
、「
其

寺
甚
美
也
」（
そ
の
寺
は
た
い
へ
ん
美
し
い
）

と
記
し
て
い
ま
す
。

　
「
金
照
坊
」
地
区
に
は
、
金
勝
坊
跡
と
い

う
地
元
の
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
平
場
１

か
ら
は
、
木
の
間
を
通
し
て
金
剛
・
葛
城
山

か
ら
二
上
山
に
か
け
て
の
山
並
み
や
奈
良
盆

地
が
垣
間
見
え
ま
す
。
人
工
林
を
伐
採
す
れ

ば
、
北
西
方
向
の
眺
望
が
き
き
、
た
い
へ
ん

眺
め
の
よ
い
場
所
で
す
。「
金
照
坊
」地
区
は
、

道
長
が
立
ち
寄
っ
た
山
下
金
照
房
跡
の
有
力

な
候
補
地
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
吉
野
山
南
部
遺
跡
群

大峰山の考古学的研究

　

奈良の世界遺産

と考古学
シリーズ

第 6  回
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◆
上
岩
倉
地
区

　

上
岩
倉
地
区
は
、
高
こ
う
さ
ん
し
ょ
う
に
ん

算
上
人
堂
跡
か
ら
南

に
下
る
斜
面
に
あ
り
ま
す
。
谷
を
隔
て
て
Ａ

～
Ｃ
の
三
つ
の
地
点
に
比
較
的
大
き
な
平
場

が
分
布
し
（
標
高
５
６
５
ｍ
～
５
８
５
ｍ
）、

そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
の
小
規
模
な
平
場
が
付
属

し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
Ａ
地
点
の
平
場
１

が
も
っ
と
も
広
く
（
東
西
幅
約
80
ｍ
、
奥
行

き
28
ｍ
）、
周
辺

か
ら
は
須す

え

き

恵
器

甕
・
土
師
器
皿
・

瓦
器
椀
な
ど
11
世

紀
半
ば
～
12
世
紀

半
ば
の
遺
物
を
中

心
と
し
て
、
そ
の

前
後
の
時
期
の
遺

物
が
採
取
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

平
場
１
の
中
央

部
や
や
西
寄
り
に

一
辺
約
10
ｍ
、
残

存
高
80
㎝
の
土
壇

が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
場
１
は
、

地
元
で
「
ト
ウ
ヤ

シ
キ
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
が
、
こ

の
土
壇
に
由
来
す

る
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
土
壇
に
つ
い
て
、
地
元
に
は
「
白
川

宮
塔
院
跡
」と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

『
扶ふ

そ
う
り
ゃ
く
き

桑
略
記
』
に
は
、
寛か
ん
じ治
６
（
１
０
９
２
）

年
７
月
13
日
、
白
川
上
皇
が
金
峰
山
を
参
詣

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、

上
皇
は
参
詣
前
に
山
下
の
宝ほ

う
と
う
い
ん

塔
院
に
滞
在
し

突
然
病
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
園お

ん
じ
ょ
う
じ

城
寺

権ご
ん
の
そ
う
じ
ょ
う

僧
正
隆り

ゅ
う
み
ょ
う

明
の
加か

じ

き

と

う

持
祈
祷
に
よ
っ
て
、

た
ち
ど
こ
ろ
に
病
が
癒
え
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
上
岩
倉
地
区
の
平
場
１
は
、
白
川
上

皇
が
滞
在
し
た
宝
塔
院
跡
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　　

今
回
は
２
箇
所
の
平
場
群
を
紹
介
し
ま
し

た
が
、
ほ
か
に
も
多
数
の
平
場
群
が
存
在
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
平
場
の
性
格
に
つ
い

て
は
、
寺
坊
跡
・
人
家
・
畑
地
・
墓
地
・
南

北
朝
動
乱
期
の
郭

く
る
わ
の
一
部
な
ど
様
々
な
可
能

性
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
「
金
照
坊
」
地

区
と
関
連
す
る
寺じ

ぼ
う坊
跡
の
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
寺
院

の
退
転
後
、
人
家
・
畑
地
・
墓
地
な
ど
に
利

用
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
、
比
叡
山
延
暦
寺
や
多と

う
の
み
ね

武
峰

談た
ん
ざ
ん山
神
社
と
同
様
に
山
岳
寺
院
が
中
世
に
城

砦
化
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

水
分
神
社
東
北
地
区
・
子
守
西
地
区
・
城

（
丈
）
の
橋
地
区
で
は
、
８
～
９
世
紀
代
の

須
恵
器
の
破
片
が

採
取
さ
れ
て
い
ま

す
。「
金
照
坊
」

地
区
と
上
岩
倉
地

区
で
も
須
恵
器
の

破
片
が
採
取
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ

の
地
域
の
開
発
は

古
代
に
遡
る
よ
う

で
す
。
つ
ま
り
、

吉
野
山
は
象さ

き
だ
に谷
沿

い
に
、
ま
ず
吉
野

山
南
部
の
「
奥
之

院
」か
ら
開
か
れ
、

後
に
山
下
蔵
王
堂

へ
と
展
開
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で

す
。
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◇
日
時　

平
成
31
年
３
月
17
日
（
日
）
11
時
～
16
時
（
開
場
10
時
）

　

◇
場
所　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

室
生
埋
蔵
文
化
財
整
理
収
蔵

　
　
　
　
　

セ
ン
タ
ー　

講
座
室　
（
奈
良
県
宇
陀
市
室
生
大
野
１
３
６
６

　
　
　
　
　

番
地　

旧
室
生
高
等
学
校
）

　

◇
交
通　

近
鉄
大
阪
線
室
生
口
大
野
駅
よ
り
徒
歩
10
分

　
　
　
　
　

自
家
用
車
可
（
駐
車
場
有
）

　

◇
内
容　

①
「
宇
陀
松
山
城
と
澤
城
」

　
　
　
　
　
　
　

本
村　

充
保
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
調
査
課
係
長
）

　
　
　
　
　

②
「
戒
長
寺
の
平
安
仏
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　

神
田　

雅
章
（
龍
谷
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　

③
「
宇
陀
と
そ
の
周
辺
地
域
の
磚
積
石
室
墳
」

　
　
　
　
　
　
　

柳
澤　

一
宏
（
宇
陀
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
主
幹
）　　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

④
「
宇
陀
の
前
方
後
円
墳
と
韓
国
の
前
方
後
円
形
墳
」

　
　
　
　
　
　
　

一
瀬　

和
夫
（
京
都
橘
大
学
教
授
）

　
大
和
を
掘
る
！
　
最
新
の
発
掘
調
査
成
果
を
ふ
ま
え
た
論
考
！

　

◇
考
古
学
を
中
心
に
、
周
辺
分
野
の
専
門
家
を
交
え
た
35
名
の
学
際
的
な

　
　

執
筆
陣
に
よ
る
33
本
の
論
考
を
所
収
。

　

◇
平
成
30
年
９
月
13
日
刊
行
、
Ａ
４
版
、
２
８
０
頁
、
上
製
本

　

◇
定
価
２
２
０
０
０
円
＋
税
、
八
木
書
店
刊
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●
第
10
・
11
回
　
宇
陀
文
化
財
講
座

　
　
　「
奈
良
県
南
東
部
の
考
古
・
美
術
（
１
・
２
）」

　
　
　『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
　
第
17
』

　
　
　
　
　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
　
創
立
80
周
年
記
念
論
集

読者の皆様へ：本紙では、Google map に関係づけた地図

QRードを掲載しています。個人の責任でご利用ください。

●
書
籍
の
ご
案
内
　

　
　
　『
黒
塚
古
墳
の
研
究
』

　
　
　
　
　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編

　
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
の
前
方
後
円
墳
を
掘
る
！

　

◇
竪
穴
式
石
室
よ
り
、
三
角
縁
神
獣
鏡
33
面
、
大
量
の
鉄
製
武
器
な
ど
の

　
　

副
葬
品
が
出
土
し
た
３
世
紀
の
前
方
後
円
墳
の
発
掘
調
査
報
告
。

　

◇
平
成
30
年
９
月
13
日
刊
行
、
Ｂ
４
版
、
５
８
６
頁
、
上
製
本
、
函
入

　

◇
定
価
３
２
０
０
０
円
＋
税
、
八
木
書
店
刊


