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長

崎

な
が
さ
き
の

鼻は
な

古
墳

こ

ふ

ん 
 【

古
墳
の
立
地
に
つ
い
て
】 

屋
島
先
端
、
瀬
戸
内
海
に
突
き
出
た
長
崎
ノ
鼻
は
、
瀬
戸
内
海
へ
の
眺
望
に
優
れ
、
長
崎
鼻
古
墳
は

そ
の
す
ぐ
裏
側
に
あ
た
る
標
高
５
０
ｍ
の
尾
根
上
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
、
屋
島
北
嶺
よ
り
北
に
派
生

し
た
尾
根
が
東
へ
方
向
を
変
え
る
部
分
に
あ
た
り
、
前
方
部
を
山
側
に
、
後
円
部
を
海
側
へ
向
け
て
古

墳
は
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
は
尾
根
を
最
大
限
利
用
し
て
造
ら
れ
て
い
る
た
め
、
古
墳
の
長
さ
や
前

方
部
の
幅
な
ど
に
比
べ
て
後
円
部
の
幅
が
や
や
狭
く
窮
屈
な
印
象
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
前
方
後
円
墳

に
葬
ら
れ
る
人
物
は
、
そ
の
地
域
を
治
め
た
有
力
な
豪
族
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
自
分
が
治
め
て
い
た

地
域
が
見
渡
せ
る
小
高
い
山
の
上
に
造
ら
れ
る
の
が
普
通
で
す
が
、
こ
の
古
墳
か
ら
見
渡
せ
る
場
所
は
、

緑
豊
か
な
平
野
で
は
な
く
、
備
讃
瀬
戸
の
海
と
島
々
が
見
渡
せ
る
眺
望
の
優
れ
た
場
所
に
あ
り
ま
す
。

古
墳
が
造
ら
れ
た
場
所
が
他
の
古
墳
と
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
古
墳
に
葬
ら
れ
た
人
物
の
活
躍
し
た

（
治
め
て
い
た
）
場
所
が
眼
前
に
広
が
る
海
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
す
。
香
川
県
内
で
は
、
同
様
に

海
が
見
渡
せ
る
場
所
に
造
ら
れ
た
古
墳
が
津
田
湾
沿
岸
を
は
じ
め
海
岸
近
く
の
各
所
に
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
長
崎
鼻
古
墳
に
葬
ら
れ
て
い
る
人
物
と
同
様
な
役
割
を
も
っ
た
人
物
が
葬
ら
れ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 
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南側くびれ部葺石状況  

【
古
墳
の
大
き
さ
】 

長
崎
鼻
古
墳
の
大
き
さ
は
、
全
長
約
４
５
ｍ
、

後
円
部
の
直
径
２
７
ｍ
、
前
方
部
の
長
さ
２
２

ｍ
、
後
円
部
の
高
さ
５
・
２
ｍ
で
す
。
こ
の
時

期
の
古
墳
と
し
て
は
、
県
内
で
最
大
級
の
規
模

で
す
。
調
査
前
か
ら
墳
丘
の
斜
面
部
分
に
は
葺

石
と
呼
ば
れ
る
土
留
の
石
が
露
出
し
て
い
ま
し

た
が
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
想
定
ど
お
り
墳
丘

斜
面
部
を
３
段
に
分
け
葺
石
で
覆
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
各
段
の
裾
に
は
、
他

の
葺
石
よ
り
も
大
き
な
石
材
を
使
用
し
て
裾
を

明
確
に
し
て
い
ま
す
。
葺
石
の
積
み
方
か
ら
幅

約
１
・
４
㍍
の
間
隔
を
お
い
て
縦
方
向
へ
目
地

の
通
る
基
準
の
葺
石
列
も
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
区
画
さ
れ
た
範
囲
が
葺
石
を
積
む
た
め
の

一
つ
の
作
業
す
る
単
位
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
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竪穴式石室内石棺出土状況  

え
ら
れ
ま
す
。 

【
主
体
部
の
構
造
】 

古
墳
の
主
体
部
（
人
が
葬
ら
れ
て
い
る
場
所
）

は
竪
穴
式
石
室
で
後
円
部
の
中
央
に
一
つ
認
め

ら
れ
、
長
軸
約
８
ｍ
、
短
軸
７
ｍ
の
範
囲
に
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
床
面
は
石
室
よ
り
も
広
い
範

囲
に
深
さ
４
０
㎝
の
礫
を
敷
い
て
い
ま
す
。
礫

を
厚
く
敷
く
の
は
、
墳
丘
の
盛
土
内
に
滲
み
こ

ん
で
き
た
雨
水
に
よ
っ
て
棺
が
納
め
ら
れ
て
い

る
石
室
内
に
水
が
溜
ま
ら
な
い
よ
う
に
排
水
対

策
を
兼
ね
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
厚

く
敷
か
れ
た
礫
の
床
面
中
央
部
に
石
棺
を
安
置

し
、
石
棺
を
囲
む
よ
う
に
石
室
の
石
を
積
み
上

げ
ま
す
。
石
棺
が
隠
れ
る
程
度
の
高
さ
ま
で
積

上
げ
る
と
礫
を
敷
い
た
床
と
同
じ
範
囲
を
裾
か

ら
安
山
岩
の
板
石
で
覆
っ
て
い
き
、
最
後
に
残
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っ
た
石
室
の
上
部
の
空
間
を
直
方
体
の
安
山
岩
を
架
け
て
蓋
を
し
ま
す
。
蓋
石
の
上
部
は
、
防
水
対
策

と
考
え
ら
れ
る
厚
さ
約
１
０
㎝
の
灰
色
の
粘
土
で
覆
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

【
出
土
遺
物
】 

墳
丘
の
く
び
れ
部
か
ら
土
師
器
壺
の
破
片
が
出
土
し
た
ほ
か
、
竪
穴
式
石
室
か
ら
は
朱
塗
り
の

阿
蘇
熔
結

あ

そ

よ

う

け

つ

凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

製
の
舟
形

ふ
な
が
た

石
棺
の
破
片
が
出
土
し
ま
し
た
。
石
棺
の
表
面
に
は
、
加
工
の
時
に
つ

い
た
と
考
え
ら
れ
る

手
ち
ょ
う

鉋な

の
痕
跡
が
明
瞭
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
代
、
讃
岐
に
は
二
つ
の
石

棺
製
作
地
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
高
松
市
国
分
寺
町
の
鷲
の
山
、
も
う
一
つ
は
さ
ぬ
き
市
津
田
町
の

火
山
で
す
。
こ
れ
ら
の
製
作
地
で
造
ら
れ
た
石
棺
は
香
川
県
内
は
も
と
よ
り
、
対
岸
の
吉
備
（
岡
山
県

ほ
か
）
や
大
王
の
墓
が
多
く
造
ら
れ
て
い
た
近
畿
の
地
へ
も
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
調
査
前
は
二
つ
の
内
の
い
ず
れ
か
の
産
地
で
造
ら
れ
た
石
棺
が
納
ま
っ
て
い

る
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
前
述
の
と
お
り
予
想
は
大
き
く
外
れ
ま
し
た
。
阿
蘇
熔
結
凝
灰
岩
製
の
舟

形
石
棺
は
、
県
内
で
は
こ
れ
ま
で
観
音
寺
市
内
の
二
箇
所
の
古
墳
で
し
か
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
今
回
の
確
認
に
よ
り
石
棺
の
分
布
範
囲
を
塗
り
替
え
る
と
と
も
に
、
棺
の
形
か
ら
県
内
で
は
最

も
古
く
に
運
び
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

竪
穴
式
石
室
の
内
部
の
状
況
は
『
木
田
郡
誌
』
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
後
円
部
を

６
７
尺
（
約
２
ｍ
程
度
）
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
刳
り
抜
き
式
の
石
棺
が
あ
り
、
破
壊
し
て
中
を
見
る
と
、
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中
に
頭
を
東
北
に
し
て
寝
か
し
た
人
骨
が
あ
っ
た
。
棺
の
中
に
は
、
刀
剣
二
振
、
鍔
一
個
、
直
径
２
５

㎝
ほ
ど
に
錆
固
ま
っ
た
鉄て

つ

鏃ぞ
く

が
あ
り
、
石
棺
に
は
石
枕
だ
け
で
は
な
く
、
足
の
部
分
に
ま
で
形
を
彫
り

つ
け
て
い
る
。
」
と
の
記
述
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

【
被
葬
者
に
つ
い
て
】 

長
崎
鼻
古
墳
が
造
ら
れ
た
時
代
は
、
近
畿
（
当
時
の
中
央
）
の
勢
力
が
力
を
蓄
え
、
地
方
の
勢
力
を

従
え
て
い
く
と
い
う
大
き
な
時
代
の
変
わ
り
目
に
あ
た
り
ま
す
。
瀬
戸
内
海
が
見
渡
せ
る
山
の
上
に
築

造
さ
れ
た
長
崎
鼻
古
墳
に
葬
ら
れ
た
人
物
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
、
遺
体
が

納
め
ら
れ
た
棺
は
讃
岐
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
九
州
か
ら
運
ば
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
人
物
が
瀬
戸
内
海
の
海
上
交
通
に
携
わ
り
、
広
い
範
囲
に
つ
な
が
り
を
持
っ
て
活
躍
し
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
長
崎
鼻
古
墳
の
周
辺
に
は
他
の
古
墳
は
造
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
古
墳
に
葬
ら

れ
た
人
物
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
て
、
そ
の
後
、
子
孫
た
ち
は
、
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
全
く

わ
か
り
ま
せ
ん
。 
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試し掘り調査の状況  

鯨
く
じ
ら

の
墓は

か 

 

 
長
崎
鼻
古
墳
と
同
じ
尾
根
上
に
な
る
西
側
に
は
、
古
墳
の
後
円
部
よ
り
も
高
い
高
ま
り
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
頂
部
に
、
鯨
の
墓
と
呼
ば
れ
て
い
る
祠
が
あ
り
、
祠
の
中
に
は
Ｔ
字
形
を
し
た
骨
の
よ
う
な
も
の

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
明
治
中
期
、
二
の
浦
に
鯨
の

死
体
が
揚
っ
た
の
で
地
元
の
人
が
、
竹
矢
来
組
み
、
見

世
物
に
し
た
由
、
そ
の
後
、
骨
を
加
工
し
Ｔ
字
型
に
し

て
、
そ
れ
を
御
神
体
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。
」
と
も
云

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

長
崎
鼻
古
墳
を
発
掘
調
査
し
た
時
に
、
こ
の
鯨
の
墓

が
あ
る
高
ま
り
が
古
墳
で
あ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た

め
、
こ
の
高
ま
り
に
つ
い
て
試
掘
り
調
査
を
行
い
ま
し

た
が
、
こ
の
調
査
で
は
、
古
墳
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は

何
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 
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昭和初期の砲台跡（個人所蔵） 

長

崎

な
が
さ
き
の

鼻は
な

砲
台

ほ
う
だ
い

跡あ
と 

 
１
８
６
３
（
文
久
３
）
年
に
、
日
本
へ
来
航
す

る
外
国
船
を
打
ち
払
う
た
め
、
高
松
藩
の
藩
命
を

受
け
た
藤
川
三
渓
が
造
っ
た
砲
台
で
す
。
高
松
市

街
か
ら
女
木
島
、
男
木
島
、
大
島
、
豊
島
、
小
豆

島
な
ど
を
一
望
で
き
る
海
に
向
か
っ
て
の
眺
望
が

特
に
優
れ
た
場
所
に
あ
り
ま
す
が
、
砲
台
跡
は
西

を
向
き
築
か
れ
て
い
て
、
上
・
中
・
下
段
の
三
段

か
ら
な
り
、
中
段
と
下
段
に
各
三
門
の
大
砲
が
据

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
維
新
の
後
、
大
砲
は

撤
去
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
も
、
波
等
で
崩
落
が

進
む
な
か
で
、
下
段
に
残
る
強
固
な
石
積
や
大
砲

の
基
台
跡
、
上
段
に
あ
る
方
形
の
土
塁
跡
が
往
時

の
様
子
を
伝
え
て
い
ま
す
。 
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屋や

嶋し
ま

城の
き

跡あ
と

浦
生

う

ろ

石せ
き

塁る
い 

 
【
浦
生
の
石
塁
と
屋
嶋
城
】 

 

瀬
戸
内
海
に
面
し
た
浦
生
地
区
の
奥

に
、
屋
島
の
北
嶺
と
南
嶺
に
挟
ま
れ
た

大
き
な
谷
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
谷
は
大

谷
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
鑑
真
ヶ
谷
、

弘
法
谷
と
も
と
い
い
、
屋
島
寺
を
創
建

し
た
鑑
真
か
、
あ
る
い
は
同
寺
を
中
興

し
た
空
海
が
こ
の
谷
を
山
上
に
向
か
っ

て
上
が
っ
た
と
さ
れ
、
海
岸
の
浦
生
と

山
上
を
結
ぶ
道
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
谷
に
沿
っ
た
こ
の
道
は
、

現
在
も
登
山
道
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す

が
、
緩
斜
面
が
や
が
て
急
斜
面
に
な
る

空中写真－屋島山上の城壁遺構と浦生の石塁遺構の位置－  

山上部城壁  

浦生石塁  



9 
 

と
こ
ろ
に
、
浦
生
の
石
塁
が
あ
り
ま
す
。
昔
、

こ
の
周
辺
は
「
櫓
の
内
」
「
櫓
ヶ
岳
」
と
い
う

城
跡
を
示
す
よ
う
な
地
名
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
。 

 

屋
嶋
城
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
に
天

智
天
皇
６
年
（
６
６
７
年
）
に
築
城
さ
れ
た

と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
近
年
、
山
上
部

で
城
門
、
水
門
、
土
塁
と
い
っ
た
城
壁
遺
構

が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
屋
嶋
城
が
実
在
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
ま
で
は
、
こ
の
浦
生
石
塁
が
屋
嶋
城
を

示
す
唯
一
の
大
規
模
な
遺
構
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
。 

【
こ
れ
ま
で
の
経
緯
】 

浦
生
石
塁
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
調
査
が

始
ま
っ
た
の
は
大
正
時
代
か
ら
で
、
大
正
１

浦生の石塁測量図－遺構配置と平成２１年度調査地点－  
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１
年
に
は
香
川
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
に
お
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
屋
嶋

城
と
は
北
嶺
・
南
嶺
を
取
り
囲
む
広
大
な
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
浦
生
地
区
に
残
る
石
塁
が
城

跡
の
遺
構
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
報
告
で
は
石
塁
が
城
門
、
水
門
、
城
壁
、
櫓
の
特
徴
を
備

え
た
も
の
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
昭
和
９
年
、
屋
島
が
国
の
史
跡
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
る
際
に
は
、「
天
智
天
皇
６
年
外
寇
防
備
の
為
に
築
か
れ
た
山
城
の
一
な
り
」
と
し
て
史
跡

の
一
つ
と
し
て
評
価
も
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
は
、
昭
和
５
５
年
度
に
高
松
市
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
も
の
が
唯
一
で

し
た
。
そ
の
際
に
測
量
し
た
成
果
に
よ
る
と
、
石
塁
は
長
さ
が
約
１
１
０
ｍ
に
も
お
よ
び
、
幅
が
６

～
９
ｍ
の
規
模
を
も
つ
も
の
で
す
。
ま
た
発
掘
で
は
出
土
品
が
あ
り
ま
し
た
が
、
何
れ
も
中
世
の
時

代
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
調
査
で
は
古
代
で
あ
る
と
の
確
証
が
得
ら
れ
ず
、『
日
本
書
紀
』
に
記

さ
れ
た
古
代
の
山
城
と
断
定
し
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

【
平
成
２
１
年
度
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
】 

こ
の
よ
う
に
浦
生
石
塁
が
、
屋
嶋
城
に
関
し
た
大
規
模
な
遺
構
と
さ
れ
な
が
ら
昭
和
５
５
年
度
に

実
施
さ
れ
た
確
認
調
査
以
降
に
は
、
資
料
の
蓄
積
が
な
く
、
十
分
な
評
価
が
行
え
な
い
状
況
で
し
た
。 

こ
う
し
た
状
況
か
ら
高
松
市
教
育
委
員
会
で
は
、
出
土
品
に
よ
る
年
代
の
特
定
と
と
も
に
、
城
の

構
造
に
つ
い
て
の
資
料
蓄
積
を
目
的
と
し
た
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 



11 
 

調
査
の
初
年
度
で
あ
る
平
成
２
１
年
度

に
つ
い
て
は
、
物
見
台
、
城
壁
、
城
門
、

水
門
で
構
成
さ
れ
る
石
塁
の
現
況
を
把
握

し
や
す
く
す
る
た
め
、
下
草
刈
り
お
よ
び

落
ち
葉
掻
き
な
ど
の
清
掃
作
業
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
石

塁
の
内
側
に
設
け
た
既
往
（
昭
和
５
５
年

度
）
の
発
掘
範
囲
と
重
複
さ
せ
て
、
５
５

年
度
の
調
査
で
出
土
し
た
中
世
土
器
の
包

蔵
状
況
、
土
の
堆
積
に
つ
い
て
再
確
認
を

行
う
と
と
も
に
、
石
塁
の
断
面
構
造
を
把

握
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
ま
し
た
。

発
掘
の
範
囲
は
、
既
往
の
調
査
範
囲
よ
り

一
回
り
広
い
、
長
さ
１
５
ｍ
、
幅
２
ｍ
前

後
で
、
山
の
基
盤
層
ま
で
を
目
指
し
て
人

平成２１年度発掘調査状況－東方向から－  
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力
に
よ
っ
て
掘
削
し
た
結
果
、
深
度
は

最
深
部
で
１.

７
ｍ
に
な
り
ま
し
た
。 

【
調
査
成
果
に
つ
い
て
】 

発
掘
を
進
め
て
い
く
と
、
石
塁
の
奥

の
山
側
か
ら
転
落
し
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
石
に
混
じ
っ
て
、
土
器
の
破
片
が

い
く
つ
か
見
つ
か
り
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ

る
と
須
恵
器
の
平へ

い

瓶へ
い

で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
こ
の
土
器
は
、
日
本
書

紀
に
記
さ
れ
た
屋
嶋
城
が
築
か
れ
た
時

代
と
同
じ
頃
に
な
る
７
世
紀
後
半
頃
の

特
徴
を
も
つ
も
の
で
し
た
。
こ
の
築
城

時
期
と
合
致
し
た
土
器
の
出
土
に
よ
っ

て
、
か
ね
て
か
ら
推
定
さ
れ
て
き
た
よ

う
に
、
浦
生
の
石
塁
が
屋
嶋
城
の
遺
構

で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。

平成２１年度発掘調査出土須恵器平瓶  
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ま
た
土
層
状
況
か
ら
、
現
在
、
地
表
面
に
現
れ
て
い
る
石
塁
は
盛
土
に
よ
っ
て
基
礎
が
築
か
れ
て
い

る
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。 

【
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
】 

 

今
回
の
調
査
で
須
恵
器
が
出
土
し
た
深
さ
か
ら
考
え
る
と
、
石
塁
が
造
ら
れ
た
当
時
の
地
面
は
今

よ
り
も
低
く
、
現
在
は
埋
ま
っ
て
い
る
部
分
も
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
今
地
表
に
見
え

る
石
塁
か
ら
物
見
台
、
城
壁
、
城
門
、
水
門
の
遺
構
が
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
別
の
遺
構

や
当
時
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
埋
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
今
年
度
以
降
も
調
査
を
継
続
し
て

行
う
予
定
に
し
て
い
ま
す
。 

今
後
の
調
査
に
よ
り
、
浦
生
石
塁
の
内
容
を
よ
り
一
層
明
ら
か
に
し
、
屋
嶋
城
の
防
御
機
能
の
全

容
解
明
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 
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