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法

領

塚

古

墳

は
、　
一
本

杉

の
伊

達

家

屋
敷

、
現

在

の
聖

ウ

ル

ス
ラ
学

院

構

内

に
あ

り

、
当

時

の
学

校

長

ス
ザ

ン
ナ
・

マ
ル
チ

ン
女

史

の

ご
理
解

に
よ

り

、
市

街

地

に
あ

り

な

が

ら
今

日
ま

で
ほ

ぼ
完

全

に
保

護

さ
れ

て
き

ま

し

た
。

市

内

で
横

穴

式

石
室

を

も

つ
唯

一
の
円
墳

と

し

て
早

く

か

ら
注

目

さ

れ

て
き

ま

し

た

が
本

格

的

な
調

査

が
行

わ

れ

ず

、

そ

の
究

明

が
ま

た

れ

て
お
り

ま

し

た
。

こ

の
た

び

、
仙

台

市

文

化

財

保

護

委

員

　
氏

家

和

典

氏

の
担

当

に
よ

り

発

掘

調

査

を

実
施

し

、
数

々

の
学

問

的

成

果

を

あ
げ

て
皆

様

に

ご
紹

介

で
き

ま

す

こ
と

は
ま

こ
と

に
よ

ろ

こ
ば

し

い

こ
と

で
あ

り

、
文

化

財

の
保
護

と
研

究

に

い
さ

さ

か

で
も
貢

献

で
き

る
も

の
と
思

い
ま

す

。

な

お
調

査

終

了

後

、
特

殊

工

法

を

用

い
保

存

工

事

も

行

い
恒

久

的

保
存

を
図

り

ま

し

た
。

こ
れ

ら

一
連

の
事

業

に

ご
協

力

く

だ

さ

い
ま

し

た
関

係

者

の
皆

さ

ん

に
感

謝

の
意

を
表

し

て

ご
あ

い
さ

つ
と

い
た

し
ま

す

。
昭

　

和
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槻
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男
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ロ

一
、
緒

法
領
塚
古
墳
は
、
仙
台
市
南
小
泉
字
屋
敦

四
番
地
、
聖

ウ
ル
ス
ラ
学
院

の
構
内

に
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
横
穴

式
石
室

を
も

つ
古
墳
時
代
後
期

の
円
墳

で
あ
る

（図
版
第

一
）
。
こ
の
古
墳

の
あ
る
南
小
泉

一
帯

は
、
仙
台
平
野

の

中
心
部
を
占

め
る
地
域

で
、
弥
生
時
代
以
来
文
化

の
栄

え
た
と

こ
ろ
で
も

あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
弥
生
時
代

か
ら
古
墳
時
代

に
か
け
て
の
大
集
落
遺

跡
と
し
て
著
名

な
南
小
泉
遺
跡

は
、
こ
の
古
墳

の
東
南
方

一
二
〇
〇

メ
ー

ト
ル
付
近

に
位
置

し
て
い
る
し
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
古
式

の
大
型
前
方
後

円
墳

と
し

て
代
表
的
な
遠
見
塚
古
墳
が
遺
存

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
代

寺
院
跡
と
し
て
あ
ま
り
に
も
著
名

な
陸
奥

国
分
寺
跡

は
、
本
古
墳

の
北
方

七
〇
〇

メ
ー
ト

ル
の
地
点

に
位
置

す
る
こ
と
か
ら

い

ぅ″
て
も
、

こ
の
法
領

塚
古
墳
造
営
者

の
置

か
れ
た
環
境
の
、
政
治

。
社
会
的
価
値
と
い
う
も
の
の

一
面

を
推
測
す
る

こ
と
が
可
能

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

こ
の
古
墳

は
、
墳
上

に
古
く
か
ら

「法
領
権
現
」
の
石
碑

が
あ
る

と
こ
ろ
か
ら

「法
領
塚
」
と
名
付

け
ら
れ

て
き
た
が
、

こ
の
古
墳

の
由
来

に

つ
い
て
は
ま

っ
た
く
不
明

で
あ
る
。

こ
の
古
墳
を
、
古
墳
と
し

て
最
初

に
学
界

に
報

じ
ら
れ
た
の
は
、
笠
井
新
也
氏

で
あ
る
ら
し
く
、
考
古
学
雑

誌
第

八
巻
第

六
号

に
掲
載

さ
れ
た

「奥
羽
地
方

に
於

け
る
原

申
時
代
遺
蹟

の
概
観

」
と

い
う
論
説
が
最
初

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
笠
井
氏
が
仙
台
を
訪

れ

た
大
正
六
年
に
は
、菌
向
す
る
横
穴
式
石
室

の
玄
室
西
側
壁
の

一
部
が
崩

さ
れ

開

日
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
、
石
室
規
模
を
、
玄
室

の
長
さ
八
尺

全
一四
〇

セ
ン
チ
）
、
幅

五
尺

五
寸

全

六
五

セ
ン
チ
）
、
一局
さ
四
尺
全

二
〇

セ
ン
チ
）
、

と
測
定

さ
れ

て
い
る
。
塔
少丘
の
規
模
も
底
径

一
五
間

全
一七
メ
ー
ト
ル
）
、
一局

さ
三
間

（五

・
四

メ
ー
ト

ル
）
と
観
察

さ
れ
た
。

そ
の
後
も

こ
の
状

況
は
あ

ま

り
変
化

し
な

い
ま
ま

に
昭
和

に
お
よ
び
、
各
地

の
研
究
者

や
学
生
が
見

学

に
訪

れ
、
ま
た
東
北
大
学

で
の
考
古
学
講
義

の
実
習

に
は
、

こ
の
墳
丘

の
測
量

や
石
室

の
実
測
が
再

三
試

み
ら
れ
た

の
で
あ

っ
た
が
、
石
室

内

に

露
出

し
て
い
る
玉
石
群

の
表
面
が
ち

ょ
う
ど
外
部

の
地
表

と
同
じ

レ
ベ
ル

に
あ

っ
た
た
め
、

こ
れ
を
石
室

の
床
面

と
み
る
先
入
感
を
払
拭

し
え
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
昭
和

二
十
五
年

に
刊
行

さ
れ
た
仙
台
市
史

三
別
編

一

掲
載

の

「仙

台
市
内

の
古
代
遺
跡
」

で
は
、
伊
東
信
雄
博
士
が
、
現
存

す

る
墳
丘

の
規
模
を
東
西

二
七

メ
ー
ト
ル
、
南
北

三
〇

メ
ー
ト

ル
、
一局
さ
五

メ
ー
ト
ル
、
石
室

に

つ
い
て
は
長

さ
四

・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
幅

一
・
六

メ
ー

ト
ル
、
一局
さ

一
メ
ー
ト
ル
許

と
記
録

さ
れ

て
い
る
。

法
領
塚
周
辺

の
土
地

は
か
っ
て
伊
達
家

の
家
臣
佐

々
家

の
屋
敷

で
あ
っ
た

が
、
明
治
初
年
伊
達
屋
敷

に
転

じ
、そ
れ
が
さ
ら

に
昭
和

二
十
九
年

に
、
聖

ウ
ル

ス
ラ
学
院

に
わ
た
り
、
こ
こ
に
学
校

が
建
設

さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
学
校
建
設

に
伴

い
、
法
領
塚
古
墳

は
ま
さ
に
壊
滅

の
危
機
を
迎

え
た
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の
で
あ

っ
た
が
、
実

は
聖

ウ
ル
ス
ラ
学
院

ス
ザ

ン
ナ

・
マ
ル
チ
ン
校
長

の

全
く

の
善
意

に
よ

っ
て
破
壊
を
免

れ
、
校
地

の

一
隅

に
残

さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た

の
で
あ
る
。

爾
来

一
〇
数
年
、
石
室

東
壁

一
部

の
自
然
崩
壊

や
天
丼
石
落
盤

の
危
険

性

が

で
は
じ
め
、
仙
台
市
教
育
委
員
会

。
仙
台
市
文
化
財
保
護
委
員
会

で

は
、
こ
の
対
策
を
真
剣

に
考
慮

さ
れ
る
と

こ
ろ
と
な

っ
た
。

こ
の
古
墳

に

つ
い
て
は
、
外
形
上

お
お
よ
そ
の
規
模
は
把
握

さ
れ

て
い

た
も

の

の
、
石
室

前
半

部

が
埋
ま

っ
た
ま

ま

で
あ

っ
た
か
ら
、
石
室

の

構
造

が
両
袖
式
玄
室
形
態
を
と
る
の
か
、
無
袖
式

の
形
態
を
と
る
の
か
さ

え
も
不
明

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
石
室

の
補
強
対
策

の
た
め
に
も
、
ま

ず
精
査
を
実
施

し

て
そ
の
実
態
を
把
握

す
る
必
要

が
痛
感

さ
れ
た

の
で
あ

フＯ
。よ

っ
て
仙
台
市
教
育
委
員
会

の
依
頼
を
う
け
た
筆
者
は
、
昭
和
四
十
五

年
二
月

一
九
日
か
ら
二
月

二
十
九
日
ま

で
の
十

一
日
間

に
わ
た

っ
て
精
査

を
実
施
し
だ
。

一
応
、
調
査
団
の
構
成
を
次

に
記
し
て
お
き
た
い
。

側
　
調
査
主
体

仙
台
市
教
育
委
員
会

修
　
調
査
担
当
者

宮
城
県
第

二
女
子
高
等
学
校
教
諭
　
　
　
　
氏
　
家
　
和
　
典

（現
在
宮
城
県
教
育
庁
技
術
主
査
）

団
　
調
査
補
助
員

東
北
学
院
大
学
学
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐

々
木
　
安

彦

″　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
野
　
　
　
進

″

　

　

　

　

　

　

大

友

賢

一

″

　

　

　

　

　

　

小

水

達

夫

″
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

結
　
城

慎

　

一

″

　

　

　

　

　

　

一局

倉

敏

明

″

　

　

　

　

　

　

宮

崎

芳

春

″

　

　

　

　

　

　

伊

藤

源

治

側
　
調
査
援
助
者

聖

ウ
ル
ス
ラ
学
院
高
等
学
校
教
諭
　
　
　
　
一
一階
堂
　
移三
　
子

社
会
部
生
徒

　
　
　
　
森

　
　
　
い
づ
み

他
四
名

働
　
墳
丘
測
量
担
当
者

有
限
会
社

・
氏
家
測
量
事
務
所
測
量
士
　
　
氏
　
家
　
　
　
孝

調
査

の
結
果
は
ま

っ
た
く
予
期
し
な
か

っ
た
新

し
い
事
実
が
判
明
し
た
。

も

っ
と
も
大
き
な
収
獲

の

一
つ
は
、石
室
床
面
と
考
え
ら
れ
て
い
た
従
来

の

面
が
、
実
は
後
世
混
入
堆
積
し
た
任
意

の
面

で
あ
り
、
本
来

の
床
面
が
そ

れ
よ
り
さ
ら
に

一
メ
ー
ト
ル
前
後
も
下
位

に
あ

っ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

-2-



こ
れ
を
墳
丘
裾
部

の
現
地
表

で
い
え
ば
、
現
在

の
地
表
さ
え
当
時
の
地
表
よ

り

一
メ
ー
ト
ル
も
高

く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
石
室

の
高

さ
が
四
尺

と
か

一
メ
ー
ト
ル
程
度

、
幅

が
五
尺

五
寸

あ
る
い
は

一
・
六

メ
ー
ト
ル
と

い
わ

れ

て
い
た
数
値

は
、
実

は
石
室
床
面

か
ら

一
メ
ー
ト

ル
に
近

い
上
方

に
お

い
て
測
定

さ
れ
た
数
値

で
あ

っ
て
、
し
た
が

っ
て
側
壁
石

の
状
況
も

「ゴ

ロ
石
を
積

み
重

ね
た
」
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
基
底
部

に
大
石

が
据

え
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
把
握

し
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
玄
室

は
両

袖
式
石
室

で
、
玄
門

に
も
大
石

が
置
か
れ
、
そ
の
前
が
羨
道

と
な
ら
ず

に

直
ち
に
前
庭
施
設

と
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
玄
室
後
半

の
床
面

に
凝
灰
岩
切

石
が
敷

か
れ

て
い
た
こ
と
な
ど
、
横
穴
式
石
室

の
構
造
上

の
問
題

か
ら

み

て
も
、
貴
重
な
学
問
的
成
果
を
あ
げ

る
こ
と
が

で
き
た
。

調
査
終
了
後
、
仙
台
市
教
育
委
員
会

は
、
早
速

、
こ
の
古
墳

の
永
久
保

存

を
は
か
る
た
め
、
仙

台

市
文

化

財

保
護
委

員

会

の
答
申

を
え

て
、
石

室

の
補
強
工
事
と
石
室

の
復
原
を
企
画
さ
れ
、
昭
和
四
十
六
年
二
月
か
ら

四
月

に
か
け

て
、
高
松
工
務
店

に
よ
る
工
事
を
実
施

さ
れ
た
。　
補
強
工
事

は
側
壁
と
天
丼
壁

に
力
点
が
置

か
れ
た
結
果
、
側
壁

の
裏
側

に

コ
ン
ク
リ

ー
ト
を
注
入
す
る
作
業
と
な

っ
た
が
、
こ
の
時
筆
者
は
立

ち
合

い
を
依
頼

さ
れ

て
、
側
壁

２
異
積

み
石

の
状
況
を
観
察

す
る
機
会
を
え
た
。

し
た
が

っ
て
本
稿

で
は
、

こ
の
補

強
工
事

の
際

の
観
察
を
も
含

め
て
以

下
報
告
を

こ
こ
ろ
み
よ
う
と
思
う
。

二
、
墳

丘

に

つ

い

て

本
古
墳
は
、
西
側

の
墳
麓
が
聖

ウ

ル
ス
ラ
学
院

の
校
舎
建
築

に
当

っ
て

一
メ
ー
ト
ル
程
度
削

り
と
ら
れ

て
、
東
西
径

二
十
六

メ
ー
ト

ル
程
度

と
な

っ
て
い
る
が
、
実

は
原
形

は
そ
れ
以
前

に
す

で
に
損

ね
ら
れ

て
い
た
模
様

で
、
伊
東
信
雄
博
士

の
仙
台
市
史
法
領

塚
古
墳

の
頂

で
は
、
南
北

三
〇

メ

ー
ト
ル
に
対

し
東
西

二
七

メ
ー
ト

ル
程
度

と
さ
れ

て
い
る
。
加

え

て
過
去

の
盗
掘

が
石
室
西
側
壁
か
ら
実
施

さ
れ
た
た
め
、
現
在

は
こ
の
部
分

の
封

土

さ
え
も
失

な
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
折

の
上

の
移
動

に
よ

っ
て
こ
の
墳
丘

の
西
南

か
ら
西
北

に
か
け
て
の
部
分
が
か
な
り
乱

さ
れ

て
い
る
よ
う

で
あ

る

（図
版
第

一
八
）
。

石
室

の
前
方
を
発
掘

し
た
結
果
、
現
在

の
地
表
下

一
・
三

メ
ー
ト

ル
で

周
涅

（＝
堀
）
へ
の
落
ち

こ
み
、

つ
ま
り
周
違

の
内
側
端

を
検
出

し
え
た
。

こ
の
落
ち
こ
み
部
分

の
上
面

が
、
ほ
ぼ
当
時

の
地
表
面

で
あ

っ
た
ら
し

い

こ
と
は
、
石
室
補
強
工
事

の
際

に
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ

レ
ベ
ル
に
お

い
て
有

機
物
を
含
む
暗
色
土
層
を
、
両
側
壁

の
外
側

で
も
確
認

し
え
て
い
る
か
ら
、

後
世

、
こ
の
法
領
塚
古
墳

の
周
辺

一
帯

が
、

一
生
ニ
メ
ー
ト

ル
程
度
も
高

く
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知

り
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
来

の
墳

丘

の
高

さ
は
、
現
在
高

に

一
。
三

メ
ー
ト

ル
程
度
プ

ラ

ス
さ
せ
た
数
値
、
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六

・
Ｏ

メ
ー
ト
ル
一団
後
と
推
定

し
え
よ
う
。

周
違

の
外
側
端

は
検
出
し
て
い
な

い
。
墳
丘

の
南
端

か
ら
六

・
八

メ
ー

ト
ル
前
方

に
は
体
育
館
が
あ
る
し
、
墳
丘

の
西
南

に
は

マ
ン
ホ
ー

ル
と
そ

れ
に
続
き
渡
り
廊
下
が
建

て
ら
れ

て
い
る
か
ら
、

こ
の
部
分

で
の
周
涅
部

幅

を
追
求
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
た
だ

一
個
所

、
墳
丘

の

東
南

に
あ
る
焼
却
炉

と
体
育
館

の
間
を
通

っ
て
塀
ま
で
約

一
八

メ
ー
ト
ル

の
空
地
が
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
地
点
を
発
据
す
れ
ば
周
違

の
外
側

端

を
検
出
し
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
こ
の
部
分

に
も
、
渡
り
廊

下

の
方

か
ら
体
育
館
北
側

を
流
れ
、
焼
却
炉

の
西
側

で
さ
ら

に
南

に
曲

る
暗

渠

が
あ
る
の
で
、
周
違
部

の
痕
跡
を
ど

の
程
度
把
握
し
う
る
か
は
ま

っ
た

く
疑
間

で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
周
違
部
内
側
端

は
、
現
在

の
墳
麓
線
よ
り
約

一
メ
ー
ト
ル
余

、

前
方

に
ず
れ
る
程
度

で
、
そ
れ
ほ
ど
著

し

い
差
違

は
示

し
て
い
な

い
。
こ

れ
を
基
準
と
し

て
墳
丘
北
側

の
墳
麓
線
ま

で
を
測
定
す
る
と
、
三

二
メ
ー

ト

ル
弱
と
い
う
数
値
が
え
ら
れ
る
。
墳
丘

は
、
外
表

か
ら
観
察

す
る
限
り
、

後
世

と
く
に
土
盛
り
を
し
た
痕
跡
を
見
出

し
が
た

い
。
よ

っ
て
本
古
墳
は
、

直
径

三
二
メ
ー
ト
ル
前
後
、
高

さ
六

メ
ー
ト

ル
程
度

の
円
墳
と
み
て
ま
ず

差
支
え
な

い
も

の
で
あ
ろ
う
。

墳
丘
を

つ
く
る
に
当

っ
て
は
、
当
時

の
地
表

に
、
そ
れ
ほ
ど
手

を
加

え

る
こ
と
な
く
、
石
室

を
築
き
、
最
後

に
天
丼
石
を

の
せ
終

っ
た
あ
と
、
粘

土
を
も
り
上
げ

て
叩
き
、
こ
れ
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ

っ
て
墳
丘
を
完
成

さ
せ
た
も
の
ら
し

い
。
地
表
面

に
石
室

を
築
い
た
こ
と
か
ら
言

っ
て
も
、
段

築
は
心
要

と
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ふ
き
石
も
使
用

さ
れ
て
は
い
な

い
。

こ
う
い
う
墳
丘
の
築
造
法

は
、
ま
さ
し
く
古
墳
時
代
後
期

の
も
の
と
い
え
る
。

二
、
石

室

に

つ

い

て

本
石
室

の
調
査

の
結
果

は
、
石
室

園

版
第

一
九
）が
意
外

に
も
大
規
模

な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
。
玄
室
内

の
両
側

に
、
そ
れ
ぞ

れ
二
個
ず

つ
据

え
置

か
れ
た
大
石

園

版
第

八

。
第
九

）
は
、
調
査
前

に
は

ま

っ
た
く
埋
没
し

て
い
た
か
ら
、
笠
井
新
也
氏
が
踏
査

さ
れ
た
折

、
そ

の

上

に
積

み
上
げ
ら
れ
て
い
た
安
山
岩

の
自
然
石
し
か
観
察

で
き
な
か

っ
た
わ

け
で
、
ゴ

ロ
石
を
積

み
重

ね
た
石
室

と
し
か
映

じ
ら
れ
な
か

っ
た
の
も
無
理

か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
石

の
上
辺

あ
た
り
を
も

っ
て
石
室
床
面

と
判

断

さ
れ
た
理
由

に
は
、
こ
の
あ
た
り
が
現
在

の
地
表

と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
に

な

っ
て
い
た

こ
と
、
石
室
内

に
堆
積
し
て
い
た
玉
石
が
ち
ょ
う

ど
石
室
床

面

に
敷

か
れ
た
床
石

に
見
え
た
こ
と
な
ど

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
調
査

前

に
は
、
筆

者
自
身
も
再

三
こ
の
石
室
内
に
入

っ
て
計
測
を
試

み
た
こ
と
が

あ

っ
た
の
に
、　
よ
も
や
こ
の
よ
う
な
大
石
が
側
壁
下
部
を
形
成
し
て
い
よ
う
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と
は
予
想
さ
え
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
大
石
が
露
出
し
た
結
果
、
奥
壁

の
一
枚
石
も
ま
た
、　
Ｔ

七
×
二
・

○
メ
ー
ト
ル
以
上
と
ｒ
９
巨
石

（図
版
第
七

。
第

一
〇
）
と
な

っ
て
露
わ
れ
、

三
個
の
天
丼
石
（う
ち
最
前
端

の

一
個
を
欠
く
Ｘ
図
版
第
九

・
第

一
〇
）
、

二
個

の
玄
門
石
（図
版
第
四
～
第

六
）
と
と
も
に
、
か
な
り
の
大
石
を
使
用

し
て
構
築
し
た
大
型
石
室

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
石
室

側
壁
に
は
、
下
位

に
据
え
ら
れ
た
大
石

の
上
に
、
原
則
と
し
て
小
形

の
自

然
石
が
使
用
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
乱
石
積
み
ふ
う
に
、
も
ち
送
り
式

に
積
み

あ
げ
ら
れ
て
天
丼

の
大
石

へ
と
接
続
し
て
い
る

（図
版
第
八
）。
玄
室
前
半

部

の
両
側
壁
に
は
大
石
こ
そ
使
用
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
積
み
上
げ

方
は
後
半
部
と
同
様

で
あ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
自
然
石

の
ほ
か
に
割

立
角
を
使
用
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
八
し
も
み
ら
れ
る
が
、
よ

く
観
察
す
る
と
、
始

め
か
ら
割
り
石
を
準
備
し
た
も

の
で
は
な
い
も

の
が

多
く
、
石
室
構
築

の
途
中

で
割
れ
た
も

の
か
、
あ
る
い
は
上
方
よ
り
の
圧

力
に
よ

っ
て
自
然

に
割
れ
た
か
の
何
れ
か
の
よ
う
で
あ
る
。

側
壁
の
前
方

に
は
、
二
個

の
大
き
な
自
然
石
を
、
門
柱
状

に
置

い
て
石

室
を
区
切

っ
て
い
る
か
ら
、
奥
壁
か
ら
こ
こ
ま

で
が
玄
室
と
な
る
わ
け
で
、

床
面

に
は
展
灰
岩

の
切
石

（図
版
第
六
）
が

一
枚
置
か
れ
、
梱
石
と
し
て

の
役
割
り
を
果
し
て
い
る
。

玄
室
床
面
上
に
は
、
そ
の
奥

の
半
分

に
厚
さ
、二

〇
セ
ン
チ
前
後

の
凝
灰

岩

の
切
石
が
計

一
一
枚
敦
き
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
奥
壁
裾
部
か
ら

こ
の
凝
灰
岩
切
石
の
最
前
端
ま
で
の
距
離
が
、
玄
室
奥
行
の
ち
ょ
う
ど
半
分

に
な
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
た
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
当
初

は
こ
の
部
分

に
遺
骸

が
安
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
下
に
は
玉
石
が
敷
か
れ
て
い
る
か
ら
、

疑
灰
岩
切
石
を
敷
く
作
業
中

に
、
あ
る
い
は
遺
骸
安
置

の
際
に
割
れ
る
も
の

も
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
左
奥
壁
沿
い
の
二
枚

や
、
右
側
壁
沿

い
の

一枚
な
ど
は
、
寸

た
ら
ず
の
と
こ
ろ
を
埋
め
あ
わ
せ
た
よ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ

四
隅
の
角
が
す
リ
ヘ
っ
て
い
る
Ｇ
凶
版
第

一
一
）
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の

凝
灰
岩

は
、
側
壁

の
大
石
が
据
え
置
か
れ
た
あ
と
に
敷

き
並

べ
ら
れ
た
こ

と
明
自

で
あ
ろ
う
。
玄
室
前
半
部

の
、
凝
灰
岩
敷
石
下
に
あ
る
砂
利
層
と

同

一
レ
ベ
ル
の
上
面

に
は
、
凝
灰
岩

の
粉
末
が
薄
く
分
布
し
て
い
た
か
ら
、

疑
灰
岩
敷
石
を
搬
入
す
る
際

の
粉
末

で
ぁ
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
の
な

い
と
こ
ろ
で
、
こ
の
凝
灰
岩
切
石
を
敷
く
段
階

で
は
、
奥
壁
石
は
も
と
よ

り
両
側
壁

の
大
石
も
据
え
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測

で
き
よ
う
。

玄
室
前
半
部
分
床
面

の
、
石
室
完
成
時

に
お
け
る
玉
石
敷

の
レ
ベ
ル
が

ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
は
、

遺
憾

な
が
ら
把
握
し
え
な
か

っ
た
。

そ
れ
は
か
な
り

に
多
く

の
玉
石
が
、
こ
の
部
分

の
み
な
ら
ず
疑
灰
岩
敷
石

の
上

に
ま
で
堆
積
し
て
い
た
か
ら
で
、
後
世
天
丼
石
最
前
端

の
も

の
（現

在
欠

け
て
い
る
）
が
と
り
は
ず
さ
れ
て
盗
掘
が
行
な
わ
れ
た
際
、　
そ
こ
か

ら
側
壁
石
の
崩
壊
に
伴

い
裏
積
み
石
が
落
ち
こ
ん
だ
ら
し
い
こ
と
、
そ
の
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他

に
も
側
壁

の
自
然
落
下

に
伴

い

つ
め
こ
ま
れ
た
玉
石

や
裏
積
石
が
落
下

堆
積
し
た
こ
と
、
加
え

て
西
壁
中
央

の
上
半
部

か
ら

の
再

三
に
わ
た
る
盗

掘

が
玄
室
内
部
を
か
な
り
に
撹
乱

さ
せ
て
い
た

こ
と
な
ど
に
も
と
づ
く
も

の
で
、
布

目
瓦
片

や
寛
永
通
宝
錢
ま

で
が
、
疫
灰
岩
敷

石
上
面

レ
ベ
ル
の

近
く
ま

で
混
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
石
室
完
成
時

に
は
、
凝
灰
岩
敷
石

と
梱
石
が
あ
る
程
度
露

わ
れ
る
程
度

に
、
石
室
前
半
部
床
面

に
玉
石
が
敷

か
れ

て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

凝
灰
岩
敷
石
部
分

の
奥
部

に
は
、
径

六
〇
×
八
〇

セ
ン
テ
程
度

の
穴

（図

版
第

一
二
）
が
あ
け
ら
れ

て
い
る
。
筆
者
ら

の
調
査

の
際

に
は
、
こ
の
穴

部

に
側
壁

の
石

が
落
ち
こ
ん

で
い
た
が
、
穴
部
端

の
削

り
具
合

か
ら

み

て
、

後

に
あ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が

い
の
な

い
と
こ
ろ

で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
横
穴

な
ど

に
よ
く

み
ら
れ
る
火
葬
骨

の
埋
納

が
後

に

行
な
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

玄
室

の
規
模
は
結
局
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

奥
行
　
　
奥
壁
か
ら
玄
門
東
石
後
端
ま

で
　
　
　
　
　
五
七
六

セ
ン
テ

奥

壁
か
ら
玄
門
西
石
後
端

ま

で
　
　
　
　
　
五
六
七

セ
ン
チ

奥

壁
か
ら
梱
石
後
端
ま

で
　
　
　
　
　
　
　
五
七
四
セ
ン
チ

奥

壁
か
ら
梱
石
前
端
ま

で
　
　
　
　
　
　
　
五
九
八

セ
ン
チ

奥

壁
か
ら
疑
灰
岩
敷
石
前
端

ま

で
　
　
　
　
二
八
〇

セ
ン
チ

幅
　
　
　
奥

壁
沿

い
の
幅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九

セ
ン
チ

凝
灰
岩

敷
石
前
端
沿

い
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五

セ
ン
テ

玄
門
両
側
石
後
端
沿

い
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一八

セ
ン
チ

高

さ
　
　
奥
壁
沿

い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

セ
ン
チ

こ
こ
で
興
味
深

い
の
は
、
玄
室
奥
壁
沿

い
の
幅

と
高

さ
の
数
値

が
ほ
ぼ

一
致

す
る
と

い
う
現
象

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
何
ら
か
の
基
準
数
値

を
示

す

も

の
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
基
準
と
す
れ
ば
、
凝
灰
岩
敷

石
部
分

の
長

さ
は
そ
の

一
・
五
倍

と
な
り
、
玄
室
奥
行

は
三
倍

と
な
る
。

こ
の
玄
室

を
構
築

す
る
に
当

っ
て
、　
一
定

の
企
画
が
存

し
た
こ
と
を
物
語

る
も

の
で
あ
ろ
う
。

玄
門
部

は
、
大
石
を
内
側

に
突
出

さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
門
柱

と
し

て

の
役
割

り
を
与

え
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
門
柱
上

に
ど

の
よ
う
な
石
組

み
が

積

み
あ
げ
ら
れ
た
か
は
ま

っ
た
く
不
明

で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
玄
門

の

高

さ
と
し
て
、
西
門
柱

の
高

さ

一
二
五

セ
ン
チ
以
上
あ

っ
た
こ
と
は
推
測

で
き
る
。
玄
門
幅

は
、
そ
の
一削
端

に
お

い
て
七
八
セ
ン
チ
、
露々
踊
で
八
八
セ

ン
テ
と
な
る
。
奥
行

は
、
玄
門
石

そ
の
も

の
の
厚

さ
と
な
る
わ
け

で
、
東

石

で
は
二
四

セ
ン
チ
、
西
石

で
は
三
四

セ
ン
テ
程
度

で
あ
る
。
玄
門
閉
塞

に
は
、
小
石
と
粘
上
が
用

い
ら
れ

て
い
た
よ
う

で
あ
る

（図
版
第

二
～
第

四
）
。
小
石
を
並

べ
て
は
粘
土
を

の
せ
て
固
め
、
そ
れ
を
く
り
か
え
す
と

い

っ
た
よ
う
な
も

の
の
よ
う
に
観
察

し
た
。
福
島
県
福
島
市

の
甲
塚
古
墳↑
が

よ
う
な
板
石
を
と
く

に
使
用
し
た
痕
跡

は
な

い
。
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玄
門

の
前
は
、
本
古
墳
の
場
合
、
羨
道
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は

こ
の
部
分
に
天
丼
石
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
側
壁

の
積

み
石
の
高
さ
も
前
方

に
移
る
に
し
た
が

っ
て
低
く
さ
れ
て
お
り
（図
版
第
五
）
、

加
え
て
こ
の
部
分
に
は
裏
積

み
石
が
ま

っ
た
く
使
用
さ
れ
て
い
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
割
り
石
も
使
用
さ
れ

て
い
る
が
積

み
石
は
、
玄
門

前
を
飾
る
た
め
に
そ
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。

つ
ま
り
こ

の
部
分
は
羨
道
部

で
は
な
く
前
庭
施
設
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
玄
門

沿

い
で
の
こ
の
幅
は

一
二
四
セ
ン
テ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
石
事
の
状
況
に
つ
い
て
は
以
上

の
通
り
で
あ
る
が
、
最
後
に
本

古
墳

の
築
造
順
序

に

つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
本
古
賛
を
築
造
す
る

に
当

っ
て
は
、
石
事
か
ら
造
ら
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
の
な
い
こ
と
で
あ

る
が
、
石
室
構
築

の
順
序
は
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
地
表
面

の
整
地
↓
②
奥

壁
石
並
び
に
側
壁
大
石
を
据
え
る
↓
③
玄
室

奥
半
部

に
玉
石
を
敷

き

つ
め
、
そ
の
上

に
疫
灰
岩
切
石
を
置
く
↓
④
玄
室

の
平
面
構
成

に
必
要
な
側
壁
前
半
下
部

の
石
を
位
置
さ
せ
る
↓
⑤
玄
門
石

を
置
く
↓
⑥
側
壁
石
を
持
ち
送
り
式
に
積

み
あ
げ
、
そ
れ
と
併
行
し
て
裏

積
み
に
な
る
玉
石
を
築
き
あ
げ
な
が
ら
粘
土

で
固
め
、
外
側
が
緩
傾
斜
面

に
な
る
よ
う
に
土
を
盛
る
↓
⑦
緩
傾
斜
面
上
を
天
丼
石
が
運
ば
れ
天
上
部

に
の
せ
る
↓
⑥
一頓
丘
の
築
造
↓
③
前
庭
施
設
を
造
る
。

こ
の
う
ち
③

は
、
あ
る
い
は
④

の
あ
と
に
な

っ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い

が
、
⑤
）の
一則
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
周
違
部
は
⑥

の
作
業

こ
ろ
か
ら
造
ら
れ
始
め
た
も
の
と
考
え
て
よ

い
か

も
し
れ
な
い
。四

、
出

土

遺

物

本
石
室

は
、
か
な
り
古

い
時
期

に
開

口
し
、
加

え
て
再

三
盗
据

の
厄

に

ぁ

っ
て
い
る
の
で
、
副
葬
品

の
殆
ん
ど
は
そ
の
折
石
室

内
か
ら
持

ち
去
ら

れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
今
回

の
調
査

で
発
見

で
き
た
遺
物

は

ま

こ
と
に
微

々
た
る
も

の
で
あ

っ
た
。
青
銅
製
品

片

一
点
、
鉄
製
馬
具
く

つ
わ
片

二
点

、
直
刀
片

一
点

、
そ
の
他
鉄
製
品
片

四
点

、

コ
ハ
ク
玉
片

一

点

、
土
師
器
片

七
点

、
須
恵
器
片

三
〇
点

、
布

目
瓦
片

二
点

、
寛
永
通
宝

錢

一
枚

、

こ
れ
ら
が
本
古
墳
か
ら

の
す

べ
て
で
あ
る
。

い
　
青
銅
製
品

（図
版
第

一
七
）

玄
室
中
央
部
、
凝
灰
岩
敷
石
前
端

の
前
方
、
東
側
壁
近
く
、
ち
ょ
う
ど

疑
灰
岩
敷
石
下
に
敷

か
れ
た
砂
利
層

の
上
面
あ
た
り
か
ら
出
上

し
て
い
る
。

六
・
五
×
五

・
五
セ
ン
チ
位

の
破
片

で
、
ふ
く
ら
み
を
も

っ
て
い
る
が
、

厚
さ

一
・
五
ミ
リ
位

の
も

の
で
あ
る
か
ら
容
器
と
は
思
え
な
い
。
鋲
ど
め
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の
痕
も
な

い
の
で
用
途

は
不
明

で
あ
る
。
鍍
金

の
あ
と
は
残

っ
て
い
な
い
。

ω

　
鉄
製
く

つ
わ
片

（図
版
第

一
七
）

一
点
は
玄
室
内
玄
門
部
近
く
の
砂
利
層
中
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
建

の

部
分

で
あ
る
が
砂
利

に
さ
び

つ
い
て
実
測
さ
え
難
か
し
い
状
態

で
あ
る
。

他

の

一
点
は
青
銅
製
品

の
近
傍
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
引
手

の
部
分
に

当
ろ
う
か
。

９
　
そ
の
他
の
鉄
製
品
片

（図
販
第

一
七
）

直
刀
の
切
先
の
部
分
長
さ
八

・
五
セ
ン
チ
、
幅
二

・
五
セ
ン
チ
程
度
の

も
の
が

一
点
、
そ
の
他
鉄
鏃
の
よ
う
な
も
の
四
点
が
玄
室
内
か
ら
出
上
し

て
い
る
。

僻

　

コ
ハ
ク

玉
片

半
欠
位

の
も

の
で
あ
る
が
、
復
原
す
れ
ば
幅

一
・
五

セ
ン
チ
、
長

さ
三

セ
ン
チ
程
度

の
も

の

一
点

が
玄
室
内

で
玄

門
近
く

の
床
面
部

よ
り
出
土

し

て
い
る
。

９
　
土
師
器
片

丸
底
系
内
黒
不
の
破
片

一
点
、
糸
切
郷
の
細
片

一
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

と
く

に
糸
切
不
細
片

は
、
凝
灰
岩
敷
石
下

の
砂
利
層

と
同

一
レ
ベ
ル
の
玄

室
前
半
部
分
か
ら
検
出

さ
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
盗
掘

は
床
面

の
深
部

に

ま

で
お
よ
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
須
恵
器
片

（図
版
第

一
七
）

大
甕

の
破
片
が
殆
ん
ど

で
、
他

に
長
頸
壺

の
体
部
破
片
が
二
点
程
含
ま

れ
て
い
た
。
大
甕
破
片

２
晏
に
は
、
い
わ
ゆ
る
弧
形
も
し
く
は
円
形

の
た

た
き
目
が
印
さ
れ
て
い
る
。
日
縁
部
外
側

に
波
形
を
描
く
も
の
も
数
点
検

出
さ
れ
て
い
る
。

●
　
布
目
瓦
片

筒
瓦
の
破
片

一
点
と
、
平
瓦
の
破
片

一
点
で
あ
る
が
、
凝
灰
岩
敷
石
面

よ
り
は
上
方
に
お
い
て
出
土
し
て
い
る
。

９
　
寛
永
通
宝
錢

凝
灰
岩
敷
石
面
よ
り
は
上
方
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
も

盗
掘
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
の
証
拠
と
な
ろ
う
。
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五
、
築

造

年

代

法
領
塚
古
墳

の
築
造
実
年
代
が
、
具
体
的
Ｌ
言
っ
て
何
時
頃
で
あ
る
か
を

判
断
す
る
こ
と
は
、
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
古
墳
が
、
当
初
か

ら
家
族
墓
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
上

に
、
再

三
に
わ
た
り
盗
据

の
厄

に
あ

っ
て
い
る
か
ら
、
偶
然

に
遺
存

し
て
い
た
副
葬
品
を
も

っ
て
、
年
代
決
定

の
要
因
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
年
代
決
定

の

資
料

に
な
り
う
る
も

の
と
し
て
土
師
器
丸
底
郵
片

会
小良
期
）
、
同
糸
切
郷

細
片

卒

安
期
）
、
須
恵
器
長
頸
壺
体
部
片

奈

良

・
平
安
期
）
と
い
っ
た

よ
う
な
遺
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
も

っ
て
石
室

の
築
造
時
期
が
奈
良
時
代
だ
と
か
、
平
安
時
代
だ
と
か
判
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
出
土
遺
物
が
こ
の
程
度

の
も

の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
本
古
墳
築
造

の
年
代
を
考
え
る
上

に
お
い
て
、
石
室

の

構
造
と
か
、
墳
丘
と
の
関
係
と
か
を
、
重
要
な
資
料
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
も
ま
た
横
穴
式
石
室
自
体

の
編
年
研
究
が

確
立
し
て
い
な
い
現
在
、
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
よ

っ
て
こ

こ
で
は
、
ま
ず
、
法
領
塚
古
墳

に
み
ら
れ
る
特
徴
と
い
っ
た
よ
う
な
も

の

を
摘
出
し
、
そ
れ
と
他

の
調
査
研
究
済

み
の
吉
墳
と
の
比
較
検
討
を
試

み

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
領
塚
古
墳

の
編
年
的
位
置
を
考
え
て
み
る
こ
と
に

し

よ

う

。

第

一
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ム
石
室
奥
壁
が
墳
丘

の
中
央
部

に
位
置
し

な
い
で
、
か
な
り
前
方

に
ず
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（図
版
第

一

（２
）

八
）
。
東
北
地
方

の
古
墳

で
も
福
島
県
須
賀
川
市
の
蝦
夷
塚
古
墳
、
い
わ
き

市
の
金
冠
塚
古
郎
甘
宮
城
県
大
和
町
の
鳥
屋
古
軍
庁

ど
は
、
石
室
奥
壁
を

墳
丘
中
央
部

に
位
置
さ
せ
る
と
い
う
原
則
を
踏
襲
し
て
い
る
し
、　
宮
城
県

古
川
市
塚
原
古
墳
瀬
庁

ど
も

こ
れ
に
近
い
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
福
島
県
鹿

島
町
真
野
寺
内

二
四
号
野
奮

、
宮
城
県
丸
森
町
四
反
田
古
野
ゞ

同
角
田
市

大
久
保
古
坪

，
同
色
麻
村
上
郷
古
節
ず

ど
に
は
こ
の
原
則
は
適
用
さ
れ
て

い
な
い
し
、
東
北
北
半
部

の
い
わ
ゆ
る
変
形
末
期
古
墳

で
は
全
く
無
視
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
真
野
吉
墳
諏
ざ

は
、
寺
内

二
四
号
墳
を
除
く
多

く
の
古
墳
が
、
組
み
合
わ
せ
箱
式
石
棺

や
竪
穴
式
石
室
形
態
を
と

っ
て
い

る
こ
と
か
ら
推
す
と
、
こ
こ
で
は
横
穴
式
石
室
形
態
を
採
用
し
た
最
初

の

も

の
が
寺
内

二
四
号
墳

で
あ
る
と
解
釈

で
き
る
し
、
宮
城
県
角
田

・
丸
森

地
方

の
古
墳
瀬
〆

場
合
も
、
そ
の
多
く
が
箱
式
棺
や
竪
穴
式
系
統
の
石
室

で
あ
・る

こ
と
を
考
え
る
と
、
横
穴
式
石
室
出
現
期

の
比
較
的
古

い
も

の
が

四
反
田
古
墳
や
大
久
保
古
墳
と
推
測

で
き
よ
う
。
上
郷
古
墳
群

で
も
同
様

で
、
一
〇
九
号
墳
出
上
の
須
恵
器
邦
な
ど
に
よ

っ
て
、
七
世
紀
中
葉
頃

に
そ

の
盛
期
が
置
か
れ
る
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
地
域
で
は
こ
れ
ら
の
古
墳
を
も

っ
て
横

穴
式
石
室
出
現
当
初
期
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
北
地
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方
北
半
部

の
変
形
末
期
古
墳
群

に
お
い
て
は
、

こ
れ

以
外

に
横
穴
式
石
室

形
態
を
と

る
も

の
が
な

い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、

ま
た
こ
れ
自
体

が
横
穴

式
石
室

の
機
能

を
果
し

て
い
な

い
点
か
ら
考
え
て
も

、
横
穴
式
石
室
構
築

法
が
正

し
く
伝

え
ら
れ

て

い
な

い
結
果

で
あ

っ
て
、
原
則
が
守
ら
れ

て
い

な
い
の
は
む

し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
横
穴
式
石
室
形

態

の
東
北
地
方

に
お
け
る
在
り
方

か
ら

み
れ
ば
、
法
領
塚
古
墳
も
ま
た
仙

台
平
野
中
心
部

に
お
け
る
、
横
穴

式
石
室

出
現
当
初
期

の
も

の
と
解

す
る

こ
と
が
可
能

と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第

二
に
指
摘

で
き
る
特
徴

は
、
主
体
部

の
石
室

が
羨
道
を
欠

い
て
、
玄

室

と
前
庭

か
ら
成

る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例

は
東
北
地

方

で
は
珍
ら
し

い
こ
と

で
、
福
島
市

の
甲
塚
古
墳
と
福
島
県
鹿
島

町

の
横

手
１
号
墳
が

こ
れ
に
該
当

し
そ
う

で
あ
る
。
甲
塚
古
墳

は
、
奥
壁

に
大
石

を
据

え
両
側
壁

に
は
切
石

で
も

っ
て
乱
石
積

み
ふ
う
に
築
き
上
げ
、
玄
門

に
は
凝
灰
岩
質

の
切
石
を
立

て
た
横
穴
式
石
室

で
発
掘
担
当
者

の
梅
宮
茂

氏

は
羨

道

が
破

壊

さ
れ
た
と
解

さ
れ

て
い
る
が
、
あ
る
い
は
羨
道

を
欠

く
形

態

の
も

の

で
あ

っ
た

の
か
も

し
れ
な

い
。
し
か
し
遺
憾

な
が
ら

こ

の
甲
塚
古
墳

も
ま
た
、
具
体

的

に
年
代

を
決

定

す
る
土
器
類

に
欠

け
て

い
る
。
横

手

１
号

墳

の
場

合

は

か
な
り
に
趣

き
を
異

に
し
て
い
る
。
く

わ
し

い
報
告

は
未
だ
な
さ
れ

て
い
な

い
が
、
福

島

県
史

考

苗
資
料

編

に

よ
る
と
主

軸

三
〇

メ
ー
ト
ル
程
度

の
小

型
前
方

後

円
墳

で
、
後

円
部

に

位
置

す

る
石
室

は
、
写

真

で
み
る
限

り
に
お

い
て
、
幾

つ
か
の
切
石

か

ら
な
る
、
幅

一
六
〇

セ
ン
チ
位

の
箱
状

の
横
穴
式
石
室

で
あ

っ
た
ら
し
い
。

こ
れ
に
は
玄
門
部

と
そ
の
板
状
閉
塞
石

は
確

か
に
存

す
る
が
、
羨
道

は
な

い
も
よ
う

で
あ
る
。
真
野
寺
内

二
四
号
墳
な
ど

の
小
型
前
方
後
円
墳

に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
東
北
地
方
南
半
部

で
は
、
小
型
前
方
後
円
墳
が
古
墳
時

代
後
期

の
初
頭

か
ら
前
半

に
か
け
て

つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら

考

え

て
、

こ
の
横
手

１
号
墳

の
石
室
も
ま
た
、
過
渡
期

で
あ
る
横
穴
式
石

室
出
現
当
初

の
も

の
と
推
定

す
る
こ
と
が
可
能

に
思
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
他
方

に
お

い
て
、
横
穴
式
石
室
研
究

の
進
ん

で
い
る
群
馬
県
地
方

で

は
、
羨
道
を
欠
く
、
横
穴

式
石
室

が
出
現
す
る
時
期

は
か
な
り
に
遅
れ
る

ら
し

い
。

群
馬
県
地
方

で
、
羨
道
を
欠
き
、
玄
門
前
が
た
だ
ち
に
前
庭
と
な
る
よ
う
な

石
室
を
も
つ
古
墳
は
数
少
な
く
、
現
在
の
段
階

で
は
虚
空
蔵
塚
古
墳
と
蛇
穴
山

古
墳
が
あ
げ
ら
れ
頴
ビ
す
ぎ
な
い
も
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら

二
基

の
吉
墳

は
、

尾
崎
喜
左
雄
博
士

に
よ
る
と
、
載
石
切
組
積
石
室

で
、
横
穴

式
石
室

に
お

け
る
石

材
加
工

の
極
致
を
示

す
も

の
と
言

わ
れ
、
そ
の
築
造
年
代
が
奈
良

時
代
初
頭
頃

と
推
測

さ
れ

て
い
る
。
ま
た
畿
内
地
方

で
は
、
羨
道
を
欠

く

も

の
の
の
代
表
例

と
し
て
七
世
紀
築
造

と
解

さ
れ
な
牽
牛
子
塚
古
墳
が
よ

ぐ
引
用

さ
れ
る
が
、

こ
れ
ま
た
石
材
加
工

の
技
術

と
し

て
は
横
穴
式
石
室

の
終
末
期

の
姿

を
呈

し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
も
し
法
領
塚
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古
墳
が

こ
れ
ら

の
古
墳
な
ど

の
影
響
を
受

け
た
と
解

す
る
な
ら
ば
、
そ
の

築
造
年
代

は
か
な
り
お
く
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
横
手

１
号
墳

の
よ
う
な
東

北

の
竪
穴
式
石
室
系
統

の
も

の
の
伝
統
を
強

く
受

け
た
と
す
る
と
、
そ
れ

ほ
ど
年
代
を
下
降

さ
せ
る
必
要
も
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
法
領
塚
古
墳
が
そ

の
何

れ
か

で
あ
る
の
か
は
問
題

と
な
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

第

二

の
特
徴

は
、
石
室

壁
面
を
築
く

に
自
然
石
を
も

っ
て
乱
石
積
ふ
う
に

持

ち
送

り
式

に

つ
み
あ
げ
る
と

い
う
原
則

に
の
っ
と

っ
て
は
い
る
が
、天
丼

壁

・奥
壁
と
と
も
に
玄
室
両
側
壁
奥
半
下
部
と
玄

門
両
側
に
は
大
石
が
使
用

さ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
石
使
用

の
古
墳

と
し

て
宮
城
県

で
は
、
丸
森
町
の
四
反
田
古
墳
、
角
田
市

の
大
久
保
古
墳
、
大
和
町

の
島

屋
古
墳
、
福
島
県

で
は
須
賀
川
市

の
蝦
夷
穴
古
墳
、

い
わ
き
市

の
金
冠
塚

首
墳
な
ど
を
代
表
的
事
例

と
し

て
あ
げ

る
こ
と
が

で
き
る
が
、
天
丼

石

・

奥
石

の
ほ
か
に
、
側
壁

に
も
大
石
を
使
用

し
て
い
る
の
は
蝦
夷
塚
古
墳

と

金
冠

塚
古
墳

で
あ
る
。
蝦
夷

塚
吉
墳

の
石
室

は
尾
崎

博

士

の
い
わ
れ
る

載
石
切
組
積

み
の
用
法

と
思
わ
れ
、
法
領
塚
古
墳

の
石
室
構
築

と
は
異

っ

て
、
築
造
年
代
が
、
下
降
す
る
と
推
定
で
き
よ
う
が
、
副
葬
品
で
あ
る
金
銅

装
頭
椎
大
刀

の
出
土

は
、

こ
の
古
墳

の
築
造
年
代
下
限
を

い
か
に
下
げ

て

も
、
奈
良
時
代
ま

で
下
降

さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
金
冠
塚
古
墳

は
、
割

り
石

と
自
然
石
を
乱
石
積

ふ
う

に
積

み

上
げ

て
い
る
が
、
両
側
壁
下
部

に
そ
れ
ぞ
れ

二
～
三
個

の
大
石
を
配

し

て

い
る
点

で
、
法
領
塚
古
墳

と
の
類
似
を
思
わ
せ
る
。
著

し
く
異
な
る
点

は
、

玄
門
石
を
配

し

て
い
て
も
無
袖
式
石
室

の
系
統

に
属
す
る
と

い
う

こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
古
墳

の
築
造
年
代
を
推
定

す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
玄
室
内

に
三
層

の
埋
葬
堆
積
が
あ
り
、
そ
の
上
層

か

ら
年
代
推
定

の
好
個

の
資
料

で
あ
る
須
恵
台
付
長
頸
壺
と
長
頸
瓶

が

二
体

の
頭
骨
と
と
も

に
そ
れ
ぞ
れ

一
個
出
土

し
て
お
り
、
そ
の
年
代

は
七
世
紀

中
葉

か
ら
後
半

に
か
け
て
の
も

の
と
推
定

で
き
る
。
中
層

か
ら
五
個

の
頭

骨
、
下
層

か
ら

二
個

の
頭
骨
と
と
も

に
多

く

の
副
葬
品

が
検
出

さ
れ

て
い

る
か
ら
、
こ
の
古
墳

の
築
造
年
代

は
お
そ
く
と
も
七
世
紀
前
半
頃

よ
り
下

降

す
る
も

の
で
は
な
さ
そ
う

で
、
六
世
紀
後
半

～
末
葉
頃

と
考
え

て
よ

い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

群
馬
県
地
方

で
は
尾
崎
博
士

に
よ

っ
て
七
世
紀
前
半

と

い
わ
れ
る
両
袖

式
玄
室

を
も

つ
観
音

塚
古
節
〆
巨
石
古
墳

の
代
表
的
事
例

と
し
て
著
名

で

あ
る
が
、
奥

壁

こ
そ

一
石

で
は
な
く
と
も
、
玄
室
両
側
壁

や
羨
道
側
壁
下

部

に
二

・
三
個

の
大
石
を
配

す
る
と

い
う
用
法

は
、
法
領
塚
古
墳

と
共
通

す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
う

い

っ
た
巨
石
古
墳

の
も

っ
と
も
代
表
的

な
も

の
は
、
奈
良

県
石
舞
台
古
墳

で

一
般
的

に
は
六
世
紀
末

～
七
世
紀
初
頭
頃

の
築
造

と
推
定

さ
れ

て
い
る
。

第

四
の
特
徴

は
、
玄
室
内
奥
半
部
床
面

に
疑
灰
岩
切
石
が
敷

か
れ

て
い

る
こ
と

で
あ
る
。
玄
室
床
面

に
凝
灰
岩
切
石
を
敷

く
古
墳
は
、
東
北
地
方
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で
は
現
在

の
と

こ
ろ
皆
無

で
あ
る
。
安
山
岩

の
切
石
を
玄
室
床
面
上

に
敷

く
群
馬
県
虚
空
蔵
塚
古
墳
な
ど
は
、
用
石
加
工

の
技
術

か
ら

い

っ
て
こ
の

後

に
続
く
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

法
領
塚
古
墳

の
玄
室
内
敷

石

の
意
味

は

二

つ
に
考

え
ら
れ
そ
う

で
あ
る
。

一
つ
は
、　
一
般
現
象

で
あ
る
玉
石

の
代

り

に
埋
葬
部

に
の
み
切
石
を
使
用

し
た
と

い
う

こ
と
。

二

つ
は
、
横
穴

な
ど

の
よ
う

に
と
く

に
遺
骸
安
置

の

た
め
の
台
床

と
し

て
の
意
義
を
強
く
示

し
た
も

の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ

と

で
あ
る
。
た
だ
興
味
深

い
の
は
、
こ
の
切
石

の
敷

か
れ

て
い
る
部
分

の
長

さ
が
、
玄
室
長

さ
の
三
分

の

一
に
当

っ
て
い
る
こ
と

で
あ

っ
て
、
も
し
後

者

で
な

い
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
後
室

と
前
室

と

い

っ
た
意
図
が
存

し
た
と

み
る

べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
床
面

に
境
石
を
置
く

こ
と
に
よ

っ
て
玄
室
内

を
区
分
し
た
例

と
し

て
は
、
東
北

で
は
金
冠
塚
古
墳
が
良

き
例

で
あ
る
し
、

群
馬
県

で
は
観
音

塚
古
墳
が

こ
れ

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
境
石
が
正
確

に
玄

室

を

三
分
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
法
領

塚
古
墳

の
石
室

が
台
床

と
し
て
の

意
味

を
強
く
う
ち
だ
す
も

の
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
東
北
地
方

に
お
け
る

横
穴

と
の
関
連
性

が
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ
な

い
が
、
展
灰
岩
切
石

の
上

面

と
、
梱
石
上
面
と
が
そ
れ
ほ
ど
の
差
移
示
さ
な
い
と

こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、

横
穴

の
影
響
を
受

け
た
と
解

す
る
よ
り
む
し
ろ
、
横
穴

の
台
床

が
法
領
塚

古
墳
石
室

の
影
響
を
受

け
た
と
解

し

て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

法
領

塚
古
墳

の
石
室

に
、
後
室

。
前
室

の
意
図

が
存

し
た
と
す
る
な
ら

ば
、
羨
道
部
を
略

す
る
と

い
う
形
態
も
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
変

っ
た
企
画

と
も
考

え
ら
れ
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

第

五
に
玄
室

の
幅

と
長

さ
の
比

が

一
対

三
と

い
う
具
合

に
、

こ
の
玄
室

が
著

る
し
く
長
方
形

を
呈

し

て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

な
長

い
石
室

の
例

を
求

め
る
と
、
東
北

で
は
こ
れ
ま
た
金
冠
塚
古
墳
く
ら

い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
確

か
に

一
対

三
の
数
値

に
な
り
そ
う

で
あ
る
。

蝦
夷
穴
吉
墳
が
左
玄

門

の
前
端

で
測

っ
て

一
対

二

・
五
、
大
久
保
古
墳
が

一
対

二

・
Ｏ
、
甲
塚
古
墳
が
実
測
図

で
測
定

す
る
に

一
対

二

。
Ｏ
か
ら

二

五
の
間

に
な
り
そ
う

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
法
領

塚
古
墳

の
石
室

が
異
常

に
長

い
こ
と
に
な
ろ
う
。
自
然
石
乱
石
積
両
袖
式
石
室

で
、

（‐４
）

一
対

三

・
Ｏ
に
な
る
よ
う
な
も

の
に
群
馬
県

の
高
塚
古
墳
が
あ
る
。

こ
の

古
墳

は
、
奥

壁

こ
そ

一
石

で
は
な

い
が
、
天
丼

・
側
壁
と
と
も

に
大
石
を

使
用
す
る
石
室

で
、
玄
室
長

六

・
五
五

メ
ー
ト
ル
、
幅

二

・
ニ
メ
ー
ト
ル

と
測
定

さ
れ

て
い
る
か
ら
、
玄
室

に
関
す
る
限
り
は
法
領
塚
古
墳
よ
り
や

や
大
き

い
程
度

で
あ
る
。
尾
崎
博
士

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
長

さ
が
幅

の
三
倍

の
数
値

に
な
る
石
室

に
は
無
袖
式
石
室

が
多
く
、
し
か
も
基
準
尺

度

が
高
一麗
尺

に
な
る
傾
向
が
強

い
と
云
わ
れ
、
古

い
様
相
を
示
す
も

の
が

あ
る
ら
し

い
。

法
領
塚
古
墳

の
基
準
尺
度

が
高
麗

尺

か
唐
尺
か
を
追
求
検
討

す
る
こ
と

も
、
編
年
的
位
置
を
考
え
る
際

に
基
礎
資
料

と
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
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古
墳
王
国
と
云

わ
れ
る
群
馬
県
地
方

と
異

な
り
、
辺
境

の
地

に
お

い
て
絶

対
的

に
正
確

な
統

一
尺
度
が
は
た
し
て
存

し
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
自
体

か

ら
疑
間

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
問
題

は
さ
け
る
こ
と
に
し
て
お
き
た

い
。

以
上

の
検
討

に
よ

っ
て
、
法
領
塚
古
墳

の
お
お
よ
そ
の
編
年
的
位
置
な

る
も

の
が
推
定

で
き
そ
う

で
あ
る
が
、
羨
道
を
欠

く
群
馬
県

の
虚
空
蔵
塚

古
墳

や
蛇
穴
山
古
墳
ま

で
下
降

す
る
こ
と
は
ぁ
る
ま

い
。
む
し
ろ
仙
台
平

野

に
お
け
る
横
穴
式
首
墳
出
現

の
古

い
時
期

で
、
福
島
県
金
冠
塚
吉
墳

と

そ
れ
程
距
た
る
こ
と

の
な

い
時
期

あ
た
り
と
考
え

て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。　
一
応

七
世
紀
初
頭
前
後
頃

と
推
測

し
た

い
が
、
群
馬
県

の
古
墳
編

年

に
あ

て
は
め
れ
ば
、
あ
る
い
は
七
世
紀
中
葉
前
後
頃

ま

で
下
降

す
る
も

の
か
も
し
れ
な

い
。

エハ
、　
結
　　　　　　　　一一一一ロ

仙
台
平
野
中
心
部
地
域

の
高
塚
古
墳

で
、
後
期

に
属
す
る
こ
と
が
明
確

な
古
墳
と
い
ぇ
ば
、
法
領
塚
首
墳
と
長

町

一
塚
古
郎
ｒ
図
版
第

一
）
の
二

基
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
る
い
は
多
く
の
群
小
古
墳
が
、
考
古
学
研
究

の
発
達
す
る
明
治
以
前

に
お
い
て
、
記
録
さ
れ
る
こ
と
な
く
破
壊
さ
れ
た

結
果

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
二
古
墳

の
み
が
最
近
ま

で
遺

存

し
て
き
た
と

い
う
現
象

の
う
ら

に
は
、
他

の
破

壊
さ
れ
易

い
群
小
古
墳

よ
り
も

こ
の
二
古
墳

の
方

が
、
規
模
も
大
き
く
、
容
易

に
は
破
壊

し
え
な

か

っ
た
こ
と
に
も

と
づ
く
も

の
で
あ

っ
た
と
解

す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
も

し
そ
の
よ
う

に
眺

め
る
な
ら
ば
、
仙
台
平
野
中
心
部
地
域

に
、

こ
の
一
一古
墳

の
他

に
後
期

の
古
墳
が
数
多

く
築
造

さ
れ

て
い
た
と
し

て
も
、
こ
の
二
古
墳
造
営
者

の
政
治

・
社
会

。
身
分
的
地
位

が
、
他

の
群

小
古
墳
よ
り
も
大

で
あ

っ
た
こ
と
を
認

め
て
よ

い
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

と
く

に
こ
の
二
古
墳

は
、
後
期

と

い

っ
て
も
同
時

に
成
立

し
た
も

の
で

は
な
く
、
竪
穴
式
石
室

に
家

型
石
棺

の
施
設
を
も

つ
長

町

一
塚
古
墳
が
古

く
、
横
穴
式
石
室

を
も

つ
法
領
塚
古
墳
が
新

し

い
の
で
あ

っ
て
、
舶
載

の

鳥
文
額
が

ど
を
副
葬

し
て
い
た
長

町

一
塚
苗
墳
は
、
副
葬
晶
上
か
ら
推
し
て

も
首
長

ク
ラ

ス
一家
族

の
奥

津
城

と
解

さ
れ
う
る
し
、
法
領
塚
古
墳

は
盗
掘

の
た
め
す
ぐ
れ
た
副
葬
品

こ
そ
検
出

で
き
な
か

っ
た
が
、
巨
石
古
墳

の
性

格

か
ら
推

し

て
こ
れ
ま
た
首
長

ク
ラ

ス
一家
族

の
奥
津
城

と
解

す
る
の
に
矛

盾

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

こ
の
二
古
墳
造
営
者

が
仙
台
平
野
中
心

部
地
域

に
お
け
る
、
年
代
を
異

に
し
た
首
長

で
あ

っ
た
と
推
測
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
同

一
系
譜

で
あ
る
か
否

か
は
遺
憾
乍
ら
明
ら
か

に
す
る
こ

と
は
で
き
な

い
。

法
領

塚
古
墳

の
築
造

さ
れ
た
七
世
紀

と

い
え
ば
、
横
穴
古
墳
が
隆
盛
期

を
迎

え
る
こ
ろ
で
、
仙
台
平
野

で
も
凝
灰
岩

の
丘
陵
崖
面

を
利
用

し
て
数
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多

く

の
横
穴

が
形
成

さ
れ
る
。

こ
う

い

っ
た
横
穴
古
墳
は
、
も
は
や
一家
族

の
墓

と
み
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
氏
族
集
団

の
集
団
墓

と
み
な
す

こ
と
が
妥

当
と
な
る
が
、
そ
の
な
か
に
と
く

に
す
ぐ
れ
た
副
葬
品

を
出
土
さ
せ
る
も

の
も
あ
り
、
そ
れ
は
中
核

と
な
る
族
長
層

の
墓

と
理
解

さ
れ

て
い
る
。
し

た
が

っ
て
こ
の
七
世
紀

に
は
、
有
力
氏
族
集
団

の
族
長
層
も
ま
た
、
横
穴

葬
制

を
採
用

し
た
こ
と
に
な
る
が
、
他
方

に
お

い
て
こ
の
時
期

に
、
古
墳

時
代
初
期
以
来

の
伝
統
を
ひ
い
て
、
巨
石
古
墳
と
も

い
え
る
仙
台
平
野
最

大

の
規
模

の
石
室

を
も

つ
法
領
塚
古
墳
が
築
造

さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
法
領
塚
古
墳
造
営
者

の
、
よ

っ
て
立

つ
政
治

。
社
会
的
地
盤

の
古

さ
、
根
深
さ
を
よ
み
と
る
こ
と
も
可
能

と
な
ろ
う
。
法
領
塚
古
墳
が
、

仙
台
平
野
中
心
部
地
域
支
配

の
首
長

ク
ラ

ス
の
墳
墓

と
推
定

し
う
る
根
拠

の

一
つ
に
な
ろ
う
か
。

こ
う

い

っ
た
こ
の
時
期

の
社
会
体
制
上

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
追
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題

で
あ
る
。
今
後

の
研
究

に
ま
ち
た

い
。

最

後

に
、
末
筆

な
が
ら
、
貴
重

な
古
墳

の
調
査
機
会
を
与

え

て
下
さ

っ

た
仙
台
市
教
育
委
員
会

、
ま
た
こ
の
古
墳
を

い
ま
ま

で
温
存

さ
れ

て
き
た

聖

ウ

ル
ス
ラ
学
院

ス
ザ

ン
ナ

・
マ
ル
チ
ン
校
長

、
調
査

に
協
力
下
さ

っ
た

各
位

に
深
謝

の
意

を
表

し

て
欄
筆
す
る
次
第

で
あ
る
。

（昭
和

四
六

・
七

・
三

一
脱
稿

）
。

誰

（１
）

福
島
県
史
６
考
吉
資
料
、
福
島
市
史
６
原
始

・
古
代

。
中
世
資
料

（２
）

福
島
県
史
６
考
古
資
料

（３
）

成
田
克
俊

。
梅
宮
茂

「勿
来
市
金
冠
塚
古
墳
調
査
概
報
」
福
島
県
文
化
財
調

査
報
告
書
第
８
集

（４
）

島
屋
八
膊
古
墳
発
掘
調
査
団

「宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町
島
屋
八
幡
古
墳
発
掘

調
査
報
告
」

（５
）

古
川
市
教
育
委
員
会
「古
川
市
塚
原
古
墳
群
」古
川
市
文
化
財
調
査
報
告
第
１

集

（６
）

註

（２
）
に
同
じ

（７
）

伊
具
郡
社
会
科
研
究
会
編

「伊
具
郡
郷
土
誌
」

（８
）

註

（７
）
に
同
じ

（９
）

伊
東
信
雄

「宮
城
県
加
美
郡
上
郷
古
墳
」
日
本
考
古
学
年
報
４

（１０
）

藤
田
亮
策

「真
野
古
墳
調
査
概
報
」
史
学
二
三
十
三

（Ｈ
）

志
間
泰
治

「宮
城
県
伊
具
郡
金
山
台
町
古
墳
群
調
査
概
報
」
歴
史
七
、
「同
第

二
輯

ｋ
プ

リ
ン
ト
版

）
、
「
同
第

二
輯
」
東
北
考
古
学

二

（・２
）

尾
崎
喜
左
雄

「横
穴
式
古
墳
の
研
究
」

（・３
）

群
馬
県
教
育
委
員
会

・
高
崎
市
教
育
委
員
会

「上
野
国
八
幡
観
音
塚
古
墳
調

査
報
告
書
」
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
集

（‐４
）

誼

（‐２
）
に
同
じ

（・５
）

伊
東
信
雄

「価
台
市
府
の
古
代
遺
跡
」
仙
台
市
史
三
別
篇

一

（・６
）

伊
東
信
雄

「考
古
学
生
か
ら
見
た
東
北
古
代
文
化
」
東
北
史
の
新
研
究
二
一
頁
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（‐７
）

氏
家
和
典

「群
集
墳
と
横
穴
古
墳
」
古
代
の
日
本
８
東
北
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法領塚古墳の位置

1遠見塚古墳, 2兜塚古墳, 3糠塚古墳,4長町二塚古墳

5長町一塚古墳, 6塚古墳,7法領塚古墳, 8善応寺横穴群

9宗禅寺下横穴群,10向山横穴群, 11陸奥国分寺跡
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版

第

二

1 法領塚古墳外形

2 玄門前発掘状況
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二

灘1鶴

1 玄門開塞状況

2 玄門閉塞状況
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四

1 玄門閉塞状況 (玄室天丼石上より撮影 )
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葵 鎧 ||:酵

2 玄門前の状況



図

版

第

五

1 前庭状況

翻

2 前庭東狽」壁状況
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六

1 玄門状況 (玄室内部より撮影)

2 梱石の状況 (玄室内部より撮影)
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1 玄室内の状況

2 玄室奥壁状況
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1 玄室東倶」壁状況

蘊
，

〓
一

2 玄室東側壁上半部の状況
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九

1 玄室西側壁状況

2 玄室天丼石の状況
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1 玄室内の状況

2 玄室床面の状況
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1 玄室床面部凝灰岩敷石の状況 (東側壁近 く)

2 玄室床面部凝灰岩敷石の状況 (西奥隅近 く)
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〓

一

1 玄室凝灰岩床面部の状況

2 玄室凝灰岩床面部の穴の状況
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〓
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1 玄室西側壁裏積み石の状況

2 玄室西側壁裏積み石の状況
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四

1 玄室西側壁裏積み石の状況

2 玄室西倶」壁裏積み石の状況 (玄門部近 く)
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五

玄室東側壁裏積み石の状況
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1 玄室東側壁裏積み石の状況

2 玄室東側壁裏積み石の状況
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出土遺物

1馬具くつわ喰,2馬具くつわ引手, 3直刀の切先部分,4青銅製品破片

5～ 8須恵器甕口縁部破片,9須恵器甕体部破片 (表 )

10須恵器甕体部破片 (裏 )
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法領塚墳丘実測図
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法領塚石室実測図
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