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一

古
墳
時
代
と
は

古
墳
が
造
ら

れ
た
時
代

古
墳
と
は
土
を
高
く
盛
っ
た
古
代
の
墳
墓
で
あ
る
。
お

よ
そ
三
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
代
に
か
け
て
、
北
は
岩

手
県
南
部
か
ら
南
は
鹿
児
島
県
に
い
た
る
ほ
ぼ
日
本
中
で
、
前
方
後
円

（
方
）
墳
・
円
（
方
）
墳
な
ど
の
大
小
の
古
墳
が
造
ら
れ
た
時
代
が
あ
っ

た
。
こ
の
こ
ろ
を
古
墳
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。
列
島
最
大
の
前
方
後
円
墳

だ
い
せ
ん

に
ん
と
く

で
あ
る
大
阪
府
大
仙
古
墳
（
仁
徳
天
皇
陵
）
は
墳
長
四
八
六
㍍
、
周
溝
を

含
め
る
と
七
〇
〇
㍍
を
優
に
超
え
る
規
模
を
も
つ
。
全
国
で
造
ら
れ
た
古

墳
の
総
数
に
つ
い
て
は
一
〇
万
基
と
も
二
〇
万
基
と
も
い
わ
れ
る
が
、
確

定
は
非
常
に
難
し
い
。
そ
の
中
、
前
方
後
円
墳
は
約
四
五
〇
〇
基
あ
り
、

九
州
で
は
五
六
〇
基
ほ
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
表
２
―
９
、
近
藤
義
郎

編
『
前
方
後
円
墳
集
成
』
一
九
九
一
〜
九
四
）。
こ
の
数
も
確
定
し
た
も
の

で
は
な
く
、
今
後
も
増
加
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
弥
生
時
代
の
段
階
で

は
、
た
と
え
ば
成
人
を
甕
棺
に
埋
納
す
る
と
い
っ
た
風
習
が
福
岡
市
か
ら

久
留
米
市
・
佐
賀
県
東
部
付
近
で
継
続
し
て
一
般
的
に
行
わ
れ
た
が
、
一

時
的
に
採
用
し
た
嘉
穂
盆
地
や
日
田
盆
地
な
ど
を
含
め
て
も
北
部
九
州
の

す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
ほ
ぼ
律
令

国
家
の
版
図
に
重
な
る
本
州
・
四
国
と
九
州
の
大
部
分
に
広
ま
っ
た
古
墳

文
化
の
背
後
に
は
相
当
に
大
き
な
社
会
変
化
が
起
き
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
は
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島

と
の
間
で
戦
闘
行
為
も
含
む
頻
繁
な
交
流
が
繰
り
返
さ
れ
、
新
し
い
思

想
・
文
化
や
技
術
が
人
々
と
と
も
に
渡
来
し
た
変
革
の
時
代
で
も
あ
る
。

こ
う
く

り

し
ら
ぎ

く
だ
ら

朝
鮮
半
島
で
の
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
等
の
国
家
間
の
緊
張
関
係
を
身
近

に
見
、
中
国
古
代
王
朝
の
盛
衰
に
触
れ
た
当
時
の
支
配
者
層
に
国
家
意
識

が
醸
成
さ
れ
、
大
王
に
権
力
が
集
中
す
る
安
定
し
た
統
治
機
構
の
確
立
を

目
指
し
、
や
が
て
は
天
皇
を
頂
点
と
す
る
律
令
国
家
へ
転
換
し
て
い
っ

た
。勝

山
町
が
位
置
す
る
豊
前
地
域
も
、
長
い
歴
史
の
中
で
は
時
と
し
て
表

舞
台
に
立
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
に
生
活
し
て
い
た
私
た
ち
の
祖

先
は
社
会
の
変
化
を
肌
身
で
感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

「
日
本
国
」
の
成
立
前
史
と
、
郷
土
の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

表２―９ 九州の前方後
円墳

基数
（前方後方墳）

１４２（５）

４４

６０（１）

６３

１２

４（１）

３８

３５

１５０

１２

１

（柳沢一男他『前方後円
墳集成』１９９２より）

国 名

筑 前

筑 後

肥 前

肥 後

壱 岐

対 馬

豊 前

豊 後

日 向

大 隅

薩 摩
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『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』

『
古
事
記
』
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）、『
日
本
書

紀
』
は
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
成
立
し
た
我
が
国

の
歴
史
書
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
書
き
出
し
は
ヒ
ト
が
誕
生
す
る
以
前
か
ら

で
あ
り
、
前
者
は
推
古
天
皇
、
後
者
は
持
統
天
皇
ま
で
の
出
来
事
な
ど
を

載
せ
る
。
つ
ま
り
古
墳
時
代
以
前
の
我
が
国
の
歴
史
は
『
記
紀
』
に
記
載

さ
れ
た
時
代
に
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、『
記
紀
』
に
記
さ

れ
た
内
容
が
す
べ
て
事
実
で
あ
れ
ば
、
考
古
学
は
必
要
な
い
と
い
う
意
見

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
記
紀
』
編
纂
時
か
ら
遠
く
遡
っ
た

時
代
の
出
来
事
の
記
述
に
ど
れ
ほ
ど
の
信
頼
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
往
々
に
し
て
時
の
為
政
者
は
自
身
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
歴
史
を
創

る
。
更
に
、
二
十
一
世
紀
の
現
在
に
生
活
す
る
我
々
一
般
庶
民
は
、
マ
ス

コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
墓
石
に
名
を
残
す
だ
け
と
な
る

が
、
我
々
の
生
活
し
た
家
の
跡
、
そ
し
て
近
年
で
は
少
な
く
な
っ
た
が
家

の
周
り
の
ゴ
ミ
穴
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
私
た
ち
が
生
活
し
た
証
し
と
し
て
残

る
。
考
古
学
は
こ
の
よ
う
な
一
般
庶
民
を
含
め
た
す
べ
て
の
人
々
の
家
の

跡
や
墓
・
ゴ
ミ
穴
な
ど
を
発
掘
し
て
能
力
の
限
り
当
時
の
生
活
を
復
元
す

る
作
業
で
あ
る
。
生
活
者
の
氏
名
が
判
明
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

が
、
そ
の
時
代
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
こ
に
生
活
し
た
人
々
の
姿
を
蘇
ら
せ

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

『
記
紀
』
が
初
代
と
す
る
神
武
天
皇
は
九
州
日
向
（
現
宮
崎
県
）
を
出

立
し
て
大
和
で
即
位
し
た
が
、
そ
れ
は
推
古
九
年
（
六
〇
一
）
か
ら
一
二

六
〇
年
遡
っ
た
辛
酉
年
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
辛
酉
の
年
に
革
命
が
、

し
ん

い

せ
つ

二
一
回
目
の
辛
酉
に
は
大
革
命
が
起
き
る
と
い
う
中
国
の
讖
緯
説
に
な

ら
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
神
武
天
皇
が
一
三
七
歳

（
記
）、
一
二
七
歳
（
紀
）
ま
で
生
存
し
た
と
す
る
な
ど
歴
代
天
皇
の
年

齢
だ
け
み
て
も
非
現
実
的
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
豊
富
な
事
績
が

す
い
ぜ
い

記
さ
れ
た
人
物
が
い
る
反
面
、
綏
靖
（
第
二
代
）
〜
開
化
（
第
九
代
）
天

皇
の
よ
う
に
父
母
・
妻
子
の
氏
名
や
宮
の
場
所
、
そ
し
て
没
年
を
記
し
た

だ
け
の
内
容
空
疎
な
記
述
の
天
皇
が
あ
り
、
そ
の
叙
述
は
一
貫
し
て
い
な

い
。『
記
紀
』
に
は
創
作
さ
れ
た
個
所
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
に
残
る
わ
ず
か
な
同
時
代
文
字
史
料
や
、

更
に
乏
し
い
国
内
独
自
の
文
字
史
料
に
比
べ
て
『
記
紀
』
は
遥
か
に
豊
か

な
内
容
を
も
つ
。
そ
の
記
載
内
容
を
検
証
し
、
考
古
学
や
民
俗
学
と
つ
き

あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
墳
時
代
は
弥
生
時
代
以
前
の
歴
史
に
比
べ

て
内
容
豊
富
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
扱
う
古
墳
の
い
く
つ
か
は
、
皇
室
祖
先
の
墳
墓
と
し
て
現

え
ん

ぎ

し
き

在
も
宮
内
庁
が
管
理
す
る
。『
記
紀
』
や
平
安
時
代
の
『
延
喜
式
』
の
記

載
に
基
づ
い
て
明
治
初
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
考
古
学
的
知

見
か
ら
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
近
年
で
は
山
陵
修

繕
に
伴
う
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
て
内
容
が
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
、

畿
内
の
大
規
模
古
墳
の
多
く
が
宮
内
庁
管
理
の
下
に
あ
っ
て
古
墳
時
代
研

究
の
大
き
な
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
学
史
的
に
も
、
現
在
に
お
い
て

も
山
陵
は
古
墳
時
代
の
社
会
を
考
え
る
う
え
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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古
墳
時
代
の

時
期
区
分

四
〇
〇
年
近
く
続
い
た
古
墳
時
代
に
あ
っ
て
、
社
会
は

大
き
く
変
化
し
、
そ
れ
は
古
墳
の
あ
り
方
に
も
色
濃
く

反
映
し
て
い
る
。
近
年
で
は
『
前
方
後
円
墳
集
成
』
に
よ
る
一
〇
期
区
分

が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
普
及

し
て
い
る
三
時
期
区
分
を
と
り
た
い
。
た
だ
、
年
代
比
定
は
従
来
の
も
の

と
や
や
異
な
っ
て
い
る
（
和
田
晴
吾
「
古
墳
文
化
論
」『
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
国
家
の
形
成
』
日
本
史
講
座
第
一
巻
、
二
〇
〇
四
）。

前

期

古
墳
の
被
葬
者
が
司
祭
的
な
色
彩
を
濃
く
残
し
、
古
墳

で
祭
祀
を
行
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
た
時
期
で
、
三
世
紀
後
半
か

ら
四
世
紀
中
葉
を
指
し
、
大
王
（
天
皇
号
が
成
立
す
る
七
世
紀
末
ご
ろ
以
前

の
呼
称
）
墳
は
奈
良
盆
地
東
南
部
に
集
中
す
る
。
古
墳
を
中
心
と
す
る
祭

祀
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
各
地
の
首
長
（
豪
族
）
は
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
間

で
、
そ
し
て
首
長
間
に
お
い
て
も
仮
想
的
な
同
祖
同
族
関
係
を
維
持
・
再

確
認
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
で
の
首
長
権
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
古
墳
発
生
の
こ
ろ
は
中
国
製
銅
鏡
（
舶
載
鏡
）
が
重
要
な
威
信
財
と

さ
れ
、
玉
類
や
鉄
製
武
器
・
武
具
や
農
工
具
な
ど
も
必
ず
と
い
っ
て
よ
い

ぼ
う
せ
い
き
ょ
う

へ
き
ぎ
ょ
く
せ
い
わ
ん
し
ょ
く
る
い

ほ
ど
副
葬
さ
れ
た
。
後
半
に
は
国
産
鏡
（
�
製
鏡
）
や
碧
玉
製
腕
飾
類

（
図
２
―
１０９
）
と
い
っ
た
国
産
の
呪
術
的
遺
物
に
変
化
す
る
。

中

期

い
そ
の
か
み

た
い

わ

四
世
紀
後
葉
に
は
奈
良
県
石
上
神
宮
の
「
泰
和
四
年

し
ち

し

と
う

こ
う
か
い

ど

お
う

こ
う
た
い
お
う

（
三
六
九
）」
銘
の
七
支
刀
や
中
国
集
安
に
あ
る
「
好
開
土
王
（
好
太
王
）

碑
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
朝
鮮
半
島
へ
軍
事
的
進
出
を

実
行
す
る
ま
で
に
な
る
。
朝
鮮
半
島
の
動
乱
は
日
本
列
島
に
も
大
き
く
影

響
し
、
半
島
の
技
術
者
や
知
識
人
の
渡
来
、
そ
し
て
彼
ら
に
由
来
す
る

種
々
の
技
術
や
文
化
を
反
映
し
た
遺
物
が
現
れ
、
普
及
す
る
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
副
葬
品
に
は
呪
術
的
遺
物
に
代
わ
っ
て
武
器
・
武
具
が
一
層
顕
著
と

な
り
、
軍
事
的
性
格
が
強
い
王
権
へ
と
変
容
し
て
い
く
過
程
が
窺
え
る
。

国
際
情
勢
や
王
権
の
変
質
に
伴
い
、
大
王
墳
は
奈
良
盆
地
北
部
を
経
て
河

内
・
和
泉
へ
移
動
し
、
巨
大
化
す
る
。
し
か
し
、『
記
紀
』
に
よ
る
限
り

大
王
の
居
住
す
る
宮
の
多
く
は
大
和
に
営
ま
れ
た
。

後

期

五
世
紀
後
葉
以
降
を
指
す
。
そ
れ
ま
で
各
地
域
で
大
型

前
方
後
円
墳
を
造
営
し
て
い
た
勢
力
が
没
落
し
、
新
た
な
勢
力
に
よ
る
造

墓
が
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
旧
来
の
地
方
首
長
の
支
配
権
を
解
体
・
再
編
し

て
直
接
的
に
民
衆
を
支
配
す
る
、
よ
り
中
央
集
権
的
国
家
へ
動
き
始
め
た

ち
く
し
の
き
み
い
わ

い

と
解
釈
さ
れ
る
。
筑
紫
君
磐
井
の
乱
、
吉
備
の
反
乱
な
ど
の
伝
承
は
ヤ

マ
ト
王
権
の
地
方
支
配
の
完
成
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
献
史
学
か
ら

こ
く
ぞ
う

べ
み
ん

み
や
け

の
視
点
で
も
、
こ
の
時
期
の
雄
略
朝
を
国
造
制
・
部
民
制
や
屯
倉
制
等
が

成
立
し
た
地
方
支
配
の
大
き
な
画
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
方
後
円
墳
は
六
世
紀
末
〜
七
世
紀
初
め
に
は
も
は
や
造
ら

れ
な
く
な
り
、
国
家
体
制
は
律
令
国
家
へ
向
け
て
更
に
大
き
く
変
容
し
て

い
く
。
こ
れ
以
降
を
特
に
終
末
期
と
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い

る
。
ち
ょ
う
ど
聖
徳
太
子
の
活
躍
し
た
時
代
を
画
期
と
し
て
、
仏
教
文
化

が
影
響
力
を
増
大
し
、
列
島
各
地
へ
広
ま
る
と
と
も
に
古
墳
文
化
も
完
全

に
終
焉
を
迎
え
る
。
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