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香
芝
―
古
代
史
の
謎
を
探
る
⑤ 

平
野
塚
穴
山
古
墳
の
謎
（
下
） 

塚
口
義

信

 

ヽ 

　
今
か
ら
二
十
七
年
ほ
ど
前
の
昭
和
四
十
七（
一
九
七
二
）年
三
月
、日
本
中

の
人
た
ち
が
そ
の
美
し
さ
に
驚
き
、そ
し
て
歓
喜
の
声
を
あ
げ
た
、あ
る
出

来
事
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
は
、高
松
塚
古
墳（
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
）

の
発
掘
に
よ
る
極
彩
色
壁
画
の
発
見
で
す
。
人
び
と
は
、こ
の
“世
紀
の
大
発

見„
に
、わ
れ
さ
き
に
と
飛
鳥
に
駆
け
つ
け
、日
本
中
が
興
奮
の
渦
に
巻
き
込

ま
れ
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、わ
が
香
芝
市
に
、こ
の
高
松
塚
古
墳
と
比
較
し
て
も
決
し
て
遜

色
の
な
い
、す
ば
ら
し
い
古
墳
の
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
、意
外
に
少
な
い
よ

う
で
す
。
そ
れ
は
、平
野
字
塚
ノ
段
に
所
在
す
る
、平
野
塚
穴
山
古
墳
で
す
。

こ
の
古
墳
に
は
壁
画
は
描
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、そ
の
被
葬
者
は

高
松
塚
古
噴
よ
り
も
、さ
ら
に
ラ
ン
ク
の
高
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

ま
す
。
た
と
え
ば
、棺
ひ
と
つ
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、高
松
塚
古
墳
の
そ
れ

が
漆
塗
木
棺（
木
に
漆
を
塗
っ
て
作
っ
た
棺
で
、木
芯
乾
漆
棺
と
も
い
い
ま
す
）

で
あ
る
の
に
対
し
、平
野
塚
穴
山
古
墳
の
そ
れ
は
、当
時
に
お
い
て
最
高
級
の

棺
と
い
わ
れ
る
夾
紵
棺（
布
を
漆
で
は
り
固
め
て
作
っ
た
棺
）で
す
。 

　
で
は
、い
っ
た
い
、そ
の
夾
紵
棺
の
主
は
だ
れ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 
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そ
ん 

ひ
つ
ぎ 

う
る
し
　
ぬ
り
　
　
も
っ
　
　か
ん 

も
く

し
ん

か
ん

し
つ

か
ん 

き
ょ
う

ち
ょ

か
ん 

あ
る
じ 

し
ょ
く 

平
野
塚
穴
山
古
墳
と 

い
わ
ゆ
る
大
化
の
薄
葬
令 

　
平
野
塚
穴
山
古
墳
を
茅
渟
王
の
奥
津
城（
墓
）

と
考
え
る
第
五
の
根
拠
は
、石
槨
の
規
模
が
、い

わ
ゆ
る
大
化
の
薄
葬
令（
以
下
、「
薄
葬
令
」
と
略

記
）の
規
定
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

　
『
日
本
書
紀
』（
七
二
〇
年
成
立
）に
よ
る
と
、

孝
徳
天
皇
大
化
二（
六
四
六
）年
三
月
甲
申（
二

十
二
日
）に
、身
分
に
応
じ
て
墓
の
大
き
さ
な
ど

を
規
制
し
た
「
薄
葬
令
」
と
仮
称
さ
れ
て
い
る
法

令（
詔
）が
発
布
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
法
令
は
、推

古
十
一（
六
〇
三
）年
に
制
定
さ
れ
た
わ
が
国
最

古
の
冠
位
の
制
で
あ
る
「
冠
位
十
二
階
の
制
」の

上
に
「
王
」（
王
族
）、「
上
臣
」（
左
大
臣
・
右
大

臣
ク
ラ
ス
）を
置
き
、そ
れ
に
よ
っ
て
墓
の
大
き
さ
、

役
夫
の
人
数
、力
役
の
日
数
、葬
具
な
ど
を
規
定

し
た
も
の
で
す
。 

　
た
と
え
ば
、王
以
上
の
墓
で
あ
れ
ば
、内
部
施

設（
棺
を
納
め
る
施
設
）の
内
法
の
長
さ
は
九
尺
、

幅
は
五
尺
〜
四
尺
、外
部
施
設（
墳
丘
部
）は
方

九
尋
〜
七
尋
、高
さ
五
尋
〜
三
尋
、役
夫
は
一
千

人
ま
で
使
え
る
が
、力
役
は
一
人
に
つ
き
七
日
ま

で
、と
い
っ
た
具
合
で
す
。
そ
れ
を
表
に
す
る
と
、

表
1
の（
A
）の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

　
と
こ
ろ
で
、こ
の「
薄
葬
令
」に
つ
い
て
は
、当
時
、

実
際
に
こ
の
よ
う
な
法
令
が
発
布
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、の
ち
の
時
代
の
造
作
で
は
な
い
か
と
す

る
説
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、は
や
く
関
晃
氏

が
論
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に
、お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な

説
は
成
り
立
た
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
関

氏
は
詔
文
の
信
憑
性
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に

検
討
し
、「
文
章
の
構
成
や
表
現
に
つ
い
て
は『
書

紀
』
編
者
の
作
為
や
潤
色
が
加
え
ら
れ
て
い
る

可
能
性
が
大
き
い
の
で
、詔
文
を
そ
の
ま
ま
事

実
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、規
定

の
具
体
的
内
容
を
述
べ
て
い
る
部
分
（
表
1
の 

（
A
））に
つ
い
て
は
、大
化
当
時
の
原
史
料
に
基

づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
」
と
述
べ

て
お
ら
れ
ま
す
。 

　
そ
の
後
、こ
の
詔
文
に
つ
い
て
は
、後
代
に
机
上

で
述
作
さ
れ
た
と
す
る
説
や
、の
ち
に
発
布
さ

れ
た
詔
を
大
化
二
年
の
こ
と
と
し
て
記
し
た
と

す
る
説
な
ど
が
相
次
い
で
提
出
さ
れ
て
い
ま
す

が
、い
ず
れ
の
説
も
確
た
る
根
拠
に
基
づ
く
も
の

で
は
な
く
、関
氏
の
説
を
根
底
か
ら
覆
す
ま
で

に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
し

た
が
っ
て
「
薄
葬
令
」
の
造
墓
と
葬
具
に
つ
い
て

王

　

以

　

上

 

長

　

九

尺

 

濶

　

五

尺

 

長

　

九

尺

 

高
・
濶
各

四
　
尺 

不

封

使

平

 

方

　

九

尋

 

高

　

五

尋

 

長
　
二
、
七
〇 

高
　
　
│
│
│
│
│ 

濶
　
一
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五
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長
　
二
、
七
〇 

高
　
一
、
二
〇 

濶
　
一
、
二
〇 

千

人

 

七

日

 

役

夫

の

人

数

 

力

役

の

日

数

 

轜

車

 

上

臣

 

方

　

七

尋

 

高

　

三

尋

 

五

百

人

 

上

に

准

ず 

内

部

施

設

 

上

に

准

ず 

内

部

施

設

 

外

部

施

設

 

葬

具

 

五

日

 

同

上

 

同

上

 

同

上

 

同

上

 

擔

而

行

之

 

下

臣

 

大

仁
・
小

仁

 

大

礼

〜

小

智

 

庶

民

 

方

　

五

尋

 

高

　

二

尋

半

 

二

百

五

十

人

 

上

に

准

ず 

大

仁

に

准

ず 

収

埋

於

地

 

（
地
に
収
め
埋
む
） 

 

麁

布

 

大

仁

に

准

ず 

大

仁

に

准

ず 

上

に

准

ず 

三

日

 

百

人

 

一

日

 

（
一
日
莫
停
） 

同

上

 

五

十

人

 

一

日

 

同

上

 

埋
葬
時

白
布 

葬
儀
一
般

白
布 

帷
帳 

表1　「大化の薄葬令」による墳墓の規制表（一部） 

（
注
）尺
度
は
唐
尺（
一
尺
＝
約
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
み
て
計
算
し
て
い
ま
す
。（
単
位
は
メ
ー
ト
ル
） 

た
い
　
　
か 

は
く
　
　
そ
う
　
　
れ
い 

お
く
　
つ
　
　
き 

せ
っ
　
か
く 

に
　
　
ほ
ん
　
し
ょ
　

き 

こ
う
　
と
く 

き
の
え
さ
る
の
ひ 

え
き
　
　
ふ 

り
き
　
や
く 

ぞ
う
　
さ
く 

（
1
） 

せ
き

あ
き
ら 

し
ょ
う
　
ぶ
ん 

し
ん
　
ぴ
ょ
う
　
せ
い 

そ
う
　
ぐ 

う
ち
　
の
り 

ほ
う 

さ
く
　
　
い 

じ
ゅ
ん
し
ょ
く 

き 

じ
ょ
う 

じ
ゅ
っ
　
さ
く 

く
つ
が
え 

ひ
ろ 

み
こ
と
の
り 

す
い 

か
ん
　
　い 

み
こ
た
ち 

た
か
き
ま
え
つ
き
み 

（
A
） 

王

　

以

　

上

 

上

臣

 

下

臣

 

大

仁
・
小

仁

 

大

礼

〜

小

智

 

庶

民

 

（
B
） 

平
野
塚
穴
山
古
墳
の
謎
（
下
） 

香
芝
―
古
代
史
の
謎
を
探
る
⑤ 

塚
口
義

信

 

ヽ 

上
空
か
ら
見
た
平
野
塚
穴
山
古
墳（
写
真
中
央
） 

こ 



規
定
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、大
化
当
時
の

原
史
料
が
残
存
し
て
い
て
、そ
れ
に
基
づ
い
て
記

さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
で
は
、こ
の
規
定
は
、実
際
に
施
行
さ
れ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
作
ら
れ
た
だ
け
で
、実
際
に

は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
も
あ
り
得

る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、こ
の
懸
念
は
、い
っ
さ
い

不
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。な
ぜ
な
ら
、「
薄
葬
令
」

の
規
定
に
合
致
す
る
古
墳
が
実
在
し
て
い
る
か

ら
で
す
。 

　
網
干
善
教
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、奈
良
県
高

市
郡
明
日
香
村
野
口
に
所
在
す
る
鬼
の
　
・
雪

隠（
厠
）と
称
せ
ら
れ
て
い
る
横
口
式
石
槨
の
内

法
の
寸
法
は
、唐
尺（
唐
大
尺
、一
尺
＝
三
○
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
弱
）で
、ほ
ぼ
長
さ
九
尺
、幅
五
尺

と
な
り
、「
薄
葬
令
」の
王
以
上
の
規
定
に
一
致

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す（
表
1
の（
Ｂ
）を
参
照
）。

当
時
の
尺
度
は
今
日
の
よ
う
に
正
確
な
も
の
で

は
な
く
、多
少
の
誤
差
は
こ
れ
を
認
め
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
の
で
、氏
の
見
解
は
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
。 

　
ま
た
、松
井
塚
古
墳（
大
阪
府
南
河
内
郡
太
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1 天武・持統陵古墳 奈良県高市郡明日香村 八　角　墳 ４.６００ 

長　さ 

２.８００ 

幅 

２.４００ 

高　さ 

2 束明神古墳 奈良県高市郡高取町 八 角 墳？  ３.０６０ ２.１２０ １.２７０ 

3 平野塚穴山古墳 奈良県香芝市 方　　　墳 ３.０５０ １.５００ １.７６０ 

4 牽牛子塚古墳 奈良県高市郡明日香村 八 角 墳？  ２.０９０/２.１２０ １.１９０/１.０９０ １.２６０/１.２３０ 東石槨/西石槨 

5 鬼の　・雪隠古墳 奈良県高市郡明日香村 不　　　明 ２.７９０ １.５４０ １.３００ 

6 マルコ山古墳 奈良県高市郡明日香村 円　　　墳 ２.７１９ １.２８５ １.４３３ 

7 高松塚古墳 奈良県高市郡明日香村 円　　　墳 ２.６５５ １.０３５ １.１３４ 

8 石のカラト古墳 奈良県奈良市山陵町 上円下方墳 ２.６００ １.０４０ １.０６５ 

9 キトラ古墳 奈良県高市郡明日香村 円　　　墳 ２.６００ 

１０ 阿武山古墳 大阪府高槻市 円　　　墳 ２.５７５ １.１００ １.１９０ 

１１ 鉢伏山西峰古墳 大阪府羽曳野市 円 墳 ？  ２.４３０ ０.８００ ０.５６０ 

１２ 塚廻古墳 大阪府南河内郡河南町 円　　　墳 ２.４００ １.３２０ １.３２０ 

１３ 雁多尾畑古墳 大阪府柏原市 不　　　明 ２.３８５ ０.７９５ ０.７００ 

１４ アカハゲ古墳 大阪府南河内郡河南町 円　　　墳 ２.３００ １.５００ １.２００ 

１５ 御坊山3号墳 奈良県生駒郡斑鳩町 円　　　墳 ２.２５０ ０.７１０ ０.５２５ 

１６ 寺崎白壁塚古墳 奈良県高市郡高取町 方　　　墳 ２.２４０ １.１００ ０.９００ 

１７ 御嶺山古墳 大阪府南河内郡太子町 円　　　墳 ２.２２０ １.４５０ １.８１０ 

１８ 小口山古墳 大阪府羽曳野市 円　　　墳 ２.１３０ ０.８７０ ０.６３３ 

１９ 平野3号古墳 奈良県香芝市 不　　　明 ２.１２０ １.０６０ ０.８８０ 推　　定 

２０ 春日古墳 大阪府南河内郡太子町 不　　　明 ２.１２０ ０.８００ ０.８４０ 

２１ 鉢伏山南峰古墳 大阪府羽曳野市 円 墳 ？  ２.１２０ ０.７１０ ０.６６０ 

２２ ボージ1号墳 奈良県生駒郡三郷町 方　　　墳 ２.１２０ ０.６００ 

２３ 藤池南古墳 大阪府羽曳野市 不　　　明 ２,１００ ０.９００ ０.９００ 

２４ 巨勢山３２３号墳 奈良県御所市 方　　　墳 ２.１００ ０.９００ ０.７９０ 

２５ 勘定山古墳 奈良県五條市 円　　　墳 ２.１００ ０.７４０ ０.４２０ 

２６ ヒチンジョ池西古墳 大阪府羽曳野市 不　　　明 ２.０４０ １.０３０ ０.９５０ 

２７ 観音塚西古墳 大阪府羽曳野市 不　　　明 ２.０２０ ０.８６０ ０.６２０ 

２８ 獄山古墳 奈良県宇陀郡榛原町 方　　　墳 ２.０００ １.２００ ０.９６０ 

２９ 上山2号墳 奈良県生駒郡平群町 方　　　墳 ２.０００ １.０００ ０.７００ 

３０ 平野大県３４-８号墳 大阪府柏原市 不　　　明 １.９７０ ０.８６０ ０.９００ 

３１ 白木古墳 大阪府南河内郡河南町 円　　　墳 １.９５０ ０.９００ ０.９１０ 

３２ 観音塚古墳 大阪府羽曳野市 円　　　墳 １.９２０ ０.９６０ ０.７８０ 

３３ 平尾山１０２号墳 大阪府柏原市 不　　　明 １.９２０ ０.７６０ １.０００ 

３４ 仏陀寺古墳 大阪府南河内郡太子町 方　　　墳 １.９２０ 

３５ 観音塚上古墳 大阪府羽曳野市 円　　　墳 １.９００ ０.８３０ 

３６ オーコー8号墳 大阪府羽曳野市 円　　　墳 １.９００ ０.７６４ ０.６００ 

３７ 花山西塚古墳 奈良県桜井市 不　　　明 １.９００ ０.７００ ０.９００ 

３８ 竜王山８９号墳 奈良県天理市 円　　　墳 １.８８０ ０.８８０ ０.７００ 

３９ お亀石古墳 大阪府富田林市 円　　　墳 １.８２０ ０.７５０ ０.８５０ 

４０ 松井塚古墳 大阪府南河内郡太子町 方 墳 ？  １.８２０ ０.７５０ ０.６３０ 

４１ 平尾山西峯古墳 大阪府柏原市 不　　　明 １.８０８ ０.８５０ ０.４４０ 

４２ 石宝殿古墳 大阪府寝屋川市 八　角　墳 １.７９０ ０.９８０ ０.６７０ 

４３ 石川古墳 奈良県御所市 円　　　墳 １.７００ ０.９６０ 

４４ 宮前山古墳 大阪府富田林市 不　　　明 １.６９０ ０.６５０ ０.６４０ 

４５ 徳楽山古墳 大阪府羽曳野市 不　　　明 １.６５０ ０.６００ ０.３９０ 

４６ 兵家古墳 奈良県北　城郡當麻町 方 墳 ？  １.４９０ ０.９９５ ０.６４０ 

４７ 寺口2号墳 奈良県北　城郡新庄町 不　　　明 １.０８０ ０.５８０ ０.３００ 

４８ 中尾山古墳 奈良県高市郡明日香村 八　角　墳 ０.９３０ ０.９００ ０.８７０ 

４９ 鳥谷口古墳 奈良県北　城郡當麻町 方　　　墳 ０.６６０ １.５８０ ０.７１０ 

備　考 
古墳名 所在地 墳形 

石槨部（内法／単位：ｍ） 

表2横口式石槨墳一覧表 

（備考）本表は、畿内及び畿内周辺部に分布している横口式石槨墳のなかで、石槨部の規模が明らかであるものだけを対象としている。 

鬼の雪隠（所蔵：宮内庁） 
鬼の　・雪隠古墳の横口式石槨復元図 
（奈良国立文化財研究所飛鳥資料館『飛鳥時代の古墳』より） 
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子
町
）や
宮
前
山
古
墳
も
、「
薄
葬
令
」の
王
以

上
の
規
定
に
基
づ
い
て
規
格
さ
れ
て
る
可
能
性

が
強
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
、「
薄
葬
令
」
に
合
致
す
る
古
墳

が
実
在
し
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
法

令
は
た
し
か
に
実
施
さ
れ
て
い
た
、と
み
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。で
は
、こ
の
法
令
は
い
っ
た
い
、ど

の
程
度
、守
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。こ
こ
で

は
判
定
の
材
料
を
、七
世
紀
以
降
に
築
造
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
横
口
式
石
槨
墳
に
限
定

し
て
、考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　

た
だ
し
、役
夫
の
人
数
や
力
役
の
日
数
な
ど
は
、

今
と
な
っ
て
は
確
か
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、そ
も
そ
も
「
尋
」の
長
さ
が
不
明
で
あ
る
し
、

外
部
施
設
の
規
模
も
、墳
丘
が
崩
れ
た
り
、削

り
取
ら
れ
た
り
し
て
い
る
も
の
が
多
く
て
、確
実

な
寸
法
が
得
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、ど
こ
か
ら

ど
こ
ま
で
が「
薄
葬
令
」に
規
定
さ
れ
て
い
る「
高
」

に
当
た
る
の
か
、厳
密
に
い
え
ば
、こ
れ
も
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、内
部
施
設
の
規
模
が

明
ら
か
で
、か
つ
、「
薄
葬
令
」
が
確
実
に
実
施
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
畿
内（
京
都
府
お
よ
び

兵
庫
県
の
一
部
と
奈
良
県
・
大
阪
府
）お
よ
び

畿
内
周
辺
部
に
所
在
す
る
横
口
式
石
槨
墳
に

限
定
し
て
、一
覧
表
を
作
成
し
て
み
ま
し
た
。そ

の
結
果
が
表
2
で
す
。 

　
な
お
、横
口
式
石
槨
墳
と
は
、底
石
ま
た
は

台
石
を
敷
い
た
の
ち
に
棺
を
納
め
る
施
設
を
構

築
す
る
、と
い
っ
た
方
法（
底
石
先
置
法
）を
用

い
、し
か
も
、そ
の
棺
を
納
置
す
る
施
設
が
小
さ

く
て
槨
状
、す
な
わ
ち
棺
を
入
れ
る
外
箱
状
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、こ
の
よ
う
に
称
し
て

い
ま
す
。 

　
さ
て
、表
2
の
な
か
で
、「
薄
葬
令
」の
規
定
を

超
え
て
い
る
古
墳
は
い
っ
た
い
、何
基
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
調
べ
て
み
る
と
、そ
れ
は
１
・
２
・
３
・
４
の
、

わ
ず
か
四
基
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

玄
室
部
の
規
模
に
関
す
る
限
り
、こ
の
四
基
以

外
の
古
墳
は
す
べ
て
、「
薄
葬
令
」の
規
定
を
遵

守
し
て
い
る
の
で
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、目
に
触
れ
る
こ
と
の
少
な

い
玄
室
部
の
規
定
が
よ
く
守
ら
れ
て
い
た
と
す

る
と
、他
の
規
定
も
ま
た
守
ら
れ
て
い
た
可
能

性
が
強
い
、と
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
れ
に
し
て
も
、右
記
の
四
基
は
、な
ぜ
「
薄
葬

令
」に
違
反
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
古
代
中
国
の
皇
帝
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

日
本
の
天
皇
の
場
合
も
ま
た
、こ
の
よ
う
な
法

令
の
規
制
は
受
け
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、１
は
天
武
陵
、４
は
斉
明
陵

で
あ
る
可
能
性
の
強
い
古
墳
で
あ
り
、ま
た
、２

は
、の
ち
に
「
岡
宮
御
宇
天
皇
」の
尊
号
を
奉
ら

れ
た
草
壁
皇
子
の
奥
津
城
で
あ
る
可
能
性
が
強

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、こ
れ
ら
は
す
べ
て
、

例
外
的
な
古
墳
と
し
て
、考
察
の
対
象
か
ら
除

外
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
し
て
み
る
と
、「
薄
葬
令
」の
規
定
に
違
反
し

て
い
る
の
は
、３
の
平
野
塚
穴
山
古
墳
、た
だ
一

基
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る

と
、そ
も
そ
も
七
世
紀
中
葉
以
降
に
築
造
さ
れ

た
横
口
式
石
槨
の
古
墳
は
、当
時
、政
府
内
で

対
立
し
て
い
た
孝
徳
天
皇
・
左
大
臣
阿
倍
倉
梯

麻
呂
・
右
大
臣
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
ら
を
中

心
と
す
る
一
派
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
「
薄
葬

令
」
を
発
布
し
た
、中
大
兄
皇
子
・
皇
祖
母
尊（
皇

極
上
皇
）派
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
新
し
い
墓
制

で
し
た
。
平
野
塚
穴
山
古
墳
以
外
の
横
口
式
石

槨
墳
が
す
べ
て
「
薄
葬
令
」
の
規
定
を
守
っ
て
い

る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、こ
れ
は
「
薄
葬
令
」

発
布
派
の
行
動
と
し
て
は
、し
ご
く
当
然
の
こ

と
で
あ
っ
た
の
で
す
。で
は
、平
野
塚
穴
山
古
墳

の
み
、な
ぜ
「
薄
葬
令
」
に
違
反
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。 

　
こ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
、例
外
的
な
古
墳

と
し
て
除
外
し
た
前
記
の
三
つ
の
横
口
式
石
槨

墳
で
す
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
超
法
規
的
な
措

置
に
よ
っ
て
「
薄
葬
令
」
と
は
関
わ
り
な
く

造
ら
れ
た
特
殊
な
古
墳
で
あ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
平
野
塚
穴
山
古
墳
も
ま
た
、
そ
れ
ら
と

同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
も
し
こ
の
推
測
に
誤
り
な
し
と
す
れ
ば
、

七
世
紀
半
ば
す
ぎ
の
香
芝
市
平
野
の
地
に

お
い
て„
例
外
的
な
古
墳
“を
築
き
得
る
の

は
、
茅
渟
王
を
お
い
て
、ほ
か
に
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
茅
渟
王
は
皇
極
・
孝
徳
両
天
皇
の

父
、
し
た
が
っ
て
天
智
・
天
武
両
天
皇
の
祖

父
に
当
た
る
と
い
う
重
要
人
物
で
す
か
ら
、

彼
の
奥
津
城
が
超
法
規
的
な
措
置
に
よ
っ
て

「
薄
葬
令
」
の
規
定
に
関
わ
り
な
く
造
ら
れ

た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な

い
か
ら
で
す
。 
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夾 紵 棺  

種 類  古 墳 名  所 在 地  

天武・持統陵古墳（野口王墓古墳） 

牽 牛 子 塚 古 墳  

平 野 塚 穴 山 古 墳  

聖徳太子墓（叡福寺北古墳） 

阿 武 山 古 墳  

八 幡 山 古 墳 ？ 

安 福 寺 蔵 品  

石 の カ ラ ト 古 墳  

高 松 塚 古 墳  

マ ル コ 山 古 墳  

束 明 神 古 墳  

御 嶺 山 古 墳  

初 田 2 号 墳  

岩 内 1 号 墳  

八 幡 山 古 墳  

平 野 塚 穴 山 古 墳  

ア カ ハ ゲ 古 墳  

塚 廻 古 墳  

御 坊 山 3 号 墳  

菖 蒲 池 古 墳  

奈 良 県 高 市 郡 明 日 香 村  

奈 良 県 高 市 郡 明 日 香 村  

奈 良 県 香 芝 市  

大 阪 府 南 河 内 郡 太 子 町  

大 阪 府 高 槻 市  

埼 玉 県 行 田 市  

大 阪 府 柏 原 市  

奈 良 県 奈 良 市 山 陵 町  

奈 良 県 高 市 郡 明 日 香 村  

奈 良 県 高 市 郡 明 日 香 村  

奈 良 県 高 市 郡 高 取 町  

大 阪 府 南 河 内 郡 太 子 町  

大 阪 府 茨 木 市  

和 歌 山 県 御 坊 市  

埼 玉 県 行 田 市  

奈 良 県 香 芝 市  

大 阪 府 南 河 内 郡 河 南 町  

大 阪 府 南 河 内 郡 河 南 町  

奈 良 県 生 駒 郡 斑 鳩 町  

奈 良 県 橿 原 市  

漆 塗 陶 棺  

漆 塗 石 棺  

漆 塗 木 棺  
（木芯乾漆棺） 

漆 塗 籠 棺  
（籃　棺） 

表3　漆塗棺一覧表 

み
や
　
ぜ
ん
　
や
ま 

（
３
） 

き
　
　
な
い 

そ
こ
　
い
し 

そ
こ
　
い
し
　
せ
ん
　
ち
　
　
ほ
う 

だ
い
　
い
し 

げ
ん
　
し
つ 

し
ゅ 

（
４
） 

さ
い
　
　
め
い 

お
か
の
み
や
に
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め
し
し
す
め
ら
み
こ
と 

た
て
ま
つ 

こ
う
　
と
く 

そ
　
　
が
の
　
く
ら
　
や
ま
　
だ
の
　
い
し
　
か
わ
の
　
　ま
　
　
ろ 

あ
　
　べ
の
　
く
ら
　
は
し
　 

く
さ
　
か
べ 

な
か
の
　
お
お
　
え 

す
め
　
　み
　
　お
や
の
　み
こ
と 

こ
う 

そ 

ち 

（
５
） 

じ
ゅ
ん
　 

ま
　
　
ろ 

ぎ
ょ
く 



　
こ
れ
を
要
す
る
に
、「
薄
葬
令
」
と
の
関
わ
り

か
ら
考
え
て
も
、平
野
塚
穴
山
古
墳
は
茅
渟
王

の
奥
津
城
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
古
墳
で
あ
る
と

い
え
る
の
で
す
。 

  

平
野
塚
穴
山
古
墳
と 

夾
紵
棺 

　
平
野
塚
穴
山
古
墳
を
茅
渟
王
の
奥
津
城
と
考

え
る
第
六
の
根
拠
は
、そ
の
な
か
に
、夾
紵
棺（
布

を
漆
で
は
り
固
め
て
作
っ
た
棺
）と
漆
塗
籠
棺（
組

紐
を
芯
に
し
て
、そ
こ
に
漆
を
幾
重
に
も
塗
っ
て

作
っ
た
棺
で
、籃
　
棺
と
も
い
い
ま
す
）が
納
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
で
す
。 

　
棺
に
漆
を
用
い
た
い
わ
ゆ
る
漆
塗
棺
は
、七
世

紀
代
前
後
の
時
期
に
限
定
し
て
み
る
と
、こ
の
平

野
塚
穴
山
古
墳
の
二
例
を
含
め
、全
国
で
も
ま
だ

二
○
例
ぐ
ら
い
し
か
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん（
表

3
を
参
照
）。 

　
と
こ
ろ
が
、こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、そ
の 

二
○
例
の
な
か
に
、「
薄
葬
令
」の「
下
臣
」（
大
徳
・

小
徳
お
よ
び
議
政
官
と
し
て
政
治
に
参
画
し
て

い
た
大
夫
ク
ラ
ス
）以
上
の
ク
ラ
ス
に
該
当
す
る

古
墳
が
、か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
す

な
わ
ち
、天
武
・
持
統
陵
古
墳
、牽
牛
子
塚
古
墳
、

平
野
塚
穴
山
古
墳
、マ
ル
コ
山
古
墳
、束
明
神
古

墳
、御
嶺
山
古
墳
、ア
カ
ハ
ゲ
古
墳
、塚
廻
古
墳

の
八
基
が
そ
れ
で
あ
り
、「
下
臣
」
以
上
の
ク
ラ
ス

の
玄
室
部
を
も
つ
古
墳
で
、表
3
に
見
え
な
い
の

は
、鬼
の
　
・
雪
隠（
厠
）古
墳
、た
だ
一
基
だ
け

で
す
。
し
か
し
、こ
の
古
墳
は
発
見
当
初
よ
り
遺

物
が
全
く
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、こ
こ
で
は
除

い
て
考
え
る
べ
き
で
す
。
し
て
み
る
と
、「
下
臣
」

以
上
の
ク
ラ
ス
の
古
墳
に
は
す
べ
て
、漆
塗
棺
が

納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。つ

ま
り
、横
口
式
石
槨
墳
の
玄
室
規
模
に
関
す
る

限
り
、「
下
臣
」
以
上
の
ク
ラ
ス
と
漆
塗
棺
と
は

明
ら
か
に
対
応
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。こ

れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、「
下
臣
」
以
上
の

身
分
で
な
け
れ
ば
漆
塗
棺
を
使
用
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、当
時
、「
薄

葬
令
」
が
か
な
り
よ
く
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
な
お
、こ
の

こ
と
か
ら
逆
に
、鬼
の
　
・
雪
隠（
厠
）古
墳
に
も

ま
た
、本
来
、漆
塗
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
た
可
能

性
が
強
い
と
い
え
ま
す
。 

　
ち
な
み
に
、「
下
臣
」
以
上
の
ク
ラ
ス
は
墳
丘

を
築
く
こ
と
の
で
き
る
階
層
で
す
（
表
1
の 

（
A
）を
参
照
）が
、表
4
に
よ
る
と
、髻
花（
冠
に

挿
す
装
飾
品
）に„
金
“を
使
用
す
る
こ
と
の
で

き
る
階
層
で
も
あ
り
ま
し
た
。「
下
臣
」
以
上
と

「
大
仁
」
以
下
と
の
間
に
は
、歴
然
た
る
階
層
の

違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
み
て
ま
い
り
ま
す
と
、漆
塗
棺
の

な
か
で
も
最
高
級
の
棺
と
い
わ
れ
る
夾
紵
棺
を

出
土
し
て
い
る
平
野
塚
穴
山
古
墳
は
、よ
ほ
ど
身

分
の
高
い
人
物
の
奥
津
城
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、こ
の
地

域
で
、こ
れ
ほ
ど
の
古
墳
に
葬
ら
れ
る
人
物
は
、

茅
渟
王
を
お
い
て
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し

ょ
う
。 

 

天
武
・
持
統
陵
古
墳
と
の

類
似
性 

　
平
野
塚
穴
山
古
墳
を
茅
渟
王
の
奥
津
城
と

考
え
る
七
つ
目
の
根
拠
と
し
て
、天
武
・
持
統
陵

古
墳（
持
統
天
皇
は
追
葬
な
の
で
、正
確
に
は
天

武
陵
古
墳
。『
延
喜
式
』に
は
檜
隈
大
内
陵
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
）と
の
類
似
性
を
挙
げ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
も
ち
ろ
ん
、天
武
・
持
統
陵
古
墳
は
天
皇
陵
で

す
か
ら
、正
式
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、鎌
倉
時
代
の
嘉
禎

元（
一
二
三
五
）年
、陵
内
に
泥
棒
が
入
り
、そ
の

と
き
陵
内
を
見
に
集
ま
っ
た
者
の
ひ
と
り
が
、 

１０ 

王

　

以

　

上

 

上

臣

 

下

臣

 

大

仁
・
小

仁

 

大

礼

〜

小

智

 

庶

民

 

金 

髻

花

 

同

上

 

同

上

 

豹

の

尾

 

鳥

の

尾

 

表
4
　
身
分
に
よ
る
髻
花
の
規
制
表 

『阿不幾乃山陵記』より復原した天武天皇の夾紵棺と持統女帝の骨壷 
（奈良国立文化財研究所飛鳥資料館蔵） 

き
ょ
う
　
　
ち
ょ
　
　
か
ん 

う
る
し
ぬ
り
　
か
ご
　
か
ん 

く
み 

う
る
し
　
ぬ
り
　
か
ん 

う
　
　
ず 

ひ
く
き
ま
え
つ
き
み 

だ
い
　
と
く 

し
ょ
う
と
く 

ぎ
　
　
せ
い
　
か
ん 

さ
ん
　
か
く 

ま
え
つ
き
み 

じ
　
　
と
う 

け
ん
　
　
ご
　
　
し
　
づ
か 

つ
か
　
み
ょ
う

じ
ん 

ご
　
り
ょ
う
　
や
ま 

つ
か
　
ま
り 

う
　
　
ず 

・
・
・ 

ひ
も 

し
ん 

い
く
　
　
え 

ら
ん
　
た
い
　
か
ん 

さ 

つ
い
　
そ
う 

え
ん
　
　
ぎ
　
　
し
き 

ひ
の
　
く
ま
　
　
お
お
　
ち
の
　
み
さ
さ
ぎ 

か
　

て
い 

ど
ろ
　
ぼ
う 



『
阿
不
幾
乃
山
陵
記
』と
い
う
実
見
記
を
著
し
て

い
ま
す
。
周
知
の
と
お
り
、日
本
の
古
墳
は
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
盗
掘
を
受
け
て
お
り
、こ
の
天
武
・
持

統
陵
古
墳
も
、決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た

わ
け
で
す
。 

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、秋
山
日
出
雄
氏
は
、こ
の

『
阿
不
幾
乃
山
陵
記
』
を
分
析
し
て
、そ
の
陵
内

の
様
子
を
図
1
の
よ
う
に
推
測
し
て
お
ら
れ
ま
す
。 

　
い
ま
、そ
の
想
定
図
と
平
野
塚
穴
山
古
墳
の
石

槨
実
測
図
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、こ
れ
が
な
ん

と
、両
者
に
は
類
似
す
る
点
が
多
々
見
受
け
ら
れ

る
の
で
す
。こ
の
類
似
性
に
つ
い
て
、北
垣
聰
一
郎

氏
は
「
平
野
塚
穴
山
古
墳
は
、ま
さ
に
天
武
・
持

統
陵
の
縮
小
型
だ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
ま
で
言
い
切
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
果
た
し
て
、そ

こ
ま
で
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、 

な
お
よ
く
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、仮

に
氏
の
い
わ
れ
る
と
お
り
だ
と
す
る
と
、平
野
塚

穴
山
古
墳
は
古
代
天
皇
制
華
や
か
な
り
し
時
代

に
造
ら
れ
た
天
皇
陵
に
影
響
を
与
え
て
い
る
ほ
ど

の
古
墳
で
す
か
ら
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、そ
の
被

葬
者
は
い
っ
た
い
だ
れ
な
の
か
、と
い
う
こ
と
が
問

題
と
な
っ
て
こ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

　
そ
こ
で
、い
ま
、そ
の
被
葬
者
を
茅
渟
王
だ
と

仮
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、以
上
の
疑
問

も
た
だ
ち
に
氷
解
し
ま
す
。
茅
渟
王
は
天
武
天

皇
の
祖
父
に
当
た
る
人
で
す
か
ら
、祖
父
の
墓
が

孫
の
墓
に
影
響
を
与
え
た
と
し
て
も
、何
ら
不
思

議
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
と
い
う
よ
り
、ご

く
自
然
な
こ
と
と
し
て
、こ
れ
を
了
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、も
し
平

野
塚
穴
山
古
墳
が
他
の
豪
族
の
墓
だ
と
す
る
と
、

こ
れ
は
か
な
り
大
き
な
問
題
で
、あ
ら
た
め
て
、こ

の
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、天
武
・
持
統
陵
古
墳
と
の

類
似
性
か
ら
考
え
て
も
、平
野
塚
穴
山
古
墳
は

茅
渟
王
の
奥
津
城
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
い

え
る
の
で
す
。 

 

平
野
塚
穴
山
古
墳
の 

特
殊
性
と
茅
渟
王 

　
八
つ
目
の
論
拠
と
し
て
、五
、六
番
目
の
論
拠
と

や
や
重
複
し
ま
す
が
、平
野
塚
穴
山
古
墳
の
特

殊
性
は
族
制
上
に
お
け
る
茅
渟
王
の
立
場
を
よ

く
表
し
て
い
る
、と
い
う
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。 

　
律
令
国
家
の
基
本
法
典
の
一
つ
で
あ
る
『
養

老
令
』（
巻
第
九
・
喪
葬
令
・
第
　
六
）は
喪
の
期

間
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま
す
。 

 

　 

     

こ
れ
に
よ
る
と
、家
族
の
な
か
で
は
父
母
と
夫
の

喪
に
服
す
期
間
が
最
も
長
く
、と
も
に
一
年
、

そ
し
て
外
祖
父
や
伯
叔
の
場
合
は
妻
や
兄
弟
姉

妹
・
嫡
子
と
同
じ
で
、と
も
に
三
ヶ
月
と
な
っ
て
い

ま
す
。つ
ま
り
奈
良
時
代
の
社
会
で
は
、父
母
や

夫
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、外
祖
父
や
伯
叔

の
喪
も
た
い
へ
ん
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

お
そ
ら
く
七
世
紀
の
社
会
に
お
い
て
も
、こ
れ
と

よ
く
似
た
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　
ま
た
、『
日
本
書
紀
』に
よ
る
と
、押
坂
彦
人

大
兄
皇
子
・
糠
手
姫
皇
女
・
吉
備
姫
王
・
皇
極

天
皇
が
そ
れ
ぞ
れ
、「
皇
祖
大
兄
」・「
嶋
皇
祖

母
命
」・「
吉
備
嶋
皇
祖
母
命
」・「
皇
祖
母
尊
」

の
尊
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

茅
渟
王
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
の
で
ど
の
よ
う

に
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、こ

の
よ
う
に
し
て
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
系
の
王
族

た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
尊
称
を
奉
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
推
測
す
る
と
、茅
渟
王
も
ま
た
同
様
の
立
場

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　
そ
こ
で
、い
ま
仮
に
、平
野
塚
穴
山
古
墳
の
被

葬
者
を
茅
渟
王
で
あ
っ
た
と
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

す
る
と
、茅
渟
王
は
孝
徳
・
斉
明（
皇
極
）両
天

皇
の
父
で
あ
り
、ま
た
天
智
・
天
武
両
天
皇
に
と

っ
て
は
外
祖
父
に
当
た
り
、か
つ
オ
ジ
に
当
た
る

と
い
う
重
要
人
物
で
す
か
ら
、い
ず
れ
の
天
皇
の

時
代
に
亡
く
な
っ
た
と
し
て
も
、そ
の
遺
体
は
特

に
手
厚
く
葬
ら
れ
た
は
ず
で
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
み
て
ま
い
り
ま
す
と
、平
野
塚
穴

山
古
墳
が
超
法
規
的
な
措
置
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た
き
わ
め
て
特
殊
な
古
墳
で
あ
り
、ま
た
夾
紵

棺
と
い
う
最
高
級
の
棺
が
用
い
ら
れ
て
い
る
理
由

も
、難
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
七
世

紀
後
半
の
天
皇
か
ら
特
別
な
待
遇
を
受
け
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
茅
渟
王
の
奥
津
城
が
「
片
岡

の
葦
田
」に
営
ま
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、

こ
れ
ま
た
七
世
紀
後
半
の
片
岡
の
葦
田
に
フ
ァ
ー

ス
ト
ク
ラ
ス
の
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
は
、

決
し
て
単
な
る
偶
然
の
一
致
に
帰
す
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。 

 

平
野
塚
穴
山
古
墳
は 

単
葬
墓
か 

　
い
ま
ま
で
私
は
、夾
紵
片
と
籃
　
片
が
検
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、平
野
塚
穴
山
古
墳
に
は

夾
紵
棺
と
籃
　
棺
の
二
種
類
の
棺
が
納
め
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
の
も
と
に
論

を
進
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、学
界
で
は
一
棺

で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
り
、

管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、二
棺
の
存
在
を
推
測
し

て
い
る
研
究
者
は
ご
く
少
数
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。 

　
一
棺
と
す
る
認
識
が
一
般
化
し
た
の
は
、調

査
担
当
者
が
一
棺
と
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い

１１ 

平野塚穴山古墳の謎―被葬者は茅渟王か？ 

図1天武・持統陵古墳の石槨想定図（秋山日出雄氏による） 
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凡
服
紀
者
。
為
君
。
父
母
。
及
夫
。
本
主
。 

一
年
。
祖
父
母
。
養
父
母
。
五
月
。
曾
祖
父
母
。 

外
祖
父
母
。
伯
叔
姑
。
妻
。
兄
弟
姉
妹
。
　

夫
之
父
母
。
嫡
子
。三
月
。
高
祖
父
母
。
舅
姨
。

嫡
母
。
継
母
。
継
父
同
居
。
異
父
兄
弟
姉
妹
。

衆
子
。
嫡
孫
。一
月
。
衆
孫
。
従
父
兄
弟 

姉
妹
。
兄
弟
子
。
七
日
。 



平野塚穴山古墳出土の夾紵片（「奈良県立橿原考古学研究所」提供） 
きょうちょ 

ま
す
。で
は
、そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
理
由
は

い
っ
た
い
、何
で
し
ょ
う
か
。
報
告
書
に
よ
っ
て
結

論
に
達
せ
ら
れ
る
ま
で
の
過
程
を
う
か
が
っ
て
み

る
と
、次
の
よ
う
で
す
。
少
々
長
く
な
り
ま
す
が
、

原
文
を
引
用
し
ま
す
。 

　
「
平
野
塚
穴
山
古
墳
の
漆
片
は
、夾
紵
と
籃 

　
片
が
あ
り
、夾
紵
に
は
、厚
さ
約
四
㎝
の
L
字

形
を
し
た
箱
状
の
底
辺
を
示
す
破
片
が
あ
る
。

籃
　
に
も
蛇
腹
巻
き
の
端
部
を
示
す
箇
所
が

あ
り
、二
棺
の
存
在
を
予
測
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、

棺
台
幅
は
一
二
〇㎝
あ
っ
て
、通
有
の
漆
棺
幅
五

〇
〜
六
〇㎝
か
ら
み
る
と
、物
理
的
に
は
二
棺
並

置
で
き
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、墓
室
は
、ほ

ぼ
棺
巾
の
二
倍
近
い
も
の
で
、平
野
塚
穴
山
古

墳
床
面
の
一
個
の
切
石
幅
は
五
九㎝
あ
っ
て
、二

個
並
べ
る
と
約
一
三
○
㎝
と
な
る
。
漆
棺
の
出
土

し
た
大
阪
阿
武
山
古
墳
、奈
良
高
松
塚
古
墳
、

御
坊
山
三
号
墳
の
ご
と
く
、石
棺
式
石
室
は
一

棺
の
単
葬
墓
で
あ
り
、横
穴
式
石
室
の
多
葬
墓

と
異
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
」 

　
「
平
野
塚
穴
山
古
墳
の
棺
は
、墓
室
と
棺
の

寸
法
か
ら
一
棺
の
単
葬
墓
で
あ
る
と
し
た
が
、

漆
の
材
質
の
違
い
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
と
く

に
、厚
さ
四㎝
の
夾
紵
に
対
し
て
、籃
　
は
二
・
二

㎝
と
薄
い
。
夾
紵
を
棺
材
と
し
、籃
　
を
副
葬
品

自
体
か
、あ
る
い
は
副
葬
品
の
容
器
と
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、現
在
の
と
こ
ろ
、籃
　
自

体
を
副
葬
品
の
一
部
分
と
す
る
具
体
例
は
な
い
。

正
倉
院
に
伝
わ
る
籃
　
の
容
器
は
、中
倉
赤
漆

　
箱
、南
倉
赤
染
柳
箱
が
あ
る
。い
ず
れ
も
容

器
で
あ
り
、籃
　
片
は
箱
状
の
棺
の
一
部
と
で

き
よ
う
。 

　
さ
ら
に
飛
鳥
時
代
の
石
棺
式
石
室
か
ら
出

１２ 

広
姫 

﹇
息
長
真
手
王
の
娘
﹈ 

大
俣
王 

吉
備
姫
王 

﹇
吉
備
嶋
皇
祖
母
命
﹈ 孝

徳 

こ
う
と
く 

き
　
び
つ
ひ
め
の
お
お
き
み 

茅
渟
王 

ち
　
ぬ
の
お
お
き
み 

お
お
ま
た
の
み
こ 

ひ
ろ
　ひ
め 

き
　

び
し
ま
の
す
め
み
お
や
の
み
こ
と 

お
き

な
が

ま

て
の
お
お
き
み 

菟
名
子（
伊
勢
大
鹿
首
小
熊
の
娘
） 

う
　

な
　
こ 

い
　
せ
の
　
お
お
　か
の
お
び
と
　お
　
ぐ
ま 

草
壁
皇
子 

く
さ
か
べ
の
　
み
　
こ 

糠
手
姫
皇
女 

ぬ
か
　
て
　
ひ
め
の
ひ
め
み
こ 

﹇
嶋
皇
祖
母
命
﹈ 

し
ま
の
す
め
み
お
や
の
み
こ
と 

３６ 

遠
智
娘（
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
娘
） 

お
　
ち
の
い
ら
つ
め 

そ
　
が
の
　く
ら
　や
ま

だ
の
　い
し
か
わ
の
ま
　
　ろ 

持
統 

じ
　
と
う 

皇
極（
斉
明
）﹇
皇
祖
母
尊
﹈ 

こ
う
ぎ
ょ
く 

す
め
み
や
お
や
の
み
こ
と 

さ
い
め
い 

３５ 

３７ 

舒
明 

じ
ょ
　
め
い 

３４ 

敏
達 

び
　
だ
つ 

押
坂
彦
人
大
兄
皇
子 

お
し
さ
か
の
ひ
こ
ひ
と
の
お
お
　
え
の
　
み
　
こ 

﹇
皇
祖
大
兄
﹈ 

す
め
み
お
や
の
お
お
え 

天
智 

て
ん
　
じ 

３８ 

４０ 

天
武 

て
ん
　
む 

３９ 

３０ 

“忍坂王家”関係系図 

（数字は『日本書紀』および『続日本紀』による天皇歴代数） 

平野塚穴山古墳出土の籃　片（「奈良県立橿原考古学研究所」提供） 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

らん たい 



土
す
る
遺
物
は
、前
代
ま
で
の
古
墳
の
副
葬
品
と

は
異
な
り
、極
め
て
数
量
的
に
は
簡
略
化
さ
れ
て

い
る
。
高
松
塚
古
墳
、ア
カ
ハ
ゲ
古
墳
、御
坊
山
三

号
墳
の
調
査
に
よ
っ
て
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る

副
葬
品
の
実
態
か
ら
み
れ
ば
、む
し
ろ
籃
　
は
棺

と
し
て
関
連
づ
け
ら
れ
よ
う
。
」 

　
「
こ
れ
ま
で
の
推
定
を
要
約
す
る
と
、平
野
塚

穴
山
古
墳
出
土
漆
棺
は
一
棺
で
あ
り
、二
種
類

の
技
法
で
棺
を
構
成
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
寸
法

は
長
さ
一
七
七㎝
、幅
六
○㎝
、高
さ
五
五㎝
程
度
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
具
体
的
な
問
題
は
、今
後

類
例
の
出
土
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
」 

　
ず
い
分
思
案
さ
れ
た
跡
が
見
受
け
ら
れ
、ま
た
、

や
や
難
解
な
箇
所
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
根
拠
は

要
す
る
に
、石
棺
式
石
室（
横
口
式
石
槨
）は
横

穴
室
石
室
と
は
異
な
り
、も
と
も
と
一
棺
の
単

葬
墓
と
し
て
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、こ

の
場
合
も
一
棺
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

る
、と
い
う
点
に
尽
き
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
横
口
式
石
槨
が
も
と
も

と
単
葬
墓
と
し
て
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、文
中
に
も
み
ら
れ
る
ご
と
く
、石
槨
の

玄
室
部
に
は
二
棺
分
を
納
め
る
だ
け
の
充
分
な

ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、し
か
も
、検
出
さ
れ
た
夾
紵
片

と
籃
　
片
は
納
置
さ
れ
て
い
た
棺
が
二
棺
で
あ
っ

た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
す
。
と
す
る
と
、

こ
の
古
墳
の
被
葬
者
は
一
人
で
は
な
く
、二
人
で

あ
っ
た
と
み
た
ほ
う
が
、は
る
か
に
合
理
的
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
元
来
、横
口
式
石
槨
と
い
う
型
式
は
単
葬
を

目
的
と
し
て
考
案
さ
れ
た
埋
葬
施
設
だ
と
思
わ

れ
ま
す
が
、な
か
に
は
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
事

例
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、今
後
、こ
う
し
た

点
に
つ
い
て
は
充
分
留
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。 

  

む
す
び 

 

　
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
平
野
塚
穴

山
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き

ま
し
た
が
、私
の
得
た
結
論
は
要
す
る
に
、古
墳

の
被
葬
者
は
茅
渟
王
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ

る
と
い
う
こ
と
、お
よ
び
、こ
の
古
墳
に
は
茅
渟

王
以
外
の
人
物
も
埋
葬
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

強
い
と
い
う
こ
と
、以
上
の
二
点
で
す
。
論
じ
残

し
た
点
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、も
は
や
与

え
ら
れ
た
紙
幅
も
尽
き
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
浅
学
ゆ
え
、思
わ
ぬ
誤
り
を
犯
し

て
い
る
箇
所
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ご
批
正

を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。 

１３ 

平野塚穴山古墳の謎―被葬者は茅渟王か？ 

【
注
】 

（
1
）関
晃
「
大
化
の
い
わ
ゆ
る
薄
葬
制
に
つ
い
て
」（
古
代
史
談

話
会
編『
古
墳
と
そ
の
時
代
』（
一
）、所
収
、一
九
五
八
年
）。 

（
2
）網
干
善
教
「
大
化
二
年
三
月
甲
申
詔
に
見
え
る
墳
墓
の

規
制
に
つ
い
て
」（
森
浩
一
編
『
論
集
　
終
末
期
古
墳
』
所

収
、一
九
七
三
年
）。 

（
3
）大
阪
府
教
育
委
員
会
『
松
井
塚
古
墳
調
査
概
要
』（
一
九

五
八
年
）、坪
井
清
足
「
墓
制
の
変
貌
」（
『
世
界
考
古
学

大
系
』四
、所
収
、一
九
七
六
年
）、堀
田
啓
一「
西
日
本
に

お
け
る
横
口
式
石
棺
の
古
墳
に
つ
い
て
」（『
先
史
学
研
究
』

第
五
号
、一
九
六
五
年
）な
ど
を
参
照
。 

（
4
）ち
な
み
に
、規
定
の
下
限
が
守
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
は
、権
威
や
権
力
を
可
能
な
限
り
誇
示

し
よ
う
と
す
る
風
潮
の
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、か
つ
、役
夫

や
葬
具
は
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、上

限
が
守
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、下
限
も
ま
た
守
ら
れ
て
い

た
可
能
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。 

（
5
）塚
口
義
信
「
大
化
の
新
政
府
と
横
口
式
石
槨
墳
」（
『
古

代
学
研
究
』
第
一
三
二
号
、一
九
九
五
年
）、同
「
終
末
期

古
墳
の
被
葬
者
を
解
く
カ
ギ
」（
寝
屋
川
市
教
育
委
員
会

編
『
石
宝
殿
古
墳
の
謎
に
迫
る
』
所
収
、一
九
九
七
年
）な

ど
を
参
照
。 

（
6
）秋
山
日
出
雄
「
檜
隈
大
内
陵
の
石
室
構
造
」（
橿
原
考
古

学
研
究
所
編
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
五
、所
収
、

一
九
七
九
年
）。 

（
7
）北
垣
聰
一
郎
「
い
わ
ゆ
る
終
末
期
石
槨
古
墳
の
構
造
的

変
遷
に
つ
い
て
」（
末
永
先
生
米
壽
記
念
会
編
『
末
永
先

生
米
壽
記
念
　
獻
呈
論
文
集
』
乾
、所
収
、一
九
八
五
年
） 

（
8
）念
の
た
め
に
申
し
添
え
ま
す
が
、私
は
天
武
・
持
統
陵
古

墳
よ
り
も
平
野
塚
穴
山
古
墳
の
ほ
う
が
先
に
築
造
さ
れ

た
と
考
え
て
い
ま
す
。 

（
9
）大
宝
令（
七
〇
一
年
制
定
、翌
年
実
施
）の
規
定
も
、こ
れ

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

（
１０
）弘
仁
六（
八
一
五
）年
に
成
立
し
た『
新
撰
姓
氏
録
』（
左

京
皇
別
の
島
根
真
人
・
清
原
真
人
の
各
条
）で
は
、「
百
済

親
王
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、生
前
に
そ
の
よ
う

に
称
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。 

（
１１
）奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
竜
田
御
坊
山
古
墳
　
付

平
野
塚
穴
山
古
墳
』（
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

調
査
報
告
三
二
冊
、一
九
七
七
年
、猪
熊
兼
勝
氏
執
筆
）。 

　
　
　
　（
堺
女
子
短
期
大
学
学
長
・
文
学
博
士
） 

平野塚穴山古墳石槨内部（奥壁底部幅１５０.０ｃｍ） 

（
１１
） 

こ
う
に
ん
 

た
い
ほ
う
り
ょ
う
 

し
ん

せ
ん
し
ょ
う
じ
　
ろ
く
 

さ
 

き
ょ
う
こ
う
べ
つ
 

し
ま
ね
の
　
ま
　
ひ
と
 

き
よ
は
ら
の
ま
　
ひ
と
 

く
 

・
・
 

、 

だ
ら
 


