
二

統
一
国
家
へ
の
道

邪
馬
台
国
と

三
角
縁
神
獣
鏡

弥
生
時
代
の
長
期
間
、
福
岡
市
志
賀
島
で
発
見
さ
れ

た
「
漢
倭
奴
国
王
」
と
刻
ま
れ
た
金
印
を
持
ち
出
す

ま
で
も
な
く
、
中
国
の
史
書
に
記
さ
れ
た
内
容
や
考
古
学
的
事
象
か
ら
み

て
北
部
九
州
の
国
々
が
当
時
の
前
漢
・
後
漢
帝
国
と
ほ
ぼ
独
占
的
に
交
流

を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
世
紀
後
葉
か
ら
三
世
紀
初
め
に
か
け
て
作

が
も
ん
た
い
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

ら
れ
た
画
文
帯
神
獣

鏡
と
い
う
銅
鏡
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
ろ
を
境
に
、

そ
れ
ま
で
北
部
九
州
に
あ
っ
た
舶
載
鏡
の
分
布
の
中
心
が
畿
内
に
移
動
し

た
。
弥
生
時
代
の
墳
墓
に
多
く
副
葬
さ
れ
、
古
墳
時
代
に
も
非
常
に
愛
好

さ
れ
た
特
別
の
意
味
を
も
つ
銅
鏡
の
分
布
の
変
化
は
、
畿
内
の
勢
力
が
対

中
国
と
の
交
渉
の
主
役
、
日
本
列
島
の
主
導
者
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て

さ
ん
か
く
ぶ
ち

い
る
。（
図
２
―
７０
、
岡
村
秀
典
『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代
』
一
九
九
九
）。

ぎ

し

わ

じ
ん
で
ん

有
名
な
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
よ
る
と
、
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
は
、「
倭

国
乱
」
の
後
に
倭
国
の
女
王
に
共�

立�

さ
れ
、
二
三
九
年
に
魏
王
朝
へ
使
者

り
ょ
う
し
ょ

を
出
し
た
。「
倭
国
乱
」
の
時
期
は
『
梁
書
』
に
よ
れ
ば
「
漢
霊
帝
光
和

中
（
一
七
八
〜
一
八
四
）」
と
あ
っ
て
、
一
九
〇
年
ご
ろ
に
は
す
で
に
卑
弥

呼
の
下
に
倭
国
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国

製
銅
鏡
の
研
究
か
ら
導
か
れ
た
北
部
九
州
か
ら
畿
内
へ
と
い
う
権
力
中
心

の
移
動
は
卑
弥
呼
の
時
代
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
画
文
帯
神
獣
鏡
は
、

こ
う
そ
ん

後
に
魏
に
滅
ぼ
さ
れ
る
公
孫
氏
が
邪
馬
台
国
を
承
認
し
て
、
卑
弥
呼
へ
与

え
た
銅
鏡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

図２―７０ ２世紀後半から３世紀前半に造られた中国青銅鏡の分布
●：完形鏡 ▲：破鏡（岡村秀典『三角縁神獣鏡の時代』より）
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魏
王
朝
は
卑
弥
呼
へ
さ
ま
ざ
ま
な
下
賜
品
を
与
え
た
が
、
そ
の
中
に
銅

け
い
し
ょ

鏡
一
〇
〇
枚
が
含
ま
れ
て
い
た
。
卑
弥
呼
が
朝
貢
し
た
「
景
初
三
年
（
二

せ
い
し

三
九
）」、
そ
の
翌
年
の
「
正
始
元
年
」
の
銘
文
を
も
つ
も
の
が
あ
る
三
角

縁
神
獣
鏡
（
図
２
―
７１
）
が
そ
の
最
有
力
な
候
補
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
種
の
鏡
が
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
全
く
出
土
し
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
多
く
の
論
争
が
な
さ
れ
、
今
も
続
い
て
い
る
。
国
産
鏡
で
あ
る
、
あ

る
い
は
大
陸
の
鏡
作
り
の
工
人
が
当
時
の
日
本
へ
や
っ
て
き
て
鋳
造
し
た

な
ど
の
非
魏
鏡
説
が
あ
る
が
、
大
方
が
認
め
る
の
は
魏
が
卑
弥
呼
へ
下
賜

す
る
た
め
に
特
別
に
鋳
造
し
た
鏡
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
ろ
う
。

三
角
縁
神
獣
鏡
は
す
で
に
四
〇
〇
面
ほ
ど
が
出
土
し
て
い
る
が
、
魏
へ

の
遣
使
は
正
始
四
・
六
・
八
年
に
続
い
て
、
卑
弥
呼
の
死
後
に
も
二
な
い

し
三
度
行
わ
れ
て
お
り
、
記
録
に
な
い
も
の
も
想
定
す
れ
ば
銅
鏡
の
総
数

は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
よ
り
重
要
な
こ
と
は
卑
弥
呼
朝
貢
と
そ
の
答

礼
使
派
遣
と
い
う
倭
国
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
年
号
鏡
が
複
数
存
在
す
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
は
関
東
地
方
か
ら
宮
崎
県
に
い
た
る
広
い
範

ど
う
は
ん
き
ょ
う

囲
で
出
土
し
、
中
に
同
じ
文
様
を
も
つ
も
の
（
同
笵
鏡
、
近
年
で
は
同
型

鏡
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
）
が
一
四
〇
種
類
ほ
ど
あ
る
。
複
数
の
古
墳
が
同

笵
鏡
を
共
有
す
る
事
実
を
追
求
し
た
小
林
行
雄
は
、
各
地
の
首
長
が
独
自

に
中
国
王
朝
と
交
渉
し
て
偶
然
に
生
じ
た
結
果
と
す
る
よ
り
も
、
一
元
的

に
入
手
し
た
首
長
が
各
地
の
首
長
に
分
配
（
下
賜
）
し
た
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
卑
弥
呼
は
は
じ
め
公
孫
氏
を
頼
っ
た
が
、
公

孫
氏
滅
亡
後
に
は
魏
王
朝
を
権
力
維
持
の
後
ろ
盾
と
し
た
。
各
地
の
首
長

も
ま
た
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
、
卑
弥
呼
に
象
徴
さ
れ
る
ヤ
マ
ト
政
権
か

ら
三
角
縁
神
獣
鏡
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
権
へ
の
参
入
を
認
め
ら

れ
、
地
域
の
支
配
者
に
承
認
さ
れ
た
証
し
と
し
て
前
方
後
円
墳
を
造
り
始

め
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
（「
古
墳
の
発
生
の
歴
史
的
意
義
」『
史
林
』
三
八

―
一
、
一
九
五
五
）。

日
本
の
古
代
国
家
成
立
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
前
方
後
円
墳
の
誕
生
と

い
う
転
機
に
関
わ
っ
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
付
与
さ
れ
た
歴
史
的
意
味
が

非
常
に
大
き
い
だ
け
に
、
そ
の
製
作
地
や
銅
鏡
一
〇
〇
枚
に
関
わ
る
問
題

も
ま
た
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

図２―７１ 三角縁神獣鏡
（福永伸哉『邪馬台国から大和政権へ』２００１より）
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前
方
後
円
墳

の

発

生

が
も

う

前
方
後
円
墳
と
い
う
名
称
は
江
戸
時
代
の
国
学
者
蒲
生

く
ん
ぺ
い

君
平
が
名
付
け
た
も
の
で
、
彼
は
貴
人
の
乗
る
宮
車
の

側
面
観
を
模
倣
し
た
形
態
、
つ
ま
り
後
円
部
は
円
蓋
を
か
か
げ
た
輿
の
部

分
、
前
方
部
は
引
き
手
を
擬
し
た
も
の
と
考
え
た
。
そ
の
後
も
こ
の
特
異

な
形
状
の
由
来
が
考
え
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
弥
生
時
代
の
円
形
墓
か
ら

の
形
態
変
遷
が
お
お
よ
そ
た
ど
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
図
２
―

７２
）。
し
か
し
古
墳
と
の
間
に
は
な
お
越
え
が
た
い
一
線
が
あ
る
。

弥
生
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
要
素
と
し
て
、
岡
山
県
地
方
な
ど
で
使

用
さ
れ
た
竪
穴
式
石

室
や
特
殊
器
台
・
特

殊
壷
と
い
っ
た
祭
祀

土
器
、
山
陰
地
方
で

採
用
さ
れ
た
葺
石
と

い
う
墳
丘
を
装
飾
・

保
護
す
る
技
法
な
ど

が
あ
り
、
鏡
・
剣
・

玉
を
副
葬
品
と
し
て

重
視
し
て
き
た
北
部

九
州
の
風
習
と
い
っ

た
も
の
も
含
ま
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
墳
丘
の

巨
大
化
、
長
さ
五
㍍
を
優
に
超
え
る
長
大
な
割
竹
形
木
棺
と
そ
れ
を
納
め

る
板
石
積
み
の
竪
穴
式
石
室
、
銅
鏡
や
鉄
製
品
の
大
量
副
葬
な
ど
と
い
っ

た
弥
生
墳
墓
と
の
差
別
化
が
強
く
意
図
さ
れ
て
い
た
。
か
つ
、
古
墳
の
上

で
は
亡
き
首
長
の
葬
送
に
伴
っ
て
、
こ
れ
も
新
し
く
創
造
さ
れ
た
首
長
権

を
継
承
す
る
祭
式
が
執
行
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

地
域
性
を
ほ
ぼ
消
し
去
り
、
広
範
な
地
域
で
同
じ
よ
う
な
内
容
の
前
方

後
円
墳
が
造
ら
れ
、
祭
式
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
変
化
の
背
後
に
新
し
い
政

治
体
制
の
成
立
を
読
み
と
る
と
き
、
そ
れ
は
邪
馬
台
国
を
中
心
に
ま
と

ま
っ
た
倭
国
の
成
立
し
た
時
代
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。最

古

の

前
方
後
円
墳

昭
和
二
十
年
代
に
小
林
行
雄
は
、
副
葬
品
と
し
て
舶
載

鏡
だ
け
を
持
ち
、
�
製
鏡
や
碧
玉
製
腕
飾
類
を
も
た
な

い
一
群
を
最
古
の
古
墳
と
し
て
抽
出
し
た
（「
前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
あ
ら

わ
れ
た
文
化
の
二
相
」『
京
都
大
学
文
学
部
五
〇
周
年
記
念
論
集
』
一
九
五

六
）。
同
四
十
年
代
に
は
、
岡
山
県
地
方
を
中
心
と
し
て
弥
生
時
代
後
期

に
特
異
な
発
達
を
遂
げ
る
特
殊
器
台
・
特
殊
壷
の
変
遷
を
追
っ
た
近
藤
義

郎
ら
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
古
墳
の
主
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
埴
輪
へ
と

連
続
的
に
変
化
す
る
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
た
（
図
２
―
７３
、
近
藤
・
春

は
に
わ

成
秀
爾
「
埴
輪
の
起
源
」『
考
古
学
研
究
』
一
三
―
三
、
一
九
六
七
）。

そ
の
後
も
近
藤
ら
は
精
力
的
に
最
古
の
古
墳
を
追
い
求
め
、
つ
い
に
特

殊
器
台
か
ら
円
筒
埴
輪
へ
の
過
渡
的
な
土
器
を
も
つ
兵
庫
県
権
現
山
五
一

号
墳
（
前
方
後
方
墳
、
四
三
㍍
）
に
お
い
て
、
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
五
枚

図２―７２ 前方後円（方）墳発生の模式図
（白石太一郎『古墳とヤマト政権』１９９９より）
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を
発
掘
し
た
。
こ
こ
で
、
弥
生
時
代
の
祭
祀
土
器
に
系
譜
を
も
つ
埴
輪
と

最
古
の
古
墳
の
要
素
で
あ
っ
た
舶
載
鏡
（
三
角
縁
神
獣
鏡
）
が
初
め
て
出

会
い
、
そ
れ
ま
で
「
突
如
出
現
し
た
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
前
方
後
円

（
方
）
墳
が
弥
生
時
代
か
ら
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
（
権
現
山
古
墳
調
査
団
『
権
現
山
五
一
号
墳
』
一
九
九
一
）。

実
は
、
権
現
山
五
一
号
墳
か
ら
出
土
し
た
最
末
期
の
特
殊
器
台
・
初
現
期

は
し
は
か

の
埴
輪
は
、
そ
れ
以
前
に
奈
良
県
箸
墓
古
墳
な
ど
で
も
出
土
し
、
注
目
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
出
土
土
器
や
、
前
方
部
が
大
き
く
撥
形
に
開
く
と

い
う
墳
形
の
特
徴
な
ど
を
も
っ
て
、
全
長
二
八
〇
㍍
ほ
ど
の
箸
墓
古
墳
を

最
古
の
前
方
後
円
墳
と
位
置
付
け
る
説
も
あ
っ
た
が
、
な
お
土
器
と
副
葬

品
の
組
合
せ
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
に
説
得
力
を
欠
い
て
い
た
。

近
年
、
小
林
・
近
藤
ら
と
は
別
の
視
点
か
ら
最
古
の
古
墳
を
定
義
す
る

ま
き
む
く

見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
纏
向
型
前
方
後
円
墳
と
名
付
け
ら
れ
た
、
や
や

い
び
つ
な
後
円
部
と
そ
れ
に
比
べ
て
比
較
的
短
く
端
部
が
開
い
た
前
方
部

た
て
つ
き

を
も
つ
一
群
で
あ
る
。
岡
山
県
楯
築
遺
跡
を
起
源
と
し
て
三
世
紀
前
半
に

奈
良
県
纏
向
遺
跡
で
誕
生
し
、
福
島
県
か
ら
鹿
児
島
県
に
い
た
る
広
域
で

造
ら
れ
、
や
が
て
「
定
型
的
」
な
前
方
後
円
墳
が
成
立
す
る
さ
き
が
け
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
図
２
―
１０５
、
寺
沢
薫
「
纏
向
型
前
方
後
円
墳
の
築
造
」

『
王
権
誕
生
』
一
九
八
八
）。

た
だ
、
提
示
さ
れ
た
遺
跡
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
出
土
す
る
前
方
後

円
墳
も
含
ま
れ
て
お
り
、
奈
良
県
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
を
除
く
纏
向
古
墳
群
の

主
体
部
や
副
葬
品
が
不
明
な
こ
と
も
あ
っ
て
そ
れ
ら
の
位
置
付
け
に
つ
い

図２―７３ 特殊器台から埴輪へ
（近藤義郎「埴輪の起源（２）」『垣間見た吉備の原始古代』１９９７より）
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柱痕
木棺範囲
木槨側板痕
木棺範囲
木槨側板痕

桟木痕

墓壙
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て
は
評
価
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。

纏
向
遺
跡
と

そ
の
周
辺

纏
向
遺
跡
は
奈
良
県
桜
井
市
北
部
に
位
置
し
、
盛
期
は

一
・
五
�
四
方
に
も
及
ん
だ
当
時
国
内
最
大
規
模
の
集

落
遺
跡
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
断
片
的
な
調
査
の
中
で
、
両
岸
を
矢
板
で

護
岸
し
た
幅
五
㍍
、
深
さ
一
㍍
ほ
ど
の
溝
や
柵
列
に
囲
ま
れ
た
掘
立
柱
建

物
跡
な
ど
を
検
出
し
た
が
、
遺
跡
の
詳
細
は
ま
だ
不
明
な
部
分
が
多
い
。

こ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
器
に
は
、
南
九
州
か
ら
南
関
東
に
い
た
る
広
範
な

地
域
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
割
合
は
一
五
％
に
及
ぶ

と
い
う
。
そ
れ
以
前
は
各
地
域
で
ほ
ぼ
完
結
し
て
い
た
土
器
の
分
布
状
況

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
非
常
に
大
き
な
社
会
変
化
が
起
き
た
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
変
化
の
具
体
像
は
ま
だ
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
こ
こ
で

も
邪
馬
台
国
を
盟
主
と
す
る
倭
国
の
誕
生
が
、
契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
十

分
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
『
纏
向
』
一
九
七
六
）。

数
年
来
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
で
は
、
古
墳
時
代
初
期
の
王

墓
が
集
中
す
る
奈
良
盆
地
東
南
部
で
、
古
墳
の
発
生
や
初
期
王
権
の
実
体

解
明
を
目
指
し
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
き
た
。
三
二
面
の
三
角
縁
神
獣

鏡
を
埋
葬
時
の
状
態
で
確
認
し
た
天
理
市
黒
塚
古
墳
に
次
い
で
、
纏
向
型

前
方
後
円
墳
の
桜
井
市
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
の
発
掘
調
査
に
着
手
し
た
。

ホ
ケ
ノ
山
古
墳
は
全
長
八
〇
㍍
、
後
円
部
径
約
六
〇
㍍
、
同
高
約
八
・

五
㍍
、
前
方
部
長
約
二
〇
㍍
、
同
高
約
三
・
五
㍍
の
規
模
を
も
ち
、
周

濠
・
葺
石
が
設
け
ら
れ
た
、
外
見
上
は
ご
く
一
般
的
な
古
墳
で
あ
る
。
し

か
し
、
埋
葬
部
は
長
さ
五
㍍
、
幅
（
直
径
？
）
一
㍍
の
コ
ウ
ヤ
マ
キ
（
高

図２―７４ 奈良県ホケノ山古墳
（奈良県立橿原考古学研究所『ホケノ山古墳 調査概報』２００１より）
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野
槙
）
製
刳
抜
式
木
棺
（
舟
形
木
棺
）
を
、
六
・
五
×
二
・
六
㍍
の
規
模

も
っ
か
く

で
板
材
を
横
積
み
し
た
類
例
の
な
い
木
槨
に
納
め
、
天
井
板
を
内
部
の
六

本
の
柱
で
支
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
外
周
に
厚
さ

二
㍍
ほ
ど
の
川
原
石
を
積
み
上
げ
、
天
井
の
上
に
も
厚
く
石
積
み
が
な
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
調
査
者
が
「
石
囲
い
木
槨
」
と
呼
称
す
る
特
異

な
主
体
部
構
造
で
あ
っ
た
（
図
２
―
７４
）。

出
土
品
に
は
舶
載
画
文
帯
神
獣
鏡
一
枚
、
二
枚
分
の
内
行
花
文
鏡
小

そ

か
ん
と
う

片
、
銅
鏃
七
三
点
以
上
、
鉄
製
品
（
柄
頭
を
環
状
と
す
る
素
環
頭
太
刀
一

点
、
太
刀
一
点
、
剣
六
点
以
上
、
鉄
鏃
七
五
点
以
上
、
斧
の
よ
う
な
形
状
の

さ
ん

や
り
が
ん
な

の
み

�
形
鉄
製
品
一
点
、

�
二
点
以
上
、
鑿
二
点
以
上
、
へ
の
字
形
と
な
る
小

型
鉄
製
品
一
八
点
以
上
）、
そ
し
て
墳
頂
に
並
べ
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

し
ょ
う
な
い

ふ

る

い
る
装
飾
豊
か
な
壷
形
土
器
（
庄
内
式
）
や
小
型
丸
底
壷
（
布
留
式
）
な

ど
が
出
土
し
た
。
別
に
、
こ
の
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
銅
鏡

が
三
枚
あ
る
。
二
枚
は
國
學
院
大
学
蔵
の
二
種
類
の
舶
載
画
文
帯
神
獣

お
お
み
わ

ち
ょ
う

ぎ

し

そ
ん
な
い
こ
う

か

も
ん
き
ょ
う

鏡
、
そ
し
て
桜
井
市
大
神
神
社
蔵
の
舶
載
長
宜
子
孫
内
行
花
文
鏡
で
あ

る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
古
墳
に
は
画
文
帯
神
獣
鏡
三
枚
を
含

む
六
枚
の
銅
鏡
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
通
常
、
複
数
の
舶
載

鏡
を
出
土
す
る
初
期
の
古
墳
で
は
三
角
縁
神
獣
鏡
を
主
体
と
す
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
銅
鏡
の
構
成
も
非
常
に
特
異
な
も
の
と
な
る
。

木
槨
は
岡
山
県
楯
築
遺
跡
で
約
三
・
五
×
二
・
〇
㍍
ほ
ど
の
規
模
の
も

の
が
推
測
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
岡
山
・
島
根
両
県
下
な
ど
で
数
例
が
知
ら

れ
て
い
た
が
、
前
方
後
円
墳
で
は
初
め
て
で
あ
る
。
初
期
の
古
墳
に
一
般

的
に
使
用
さ
れ
る
割
竹
形
で
は
な
い
が
、
長
さ
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
刳
抜

式
木
棺
を
使
用
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
出
土
品
に
関
し
て
は
三
角

縁
神
獣
鏡
を
全
く
含
ま
な
い
が
、
弥
生
時
代
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
多
く

の
刀
剣
・
鏃
の
副
葬
と
そ
れ
ら
の
形
状
も
通
常
の
初
期
古
墳
か
ら
出
土
す

る
も
の
に
共
通
す
る
な
ど
、
こ
の
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
は
ま
さ
し
く
古
墳
時
代

の
文
化
的
内
容
を
示
し
、
か
つ
定
型
化
す
る
以
前
の
様
相
を
も
併
せ
持
つ

最
古
式
の
古
墳
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
出
土
し
た
木
棺
を
放
射
性

炭
素
（
１４

Ｃ
）
年
代
で
科
学
的
に
分
析
し
た
結
果
、
九
五
％
の
確
率
で
紀

元
三
〇
〜
二
四
五
年
の
中
に
収
ま
る
と
い
い
、
出
土
し
た
銅
鏡
が
三
世
紀

代
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
併
せ
て
こ
の
古
墳
の
築
造
年
代

は
三
世
紀
中
ご
ろ
と
推
測
さ
れ
た
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
『
大
和

の
前
期
古
墳
Ⅳ

ホ
ケ
ノ
山
古
墳

調
査
概
報
』
二
〇
〇
一
）。
前
方
後
円
墳

と
卑
弥
呼
の
時
代
が
交
錯
す
る
科
学
的
根
拠
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
現

在
の
と
こ
ろ
、
確
実
な
前
方
後
円
形
の
墳
墓
の
最
古
例
と
い
え
る
。

ホ
ケ
ノ
山
古
墳
に
次
い
で
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
古
墳
が
『
日

本
書
紀
』
に
昼
は
人
が
作
り
、
夜
は
神
が
作
っ
た
と
記
さ
れ
る
奈
良
県
箸す

墓
古
墳
で
あ
る
。
実
在
が
推
測
さ
れ
る
最
初
の
天
皇
（
大
王
）
で
あ
る
崇

じ
ん

や
ま
と

と

と

ひ

も
も

そ

ひ
め

神
天
皇
の
叔
母
、
倭
迹
迹
日
百
襲
媛
の
陵
墓
と
し
て
宮
内
庁
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
る
た
め
に
自
由
な
立
ち
入
り
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
墳

丘
か
ら
出
土
し
た
吉
備
地
方
の
系
譜
を
引
く
特
殊
器
台
な
ど
が
紹
介
さ

れ
、
前
方
部
の
先
端
が
三
味
線
撥
形
に
開
く
な
ど
の
形
態
上
の
特
徴
も

あ
っ
て
多
く
の
研
究
者
が
最
古
の
古
墳
の
一
つ
と
認
め
て
い
る
（
図
２
―
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0 100m

300m

0

７５
）。西

日
本
を
中
心
に
造
ら
れ
た
初
期
の
古
墳
と
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
古
墳

を
第
７
図
に
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
吉
備
系
の
特
殊
器
台
の
系
譜
上
に
あ
る

土
器
を
出
土
し
た
、
あ
る
い
は
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
心
と
す
る
舶
載
鏡
を

出
土
し
、
�
製
鏡
や
碧
玉
製
腕
飾
類
を
出
土
し
な
い
古
墳
で
あ
る
。
表
を

み
て
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
箸
墓
古
墳
の
規
模
は
圧
倒
的
で
、
最
初
の
大

王
墳
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
、
箸
墓
古
墳
は
ホ
ケ
ノ
山
古
墳

の
西
に
近
接
し
、
い
ず
れ
も
纏
向
遺
跡
に
接
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
が
相

互
の
歴
史
的
評
価
を
更
に
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
初
期
古
墳

の

分

布

初
期
の
有
力
な
古
墳
は
図
２
―
７６
に
示
し
た
よ
う
に
、

奈
良
盆
地
と
瀬
戸
内
海
の
周
辺
部
に
集
中
す
る
。
も
ち

図２―７５ 奈良県箸墓古墳
（白石太一郎『古墳とヤマト政権』１９９９より）

図２―７６ 初期の有力前方後円（方）墳の分布
（福永伸哉『邪馬台国から大和政権へ』２００１より）
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ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
現
在
ま
で
に
判
明
し
た
古
墳
で
あ
っ
て
、
今
後
も
同
じ

よ
う
な
内
容
の
古
墳
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
が
、
分
布

状
況
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト

政
権
は
も
は
や
必
要
不
可
欠
と
な
っ
た
鉄
資
源
や
舶
載
鏡
を
独
占
的
に
入

手
し
、
地
方
首
長
へ
配
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
権
威
を
維
持
で
き

た
。
そ
れ
ら
の
供
給
源
で
あ
る
朝
鮮
半
島
や
中
国
へ
の
ル
ー
ト
の
確
保
を

死
活
的
問
題
と
し
て
重
要
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。

初
期
ヤ
マ
ト
政
権
を
構
成
し
た
首
長
相
互
の
関
係
を
推
し
量
る
材
料
と

し
て
古
墳
の
埋
葬
部
の
形
態
を
み
て
み
よ
う
。
前
期
古
墳
の
主
体
部
に
は

く

コ
ウ
ヤ
マ
キ
を
選
択
的
に
使
用
し
、
そ
れ
を
刳
り
抜
い
て
作
っ
た
直
径

〇
・
六
〜
一
㍍
、
長
さ
六
〜
七
㍍
ほ
ど
の
割
竹
形
木
棺
を
納
め
た
竪
穴
式

石
室
が
主
と
し

て
使
用
さ
れ
る

（
図
２
―
７７
）。

多
数
の
銅
鏡
を

出
土
し
て
古
墳

文
化
研
究
に
重

要
な
材
料
を
提

供
し
た
京
都
府

つ
ば

い

椿
井
大
塚
山
古

墳
は
全
長
一
七

〇
㍍
ほ
ど
の
前

方
後
円
墳
で
、
石
室
の
長
さ
が
、
六
・
八
㍍
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
全
長

も
と
い
な

り

九
四
㍍
の
京
都
府
元
稲
荷
古
墳
は
石
室
長
五
・
六
㍍
、
六
枚
の
銅
鏡
を
出

よ

し
ま

土
し
た
兵
庫
県
吉
島
古
墳
は
全
長
三
〇
㍍
に
対
し
て
石
室
長
は
五
・
四
㍍

で
あ
っ
た
。
墳
丘
規
模
に
比
較
し
て
石
室
規
模
の
格
差
は
小
さ
い
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
他
の
古
墳
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
、

墳
丘
の
大
き
さ
が
権
威
の
強
弱
の
一
面
を
表
現
す
る
と
し
て
も
、
長
大
な

埋
葬
部
を
必
要
と
す
る
共
通
の
古
墳
祭
祀
の
下
、
各
地
の
首
長
も
同
程
度

の
埋
葬
部
を
作
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
な
支
配
・
被
支
配
関
係
を
認
め
る
の
で
は
な
く
比

較
的
等
質
的
、対
等
に
近
い
関
係
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

土
器
の
移
動

弥
生
時
代
に
お
い
て
は
、
甕
棺
墓
の
風
習
と
同
じ
よ
う

に
、
日
常
的
に
使
用
す
る
土
器
も
一
定
の
広
が
り
を
も

つ
と
は
い
え
、
な
お
地
域
性
を
色
濃
く
残
し
て
い
た
。
し
か
し
、
通
常
邪

馬
台
国
の
時
代
と
い
わ
れ
る
三
世
紀
前
半
ご
ろ
の
庄
内
式
と
い
う
土
器
が

使
用
さ
れ
た
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
種
の
土
器
が
関
東
地
方
か
ら
北
部
九

州
ま
で
点
的
に
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
土
器
分
布
域
拡
散
に
は
当

然
そ
れ
を
製
作
し
、
使
用
す
る
人
々
の
交
流
・
移
動
が
想
定
さ
れ
、
こ
の

こ
ろ
に
汎
列
島
的
な
社
会
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
次
の

布
留
式
土
器
が
使
用
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
列
島
内
に
面
的
に
拡
散
し
、
そ
れ

ま
で
根
強
く
維
持
さ
れ
て
き
た
地
域
性
と
い
っ
た
も
の
が
ほ
ぼ
払
拭
さ
れ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
土
器
の
大
部
分
は
こ
の
布
留

式
土
器
で
あ
る
（
図
２
―
７８
）。

図２―７７ 竪穴式石室の構造と名称
（都出比呂志「前方後円墳の誕生」『古代を考え
る 古墳』１９８９より）
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弥
生
時
代
の
中
核
的
集
落
の
多
く
は
幅
五
㍍
前
後
、
深
さ
二
㍍
を
超
え

か
ん
ご
う

る
断
面
Ｖ
字
形
の
溝
を
巡
ら
せ
た
環
濠
集
落
で
あ
っ
た
。
環
濠
の
内
外
い

ず
れ
か
に
掘
削
し
た
土
を
積
み
上
げ
て
土
塁
を
造
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。
弥
生
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
各
時
期
の
環
濠
が
発
見
さ
れ

よ
し

の

が

り

た
佐
賀
県
吉
野
ケ
里
遺
跡
は
代
表
的
な
遺
跡
で
、
こ
れ
ら
の
環
濠
集
落
は

防
御
的
性
格
が
強
い
こ
と
か
ら
、
弥
生
時
代
後
期
の
そ
れ
ら
が
中
国
史
書

に
い
う
「
倭
国
乱
」
に
直
接
関
連
す
る
遺
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
庄
内

式
土
器
が
使
用
さ
れ
る
こ
ろ
に
各
地
の
環
濠
は
埋
め
ら
れ
て
し
ま
う
が
、

こ
の
時
に
激
し
い
戦
闘
が
あ
っ
た
と
い
う
積
極
的
な
証
拠
は
ま
だ
少
な

い
。
西
日
本
を
広
く
巻
き
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
「
倭
国
乱
」
の
具
体
的

痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
日
常
生
活
に
最
も
身
近
な
土
器
の
急
激
な

拡
散
が
示
す
よ
う
に
、
古
墳
文
化
の
波
及
は
か
な
り
平
和
的
に
行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ヤ
マ
ト
政
権
は
選
択
的
に
各
地
の
首
長
と
取
り
結
び
、

く
さ
び

前
方
後
円
墳
を
点
的
に
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
に
楔
を
打
ち
込
み

強
圧
的
に
勢
力
拡
大
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
卑
弥
呼
が
共�

立�

さ

れ
た
と
記
す
史
書
は
そ
の
辺
の
事
情
も
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
は
前
方
後
円
（
方
）
墳
に
象
徴
さ
れ
る
祖
先

祭
祀
を
共
有
し
、
仮
想
的
な
同
祖
同
族
関
係
を
結
ん
だ
首
長
ら
に
よ
る
連

合
的
政
権
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

三

東
ア
ジ
ア
世
界
へ

海
の
正
倉

院
沖
ノ
島

む
な
か
た

沖
ノ
島
は
福
岡
県
宗
像
市
に
属
す
る
孤
島
で
、
宗
像
大

社
沖
津
宮
が
鎮
座
す
る
。
古
来
か
ら
我
が
国
と
朝
鮮
半

島
と
の
間
の
航
路
上
に
位
置
す
る
た
め
に
海
神
が
祀
ら
れ
て
き
た
。
神
社

関
係
者
以
外
無
人
の
島
は
厳
し
い
戒
律
が
敷
か
れ
、
現
在
で
も
上
陸
す
る

前
に
海
で
禊
を
行
う
。

こ
の
島
の
出
土
品
に
つ
い
て
は
、
古
く
江
戸
初
期
か
ら
関
心
が
払
わ
れ

図２―７８ 畿内地方の弥生土器から土師器への変遷
（柳本照男「土師器成立にはどんな意味があるか」『新規点 日本の歴
史 二・古代編Ⅰ』１９９３より）
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