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宮

崎

市

生

目

浮

田
横

穴

調

査

報

告

一
、
遺

跡

の

所

在

宮
崎
市
生
目
の
大
字
浮
田
字
照
明
院
三
二
三
二
番
地
の
密
柑
山
に
あ
る
横
穴
古

墳
で
、
土
地
の
所
有
者
は
同
地
の
大
字
柏
原
、
谷
口
熊
太
氏
で
あ
る
。
現
場
は
宮

崎
市
役
所
生
目
支
所
の
す
ぐ
北
方
に
あ
る
池
の
北
側
に
あ
る
丘
地
の
中
腹
で
、
第

１
図
に
示
す
ご
と
く
岡
の
南
斜
面
に
あ
る
。
写
真
第
―
の
人
物
の
居
る
と
こ
ろ
が

そ
の
場
所
で
あ
る
。
所
有
者
谷
口
氏
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
数
日
前
こ
こ
の

密
柑
の
間
に
ル
ー
ピ
ン
を
植
え
る
た
め
土
を
削

っ
た
と
こ
ろ
が
、
小
さ
い
穴
が
あ

い
た
の
で
覗
い
て
み
る
と
中
は
大
き
い
穴
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
穴
を
少
し
掘

り
拡
げ
て
入

っ
て
み
る
と
横
穴
古
墳
ら
し
く
高
杯

（須
恵
器
）
が
二
個
入

っ
て
い

た
の
で
、
そ
れ
を
取
り
出
し
支
所
に
届
け
出
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
面
に

あ
け
ら
れ
た
穴
は
写
真
２
に
示
す
通
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
穴
の
中
を
覗
い
て
見

る
と
、
こ
れ
は
横
穴
首
墳
の
玄
室
の
天
丼
部
が
壊
れ
た
も
の
で
、
．羨
道
は
南
側
に

見
え
て
お
り
、
玄
室
は
、
ほ
ぼ
四
角
形
を
な
し
、
天
丼
が
剣
落
し
た
ら
し
く
、
相

等
に
土
や
岩
で
埋
ま

っ
て
い
た

こ
の
丘
地
は
ｌ
第
二
紀
の
砂
岩
と
頁
岩
と
の
互
層
か
ら
成
る
地
層
が
上
部
に
あ

っ
て
、
そ
の
下
に
軟
か
い
砂
岩
か
ら
成
る
厚
い
層
が
あ
る
の
で
い
こ
の
砂
岩
の
層

に
横
穴
を
掘

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
こ
の
横
穴
の
あ
る
丘
地
の
東
斜
面
に

も
横
穴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
別
に
県
で
指
定
し
て
い
る
字
照
明
院
二
二

六
四
の

一
の
横
穴
が
あ
る
の
で
こ
の
附
近
に
三
基
の
横
穴
が
発
見
さ
れ
て
い
る
わ

委
員
　
石
　
　
川
　
　
恒

太

良Б

け
で
あ
る
が
、
地
形
、
地
質
と
も
に
同
市
蓮
ケ
池
と
似
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
な

お
数
基
の
横
穴
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。２

γ
才
隊

第 1図 生目浮田横穴附近概略図
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写 真 1.^横 穴 の あ る 密 ホ‖ 山

写 真 2r`地 面 に あ い た 穴
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二
、
発

掘

調

査

昭
和
四
二
年

一
〇
月
二
〇
日
、
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
の
寺
原
文
化
財
係
長
、

市
社
会
教
育
課
吉
田
主
事
と
と
も
に
現
地
に
行
き
、
地
主
谷
口
氏
の
協
力
の
も
と

に
、
先
ず
羨
道
部
の
外
側
か
ら
掘
り
初
め
た
が
写
真
―
で
も
知
ら
れ
る
ご
と
く
、

こ
の
場
所
は
丘
地
″
段
々
畑
に
し
て
い
る
の
で
、
羨
道
の
あ
る
場
所
は
上
の
土
を

も

っ
て
埋
め
た
部
分
で
あ
る
た
め
外
側
か
ら
羨
道
の
口

（扁
た
い
岩
で
塞
い
で
ぁ

る
）
ま
で
掘
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
こ
と
が
知
れ
た
。
そ
れ
で
、
既
に
壊
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
丼
部
を

一
部
破

っ
て
上
を
出
し
、
玄
室
か
ら
調
べ
る
こ
と

と
し
た
。
そ
の
結
果
は
第
２
図
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
横
穴
の
構
造
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
穴
は
羨
道
な
南
に
玄
室
を
北
に
し
て
穿

た
れ
て
お
り
、
そ
の
中
心
線
は
南
北
よ
り
約

一
五
度
東
に
向
い
て
い
る
が
、
だ
い

た
い
南
北
に
方
位
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

玄
室
は
四
角
形
で
あ
る
が
、
東
西
よ
り
南
北
が
や
や
長
く
、
奥
壁
よ
り
入
日
の

方
が
や
や
広
い
。
奥
壁
は
東
西
二
ｍ
、
東
壁
の
長
さ
は
南
北
二
・
五
〇
ｍ
、
西
壁

の
長
さ
は
二

・
四
五
ｍ
、
入
口
の
広
さ
は
二
。
一
三
ｍ
で
あ
る
。
壁
は
入
国
の
ほ

か
は
北
、
西
、
東
の
二
方
と
も
、
上
部
は
基
底
よ
り
、
や
や
円
味
を
も

っ
て
内
側

に
傾
い
て
い
る
。
　
つ
ま
り
上
部
が
狭
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
、　
そ
の
傾
き
は
奥
壁

（北
側
）
で
二
〇
肋
内
に
傾
き
、
東
西
の
側
壁
は
二
五
翻
肉
に
傾
い
て
い
る
。

そ
し
て
室
の
四
陪
と
床
面
か
ら
約

一
ｍ
高
さ
の
各
璧
に
箆
描
き
の

一
線
が
引
い

て
あ
る
が
、
こ
れ
は
柱
と
梁
の
線
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
丼
は

す
で
に
殆
ん
ど
劉
落
し
、
現
在
の
最
高

一
・
七
〇
ｍ
で
あ
る
が
、
通
ケ
池
の
横
穴

な
ど
の
例
か
ら
見
て
、
天
丼
は
方
形

（
ほ
う
ぎ
よ
う
）
ま
た
は
四
注
（し
ち
ゅ
う
）

造
り
の
尾
根
形
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
梁
や
住
の
線
を
描
い
て
い
る

の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
玄
室
の
床
面
は
第
２
図
の
縦
断
図
に
見
ら
れ
る
ご
と
く

南
側
す
な
わ
ち
羨
道
の
人
口
に
向

っ
て
僅
か
な
が
ら
勾
配
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

は
玄
室
床
面
の
ほ
ぼ
中
央
と
四
周
に
巾

一
〇
勁
、
深
さ
二
Ｐ
三
初
の
排
水
薄
を
設

け
て
い
る
の
と
と
も
に
、
排
水
を
よ
く
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
玄
室
の
床
面
に
は

敷
石
は
全
体
に
は
な
か
っ
た
が
、
東
壁
に
沿
う
て
巾
約
四
〇
醜
内
外
、
高
さ

一
五

り
の
石
が
長
さ
約

一
・
八
〇
ｍ
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
恐
ら
く
屍
床
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

羨
道
は
玄
室
の
南
に
接
し
長
さ

一
ｍ
、
巾
玄
室
の
入
口
で
八
八
翻
、
南
端
で
六

九
勁
あ
り
、
入
国
の
方
が
狭
く
な
っ
て
い
る
。
高
さ
は
九
五
Ｍ
で
、
全
体
で
半
楕

円
形
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
口
は
重
直
で
な
く
、
上
部
が
斜
に
内
側
に
入

っ
て

お
り
、
日
は
閉
塞
石
で
密
閉
さ
れ
て
お
り
、
閉
塞
石
は
縦
に
二
枚
に
割
れ
、
内
側

の

一
枚
は
内
方
に
傾
い
て
い
た
し
、
外
側
の
石
は
二
つ
に
ヒ
ビ
が
入

っ
て
い
た
。

ま
だ
羨
道
は
玄
室
の
中
央
に
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
西
壁
か
ら
五
五
初
、
東

堅
か
ら
七
〇
初
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
い
た
。
羨
道
の
床
面
は
玄
室
よ
り
五
ど
六
翻

低
ぐ
、
か
っ
入
口
に
少
し
傾
斜
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
外
側
の
調
査
は
不
可
能

で
あ
っ
た
。

横
穴
内
に
お
け
る
遺
物
の
配
置
状
況
は
ま
た
極
め
て
興
味
あ
る
も
の
で
ぁ

っ
た
。

そ
れ
は
第
２
図
に
示
す
通
り
で
、
土
地
所
有
者
谷
口
氏
が
最
初
に
入

っ
て
採
集
し

た
須
恵
器
の
高
杯
二
個
は
、
玄
室
の
西
壁
に
近
い
奥
に
南
北
に
並
ん
で
置
か
れ
た

も
の
で
、
そ
の
位
置
は
床
面
に
底
部
の
型
が
残

っ
て
い
た
。
こ
の
型
は
、　
一
つ
は

奥
壁
か
ら
四
三
初
、西
壁
か
ら
二
七
初
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、ハ
「
一
つ
は
奥
竪
か
ら
七

〇
翻
西
壁
か
ら
二
〇
側
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
蓋
付
高
杯
で
、
何
れ
も
蓋

が
な
く
、
ま

っ
す
ぐ
に
立
て
て
あ
っ
た
。
そ
れ
で
谷
口
氏
の
眼
に
入
っ
た
わ
け
で
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あ
る
。
し
か
る
に
発
掘
の
結
果
、
こ
の
蓋
は
茨
道
の
東
壁
に
近
く
、
何
れ
も

「
ツ

マ
ミ
」
の
あ
る
外
側
を
下
に
し
て
置
い
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
発
掘
後
、
こ
の
蓋
と

身
を
合
せ
る
と
符
合
す
る
こ
と
が
解

っ
た
。
羨
道
内
に
は
他
に
遺
物
は
な
か
っ
た

が
、
玄
室
に
は
中
央
の
排
水
溝
の
西
側
に
砥
石

一
個
と
餃
具

（か
こ
）

一
個
、
お

よ
び
台
付
盤

（ま
り
）

一
個
が
あ
っ
た
が
、
台
付
盤
は
数
個
に
割
れ
て
い
た
。

写 真 3. 刀 の 出 土 状 況  (柄部が折れている)

写 真 4.刀 の 置 か れ て い る 状 態
排
水
溝
の
東
側
に
は
屍
床
の
奥
の
石
か
ら
屍
床
に
平
行
し
て
こ
れ
に
接
し
て
直

刀

一
振
が
、
柄
部
を
北
に
身
を
南
に
し
、
刃
部
を
西
に
向
け
て
置
か
れ
て
い
た
。

こ
の
刀
は
写
真
３

●
４
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
石
の
上
に
安
置
さ
れ
て
い

た
が
、
柄
部
が
目
釘
穴
か
ら
折
れ
て
斜
め
に
傾
い
て
い
た
。
恐
ら
く
天
丼
の
岩
が

落
ち
た
際
に
折
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
刀
は
錐
の
方
が
や
や
低
く
な
っ
て
い
た
が
、
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第 2図 宮崎市生目浮田横穴実測図
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柄
郡
と
先
端
と
を
石
に
戴
せ
て
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
刀
の
位
置

か
ら
も
そ
の
東
側
の
石
の
列
が
屍
床
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

直
刀
の
西
側
に
鉄
鏃
二
本
と
轡
と
が
あ

っ
た
。
鉄
鏃
は
石
の
上
に
二
本
重
な

っ
て

戴

っ
て
お
り
、
た
め
に
泥
を
か
む

っ
て
白
色
を
呈
し
、
二
重
に
寓
着
し
て
い
る
。

轡
は
鉄
製
で
、
こ
れ
も
石
の
上
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
丼
の
崩
落
で
下
に

ず
り
落
ち
た
ら
し
く
、
石
の
間
に
斜
に
入

っ
て
い
た
が
、
喰
、
引
手
、
物
の
輪
な

ど
が
割
合
に
し

っ
か
り
と
残

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
西
方
に
、
こ
れ
は
床
面
に

鉄
鏃
二
本
と
破
片
な
ど
が
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
遺
物
の
配
置
か
ら
見
て
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
た
人
は
、　
一
人
と

見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
東
側
に
配
北
に
石
が
並
べ

ら
れ
て
い
る
屍
床
の
上
に
、
頭
を
北
に
し
て
人
体
が
安
置
さ
れ
、
こ
れ
移
守
る
か

の
よ
う
に
、
直
刀

一
振
が
、
柄
を
頭
の
方
に
し
、
刃
を
外
に
向
け
て
世
か
れ
て
お

り
、
そ
の
向
う

（西
側
）
に
矢
を
交
叉
し
、
轡
が
置
か
れ
て
い
た
。

以
上
は
石
の
上
に
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
西
側
の
も
の
は
、
直
接

床
面
に
置
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
轡
の
西
方
に
矢
が
数
本
置
か
れ
、
北
壁
に
近

く
砥
石
が
置
い
て
あ

っ
た
。
こ
れ
は
各
面
と
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見

て
、
死
者
に
愛
用
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

西
壁
の
奥
に
二
個
の
番
付
高
杯
が
、
蓋
な
し
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
死
者
の

食
用
に
供
す
る
た
め
の
供
物
が
盛
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
南
方
に
台
付
紺
が

あ
る
の
と
と
も
に
、
紐
に
は
飲
み
物
が
容
れ
て
あ

っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
高
杯
の
蓋
は
羨
道
の
東
壁
に
接
し
て
、
蓋
を
開
い
た
姿
で
、
摘
み
を
下

に
し
て
二
個
と
も
並
ん
で
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
身
と
性
の
配
置
が
何
ら
か
の

宗
教
的
意
味
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
高
杯
と
繰
と
の
中
間

に
餃
具
が
あ

っ
た
が
、
鉄
製
で
凸
字
形
を
な
し
、
先
端
の
狭
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
、

こ
れ
と
か
み
合
う
受
金
形
の
円
形
の
ボ
タ
ン
状
鉄
器
が
紐
状
の
銹
着
物
と
と
も
に

く

っ
着
い
て
い
る
の
は
、
Ｃ
の
物
の
用
途
を
示
す
絶
好
の
資
料
で
、
大
き
さ
か
ら

見
て
馬
具
の

一
部
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
餃
具
の
発
見
は
本
県
で
は
珍
ら
し

い
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
環
状
彼
具
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
凸
字
形

の
餃
具
は
、
彼
具
と
し
て
全
国
的
に
珍
ら
し
い

一
例
で
熊
本
県
玉
名
郡
の

一
例
が

あ
る
が
多
少
異

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
発
掘
を
終
り
、
遺
物
を
生
目
支
所
に
預
け
、
夕
暮
れ
に
及
ん
だ
の
で

一
応
引
揚
げ
た
。

三

、
遺
　
　
　
物

つ
い
で
十

一
月
二
日
宮
崎
市
社
会
教
育
課
の
曽
根
、
吉
円
氏
ら
と
生
日
支
所
に

行
き
、
遺
物
の
実
測
調
査
を
行
な

っ
た
が
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
こ
の
吉
墳
よ

り
発
掘
さ
れ
た
遺
物
は
、
直
刀

一
振
、
轡

一
個
、
鎗
具

一
個
、
鉄
鏃
五
本
分
、
蓋

付
高
杯
二
個
、
台
付
紐

一
個
、
砥
石

一
個
で
あ

っ
た
。

以
下
こ
れ
ら
の
遺
物
に
つ
い
て
記
そ
う
。

一
、
鉄
　
製
　
品

鉄
製
品
は
直
刀

一
振
、
轡

一
個
、
搬
具

一
個
、
鉄
鏃
五
本
分
で
あ

っ
た
。

―
　
直
刀
　
総
長
九
二
勁
、
う
ち
茎
蔀
の
長
さ

一
六

・
六
初
身
長
七
五

・
四
Ｍ
で

あ
る
が
、
茎
部
は
関
の
下
ｉ

・
六
切
の
と
こ
ろ
か
ら
斜
め
に
折
れ
て
い
る
。
身

巾
五
初
、
も
ち
ろ
ん
平
造
り
で
、
錐
は
や
や
外
曲
線
を
描
い
て
い
る
。
厚
さ
○

・
八
勁
内
外
で
茎
の
巾
は
三
翻
で
あ
る
。
こ
の
刀
は
全
体
的
に
頑
丈
な
造
り
で

あ
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
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２
、
轡
　
こ
れ
も
銹
若
し
て
い
る
が
喰
と

個
く
つ
つ
い
て
お
り
、
引
手
の

一
方
は

ま
た
銃
板
は
見
当
ら
な
か

っ
た
。

写

真

５

発

据

の

連

物

３
、
餃
具

　
一
個
で
、
凸
宇
形
を
な
し
、
長
さ
七
切
、
巾
五

・
五
Ｍ
、
轡
と
同
じ

よ
う
に
丸
棒
状
の
鉄
で
作
ら
れ
て
お
り
、
鉄
の
直
径
は
○

・
七
翻
で
あ
る
。
前

に
述
べ
た
ご
と
く
、
受
金
状
の
金
具
が
銹
若
し
て
い
る
。
馬
具
の

一
部
と
思
わ

れ
る
が
、
檸
と
の
位
せ
が
違
く
離
れ
て
い
た
の
は
、
轡
が
割
れ
た
石
の
間
に
斜

に
ず
り
落
ち
た
形
で
あ

っ
た
こ
と
と
考
え
合
せ
れ
ば
或
い
は
天
丼
の
岩
が
劉
落

し
た
際
に
飛
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
台
付
器
が
割
れ
て
側
れ
て
い
た

こ
と
と
も
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

４
、
鉄
鉄
　
五
木
分
で
あ
る
。
⑪
は
長
さ

一
一
初
で
鉢
形
で
あ
り
、
②
は
長
さ

一

○

財
の
平
根
の
逆
刺
あ
る
も
の
に
長
さ
六

。
二

側
の
鉾
形
の
も
の
が
銃
若
し
て

い
る
。
０
は
長
さ

一
七
翻
の
柳
芙
式
。
こ
れ
は
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
で
は
な
い
か
と
も

思
う
が
、
刃
部
が
折
快
し
て
い
る
の
で
明
ら
か
で
な
い
。　
一
応
鉄
倣
と
見
て
お

く
。
④
は
折
供
し
て
い
る
が
、
鉾
形
で
あ
る
。

二
、
土
　
　
　
　
器

上
器
は
み
な
叙
恵
器
で
、
４
付
高
杯
二
佃
と
台
付
紳

一
佃
で
あ
る
。

―
、
盗
付
高
杯
　
こ
れ
は
な
と
身
と
よ
り
成

っ
て
い
る
。
大
き
さ
は

一
方
が
何
ミ

リ
か
大
き
い
程
度
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
社
は
直
径

一
五
翻
Ｐ

一
八
鰍
で

正
円
で
は
な
く
、
こ
と
に

一
方
は
４
に
ゆ
が
み
が
あ
る
。
高
さ
は
大
き
い
方
は

二

・
五
財
の
邪
部
に
高
さ
○

・
五
側
、
径
二
帥
の
摘
み
が
つ
い
て
お
り
、
小
さ

い
方
は
高
さ
五

・
五
側
に
高
さ
〇

・
五
銅
、
径
二

翻
の
摘
み
が
つ
い
て
い
る
。

身
も
ほ
と
ん
ど
大
き
さ
は
進
わ
な
い
。
高
さ

一
八
勁
、
う
ち
外
部

の
古向
さ

七

Ｓ
、
脚
部
？
尚
さ

一
一
翻
で
あ
る
。
外
部
は
口
径

一
四
鰍
、
そ
の
外

側

各

二

初
、
高
さ

一
例
が
、
４
が
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
張
り
出
し
て
い
る
。
脚
部
は
底
径

一
五
翻
、
界
部
と
の
接
点
の
径
四

・
五
勁
で
、
二
方
に
二
段
か
ら
成
る
短
冊
形

の
透
し
が
あ
る
。
そ
れ
で
士
を
し
た
高
さ
は
二
二

・
五
翻
と
二

一
翻
と
な
る
。

２
、
台
付
紺
　
こ
れ
も
紺
の
部
分
と
脚
と
よ
り
成
る
が
紺
部
は
高
さ
七
翻
、
日
径

一
〇

・
五
％
で
、
腹
部
が
若
干
張

っ
て
お
り
、
腹
部
の
中
央
に
巾
二
財
の
薄
い

斜
格
子
日
文
＝
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
脚
部
は
高
さ
六

・
一
朗
、
底
径

一
二

・

二
初
、
絡
部
と
の
接
点
の
径
二
制
で
あ
る
。
な
お
高
界
は
灰
白
色
で
あ
る
が
、

こ
の
台
付
絹
ば
無
灰
色
で
あ
る
。

「
揚
の
輪
」
が
二
つ
ず

つ
に
引
手
が

一

一
部
を
残
す
だ
け
で
折
損
し
て
い
る
。
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第3図 遺 物 実 測 図 (A)

写

真

５

発

掘

の

遺

物

３
、
餃
具
　
一
個
で
、
凸
字
形
を
な
し
、
長
さ
七
鰍
、
巾
五

・
五
翻
、
轡
と
同
じ

よ
う
に
丸
棒
状
の
鉄
で
作
ら
れ
て
お
り
、
鉄
の
直
径
は
○

・
七
翻
で
あ
る
。
前

に
述
べ
た
ご
と
く
、
受
金
状
の
金
具
が
銹
着
し
て
い
る
。
馬
具
の

一
部
と
思
わ

れ
る
が
、
轡
と
の
位
置
が
違
く
離
れ
て
い
た
の
は
、
轡
が
割
れ
た
石
の
間
に
斜

に
ず
り
落
ち
た
形
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
合
せ
れ
，ば
或
い
は
天
丼
の
岩
が
剣
落

し
た
際
に
飛
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
台
付
殺
が
割
れ
て
倒
れ
て
い
た

こ
と
と
も
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

４
、
鉄
鏃
　
五
本
分
で
あ
る
。
０
は
長
さ

一
一
翻
で
鉾
形
で
あ
り
、
②
は
長
さ

一

一
五
勁
、
邪
部
と
の
接
点
の
径
四

・
五
例
で
、
二
方
に
二
段
か
ら
成
る
短
冊
形

の
透
し
が
あ
る
。
そ
れ
で
蓋
を
し
た
高
さ
は
二
二
・
五
翻
と
二
一
勁
と
な
る
。

２
、
台
付
得
　
こ
れ
も
怨
の
部
分
と
脚
と
よ
り
成
る
が
得
部
は
高
さ
七
翻
、
日
径

一
〇

・
五
翻
で
、
腹
部
が
若
千
張

っ
て
お
り
、
腹
部
の
中
央
に
巾
二
翻
の
薄
い

斜
格
子
目
文
帯
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
脚
部
は
高
さ
六
・
一
翻
、
底
径

一
二
・

二
初
、
径
部
と
の
接
点
の
径
三
勁
で
あ
る
。
な
お
高
邪
は
灰
白
色
で
あ
る
が
い

こ
の
台
付
器
言
黒
灰
色
で
あ
る
。

―
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第4図 遺 物 実 測 図 (B)
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三
、
そ
　
の
　
一他

低
石
一
個
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
さ
一
二
初
、
巾
中
央
で
四
翻
、
高
さ
躊
翻
ぐ

ら
い
の
責
色
の
石
で
、
今
日
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
石
で
あ
る
。
石
灰
岩
の
一
種

で

・
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
前
に
述
べ
た
０
と
く
各
面
と
も
よ
く
使
わ
れ
て
擦
り

減
っ
て
い
る
。

四
、
遺

跡

の

年

代

こ′め
遺
跡
は
横
穴
古
墳
で
あ
る
か
ら
、
古
墳
時
代
の
末
期
、　

ヽ
奈
良
時
代
直
前
の

六
ど
七
世
紀
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
横
穴
吉
墳
と
し
て
は
首
い
形
式
で
あ
り
、

高
不
に
よ
っ
て
見
れ
ば
到
土
墳
な
ど
よ
り
出
る
も
の
よ
り
新
し
」
の
で
、
六
世
紀

の
終
り
に
近
い
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
遺
物
の
管
理
に
つ
い
て
土
地
の
所
有
者
が
生
目
中
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
で

あ
る
関
係
か
ら
同
中
学
校
に
保
管
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
希
望

で
あ
っ
た

が
、
中
小
学
校
の
遺
物
管
理
は
一
般
的
に
見
て
良
く
な
い
の
で
、
鮒
元
の
希
望
が

ヽ

あ
れ
ば
，　
一
ケ
月
内
外
の
一
定
期
間
″
限
づ
て
地
元
の
人
々
や
生
徒
に
、
市
学
校

で
涙
増
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
や
は
ｐ
県
立
博
物
館
で
保
管
す
べ
‐き
で
あ
る
指
を
市

教

々
委
の
人
に
伝
え
、
何
れ
に
し
て
ヽ
手
続
も
あ
る
の
で
、
保
管
に
つ
い
て
一
県
教

委
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
遺
物
は
市
役
所
生
一目
支
所
に
預
け
て
帰
っ
た
。
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国

富

町

飯

感

の
地
下

式

古

墳

調

査

報

告

一
、
発

見

の

動

機

東
諸
県
郡
国
富
町
大
字
須
志
田
字
飯
盛
は
本
庄
古
墳
群
の
一
部
を
な
す
飯
盛
古

墳
群
の
あ
る
と
こ
ろ
で
前
方
後
円
墳
二
基
と
円
墳
六
基
の
封
土
墳
が
指
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
地
は
須
志
田
の
東
方
で
高
さ
六
〇
ｍ
の
台
地
杉
な
し
て
い
る
が
、
こ

の
台
地
上
の
畑
に
農
業
構
造
改
善
事
業
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
二
年

一
二

月
二
六
日
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
突
然
地
下
古
墳
の
天
丼
部
が
破
壊
さ
れ
て

一

基
が
発
見
さ
れ
た
。

同
町
教
育
委
員
会
の
報
知
を
受
け
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
の
寺
原
文
化
財
係
長

と
と
も
に
出
張
調
査
を
行
な
っ
た
が
、
間
も
な
く
昭
和
四
二
年

一
月
八
日
ま
た
そ

の
東
北
方
に
、
同
様
に
し
て
さ
ら
に

一
基
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
で
同
町
教
育
委

員
会
の
報
知
を
受
け
て
同
日
出
張
調
査
し
た
。
な
お
従
来
も
発
見
さ
れ
た
こ
と
が

あ
る
ら
し
く
、
こ
こ
に
は
地
下
式
古
墳
が
群
在
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
将
来
も
発

見
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
で
発
見
の
順
に
よ
っ
て
前
者
を
飯
盛
地
下
式
第

一
号
、
後
者
移
飯
盛
地
下
式
第
二
号
と
命
名
し
以
下
発
見
の
場
合
は
こ
れ
に
準
ず

る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
飯
盛
地
下
式
第

一
号
墳

現
地
が
甚
だ
し
く
変
加
し
て
い
る
の
で
位
置
を
定
め
難
い
が
、
封
土
墳
四
六
号

噴
の
一
〇
ｍ
ぐ
ら
い
南
東
に
当
る
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
が
、
発
見
の
報
を
得

奮

石

川

恒

太

郎

た
同
町
教
育
晏
員
会
社
教
育
係
長
宮
川
久
氏
が
現
場
に
含
行
し
て
古
墳
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
、
こ
れ
を
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
に
報
告
す
る
た
め
引
き
返
し
た
留

守
に
付
近
に
住
む
町
会
議
員
の
某
氏
が
発
据
し
た
た
め
、
わ
れ
わ
れ
が
現
地
に
行

っ
た
と
き
は
玄
室
は
底
ま
で
さ
ら
え
ら
れ
て
お
り
縦
半
分
残

っ
て
い
た
頭
蓋
骨
と

鉄
器
片
な
ど
は
肥
料
を
入
れ
る
ビ
ユ
ー
ル
の
袋
に
入
れ
て
あ
っ
た
。
頭
蓋
骨
の
位

置
は
発
掘
者
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
玄
室
内
の
北
東
部
で
羨
道
の
入
国
に
近
い
場
所

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
の
遺
物
の
位
置
は
全
く
不
明
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
仕
方
が
な
い
の
で
玄
室
と
羨
道
を
測
量
し
た
が
、
こ
の
古
噴
は
第

一
Ｍ

に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
ほ
ぼ
東
西
に
方
位
し
、
西
に
玄
室
を
設
け
東
に
羨
道
が
あ

り
、
さ
ら
に
そ
の
東
に
竪
穴
が
あ
る
が
、
降
雨
の
た
め
竪
穴
を
調
査
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

玄
室
は
長
さ

一
九
〇
例
で
東
が
広
い
梯
形
を
な
し
て
お
り
、
北
壁
は
長
さ

一
九

〇
翻
、西
壁
は
長
さ
八
四
翻
、南
壁
は
長
さ

一
九
勁
四
で
東
壁
は
北
側
四
四
勁
・
南

側
三
〇
帥
で
そ
の
間
に
幅
五
六
翻
の
羨
道
が
あ
る
。
だ
か
ら
茨
道
は
中
央
よ
り
や

や
南
寄
り
に
付
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
玄
室
は
天
丼
を
破
壊
さ
れ
て
い
た
が
北

壁
は
高
さ
八
〇
翻
で
五
二
翻
ま
で
は
ほ
ぼ
垂
直
で

一
面
に
朱
が
塗
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
か
ら
上
が
傾
斜
し
て
い
た
。
恐
ら
く
天
丼
は
屋
根
形
を
な
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

茨
道
の
長
さ
は
三
二
翻
、
高
さ
六
〇
翻
で
、
そ
の
先
き
が
竪
穴
で
開
い
て
い
た

県

文

化

財

専

ll]
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が
、
抜
道
に
は
長
さ
二
〇

勁
内
外
、
巾
厚
さ
各

一
〇
切
内
外
の
堅
い
石
を
詰
め
て

閉
塞
し
て
あ

つ
た
。

遺
物
は
縦
半
分
の
頭
畜
骨
と
他
に
多
く
の
骨
片
が
あ

っ
た
。
発
堀
者
が
東
部
に

頭
が
あ

っ
た
と
い
う
か
ら
頭
を
東
に
し
て
展
葬
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

副
葬
品
は
刀

一
振
と
鍬
の
破
片

一
相
で
あ

っ
た
。
刀
は
四
片
に
折
れ
て
い
た
が
、

接
合
し
て

一
振
と
な
る
。
全
長
六
〇
翻
で
、
こ
の
う
ち
刀
身
は
長
さ
四
二

勁
、
身

巾
中
央
で
二

・
八
勁
、
厚
さ
○

・
七
翻
で
柄
部
は
巾
二
翻
、
厚
さ
○

・
五
勁
で
あ

る
。
ま
た
刀
身
部
に
は
輪
の

一
部
が
銹
着
し
て
い
る
。
鍬
は
長
さ

一
五

・
五
銅
、

刃
部
の
巾
六
効
で
外
側
が
刃
を
な
し
、
内
側
は
木
を
挿
入
す
る
よ
う
に
断
面
が
Ｖ

字
状
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
鉄
鍬
の
出
土
は
珍
ら
し
い
も
の
で
、
失
な
わ
れ

た
破
片
が
惜
し
ま
れ
る
。

（第
二
図
参
照
）

三

、
飯
盛

地

下
式
第

二
号
墳

こ
の
地
下
式
第
二
号
墳
は

一
月
八
日
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
位
置
は
地

下
式
第

一
号
墳
の
東
北
方
に
当
り
、
到
土
墳
四
七
号
の
南
側
で
写
真
１
に
人
物
の

立

っ
て
い
る
右
側
で
あ
る
。
前
回
に
土
地
の
人
に
掘
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
は

報
告
を
受
け
る
と
す
ぐ
寒
い
日
で
現
地
は
雪
で
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
急
い
で
現
場

に
行

っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
し
た
間
違
い
か
、
今
日
は
延
期
さ
れ
た
と
い
う
誤
報

が
あ

っ
た
ら
し
く
、
土
地
の
人
が
頭
畜
骨
を
移
動
し
て
ビ

ニ
ー
ル
の
袋
を
被
せ
た

後
、
近
く
を
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
で
押
し
た
た
め
壁
が
壊
れ
、
天
丼
の
上
は
玄
室
を
埋

め
、
し
か
も
玄
室
全
体
が
崩
れ
か
け
て
い
て
多
少
危
険
を
感
ず
る
状
態
で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
に
前
に
土
地
の
人
が
ビ

ニ
ー
ル
を
被
せ
て
お
い
た
と
い
う
頭
蓋
骨
す
ら

埋
ま

っ
て
所
在
不
明
と
な

っ
て
い
た
。

こ
の
古
墳
は
ほ
ぼ
南
北
に
方
位
し
て
営
ま
れ
、
北
方
に
竪
穴
と
羨
道
を
造
り
そ

の
南
に
玄
室
を
造

っ
て
い
た
が
、
竪
穴
と
羨
道
と
は
見
る
こ
と
が
で
き

な

か

（ノ

た
。
玄
室
は
南
壁
の
長
さ

一
〇
五
勁
、
東
側
の
壁
の
長
さ

一
二
五
勁
で
、
高
さ
は

六
〇
勤
で
あ
つ
た
。
西
壁
と
北
壁
は
壊
れ
て
い
て
明
ら
か
で
な
か

っ
た
。
玄
室
の

東
壁
か
ら
四
五
勁
西
方
、
南
壁
か
ら
八
〇
翻
北
方
の
と
こ
ろ
に
床
面
に
下
顎
骨
と

歯
の
あ
る
所
が
あ

っ
た
か
ら
頭
盗
骨
は
こ
こ
に
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
す
る

と
そ
の
北
方
で
ビ
ニ
ー
ル
を
下
に
政
い
た
頭
蓋
骨
が
現
わ
れ
た
が
、
土
地
の
人
は

上
に
埋
ら
ぬ
よ
う
に
ビ
ニ
ー
ル
を
被
せ
た
と
い
う
か
ら
、
ブ
ル
の
震
動
で
転
倒
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
割
に
骨
は
痛
ん
で
い
な
か
っ
た
。

副
葬
品
は
そ
の
南
方
の
南
壁
か
ら
四
〇
初
北
、
東
壁
か
ら
二
〇
勁
西
の
所
に
鉄

鏃

一
本
が
刃
を
南
に
向
け
東
壁
に
併
行
し
て
置
か
れ
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
鉄
鏃
は
鉾
形
の
平
根
式
で
竹
の

一
部
を
残
し
総
長

一
八

・
七
勁
、
こ
の
う
ち

五

・
六
切
は
柄
部
矢
竹
で
竹
は
径

一
翻
で
根
は
最
広
部
の
巾
四

・
五
翻
で
あ
る
。

（写
真
２
）

四
、
古
墳

の
年
代
そ
の
他

以
上
の
ご
と
く
、
両
墳
と
も
地
元
の
人
び
と
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
た
り
用
ら
れ
た

り
し
て
、
切
角
の
発
見
が
学
術
上
に
寄
与
す
る
所
が
少
な
か
っ
た
こ
と
．は
遺
憾
で

あ
る
が
、
両
墳
と
も
頭
蓋
骨
を
ほ
ぼ
完
全
に
近
い
姿
で
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
は
、
当
時
の
人
を
知
り
得
る
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
、
人
類
学
の
専
門

家
の
鑑
定
を
求
め
る
た
め
県
立
博
物
館
に
保
存
す
る
こ
と
と
し
た
。

副
葬
品
の
う
ち
鉄
鍬
は
破
片
な
が
ら
貴
重
な
遺
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

の
古
墳
が
古
墳
時
代
後
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
刀
、
鉄
鏃

と
と
も
に
、
同
じ
く
県
立
博
物
館
に
保
存
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
二
基
と
も
地
元
の
心
な
い
人
に
よ
っ
て
充
分
な
調
査
が
出
来
な
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第 2図 飯盛地下式第 1号出土刀と鉄獄
い
状
態
と
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
、

あ
り
、
今
後
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

充
分
な
啓
蒙
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。

国
富
町
は
県
下
で
も
首
墳
の
多
い
所
で

同
町
教
委
を
通
し
て
地
方
の
人
び
と
ヘ
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第 1図 国富町飯盛地下式第 1号墳実測図

0 Im
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与 真 1.飯 藤 地 下 式 第 2号 墳

写 真 2.鉄 鏃

(人物の右側に竹の立つている所、後方は4r号古墳)
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写 真 3。 頭 蓋

写 真 4.歯 お よ び 骨 片

骨
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