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ふ る さ と 探 訪 
 

テーマ みろく自然公園周辺を訪ねる 

講 師 松田 朝由（大川広域行政組合 埋蔵文化財係） 

日 時 平成３０年５月２７日(日) 
     

 

共 催 

高松市歴史民俗協会 

高松市文化財保護協会 

高松市教育委員会 



 

１ 

富
田
茶
臼
山
古
墳 

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中 

墳
形 

前
方
後
円
墳 

 
 

築
造
時
期 

古
墳
時
代
中
期
初
頭(

五
世
紀
初
頭) 

 
 
 

全
長 

一
三
九
メ
ー
ト
ル 

出
土
品 

円
筒
埴
輪
、
朝
顔
形
埴
輪
、
形
象
埴
輪 

 

◆ 

四
国
最
大
の
古
墳 

古
墳
時
代
前
期
後
半
に
津
田
湾
の
沿
岸
部
に
代
々
築
造
さ
れ
た
津
田
古
墳
群
が
終
焉
を
迎
え
た
時
、
入

れ
替
わ
る
か
の
よ
う
に
内
陸
の
大
川
町
に
古
墳
時
代
中
期
初
頭
に
出
現
し
た
の
が
富
田
茶
臼
山
古
墳
で
し

た
。
全
長
一
三
九
メ
ー
ト
ル
の
四
国
で
最
大
の
古
墳
に
な
り
ま
す
。
四
国
最
大
の
古
墳
が
高
松
市
で
も
坂

出
市
で
も
な
く
さ
ぬ
き
市
に
あ
る
の
は
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
前
段
階
に
築
造
さ
れ
た
津
田
古
墳
群
の
存

在
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
津
田
古
墳
群
は
前
期
後
半
か
ら
外
部
地
域
と
の
密
接
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
背
景
に
古
墳
の
特
徴
に
脱
地
元
色
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
も
同
様
に
古
墳
の

特
徴
に
脱
地
元
色
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
脱
地
元
色
は
津
田
古
墳
群
よ
り
も
発
展

し
、
畿
内
地
域
の
巨
大
古
墳
と
比
較
し
て
遜
色
の
な
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
畿
内



地
域
の
巨
大
古
墳
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
重
要
な
共
通
点
と
し
て
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一

点
目
は
三
段
に
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
二
点
目
は
空
か
ら
見
る
と
盾
の
形
を
し
た
周
濠
が
見
ら
れ

る
こ
と
、
そ
し
て
三
点
目
は
古
墳
本
体
の
周
辺
に
陪
塚
が
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

 ◆ 

三
段
に
築
か
れ
た
古
墳 

富
田
茶
臼
山
古
墳
の
外
見
は
古
墳
築
造
後
の
様
々
な
改
変
に
よ
っ
て
崖
に
な
っ
た
り
平
坦
地
に
な
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
文
政
一
一
年(

一
八
二
八)

に
中
山
城
山
が
著
し
た
「
全
讃
史
」
に
は
茶
臼

山
城
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
が
城
跡
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
こ

の
時
の
改
変
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
近
年
ま
で
墳
丘
上
は
畑
や
宅
地
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
長
い
年
月
の
間
に
墳
丘
の
改
変
は
繰
り
返
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
後
世
の

改
変
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
古
墳
全
体
を
見
渡
し
た
時
に
三
段
に
構
築
さ
れ
て
い
る
点
は
容

易
に
観
察
で
き
ま
す
。
後
円
部
は
一
段
目
と
二
段
目
の
高
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
約
三
メ
ー
ト
ル
で
三
段
目
は
約

九
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
前
方
部
も
一
段
目
と
二
段
目
は
高
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
で
三
段
目
は
約
六

メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
段
の
平
坦
地
は
幅
約
三
メ
ー
ト
ル
で
古
墳
を
巡
っ
て
い
ま
す
。
前

方
後
円
墳
の
形
は
前
方
部
が
先
端
に
向
か
っ
て
直
線
的
に
広
が
っ
て
お
り
、
前
方
部
の
幅
よ
り
も
後
円
部

の
直
径
は
少
し
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
高
さ
は
後
円
部
の
方
が
約
三
メ
ー
ト
ル
高
く
、
広
大
な
前
方
部



の
上
に
立
つ
と
上
方
に
後
円
部
の
頂
上

が
見
え
ま
す
。
後
円
部
の
高
さ
が
一

五
・
七
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
の
高
さ
が

一
一
・
八
メ
ー
ト
ル
に
な
り
ま
す
。 

さ
て
、
香
川
県
内
の
古
墳
は
段
が
な
い

か
二
段
に
な
っ
て
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。
津
田
古
墳
群
で
段
の
明
ら
か
に

な
っ
た
一
つ
山
古
墳
は
二
段
で
し
た
。 

一
方
、
畿
内
地
域
の
大
型
の
前
方
後

円
墳
は
三
段
に
築
造
さ
れ
て
い
ま
す
。

都
出
比
呂
志
氏
は
三
段
築
成
の
原
理
が

あ
り
、
中
国
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳

が
香
川
県
内
で
事
例
の
少
な
い
三
段
築

成
の
原
理
で
築
造
さ
れ
て
い
る
点
に
畿

内
地
域
と
の
関
わ
り
が
窺
え
ま
す
。 

北西(上写真)と南(下写真)から見た墳丘 



◆ 

盾
形
の
周
濠
と
周
庭
帯 

空
中
写
真
に
は
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
盾
形
の
周
濠
の
痕
跡
が
見
事
に
写
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
前
方
後

円
墳
か
ら
南
西
の
あ
ぜ
道
に
立
つ
と
周
濠
の
様
子
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
同
時
に
富
田
茶
臼
山
古
墳
が
ど

の
よ
う
に
し
て
築
造
さ
れ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。 

あ
ぜ
道
か
ら
見
る
と
北
側
に
古
墳
が
あ
り
、
南
側
に
は
上
方
に
道
の
駅
が
あ
り
ま
す
。
道
の
駅
か
ら
北

に
か
け
て
は
畑
が
段
々
に
下
っ
て
お
り
古
墳
の
手
前
で
大
き
く
落
ち
込
み
ま
す
。
こ
の
部
分
が
周
濠
に
な

り
ま
す
。
こ
の
深
く
落
ち
込
ん
だ
周
濠
の
両
岸
に
注
目
し
て
下
さ
い
。
北
側
の
岸
は
古
墳
の
基
底
部
を
走

る
あ
ぜ
道
の
上
の
段
で
前
方
後
円
墳
形
の
墳
丘
に
な
り
ま
す
。
こ
の
一
段
目
上
面
の
高
さ
と
南
側
の
岸
の

高
さ
を
比
べ
る
と
だ
い
た
い
同
じ
高
さ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

ま
た
、
周
濠
の
南
側
の
岸
の
上
面
は
南
に
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
水
平
に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成

元
年(

一
九
八
九)

に
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
國
木
健
司
氏
は
こ
の
部
分
ま
で
が
周
庭
帯
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。周
庭
帯
と
は
古
墳
と
し
て
整
形
さ
れ
た
範
囲
で
周
濠
を
取
り
巻
く
堤
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

周
濠
の
南
の
岸
か
ら
幅
一
五
メ
ー
ト
ル
南
ま
で
が
古
墳
と
し
て
整
形
さ
れ
た
範
囲
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ

の
地
点
か
ら
南
は
急
傾
斜
で
一
段
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
古
墳
が
築
造
さ
れ
る
前
の
自
然
地
形
は
周
庭
帯

の
部
分
か
ら
墳
丘
の
一
段
目
の
平
坦
地
に
か
け
て
ゆ
る
や
か
に
下
っ
て
い
た
も
の
を
、
古
墳
を
切
り
離
す

た
め
に
掘
削
し
た
部
分
が
南
側
の
周
濠
や
周
庭
帯
に
な
り
ま
す
。 



 

 

平成 20 年の空中写真（左が北） 日本地図センター 



そ
し
て
一
段
目
の
平
坦
地
は
前
方
後
円
形
に
削
り
出
さ
れ
、
周
濠
・
周
庭
帯
の
掘
削
や
墳
丘
の
整
形
で

生
じ
た
土
を
利
用
し
て
二
段
目
以
上
の
墳
丘
が
盛
土
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
濠
の
底
は
南
と
北

で
は
三
メ
ー
ト
ル
程
度
の
高
低
差
が
あ
り
ま
す
が
、
一
段
目
上
面
の
平
坦
地
で
は
南
北
の
高
低
差
は
一
メ

ー
ト
ル
以
内
と
小
さ
く
な
っ
て
お
り
、
一
段
目
上
面
の
平
坦
地
で
水
平
に
調
整
し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま

す
。
で
す
か
ら
一
段
目
の
平
坦
地
は
墳
丘
の
土
台
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

周
濠
の
外
形
ラ
イ
ン
は
後
円
部
東
側
の
階
段
手
前
か
ら
南
を
見
て
も
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
北

側
は
古
墳
の
横
を
走
っ
て
い
る
道
路
の
北
に
細
道
が
後
円
部
に
並
行
し
て
円
形
に
巡
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

細
道
の
部
分
が
周
濠
の
岸
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
小
道
か
ら
外
側
で
も
平
行
し
て
地
形
が
巡
っ
て

お
り
、
こ
の
部
分
が
周
庭
帯
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
周
濠
内
を
発
掘
調
査
す
る
と
、
水
が
た
ま
っ
て
い
た
こ

と
を
示
す
灰
色
を
し
た
粘
土
が
堆
積
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
今
は
周
濠
に
水
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
か
つ

て
は
大
阪
府
や
奈
良
県
の
巨
大
古
墳
の
よ
う
に
水
が
溜
ま
り
、
池
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。 

 ◆ 

陪
塚
の
発
見 

平
成
五
年(

一
九
九
三)

七
月
二
六
日
に
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
国
指
定
史
跡
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
わ
ず

か
四
か
月
後
の
一
二
月
一
八
日
に
前
方
部
の
西
側
で
陪
塚
の
溝
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
発
見
さ
れ
た
陪
塚



は
後
に
一
号
陪
塚
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
続
く
平
成
六
年
一
〇
月
一
二
日
に
二
号
陪
塚
、
三

号
陪
塚
が
た
て
続
け
に
前
方
部
の
西
側
か
ら
発
見
さ
れ
、
三
基
の
陪
塚
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

陪
塚
と
は
大
型
の
古
墳
で
あ
る
主
墳
に
隣
接
す
る
小
古
墳
で
、
奈
良
県
や
大
阪
府
の
巨
大
古
墳
で
よ
く

見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
大
山
古
墳
の
周
辺
を
歩
く
と
点
々
と
陪
塚
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
陪
は
主
従
関
係

の
従
の
意
味
が
あ
り
、
主
人
に
従
っ
て
葬
ら
れ
る
こ
と
を
陪
葬
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
陪
葬
の
た
め
の
墓

を
陪
塚
と
呼
び
ま
す
が
、
日
本
の
古
墳
の
場
合
、
全
て
か
陪
葬
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
例
え

ば
大
阪
府
に
あ
る
全
長
二
二
五
メ
ー
ト
ル
の
墓
山
古
墳
の
陪
塚
で
あ
る
西
墓
山
古
墳
か
ら
は
墳
頂
部
に
人

体
を
埋
葬
し
た
痕
跡
が
な
く
、
多
量
の
鉄
器
が
東
西
二
列
に
分
か
れ
て
埋
納
さ
れ
て
お
り
、
墓
で
は
な
く

鉄
器
埋
納
施
設
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

富
田
茶
臼
山
古
墳
の
陪
塚
は
三
基
と
も
に
方
墳
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
五
年
ま
で
発
見
さ
れ
な

か
っ
た
の
は
上
面
が
完
全
に
削
平
さ
れ
墳
丘
の
形
を
留
め
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
開
発
に
伴
う
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
偶
然
発
見
さ
れ
た
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
一
般
的
に
墳
頂
部
に
設
け
ら
れ
る
埋
葬
施
設

や
埋
納
施
設
は
削
平
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
陪
塚
の
性
格
は
不
明
で
す
。
た
だ
、
下
部
構
造
は
地
下
に

残
さ
れ
て
お
り
、
二
号
陪
塚
で
は
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
本
体
と
同
じ
よ
う
に
墳
丘
斜
面
に
は
葺
石
が
積
ま

れ
、
墳
丘
上
に
は
円
筒
埴
輪
が
巡
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 



三
基
の
陪
塚
の
配
列
は
計
画
的
で
、
一
号
陪
塚
の
西

辺
を
北
側
に
延
長
し
た
地
点
が
二
号
陪
塚
の
東
辺
に
な

り
、
ま
た
、
二
号
陪
塚
の
西
側
ラ
イ
ン
を
北
側
に
延
長

し
た
地
点
が
三
号
陪
塚
の
東
辺
に
な
っ
て
い
ま
す
。
富

田
茶
臼
山
古
墳
の
西
側
は
周
庭
帯
の
様
子
を
地
形
か
ら

読
み
解
く
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
が
、
今
後
も
計
画
的

に
配
置
さ
れ
た
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
遺
構
が
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら

れ
ま
す
。 

富
田
茶
臼
山
古
墳
の
よ
う
に
陪
塚
を
伴
う
古
墳
は
地
方
で
は
少
な
く
、
香
川
県
内
で
は
他
に
例
が
あ
り

ま
せ
ん
。
陪
塚
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
重
要
な
畿
内
的
な
特
徴
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
い
え
ま
す
。 

 

◆ 

墳
丘
に
巡
ら
さ
れ
た
多
量
の
埴
輪 

 

富
田
茶
臼
山
古
墳
に
は
千
壺
山
の
別
名
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
の
名
称
が
物
語
る
よ
う
に
墳
丘
に

は
た
く
さ
ん
の
壺
な
ら
ぬ
埴
輪
が
巡
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
後
円
部
東
の
一
段
目
の
平
坦
地
の
発
掘
調
査

2 号陪塚の葺石と埴輪列 



で
は
平
坦
地
の
端
付
近
に
円
筒
埴
輪
が
隙
間
な
く
並

べ
ら
れ
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
円
筒
埴
輪

は
直
径
三
二
～
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
穴
を
掘
っ

て
下
端
付
近
を
固
定
し
て
い
ま
し
た
。
円
筒
埴
輪
の

ほ
と
ん
ど
は
長
い
年
月
の
間
に
破
片
と
な
り
、
埋
没

し
た
円
筒
埴
輪
の
下
端
付
近
の
み
が
残
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
元
の
ま
ま
の
状
態
に
あ
る
の

は
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
例
え
下
端
付
近
の
み
で

も
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
円
筒
埴
輪
の
並
び
は
五

個
体
分
で
す
が
、
五
個
体
発
見
さ
れ
る
と
元
々
墳
丘

に
ど
の
程
度
の
埴
輪
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
が
予

測
で
き
ま
す
。
円
筒
埴
輪
の
底
の
直
径
は
二
二
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
前
後
で
隙
間
な
く
巡
ら
す
と
二
メ
ー
ト

ル
間
に
は
六
本
程
度
の
使
用
が
計
算
で
き
ま
す
。
同

後円部東側で発見された埴輪列 



じ
よ
う
な
状
態
で
各
段
の
平
坦
地
に
三
重
に
巡
ら
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
使
用
さ
れ
た
埴
輪
数
は
二
六

〇
〇
～
二
九
〇
〇
本
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
墳
頂
部
に
形
象
埴
輪
が
立
て
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
埴
輪

の
総
数
は
三
〇
〇
〇
本
近
く
が
想
定
で
き
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
造
営
は
山
を
削
っ
て
土
を
盛
り
上

げ
て
墳
丘
を
構
築
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
大
規
模
な
埴
輪
作
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
埴
輪
を

製
作
す
る
に
は
燃
料
と
な
る
木
材
や
粘
土
が
必
要
で
す
。
造
営
に
占
め
る
労
力
は
決
し
て
少
な
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
並
ん
だ
状
態
の
円
筒
埴
輪
の
発
見
は
古
墳
に
費
や
さ
れ
た
労
力
を
想
定
し
て
い
く
上
で

も
重
要
な
発
見
で
し
た
。 

発
掘
調
査
で
は
後
円
部
や
前
方
部
の
複
数
箇
所
を
実
施
し
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
区
で
円
筒
埴
輪
が
出
土
し

て
い
ま
す
。調
査
区
ご
と
の
円
筒
埴
輪
を
比
較
す
る
と
場
所
に
よ
っ
て
埴
輪
の
色
や
質
が
異
な
っ
て
お
り
、

多
く
の
人
々
が
分
担
し
て
製
作
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 
 

 



 

富田茶臼山古墳の墳丘と陪塚 (縮尺 1/2000) ※左が北 



円
筒
埴
輪
か
ら
判
明
す
る
こ
と
と
し
て
、古
墳

の
構
造
の
他
に
築
造
時
期
や
古
墳
間
の
関
係
が

あ
り
ま
す
。富
田
茶
臼
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
に
は

外
面
に
一
部
黒
く
な
っ
た
部
分
が
見
ら
れ
ま
す

が
こ
う
し
た
痕
跡
は
野
焼
き
を
し
て
い
た
証
拠

に
な
り
ま
す
。窯
で
焼
成
を
す
る
と
見
ら
れ
ま
せ

ん
。窯
は
渡
来
系
の
人
々
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
ま

し
た
の
で
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
は
渡

来
人
が
伝
え
た
頃
よ
り
も
前
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

一
方
、
円
筒
埴
輪
の
胴
部
に
は
透
孔
と
呼
ば
れ

る
孔
が
見
ら
れ
ま
す
が
、初
期
の
円
筒
埴
輪
で
は

三
角
形
や
方
形
な
ど
様
々
な
形
が
見
ら
れ
ま
す
。

津
田
町
の
岩
崎
山
四
号
墳
で
は
様
々
な
形
が
あ

り
凸
形
か
Ｌ
字
形
の
珍
し
い
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。古
墳
時
代
中
期
頃
に
な
る
と
こ
の
透
孔
は
円

富田茶臼山古墳の円筒埴輪 



形
に
固
定
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
は
全
て
円
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
年
代
を

示
す
特
徴
か
ら
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
は
古
墳
時
代
中
期
初
頭
と
い
う
製
作
年
代
が
導
き
出
さ
れ
、

円
筒
埴
輪
以
外
の
要
素
も
同
時
に
検
討
し
て
古
墳
の
年
代
が
確
定
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

円
筒
埴
輪
か
ら
古
墳
間
の
関
係
も
判
明
し
ま
す
。
津
田
古
墳
群
で
は
鶴
羽
・
相
地
グ
ル
ー
プ
と
津
田
・

羽
立
グ
ル
ー
プ
を
跨
い
で
円
筒
埴
輪
が
共
通
し
て
い
ま
し
た
。
赤
山
古
墳
と
岩
崎
山
四
号
墳
、
け
ぼ
山
古

墳
と
龍
王
山
古
墳
で
類
似
し
て
い
ま
し
た
。 

一
方
、
赤
山
古
墳
と
け
ぼ
山
古
墳
、
岩
崎
山
四
号
墳
と
龍
王
山
古
墳
は
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
す
が
、
埴
輪

の
特
徴
は
大
き
く
異
な
り
ま
し
た
。
同
じ
グ
ル
ー
プ
を
越
え
て
類
似
し
て
い
る
の
は
世
代
ご
と
に
同
一
の

埴
輪
工
人
が
両
グ
ル
ー
プ
の
埴
輪
製
作
に
携
っ
た
か
ら
で
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
埴
輪
の
特
徴
が
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
の
は
円
筒
埴
輪
生
産
が
世
代
ご
と
に
変
容
し
継
続
性
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
津
田
古
墳
群
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
が
、
決
し
て
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
独
自
に
存
在
し

て
い
た
の
で
は
な
く
、
互
い
に
深
く
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
円
筒
埴
輪
は
教
え
て
く
れ
ま
す
。 

 

古
墳
相
互
の
関
係
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
や
は
り
津
田
古
墳
群
と
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
関
係
で
す
。

富
田
茶
臼
山
古
墳
に
年
代
的
に
近
い
龍
王
山
古
墳
と
け
ぼ
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
は
突
帯
の
形
や
口
縁
部
の

形
に
は
共
通
点
が
見
ら
れ
、
年
代
が
近
い
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。 

た
だ
、
土
質
や
焼
成
の
状
況
を
見
る
限
り
相
違
点
が
目
立
ち
ま
す
。
例
え
ば
龍
王
山
古
墳
や
け
ほ
ぼ
山



古
墳
の
円
筒
埴
輪
に
目
立
つ
赤
色
の
粒
は
富
田
茶
臼
山
古
墳
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
同
じ
色

に
焼
成
さ
れ
た
事
例
は
富
田
茶
臼
山
古
墳
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
龍
王
山
古
墳
や
け
ぼ
山
古
墳
で

は
地
元
の
伝
統
的
な
手
法
で
製
作
さ
れ
た
壺
形
埴
輪
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
富
田
茶
臼
山
古
墳
で

は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
結
論
と
し
て
現
状
で
は
津
田
古
墳
群
と
富
田
茶
臼
山
古
墳
か
ら
は
類
似
し
た

埴
輪
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
ま
す
。 

埴
輪
の
特
徴
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
津
田
古
墳
群
か
ら
富
田
茶
臼
山
古
墳
へ
の
発
展
を
語
る
時
に
重
要

な
要
素
に
な
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
円
筒
埴
輪
は
一
握

り
で
す
の
で
今
後
の
調
査
の
進
展
に
課
題
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

最
後
に
時
期
差
の
あ
る
岩
崎
山
四
号
墳
と
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
を
比
較
し
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
。
な
ぜ
注
目
す
る
か
と
い
え
ば
、
二
つ
の
円
筒
埴
輪
を
並
べ
る
と
多
く
の
方
は
予
想
外
な
反
応
を
さ

れ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
目
の
前
で
比
較
す
れ
ば
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
人
が
岩
崎
山
四
号
墳
の
円
筒

埴
輪
の
方
が
立
派
だ
と
思
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
一
つ
が
丁
寧
に
製
作
さ
れ
、
大
き
さ
も
岩
崎
山
四

号
墳
の
方
が
大
き
い
か
ら
で
す
。
古
墳
の
大
き
さ
と
埴
輪
の
よ
さ
は
別
物
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 
 

な
ぜ
岩
崎
山
四
号
の
円
筒
埴
輪
の
方
が
立
派
か
と
い
う
と
、
岩
崎
山
四
号
墳
の
円
筒
埴
輪
の
方
が
古
い

た
め
、
丁
寧
に
製
作
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
円
筒
埴
輪
の
変
遷
は
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
形
が
形
骸
化

し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
円
筒
埴
輪
に
限
ら
ず
様
々
な
遺
物
に
共
通
し
て
い
ま
す
が
、
形
骸
化
し
て
い
く



形
の
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
が
年
代
を
推
定
し
て
い
く
上
で
重
要
な
の
で
す
。
円
筒
埴
輪
の
特
徴
を
細
か

く
観
察
し
て
い
く
と
岩
崎
山
四
号
墳
か
ら
龍
王
山
古
墳
、
そ
し
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
と
確
実
に
形
骸
化
が

進
行
し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
形
骸
化
が
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
個
の
円
筒
埴
輪
の
製
作
に
費

や
さ
れ
る
時
間
や
労
力
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
で
は
三
〇
〇
〇

本
も
の
埴
輪
を
必
要
と
し
た
の
で
す
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
埴
輪
の
製
作
に
時
間
を
か
け
て
い
ら
れ
な
い
と

考
え
れ
ば
何
と
な
く
納
得
で
き
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。 

 

◆ 

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
埋
葬
施
設 

 

富
田
茶
臼
山
古
墳
の
後
円
部
の
頂
部
に
行
く
と
広
さ
に
驚
き
ま
す
。
上
面
は
平
坦
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
墳
丘
上
に
は
妙
見
宮
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
灯
籠
や
鳥
居
に
文
久
三
年(

一
八
六
三)

の
年
号
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
文
政
一
一
年(

一
八
二
八)
の
『
全
讃
史
』
に
は
祠
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
後

円
部
頂
部
に
は
破
損
の
著
し
い
豊
島
石
の
灯
籠
が
見
ら
れ
、
神
社
と
し
て
の
歴
史
は
さ
ら
に
古
い
と
想
像

さ
れ
ま
す
。
妙
見
宮
の
存
在
は
過
去
に
掘
削
さ
れ
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
ま
す
が
記
録
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず

事
実
は
不
明
で
す
。
ま
た
、
昭
和
五
三
年(

一
九
七
八)
の
『
大
川
町
史
』
で
は
明
治
年
間
に
土
俵
を
作
ろ

う
と
し
た
が
石
に
あ
た
り
少
し
掘
っ
た
が
腹
痛
を
お
こ
し
た
の
で
中
止
し
た
と
い
う
伝
承
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。 



埋
葬
施
設
の
内
容
を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
竪
穴
式
石
室
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確

実
と
思
わ
れ
ま
す
。
津
田
古
墳
群
か
ら
の
発
展
を
考
え
る
と
竪
穴
式
石
室
の
長
軸
は
南
北
方
向
に
設
け
ら

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
石
室
の
中
に
は
石
棺
が
あ
る
と
予
測
で
き
ま
す
。
津
田
古
墳
群
の
首
長

墓
も
代
々
刳
抜
式
石
棺
を
使
用
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
石
棺
の
種
類
で
す
。
畿

内
地
域
の
巨
大
古
墳
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
畿
内
地
域
の
巨
大
古
墳
は
兵
庫
県
高
砂
市
の
凝

灰
岩
で
あ
る
竜
山
石
で
製
作
し
た
長
持
形
石
棺
を
使
用
し
て
お
り
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
も
同
様
の
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
真
北
に
見
え
る
の
が
火
山
に
な
り
ま
す
。
津
田
古
墳
群
か
ら

の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
火
山
石
の
刳
抜
式
石
棺
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
し
く
は
時
代
を
考
慮
す
れ
ば
火
山
石
の
長
持
形
石
棺
の
可
能
性
も
推
測
さ
れ
ま
す
。 

 

◆ 

交
通
の
要
所
に
造
ら
れ
た
古
墳 

 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
様
々
な
特
徴
に
畿
内
地
域
の
巨
大
古
墳
と
の
共
通
点

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
古
墳
が
奈
良
県
や
大
阪
府
に
あ
っ
て
も
違
和
感
が
な
い
ほ
ど
畿
内
的
な
特
徴
を

も
つ
古
墳
と
言
え
ま
す
。
こ
こ
で
あ
え
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
個
性
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
自
然
地
形
の
利

用
の
仕
方
が
指
摘
で
き
ま
す
。
畿
内
地
域
の
巨
大
古
墳
だ
け
で
な
く
、
津
田
古
墳
群
を
は
じ
め
と
す
る
香

川
県
内
の
地
元
の
古
墳
も
そ
う
で
す
が
、
前
方
後
円
墳
の
多
く
は
尾
根
の
主
軸
を
そ
の
ま
ま
前
方
後
円
墳



の
主
軸
に
し
て
い
ま
す
。岩
崎
山
四
号
墳
や
け
ぼ
山
古
墳
は
尾
根
の
主
軸
を
前
方
後
円
墳
の
形
に
整
形
し
、

溝
に
よ
っ
て
古
墳
を
自
然
地
形
か
ら
切
り
離
し
て
い
ま
し
た
。 

そ
れ
に
対
し
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
南
か
ら
下
っ
て
く
る
丘
陵
に
対
し
て
直
交
し
て
墳
丘
を
築
造
し
て

い
ま
す
。
丘
陵
か
ら
周
濠
で
切
り
離
し
た
の
は
後
円
部
や
前
方
部
の
先
端
で
は
な
く
、
古
墳
の
側
面
だ
っ

た
の
で
す
。こ
の
よ
う
な
多
く
の
前
方
後
円
墳
と
異
な
る
成
形
を
行
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
麓
か
ら
古
墳
の
側
面
を
見
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
し
た
。 

富
田
茶
臼
古
墳
が
築
造
さ
れ
て
約
二
五
〇
～
三
〇
〇
年
後
、
古
墳
の
北
側
に
は
東
西
に
走
る
幹
線
道
路

が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
南
海
道
で
す
。
南
海
道
か
ら
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
側
面
形
が
美
し
く
見
え
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
麓
の
経
路
か
ら
の
眺
望
は
津
田
古
墳
群
か
ら
一
貫
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
か
、
津

田
古
墳
群
の
首
長
墓
は
沿
岸
部
か
ら
内
陸
に
至
る
経
路
か
ら
の
視
覚
を
意
識
し
て
築
造
さ
れ
た
の
に
対
し

て
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
内
陸
の
道
を
東
西
に
走
る
道
を
意
識
し
て
築
造
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

南
海
道
は
古
墳
時
代
か
ら
後
の
飛
鳥
時
代
以
降
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
古
墳
時
代
に
も
南
海
道
の
前

身
的
な
幹
線
道
路
が
東
西
に
走
っ
て
い
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
立
地
し
て
い

る
場
所
は
高
松
平
野
か
ら
続
く
広
い
平
地
の
一
番
東
の
端
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
東
に
行
く
に
は
山
を

越
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
東
か
ら
訪
れ
る
人
々
に
と
っ
て
は
玄
関
口
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
交

通
の
要
所
に
支
配
領
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 



津
田
古
墳
群
が
沿
岸
部
か
ら
内
陸
の
経
路
上
に
築
造
さ
れ
た
の
に
対
し
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
が
内
陸
を

抜
け
る
経
路
沿
い
に
築
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
が
海
路
を
意
識
し
て
い
た
時
代
か
ら
内
陸
を
意

識
し
た
時
代
に
大
き
く
変
換
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
ぬ
き
市
内
に
分
布
す
る
古
墳
の
展
開

を
見
る
と
、
古
墳
時
代
前
期
ま
で
は
津
田
古
墳
群
な
ど
沿
岸
部
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
古
墳
時
代
後
期

に
な
る
と
沿
岸
部
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。 

一
方
、
南
海
道
よ
り
南
の
平
野
と
丘
陵
部
の
境
付
近
に
古
墳
時
代
後
期
の
横
穴
式
石
室
を
埋
葬
施
設
に

も
つ
古
墳
が
数
多
く
築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
大
き
な
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
の
変
容

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
築
造
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

富
田
茶
臼
山
古
墳
の
出
現
は
他
地
域
に
先
駆
け
て
外
部
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
津
田
古

墳
群
の
到
達
点
で
あ
り
ま
し
た
。
四
国
最
大
の
古
墳
が
こ
の
地
に
出
現
し
た
背
景
に
は
古
墳
時
代
前
期
を

通
じ
て
発
展
し
て
き
た
津
田
古
墳
群
の
首
長
た
ち
の
活
躍
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。 

     



 

富田茶臼山古墳と周辺の地形 (縮尺 1/6000) 



 

２ 

旧
恵
利
家
住
宅 

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中 

◆ 

香
川
県
最
古
級
の
古
民
家 

 

旧
恵
利
家
住
宅
は
も
と
も
と
大
川
町
新
名
に
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
三
〇
年
代
後
半
頃
よ
り
文
化
財
的
な
価
値
が
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
に
大
川
町
に
寄
贈

さ
れ
、
昭
和
四
五
年
に
大
川
ダ
ム
東
岸
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
一
三
年
に
現
在
地
に
再
度
移
転
さ
れ
ま
し
た
。 

 

旧
恵
利
家
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
の
は
恵
利
家
で
す
が
、
恵

利
家
は
安
政
年
間(

一
八
五
四
～
六
〇)
頃
に
藻
玉
家
の
家
屋
を

取
得
し
た
よ
う
で
す
。
藻
玉
家
は
長
百
姓
で
初
代
は
元
禄
一
二

年(

一
六
九
九)

に
没
し
て
い
ま
す
。 

建
物
の
特
徴
に
注
目
す
る
と
、
土
間
と
ヒ
ロ
マ
の
境
が
解
放

さ
れ
、
ザ
シ
キ
と
ナ
ン
ド
の
境
は
壁
で
閉
ざ
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ナ
ン
ド
の
出
入
口
が
狭
く
外
壁
は
壁
で
閉
ざ
さ
れ
て
閉

鎖
的
で
す
。
さ
ら
に
用
材
は
一
様
に
細
く
均
斉
が
と
れ
て
い
ま



す
。
こ
う
し
た
特
徴
は
古
風
な
手
法
で
あ
り
、
昭
和
四
五
年
に
移
転
工
事
を
指
導
し
た
浅
野
清
氏
は
一
七

世
紀
に
遡
る
と
み
て
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。
初
代
の
没
年
か
ら
推
測
し
て

一
七
世
紀
後
半
の
香
川
県
最
古
級
の
古
民
家
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

◆ 

建
物
の
特
徴 

 

住
宅
は
桁
行
七
間(
一
三
・
八
六
メ
ー
ト
ル)

、
梁
間
四
間(

七
・
九
二
メ
ー
ト
ル)

で
背
面
に
ツ
ノ
ヤ
が

突
出
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
こ
の
ツ
ノ
ヤ
は
創
建
当
初
の
も
の
で
は
な
く
、
後
に
ナ
ン
ド
が
拡
張
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
屋
根
は
寄
棟
造
り
の
茅
葺
の
建
物
で
「
ツ
ク
ダ
レ
」「
ツ
ダ
レ
」
と
呼

ば
れ
る
型
式
に
な
り
ま
す
。
棟
に
は
煙
出
し
が
見
ら
れ
ま
す
。 

 

平
面
形
は
土
間
が
広
く
桁
行
七
間
中
三
間
が
土
間
に
な
り
ま
す
。
土
間
に
は
唐
臼
と
藁
打
石
が
据
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
土
間
の
横
の
二
間
分
は
板
敷
の
ヒ
ロ
マ
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
西
端
の
二
間
は
前
後
に

二
分
し
て
南
側
を
ザ
シ
キ
、
北
側
を
ナ
ン
ド
に
区
画
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
間
取
り
は
広
間
型
三
間
間

取
り
形
式
で
あ
り
、
東
北
地
方
か
ら
中
国
地
方
に
か
け
て
最
も
広
く
分
布
す
る
建
物
形
式
に
な
り
ま
す
。

天
井
は
丸
竹
を
つ
づ
ら
で
編
ん
だ
う
え
に
藁
を
敷
き
詰
め
、
そ
の
上
に
土
を
塗
り
付
け
た
大
和
天
井
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。
柱
は
主
に
栗
が
使
用
さ
れ
、
大
黒
柱
の
下
方
に
は
綱
と
り
に
よ
っ
て
摩
耗
し
た
痕
跡

が
見
ら
れ
ま
す
。 



 

・元々の旧恵利家住宅(写真上) 

・昭和４５年に大川ダムに移転した頃の旧恵利家住宅(写真下) 



  

            

  

旧恵利家住宅の平面形 



                

大川町新名に所在した頃の旧恵利家住宅の建物配置 
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利
家
住
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教
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『
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書
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５月２７日（日） 

◎行き 大川バス引田線 

高松駅(7:30)⇒瓦町(7:39)⇒みろく公園前(8:23) 

◎帰り 大川バス引田線 

みろく公園前(13:41)⇒瓦町(14:24)⇒高松駅(14:35) 

★次回のふるさと探訪は… 

テ － マ 「木太町海中散歩～古・高松湾を巡る～」 

 と  き 平成３０年６月２４日（日）９：３０～正午頃 

集合場所 ことでん林道駅 

講   師 高上 拓（市文化財専門員） 

参 加 費 無料 

☆広報「たかまつ」６月１５日号に開催案内を掲載します。 

☆ふるさと探訪用駐車場はありません。公共交通機関を御利用くだ

さい。 

☆小雨決行。当日、警報が発令された場合は、中止とします。 

なお、中止かどうか御不明な場合、午前７時３０分～９時３０分

に文化財課（Tel 087-839-2660）でお知らせします。 

（電話が通じない場合は実施予定ですので、集合場所にお集まりください。） 

 

 

  
 

最明寺 



 

 

「ふるさと探訪」に参加される皆様へ 
※参加中は、次のことに充分留意し、意義のある探訪としましょう。 

 
１ 交通ルールを守り、交通安全を心がけましょう。 

  （必ず歩道を歩き、歩道が無いところでは、 

道路の端を一列で歩きましょう。） 

 

２ 無理をせず、体調には十分気を付けましょう。 

 

３ 引率者の指示に従い、整然と行動しましょう。 

 

４ マナーを守り、他人に迷惑がかからないよう気を 

  つけましょう。 

 

５ 文化財や自然を大切にしましょう。 


