
香
芝
―
古
代
史
の
謎
を
探
る
④ 

平
野
塚
穴
山
古
墳
の
謎
（
上
） 

塚
口
義

信

 

ヽ 

　
今
か
ら
二
十
六
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
。
今
回

と
次
回
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、平
野
塚
穴
山
古
墳
の
被
葬
者
の
謎
に
迫
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。 
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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 

ち
　
　
　
ぬ
の
　
お
お
き
み 



は
じ
め
に 

 

　
平
野
塚
穴
山
古
墳
は
、六
基
ほ
ど
の
古
墳
か

ら
成
る
と
推
測
さ
れ
る
平
野
古
墳
群
の
う
ち
の

一
基
で
す
。
江
戸
時
代
に
顕
宗
天
皇
陵
に
比
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、学
界
で
は
早
く
か

ら
注
目
さ
れ
て
き
た
古
墳
で
す
が
、正
式
な
発

掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
は
、そ
の

研
究
に
も
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
と
こ
ろ
が
、昭
和
四
十
七（
一
九
七
二
）年
五

月
、石
槨
の
内
部
が
乱
掘
さ
れ
る
と
い
う
事
態

が
生
じ
た
た
め
に
、奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研

究
所
の
手
に
よ
っ
て
緊
急
の
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
、ほ
ぼ
そ
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
る
に
至
り
ま

し
た
。
た
だ
、残
念
な
こ
と
は
、早
く
か
ら
石
槨

部
が
開
口
し
て
い
た
た
め
、遺
物
の
保
存
状
態

が
き
わ
め
て
悪
か
っ
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
、そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、発
掘
担
当
者
の
献
身
的
な

努
力
に
よ
っ
て
、こ
れ
ま
で
知
り
得
な
か
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、学

界
に
対
す
る
大
き
な
貢
献
で
あ
り
、一
学
徒
と

し
て
、ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
に
堪
え
ま
せ
ん
。い
ま
、

そ
の
調
査
報
告
書
に
基
づ
い
て
古
墳
の
概
要
を

示
す
と
、お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
す
。 

　
こ
の
古
墳
は
一
辺
一
八
メ
ー
ト
ル
、高
さ
四
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
方
墳
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、そ

の
築
造
年
代
は
七
世
紀
後
半
な
い
し
末
葉
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
長
四
・
四
メ
ー
ト

ル
の
横
口
式
石
槨
は

玄
室
、
玄
門
、
羨
道

の
各
部
よ
り
構
成
さ

れ
、
床
面
に
は
二
一

枚
の
凝
灰
岩
切
石

が
敷
き
詰
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
遺
物
と

し
て
は
、二
〇
〇
点

余
り
に
の
ぼ
る
夾
紵

片
・
籃
胎
片
（
組
紐

を
芯
に
し
て
、そ
こ

に
漆
を
幾
重
に
も

塗
っ
た
も
の
の
破
片
）、

金
環
一
、中
空
玉
一
、

銅
製
品
片（
銅
碗
ら

し
い
）一
一
、歯
牙
四
、

小
骨
片
若
干
、な
ど

が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、か
つ
て
墳
丘

の
北
西
部
が
掘
削

さ
れ
た
と
き
、須
恵

器
の
杯
身
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
尺
度

は
唐
尺（
一
尺=

三

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
弱
）

が
使
用
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、ま
た

石
槨
の
構
造
に
は

朝
鮮
半
島
百
済（
扶

餘
）の
陵
山
里
古
墳

群
の
影
響
が
み
と

め
ら
れ
ま
す
。
な
お
、

こ
の
古
墳
は
昭
和
四
十
九（
一
九
七
四
）年
、国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

被
葬
者
に
つ
い
て
の 

諸
説
と
そ
の
問
題
点 

 

　
さ
て
、こ
の
古
墳
の
被
葬
者
は
い
っ
た
い
、だ
れ

で
し
ょ
う
か
。い
ま
ま
で
出
さ
れ
て
い
る
主
な
説

を
挙
げ
て
み
る
と
、お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。 

（
一
）顕
宗
天
皇 

（
二
）百
済
系
の
渡
来
人 

（
三
）當
摩
公
豊
濱（
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
　

　
皇
十
年
二
月
庚
子
朔
己
巳
の
条
） 

（
四
）高
市
皇
子（
天
武
天
皇
の
皇
子
） 

（
五
）茅
渟
王（
皇
極
・
孝
徳
両
天
皇
の
父
） 

　
の
一
族
の
だ
れ
か 

は
た
し
て
、ど
の
説
が
妥
当
で
し
ょ
う
か
。 

　（
一
）は
文
化
四（
一
八
○
七
）年
の『
山
陵
絵

図
』に
見
え
る
説
で
す
が
、古
墳
の
築
造
年
代
の

点
に
お
い
て
、か
な
り
無
理
が
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
、顕
宗
天
皇
は
五
世
紀
末
葉
の
天
皇
で
す

が
、こ
の
古
墳
の
築
造
年
代
は
七
世
紀
後
半
で

す
。
両
者
の
間
に
は
一
七
○
年
前
後
の
隔
た
り

が
あ
り
、こ
の
比
定
は
絶
望
的
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。 

　（
二
）の
説
は
、百
済
の
墓
制
の
影
響
が
み
と

め
ら
れ
る
こ
と
を
、そ
の
主
た
る
論
拠
と
し
て
い

ま
す
。
た
し
か
に
、こ
の
点
は
被
葬
者
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
見
逃
し
え
な
い
点
で
は
あ
り
ま
す

が（
後
述
参
照
）、簡
単
に
そ
の
よ
う
に
結
論
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、疑
問
な
き
を

え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、百
済
の
墓
制
の
影
響

は
平
野
塚
穴
山
古
墳
に
つ
い
て
の
み
い
え
る
こ
と

で
あ
っ
て
、平
野
古
墳
群
を
構
成
し
て
い
る
ほ
か
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（
1
） 

せ
っ

か
く 

ら
ん

く
つ 

た 

（
2
） 

げ
ん
　
　し
つ 

げ
ん
　
　も
ん 

せ
ん 

た
ぎ

ま
の

き
み

と
よ

は
ま 

て
ん

む 

か
の
え
の
ね
の
つ
い
た
ち
つ
ち
の
と
み 

た
け

ち
の

み

こ 

ち

ぬ
の

お
お
き
み 

こ
う

ぎ
ょ
く 

こ
う

と
く 

ぎ
ょ
う
　
か
い
　
　
が
ん 

ら
ん
　
た
い
　
へ
ん 

し
ん 

ど
う 

く
み
　
ひ
も 

す

え 

（
4
） 

と
う

じ
ゃ
く
 

く
だ
ら（
ペ
ク
チ
ェ
） 

よ 

り
ょ
う
ざ
ん
り（
ヌ
ン
サ
ン
ニ
） 

1.平野1号墳（平野車塚古墳）　2.同2号墳 
3.同4号墳　4.同3号墳　5.同5号墳（平野岩屋古墳） 
6.平野窯跡群　7.平野塚穴山古墳.　A～F.七ツ石 

（橿原考古学研究所編『竜田御坊山古墳』1977より。一部改変） 

平野塚穴山古墳周辺の遺跡分布図 

わ
ん 

け
ん
　
ぞ
う 

よ
こ

ぐ
ち

し
き

せ
っ

か
く
（
3
） ど

う 

き
り
　
　
い
し 

平野一号墳（平野車塚古墳） 

き 

ふ 



の
古
墳
に
つ
い
て
は
、ほ
と
ん
ど
み
と
め
ら
れ
な
い

か
ら
で
す（
た
だ
し
、消
滅
し
た
も
の
や
平
野
三

号
墳
に
つ
い
て
は
不
確
定
要
素
が
多
い
の
で
、こ

こ
で
は
保
留
）。さ
ら
に
一
瀬
和
夫
氏
の
研
究
に

よ
る
と
、こ
の
古
墳
の
架
構
法
は
そ
れ
以
前
の
横

穴
式
石
室
と
共
通
す
る
点
が
多
い
と
の
こ
と
で

す
。
ま
た
、平
野
付
近
に
百
済
系
の
人
た
ち
が

葬
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
文
献
史
料
も
、全
く

み
つ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

　
し
た
が
っ
て
、平
野
塚
穴
山
古
墳
に
み
と
め
ら

れ
る
百
済
の
影
響
は
、あ
く
ま
で
も
石
槨
造
営

の
技
術
面
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、被
葬

者
論
に
ま
で
及
ぼ
す
の
は
行
き
過
ぎ
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

（
三
）の
説
に
つ
い
て
は
、年
代
的
に
は
整
合
し
ま

す
が
、地
理
的
な
面
に
お
い
て
、や
や
難
が
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、當
摩
公
氏
が
本
拠
と
す
る

當
麻
町
と
平
野
の
地
と
は
か
な
り
の
隔
た
り
が

あ
り
、こ
の
付
近
ま
で
當
摩
公
氏
の
勢
力
が
及

ん
で
い
た
と
は
、と
う
て
い
考
え
が
た
い
の
で
す
。 

　
同
様
に（
四
）の
説
も
、所
在
地
の
点
に
お
い
て

難
が
あ
り
ま
す
。
高
市
皇
子
の
奥
津
城
に
つ
い

て
は
、『
延
喜
式
』（
三
代
式
の
一
つ
で
、九
二
七

年
成
立
）諸
陵
寮
に
「
三
立
岡
墓
　
高
市
皇
子
。

大
和
国
広
瀬
郡
に
在
り
。
兆
域
東
西
六
町
。
南

北
四
町
。
守
戸
無
し
。
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
る
に
、平
野
塚
穴
山
古
墳
の
所
在
す
る
平

野
の
地
は
　
下
郡
に
属
し
、い
ま
だ
か
つ
て
広
瀬

郡
に
属
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て

こ
の
説
は
、ま
ず
成
り
立
た
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。 

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、（
五
）の
説
で
す
。

こ
の
説
は
小
泉
俊
夫
氏
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い

る
説
で
す
が
、い
ま
ま
で
提
唱
さ
れ
て
き
た
説
の

な
か
で
は
最
も
論
拠
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、か

つ
、説
得
力
に
富
ん
で
い
ま
す
。
私
も
基
本
的
に

は
、こ
の
説
に
左
袒
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
た
だ
、考
証
の
方
法
に
お
い
て
氏
の
論
説
と
私

見
と
は
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
り
、ま
た
そ
の

被
葬
者
に
つ
い
て
も
若
干
、意
見
を
異
に
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
以
下
、氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
導

か
れ
な
が
ら
、私
見
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。 
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平野塚穴山古墳の謎―被葬者は茅渟王か？ 

い
ち
の

せ

か
ず
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さ
　
た
ん 

（
5
） 

お
く

つ

き 

え
ん

ぎ

し
き 

し
ょ

り
ょ
う

り
ょ
う 

み

た
ち
の

お
か 

ひ
ろ

せ

ぐ
ん 

あ 

ち
ょ
う

い
き 

し
ゅ

こ

な 

か
ず
ら
き
の
し
も
ぐ
ん 

こ

い
ず
み

と
し

お 

（
6
） 

（橿原考古学研究所編『竜田御坊山古墳』1977より。一部改変） 

平野塚穴山古墳　石槨実測図（1） 

文化4（１８０７）年山陵絵図　平野3号墳 文化4（１８０７）年山陵絵図　平野塚穴山古墳 

平野塚穴山古墳　石槨実測図（2） 
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１０ 

葛
城
氏
滅
亡
後
の 

葛
城
北
部 

 

　
七
世
紀
代
に
お
け
る
　
城
北
部
に
は
い
っ
た

い
、ど
の
よ
う
な
政
治
集
団
が
盤
踞
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。
五
世
紀
代
に
は
大
王
家
の
外
戚

と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
　
城
氏
が
盤
踞
し
て
い

ま
し
た
が
、そ
の
王
統
が
と
だ
え
る
六
世
紀
以

降
の
時
代
に
な
る
と
、一
時
的
に
は
政
界
で
活

躍
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
も
、大
局
的
に
は
、

そ
の
勢
力
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

　
こ
れ
に
か
わ
っ
て
勢
力
を
扶
植
し
た
の
は
、桜

井
市
忍
阪
の
地
に
拠
点
を
も
つ
、敏
達
天
皇
・
押

坂
彦
人
大
兄
皇
子
・
舒
明
天
皇
・
茅
渟
王
系
の

一
族（
こ
れ
を
“忍
坂
王
家„
と
仮
称
し
ま
す
）

で
し
た
。 

広
瀬
郡
と
“忍
坂
王
家„ 

　
敏
達
天
皇
は
そ
の
元（
五
七
二
）年
四
月
、大

和
国
広
瀬
郡
百
済（
北
　
城
郡
広
陵
町
百
済

付
近
）の
地
に
“百
済
大
井
宮„
を
造
営
し
ま
し

た
が
、こ
の
地
は
そ
の
後
、子
息
の
押
坂
彦
人
大

兄
皇
子
を
経
て
、孫
の
舒
明
天
皇
へ
と
伝
え
ら

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　
現
在
、広
陵
町
百
済
に
は
、十
一
面
観
音
を

本
尊
と
す
る
百
済
寺
が
あ
り
、そ
の
境
内
に
は
、

鎌
倉
時
代
中
期
に
建
立
さ
れ
た
見
事
な
三
重

の
塔（
国
指
定
重
要
文
化
財
）が
聳
え
て
い
ま
す

が
、彦
人
大
兄
皇
子
は
敏
達
天
皇
が
崩
御
し
た

あ
と
、こ
の
付
近
に
「
水
派
宮
」
を
営
み
ま
し
た
。

子
息
の
茅
渟
王
が「
百
済
王
」（『
新
撰
姓
氏
録
』）

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
も
そ
の
た
め
で
、こ
の
名
は

百
済
に
所
在
し
た
水
派
宮
で
、父
と
と
も
に
暮

し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
み
て
、ほ
ぼ

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
ま
た
、彦
人
大
兄
皇
子
の
子
息
の
舒
明
天
皇

息
長
真
手
王 

広
姫 

大
俣
王 

吉
備
姫
王 

小
足
媛（
阿
倍
倉
梯
麻
呂
の
娘
） 

お
　た
ら
し
ひ
め 

孝
徳 

こ
う
と
く 

有
間
皇
子 

あ
り
　ま
の
　
み
　
こ 

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 

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 

お
き
　な
が
の
　ま
　
　て
の
お
お
き
み 

あ
　
へ
の
　
く
ら
　は
し
　
ま
　
ろ 

高
市
皇
子 

た
け
　
ち
の
　
み
　
こ 

大
津
皇
子 

お
お
　
つ
の
　
み
　
こ 

長
屋
王 

な
が
　や
の
お
お
き
み 

草
壁
皇
子 

く
さ
か
べ
の
　
み
　
こ 

文
武 

も
ん
　
む 

糠
手
姫
皇
女 

ぬ
か
　
て
　
ひ
め
の
ひ
め
み
こ 

３６ 

伊
賀
采
女
宅
子
娘 

い
　
が
の

う
ね
　
め
　
や
か
　
こ
の
い
ら
つ
め 

大
友
皇
子（
弘
文
） 

お
お
と
も
の
　
み
　
こ 

大
田
皇
女 

お
お

た
の
　ひ
め
　み
こ 

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
） 

こ
う
ぎ
ょ
く 
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 

天
智 

て
ん
　
じ 

３８ 

４０ 

尼
子
娘（
胸
形
君
徳
善
の
娘
） 

あ
ま

こ
の
い
ら
つ
め 

む
な
か
た
の
き
み
と
く
　ぜ
ん 

天
武 

て
ん
　
む 

３９ 

４１ 

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） 

ば
ん
　
き
ょ 

ふ
　
　
し
ょ
く 

お
っ
　
さ
か 

び
　
　
だ
つ 

お
し 

お
し
　
　さ
か 

お
お
　
　い
の
　
み
や 

く

だ

ら

 

さ
か
の
　
ひ
こ
　
ひ
と
　
お
お
　
え 

じ
ょ
　
め
い 

く

だ

ら

で
ら 

そ
び 

み
　
ま
た
の
　
み
や 

し
ん
　
せ
ん
　
し
ょ
う
　
じ
　

ろ
く 

（
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１１ 

も
同
じ
よ
う
に
、こ
の
百
済
近
辺
の
地
に
「
百
済

大
宮
」
と
「
百
済
大
寺
」
を
造
営
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、百
済
大
寺
は
舒
明
天
皇

在
世
中
に
は
完
成
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、次
の
皇

極
天
皇
の
時
代
に
、ふ
た
た
び
大
寺
建
立
の
詔
が

発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、こ
の
百
済
大
寺
は
の

ち
の
大
官
大
寺
、つ
ま
り
奈
良
時
代
に
南
都
七
大

寺
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
大
安
寺
の
も
と
と
な
っ

た
寺
院
で
す
。
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
諸
説
が

あ
り
ま
す
が
、現
在
の
と
こ
ろ
私
は
、曽
我
川（
百

済
川
）東
方
の
広
陵
町
百
済
か
ら
、子
部
神
社
の

鎮
座
す
る
橿
原
市
飯
高
町
お
よ
び
小
槻
町
、な
い

し
磯
城
郡
田
原
本
町
佐
味
に
か
け
て
の
地
域
の

ど
こ
か
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。 

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、広
陵
町
百
済
近
辺
の
地
は
、 

“忍
坂
王
家„
の
第
二
の
ふ
る
里
と
も
い
う
べ
き
地

で
あ
り
、敏
達
天
皇
か
ら
そ
の
子
彦
人
大
兄
皇

子
を
経
て
、さ
ら
に
孫
の
舒
明
天
皇
へ
と
伝
領
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。 

　
な
お
、『
延
喜
式
』に
よ
る
と
、彦
人
大
兄
皇
子

の
奥
津
城
は
「
成
相
墓
」
と
称
せ
ら
れ
、大
和
国

広
瀬
郡
に
所
在
す
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ

れ
も
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、こ
の
成
相
墓
は
、広
陵
町
大

字
三
吉
小
字
バ
ク
ヤ
に
所
在
す
る
牧
野
古
墳（
円

墳
・
径
約
六
○
メ
ー
ト
ル
）に
比
定
す
る
説
が
、現

在
の
学
界
で
は
半
ば
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、天
武
天
皇
の
子

息
の
高
市
皇
子
の
奥
津
城
が
広
瀬
郡
の「
三
立
岡
」

に
あ
り
、ま
た
そ
の
子
息
の
長
屋
王
が
広
瀬
郡
と

深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
、無
視
で
き
な

く
な
っ
て
き
ま
す
。 

　
三
立
岡
は
広
陵
町
大
字
三
吉
小
字
見
立
山

付
近
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、敏
達
天
皇
や
彦
人

大
兄
皇
子
、舒
明
天
皇
な
ど
の
宮
の
あ
っ
た
百

済
の
地
と
指
呼
の
距
離
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、奈

良
そ
ご
う
（
百
貨
店
）付
近
に
所
在
し
た
長
屋

王
邸
宅
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
、「
木
上
御

馬
司
□
」「
木
上
司
等
十
一
月
数
進
」
な
ど
と

書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
、長
屋
王
は
、広
瀬
郡
城

戸
郷（
広
陵
町
）と
き
わ
め
て
深
い
関
係
を
も
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、 

“忍
坂
王
家„
が
第
二
の
拠
点
と
し
て
い
た
広
陵

町
近
辺
の
所
領
は
、舒
明
天
皇
崩
御
後
も
、そ

の
子
の
天
武
天
皇
を
経
て
高
市
皇
子
へ
、そ
し
て

さ
ら
に
、そ
の
子
の
長
屋
王
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
す
。 

　
下
郡
と
“忍
坂
王
家„ 

　
　
下
郡
に
あ
っ
て
も
、広
瀬
郡
と
同
様
、
“忍

坂
王
家„
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
特
に
こ
の
場
合
、重
要
な
の
は
、

茅
渟
王
と
の
関
わ
り
で
す
。 

　
ま
ず
第
一
に
、正
安
四（
一
三
○
一
）年
、審

盛
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た『
放
光
寺
古
今
縁
起
』

に
よ
る
と
、　
下
郡
に
属
す
る
王
寺
町
本
町
二

丁
目
に
建
立
さ
れ
て
い
た
片
岡
王
寺（
放
光
寺
）

は
、茅
渟
王
を
祖
と
仰
ぐ
大
原
真
人
氏
ゆ
か
り

の
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
て
み
る
と
、出

土
瓦
の
年
代
か
ら
み
て
、こ
の
寺
院
の
創
建
に
茅

渟
王
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、ほ
ぼ
確
実

と
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。 

平野塚穴山古墳の謎―被葬者は茅渟王か？ 

み
こ
と
の
り
 

だ
い
　
か
ん
 
　だ
い
　
　
じ
 

そ
　
　
が
　
　が
わ
 

こ
　
　
べ
 

ひ
　
　
だ
か
　
ち
ょ
う
 

お
う
　
づ
く
　
ち
ょ
う
 

な
ら
　
い
 

み
つ
　
　よ
し
 

な
が
　
　
や
 

ば
く
　
や
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て
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か
た
　
お
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“忍坂王家”関係地図 

せ
い
 

生　駒　郡 

　
　へ
　
　ご
う
 



１２ 

 

第
二
に
、『
延
喜
式
』に
よ
る
と
、茅
渟
王
の
奥

津
城
は
　
下
郡
に
営
ま
れ
た
と
し
る
さ
れ
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
、諸
陵
寮
に
「
片
岡
葦
田
墓
　 

　
茅
渟
皇
子
。
大
和
国
　
下
郡
に
在
り
。
兆
域

東
西
五
町
。
南
北
五
町
。
守
戸
無
し
。
」
と
あ
り

ま
す
。 

　
以
上
の
点
か
ら
、七
世
紀
代
に
お
け
る
　
下

郡
の
北
部
地
域
に
は
、茅
渟
王
系
一
族
の
勢
力

の
及
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
す
。 

　
で
は
、平
野
塚
穴
山
古
墳
は
、茅
渟
王
系
の

人
た
ち
と
関
係
の
あ
る
古
墳
な
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
を
先
に
い
え
ば
、私
は
、こ
の
平
野
塚
穴
山

古
墳
こ
そ
、茅
渟
王
そ
の
人
の
奥
津
城
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。以
下
に
、そ
の
論
拠
を
示
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

  

片
岡
葦
田
墓 

　 　
平
野
塚
穴
山
古
墳
を
茅
渟
王
の
奥
津
城
と

考
え
る
第
一
の
根
拠
は
、そ
の
所
在
地
に
あ
り

ま
す
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
延
喜
式
』に
よ
る

と
、茅
渟
王
の
奥
津
城
は
、　
下
郡
に
あ
り
、「
片

岡
葦
田
墓
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。こ

の
片
岡
葦
田
墓
と
は
い
っ
た
い
、何
に
由
来
す
る

名
称
な
の
で
し
ょ
う
か
。『
延
喜
式
』に
記
載
さ

れ
て
い
る
他
の
陵
墓
名
か
ら
類
推
す
る
と
、そ
れ

は
片
岡
の
葦
田
と
い
う
地
名
に
由
来
し
て
い
る

と
み
る
の
が
妥
当
で
す
。で
は
、片
岡
の
葦
田
と

は
、ど
こ
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
ま
ず
、片
岡
の
地
名
で
す
が
、こ
れ
は
　
城
北

部
の
広
域
称
で
、現
在
の
王
寺
町
か
ら
河
合
町

西
部
・
上
牧
町
・
香
芝
市
・
大
和
高
田
市
に
か
け

て
の
地
域
の
総
称
で
す
。
そ
う
す
る
と
、葦
田
は

こ
の
地
域
の
な
か
に
あ
る
地
名
で
あ
る
と
判
断

せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、片
岡
の
地
域
か

ら
葦
田
あ
る
い
は
葦
田
の
付
く
地
名
を
探
し
て

み
る
と
、次
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。 

　
そ
の
一
つ
は
、『
放
光
寺
古
今
縁
起
』に
み
え

る
「
葦
田
上
池
・
葦
田
中
池
・
葦
田
下
池
」の
葦

田
で
あ
り
、こ
れ
は
現
在
の
王
寺
町
本
町
四
丁

目
に
所
在
す
る
芦
田
池
・
中
池
付
近
の
地
に
比

定
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
他
の
一
つ
は
、上
牧

町
に
あ
り
、今
は
上
牧
町
文
化
館
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
が
、か
つ
て
こ
の
地
に
は
葦
田
池
が
あ

り
、そ
の
付
近
一
帯
を
葦
田
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

ま
た
、中
筋
出
作
方
蔵
の『
村
誌
』に
よ
る
と
、

中
筋
出
作
の
北
に
隣
接
す
る
地
域
は
葦
田
原

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、

上
牧
町
の
葦
田
は
、現
在
の
文
化
館
や
公
営
住

宅
が
建
て
ら
れ
て
い
る
地
域
に
こ
れ
を
比
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、古
代
に
葦
田
と
称
せ
ら

れ
て
い
た
地
域
は
、現
在
の
王
寺
町
四
丁
目
か

ら
上
牧
町
の
西
部（
旧
大
字
北
上
牧
）に
至
る

付
近
一
帯
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
か
も
、こ
の
地
域
は
、東
西
を
馬
見
丘

陵
（
豆
山
）
と
片
岡
山
に
挟
ま
れ
、ま
さ
し
く 

“葦
田„
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地
理
的
条

件
を
備
え
て
い
る
の
で
す
。 

　
葦
田
の
範
囲
が
以
上
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、こ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
古
墳
が
存
在

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、い
ま
問
題
と
し
て
い
る

平
野
塚
穴
山
古
墳
で
す
。
信
頼
で
き
る
記
録
に

よ
る
か
ぎ
り
、七
世
紀
代
に
お
け
る
天
皇
や
皇

族
・
貴
族
・
高
級
官
僚
ク
ラ
ス
の
人
物
で
、こ
の
地

域
に
墓
が
営
ま
れ
て
い
る
の
は
、茅
渟
王
た
だ
一

人
で
あ
り
、し
か
も
七
世
紀
代
に
お
い
て
、こ
の

付
近
で
最
も
政
治
的
な
い
し
社
会
的
地
位
の
高

い
人
物
の
奥
津
城
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

平
野
塚
穴
山
古
墳
で
す（
詳
細
は
後
述
参
照
）。

し
た
が
っ
て
、片
岡
葦
田
墓
と
は
平
野
塚
穴
山

古
墳
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
強
い
、と

み
る
の
が
、現
段
階
で
は
最
も
確
率
の
高
い
推
定

と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

平
野
塚
穴
山
古
墳
の 

築
造
年
代 

 

　
第
二
の
根
拠
は
、そ
の
築
造
年
代
が
七
世
紀

後
半
と
推
定
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。
茅
渟
王
の

生
年
お
よ
び
没
年
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
の
で

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、義
母
の
糠
手
姫
皇
女

の
没
年（
天
智
三
年=

六
六
四
年
）な
ど
か
ら
推

測
す
る
と
、七
世
紀
後
半
の
あ
る
時
期
ま
で
生

存
し
て
い
た
蓋
然
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
と
す
る
と
、こ
の
古
墳
の
築
造
年
代

は
、そ
の
被
葬
者
を
茅
渟
王
と
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

　
た
だ
し
、ひ
と
く
ち
に
七
世
紀
後
半
の
築
造

と
い
っ
て
も
、中
葉
に
近
い
後
半（
第
Ⅲ
四
半
期
）

と
末
葉（
第
Ⅳ
四
半
期
）と
で
は
、年
代
的
に
か

な
り
の
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
。
年
代
を
推
定
す

る
に
必
要
な
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し
て
い
な

い
の
で
、断
言
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、羨
道

を
も
つ
こ
の
タ
イ
プ
の
石
室
構
造
の
古
墳
を 

か
た
　
お
か
の
　あ
し
　

だ
 

ち
　
　
ぬ
の
　

み
　
　
こ
 

あ
 

う
ま
　
み
 

ま
め
　
や
ま
 

ぬ
か
　
　
て
　
ひ
め
の
　
ひ
め
　
み
こ
 

て
ん
　

じ
 が

い
　
ぜ
ん
　
　せ
い
 

平野の巨石（“七つ石”の一つ） 



１３ 

七
世
紀
末
葉
ま
で
下
げ
る
考
え
方
に
は
疑
問
が

あ
り
ま
す
。
私
は
現
在
の
と
こ
ろ
、七
世
紀
半
ば

す
ぎ
の
築
造
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
ち
な
み
に
、唐
尺
が
使
用
さ
れ
て
い
る

点
よ
り
考
え
て
、七
世
紀
半
ば
以
前
の
築
造
と

み
る
こ
と
は
困
難
で
す
。 

 

牧
野
古
墳
と 

平
野
塚
穴
山
古
墳 

 

　
第
三
に
、こ
の
古
墳
の
南
東
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
地
に
、牧
野
古
墳
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
前
述
し
た
よ
う
に
、牧
野
古
墳
は
押
坂
彦

人
大
兄
皇
子
の
成
相
墓
と
み
る
説
が
有
力
で
す

が
、そ
う
だ
と
す
る
と
、茅
渟
王
は
押
坂
彦
人

大
兄
皇
子
の
子
供
で
す
か
ら
、子
供
の
奥
津
城

が
父
の
そ
れ
と
近
接
し
た
地
域
に
営
ま
れ
る
こ

と
は
、大
い
に
あ
り
う
る
べ
き
こ
と
だ
と
い
わ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
、し
ご
く
当
然
の

こ
と
と
し
て
、こ
れ
を
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
。 

 

陵
山
里
古
墳
群
と 

平
野
塚
穴
山
古
墳 

 

　
第
四
に
、古
墳
の
内
部
構
造
に
百
済
の
陵
山

里
古
墳
群（
特
に
東
下
塚
古
墳
）の
影
響
が
み

と
め
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
茅
渟
王
は
広
陵
町
百

済
や
王
寺
町
舟
戸
近
辺
の
地
を
介
し
て
、百
済

王
族
の
翹
岐
や
百
済
王
氏
善
光
の
一
族
と
深
い

つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、

彼
の
墳
墓
に
そ
う
し
た
影
響
が
み
と
め
ら
れ
る

こ
と
は
、当
然
の
こ
と
と
い
え
ま
す
。
私
の
立
場

か
ら
い
え
ば
、影
響
が
み
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
の

ほ
う
が
、か
え
っ
て
不
自
然
な
く
ら
い
で
す
。
特

に
こ
の
場
合
、影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る

陵
山
里
古
墳
群
が
、百
済
王
お
よ
び
そ
の
一
族

に
か
か
わ
る
古
墳
群
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。（
以
下
、次
号
） 

﹇
注
﹈ 

（
１
）平
野
古
墳
群
は
以
下
の
古
墳
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
①
平
野
一
号
墳（
平
野
車
塚
古
墳
）、

②
平
野
二
号
墳
③
平
野
三
号
墳（
消
滅
）④
平
野
四
号

墳
⑤
平
野
五
号
墳
（
平
野
岩
屋
古
墳
・
消
滅
。
地
元
で 

　
　
“七
ツ
石„
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
巨
石
群
の
ほ
と
ん
ど
は
、こ

の
古
墳
の
横
穴
式
石
室
を
構
成
し
て
い
た
石
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
ま
す
。）⑥
平
野
塚
穴
山
古
墳
。 

（
２
）奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
竜
田
御
坊
山
古
墳

　
付
平
野
塚
穴
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
）。 

（
３
）ち
な
み
に
横
口
式
石
槨
墳
と
は
、横
穴
式
石
室
と
同
じ
よ

う
に
横
に
出
入
り
口
が
付
い
て
い
る
が
、底
石
も
し
く
は

台
石
を
敷
い
た
の
ち
に
棺
を
納
め
る
施
設
を
構
築
す
る

と
い
う
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
構
造
の
古
墳
を
、こ
の

よ
う
に
称
し
て
い
ま
す
。 

（
４
）こ
の
須
恵
器
は
中
村
浩（
な
か
む
ら
ひ
ろ
し
）編
年
Ⅱ
型

式
第
六
段
階
に
相
当
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
古
墳
の

築
造
年
代
の
上
限
は
、七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期（
六
二
六

〜
六
五
○
）と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

（
５
）一
瀬
和
夫
「
終
末
期
古
墳
の
墳
丘
」（『
網
干
善
教
先
生

華
甲
記
念
　
考
古
学
論
集
』
所
収
　
一
九
八
八
年
）。 

（
６
）小
泉
俊
夫
『
石
器
の
ふ
る
さ
と
　
香
芝
』（
一
九
八
八
年
）。 

（
７
）塚
口
義
信
「
茅
渟
王
伝
考
」（『
堺
女
子
短
期
大
学
紀
要
』

第
二
十
五
号
、一
九
九
○
年
）。 

（
８
）最
近
の
学
界
で
は
、桜
井
市
吉
備
に
所
在
す
る
吉
備
池

廃
寺
を
百
済
大
寺
に
比
定
す
る
説
が
脚
光
を
浴
び
て
い

ま
す
。
考
古
学
的
観
点
か
ら
す
る
と
、そ
の
可
能
性
も
あ

り
ま
す
が
、 

現
在

の
と
こ
ろ
決
め
手
と
な
る
文
献
史
料

が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
で
す
の
で
、も
ろ
手
を
上
げ
て
こ
の

説
に
賛
成
す
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
こ

こ
で
は
、い
ま
し
ば
ら
く
発
掘
調
査
の
進
行
状
況
を
見
守

り
た
い
と
思
い
ま
す
。な
お
、念
の
た
め
に
申
し
添
え
ま
す

が
、か
り
に
吉
備
池
廃
寺
が
百
済
大
寺
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
“忍
坂
王
家„
が
広
瀬
郡
や
　
下
郡
と
密
接
な
関
わ

り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、な
ん
ら
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
９
）詳
し
く
は
、塚
口
義
信
「
百
済
大
井
宮（
敏
達
天
皇
）」（『
ヤ

マ
ト
王
権
の
謎
を
と
く
』
所
収
、一
九
九
三
年
）を
参
照
。 

（
１０
）平
林
章
仁
「
聖
徳
太
子
と
敏
達
天
皇
後
裔
王
族
」（『
日

本
書
紀
研
究
』
第
十
六
冊
、所
収
、一
九
八
七
年
）。 

（
１１
）東
潮
・
田
中
俊
明
「
韓
国
の
古
代
遺
跡
』２
百
済
・
伽
耶

篇（
一
九
八
九
年
）。 

（
堺
女
子
短
期
大
学
学
長
・
文
学
博
士
） 

平野塚穴山古墳の謎―被葬者は茅渟王か？ 

ぎ
ょ
う
　
き
 

ふ
な
　
　
と
 

ぜ
ん
　
こ
う
 

（
11
） 

ヽ 

ヽ 

平野塚穴山古墳の石槨内部 


