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１ 

う
の
べ
山
古
墳 

 

鵜
部
半
島
の
南
に
延
び
た
尾
根
上
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
南
の
平
野
側
に
前
方
部
を
向
け
た
前
方

後
円
墳
で
す
。
築
造
さ
れ
た
年
代
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
壺
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
古
墳
時
代

前
期
初
頭
、
三
世
紀
後
半
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時

期
は
日
本
列
島
に
お
い
て
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ

始
め
る
出
現
期
に
な
り
ま
す
。
県
内
で
は
同
じ
頃

の
古
墳
と
し
て
、
高
松
市
鶴
尾
神
社
四
号
墳
や
さ

ぬ
き
市
丸
井
古
墳
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

 

墳
丘
を
見
て
い
く
と
、
た
く
さ
ん
の
石
が
積
ま

れ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
う
の
べ
山
古
墳
は

土
で
は
な
く
、
石
を
積
ん
で
墳
丘
を
形
成
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
積
石
塚
と
い
い
ま
す
。
香
川
県
で

は
高
松
市
石
清
尾
山
古
墳
群
や
善
通
寺
市
野
田
院

古
墳
な
ど
東
讃
か
ら
中
讃
に
か
け
て
見
ら
れ
、
香

川
県
に
特
徴
的
な
古
墳
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ぬ
き
市
で
は
う
の
べ
山
古
墳
の
南
に
見
え
る
火

うのべ山古墳の墳丘 
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山
の
南
側
の
内
陸
部
、
大
川
町
に
あ
る
川
東
古
墳
が
積
石
塚
で
す
。
う
の
べ
山
古
墳
か
ら
相
地

あ

い

ぢ

峠
と
う
げ

を

越
え
た
東
側
の
丘
陵
頂
部
に
川
東
古
墳
が
見
え
、
内
陸
ル
ー
ト
で
結
ば
れ
た
二
つ
の
古
墳
の
密
接
な

関
係
が
窺
え
ま
す
。 

香
川
県
内
の
積
石
塚
を
概
観
す
る
と
、
多
く
に

安
山
岩
が
使
用
さ
れ
、
標
高
百
ｍ
を
越
え
る
高
所

に
築
造
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
う
の
べ

山
古
墳
は
標
高
九
ｍ
の
低
い
尾
根
に
あ
り
、
か
つ
、

鵜
部
半
島
で
は
安
山
岩
は
採
集
で
き
ま
せ
ん
。
従

っ
て
、
石
材
は
海
岸
部
に
散
布
し
て
い
る
丸
み
を

お
び
た
花
崗
岩
を
中
心
と
し
て
様
々
な
石
材
が
使

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
が
県
内
の
他
の
積
石

塚
と
異
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
低
い
場
所
に
古

墳
が
造
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
海
と
の
関
わ
り
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
う
の
べ
山
古
墳
の
周
囲

は
陸
地
化
し
て
い
ま
す
が
、
古
墳
時
代
当
時
は
海

水
が
入
り
込
み
島
状
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ

発掘調査で明らかとなった積石の様子  
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り
、
今
も
古
墳
の
南
に
は
塩
出
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
外

部
か
ら
船
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
人
々
か
ら
の
視
覚
に
入
り
や
す

い
場
所
に
古
墳
は
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

う
の
べ
山
古
墳
は
平
成
十
六
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て
発
掘
調

査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
発
掘
調
査
の
成
果
を
紹
介
し
ま
す
。 

墳
丘
が
積
石
塚
で
あ
る
こ
と
は
紹
介
し
ま
し
た
が
、
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
後
円
部
の
み
墳
丘
外
側
の
斜
面
に
石
を
積
ん
で
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
自
然
地
形
に
石
を
積
む
こ
と

で
古
墳
を
大
き
く
見
せ
よ
う
と
す
る
意
図
を
指
摘
で
き
ま
す
。
こ
れ

を
外
周
段
築

が
い
し
ゅ
う
だ
ん
ち
く

と
い
い
、
香
川
県
の
古
墳
で
は
類
例
が
い
く
つ
か
あ
り

ま
す
。
後
円
部
の
み
に
見
ら
れ
る
点
が
ポ
イ
ン
ト
で
、
前
方
後
円
墳

全
体
で
は
な
く
、
後
円
部
の
み
を
大
き
く
見
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
う
の
べ
山
古
墳
の
前
方
部
は
幅
が
細
く
高
さ
は
約

五
十
㎝
と
足
で
跨
げ
る
程
低
く
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
も
そ

も
前
方
部
が
古
墳
の
本
体
で
あ
る
後
円
部
に
行
く
通
路
で
あ
っ
た

形
跡
を
示
し
ま
す
。
前
方
後
円
墳
は
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
前
方
部

発掘調査時のうのべ山古墳 
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が
高
く
、
そ
し
て
幅
広
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
前
方
部
の
様
子
か
ら
も
う
の
べ
山
古
墳
が
出
現
期
の

古
墳
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 
次
に
出
土
遺
物
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
う
の
べ
山
古
墳
は
積
石
に
よ
っ
て
墳
丘
を
築
く
前
に
、

ま
ず
は
築
造
予
定
地
の
尾
根
を
平
坦
に
整
形
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
東
側
に
削
っ
た
土
を
な
ら
し

て
お
り
、
そ
の
土
の
中
か
ら
弥
生
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
古
墳
時
代

の
初
め
に
か
け
て
の
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
古
墳
が
造
ら
れ
る

前
に
こ
の
場
所
に
人
が
住
ん
で
い
た
の
か
、
或
い
は
古
墳
築
造
に
際

し
て
の
お
祭
り
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
土
器
が
使
用
さ
れ
た
の
か
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
土
器
が
古
墳
の
築
造
年
代
を
考
え
る

際
の
上
限
に
な
り
ま
す
。 

一
方
、
古
墳
に
お
供
え
し
た
と
考
え
ら
れ
る
土
器
も
出
土
し
て
い

ま
す
。
そ
の
土
器
を
広
口

ひ
ろ
く
ち

壺つ
ぼ

と
い
い
ま
す
。
上
部
が
ラ
ッ
パ
状
に
大

き
く
開
く
形
を
し
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
土
器
が
香
川
県
内
各
地
の

古
墳
時
代
前
期
の
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
広
口
壺
は
時
代
に
よ
っ
て
形
が
変
化
し
て
お
り
、
形
に
よ
っ

出土した広口壺 
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て
年
代
が
判
定
で
き
ま
す
。
広
口
壺
の
形
か
ら
古
墳
の
築
造
年
代
が
明
確
に
な
り
、
最
初
に
説
明
し

た
よ
う
に
前
方
後
円
墳
の
出
現
し
た
最
初
の
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
す
。 

こ
の
広
口
壺
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
年
代
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ポ
イ
ン
ト
は
、

こ
れ
ら
広
口
壺
が
香
川
県
の
前
期
古
墳
で
よ
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
う
の
べ
山

古
墳
で
香
川
県
各
地
の
前
期
古
墳
と
同
じ
広
口
壺
が
お
供
え
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
う
の
べ

山
古
墳
が
地
元
香
川
県
の
特
徴
を
も
っ
た
古
墳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

う
の
べ
山
古
墳
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
出
現
期
の
古
墳
と
い
う
こ
と
。
津
田
湾
沿
岸
で

は
最
初
に
造
ら
れ
た
古
墳
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
第
二
に
古
墳
の
様
々
な
特
徴
に
地
元
香
川
県
に

見
る
古
墳
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
う
の
べ
山
古
墳
の
後
、
津
田
湾
沿
岸
に
は
古

墳
が
次
々
と
造
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
う
の
べ
山
古
墳
か
ら
後
の
津
田
湾
沿
岸
の
古
墳
に
は
地
元
香

川
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
畿
内
政
権
の
中
心
地
で
あ
っ
た
近
畿
地
方
の
古
墳
に
見
ら
れ
る
特
徴
が

窺
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
元
的
な
古
墳
か
ら
畿
内
的
な
古
墳
へ
の
変
化
が
う
の
べ
山

古
墳
を
通
じ
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

 



 

6 

２ 

け
ぼ
山
古
墳 

 

鵜
部
半
島
の
北
端
、
海
に
面
し
た
尾
根
上
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
方
部
を
東
に
向
け
た
前
方
後

円
墳
で
す
。
全
長
は
五
十
五
ｍ
で
、
津
田
湾
沿
岸
で
は
岩
崎
山
四
号
墳
と
と
も
に
最
大
規
模
の
古
墳

に
な
り
ま
す
。
後
円
部
頂
部
に
縄な

わ

掛か
け

突
起

と

っ

き

の
つ
い
た
珍
し
い
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

製
の
蓋
石
が
見
ら
れ
る
こ
と
で

有
名
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
な
調
査
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
成
二
十

二
年
に
測
量
調
査
と
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
調
査
前
は
雑
木
で
古
墳
の
中
に
入
り
込
め
な

い
状
態
で
し
た
。 

 

古
墳
の
形
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
前
方
部
は
先
端
に
向
っ
て
直
線
的
に
広
が
っ
て
お
り
、
先

端
の
幅
は
後
円
部
幅
よ
り
や
や
狭
い
程
度
で
す
。
う
の
べ
山
古
墳
の
前
方
部
と
比
べ
て
そ
の
発
達
具

合
は
明
瞭
で
す
。
興
味
深
い
の
は
全
体
の
形
か
四
国
最
大
の
前
方
後
円
墳
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
に
似

て
い
る
点
で
す
。
築
造
時
期
は
け
ぼ
山
古
墳
が
古
墳
時
代
前
期
後
半
、
富
田
茶
臼
山
古
墳
が
古
墳
時

代
中
期
初
頭
で
け
ぼ
山
古
墳
が
造
ら
れ
て
か
ら
ま
も
な
く
し
て
造
ら
れ
た
の
が
富
田
茶
臼
山
古
墳
に

な
り
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
造
ら
れ
た
大
川
町
に
は
一
世
代
前
に
相
当
す
る
前
方
後
円
墳
は
見

ら
れ
ず
、
突
如
と
し
て
四
国
最
大
の
古
墳
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

一
方
、
津
田
湾
沿
岸
で
は
古
墳
時
代
前
期
初
頭
か
ら
連
綿
と
約
一
世
紀
に
渡
っ
て
規
模
の
大
き
な

古
墳
が
築
造
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
け
ぼ
山
古
墳
を
最
後
に
築
造
は
停
止
し
て
し
ま
い
ま
す
。
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つ
ま
り
、
津
田
湾
沿
岸
で
古
墳
が
造
ら
れ
な
く
な
る
時
期
と
富
田
茶
臼
山
古
墳
が
出
現
す
る
の
は
連

動
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
け
ぼ
山
古
墳
の
形
が
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
形
に
似
て
い
る
の
は
重

要

だ

と

い

え

ま

す
。 具

体

的

に

見

る
と
、
富
田
茶
臼

山

古

墳

は

三

段

に

な

っ

て

い

ま

す
が
、
そ
の
二
段

目

の

形

が

け

ぼ

山

古

墳

に

似

て

お
り
、
か
つ
、
大

き

さ

は

け

ぼ

山

古

墳

の

約

二

倍

に

な

っ

て

い

ま

す
。
香
川
県
内
で
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け
ぼ
山
古
墳
と
築
造
年
代
の
近
い
古
墳
と
し
て
高
松
市
今
岡
古
墳
、
三
谷
石
舟
古
墳
が
あ
り
ま
す
が
、

古
墳
の
形
は
富
田
茶
臼
山
古
墳
、
け
ぼ
山
古
墳
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
け
ぼ
山
古
墳
は
ま
さ
に

香
川
県
内
で
一
番
富
田
茶
臼
山
古
墳
に
形
の
似
て
い
る
古
墳
で
あ
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
津
田
湾
沿

岸
の
首
長
が
大
川
町
に
移
動
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
の
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
一
方
で
埴
輪
に
注
目
す
る
と
、
両
古
墳
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
富

田
茶
臼
山
古
墳
で
は
墳
丘
に
円
筒
埴
輪
と
朝
顔
形
埴

輪
が
ぐ
る
り
と
巡
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た

あ
り
方
は
古
墳
文
化
の
中
心
で
あ
る
畿
内
地
域
の
古

墳
に
共
通
し
て
い
ま
す
。
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
古
墳

の
大
き
さ
の
み
な
ら
ず
、
古
墳
を
構
成
す
る
様
々
な

特
徴
に
お
い
て
も
畿
内
地
域
と
の
密
接
な
関
わ
り
が

あ
っ
て
、
地
方
に
築
造
さ
れ
た
畿
内
型
古
墳
と
し
て

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

一
方
、
け
ぼ
山
古
墳
で
は
円
筒
埴
輪
は
ほ
と
ん
ど

出
土
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
墳
丘
に
巡
ら
さ
れ
て
い
た

の
は
壺
の
形
を
し
た
壺
形
埴
輪
だ
っ
た
の
で
す
。
壺

出土した壺形埴輪 
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形
埴
輪
を
墳
丘
に
巡
ら
す
の
は
畿
内
地
域
で
は
極
め
て
珍
し
い
と
い
え
ま
す
。
ち
な
み
に
け
ぼ
山
古

墳
の
壺
形
埴
輪
は
壺
の
形
は
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
人
々
が
日
常
生
活
で
使
用
す
る
壺
と
は
大
き

く
形
が
違
い
ま
す
。
最
初
か
ら
底
に
孔
が
あ
け
ら
れ
て
お
り
、
厚
手
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
言
で

い
う
な
ら
ば
あ
ま
り
い
い
形
に
は
仕
上
げ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
最
初
か
ら
実
用
的
な
壺
と
し
て
製

作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
古
墳
に
並
べ
る
た
め
の
非
実
用
的
な
も
の
と
し
て
製
作
さ
れ
、
か
つ
、
多

量
に
製
作
し
て
墳
丘
に
巡
ら
す
た
め
、
一
個
体
ず
つ
に
か
け
る
労
力
を
最
小
限
に
抑
え
た
結
果
が
け

ぼ
山
古
墳
の
壺
形
埴
輪
の
形
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
実
用
の
壺
で
は
な
い
こ

と
か
ら
、
壺
形
土
器
で
は
な
く
、
壺
形
埴
輪
と
呼
ば
れ
ま
す
。
津
田
湾
沿
岸
で
壺
形
埴
輪
は
一
つ
山

古
墳
、
龍
王
山
古
墳
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
古
墳
は
一
つ
山
古
墳
か
ら
龍
王
山
古
墳
、
け
ぼ
山
古
墳

の
順
番
で
造
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
壺
形
埴
輪
は
段
々
と
形
が
崩
れ
て
い
き
、
日
常
生
活
で
使
用

す
る
壺
形
土
器
の
形
か
ら
変
化
し
て
い
く
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

最
後
に
刳
抜
式

く
り
ぬ
き
し
き

石
棺

せ
っ
か
ん

を
紹
介
し
ま
す
。
津
田
湾
沿
岸
で
は
津
田
町
と
大
川
町
の
境
に
あ
る
火
山
の

中
腹
で
採
石
さ
れ
る
白
色
を
し
た
凝
灰
岩
、
い
わ
ゆ
る
火
山

ひ

や

ま

石い
し

を
使
用
し
た
刳
抜
式
石
棺
が
首
長
墓

の
棺
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
香
川
県
内
で
刳
抜
式
石
棺
は
他
に
高
松
市
国
分
寺
町
の
角
閃
安

山
岩
、
鷲わ

し

ノの

山
石

や
ま
い
し

を
使
用
し
た
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
香
川
県
内
は
火
山
石
製
と
鷲わ

し

ノの

山
石

や
ま
い
し

製
の
刳

抜
式
石
棺
が
在
地
生
産
さ
れ
て
お
り
、
少
し
後
の
時
代
に
な
っ
て
九
州
の
阿
蘇
溶
結

あ

そ

よ

う

け

つ

凝
灰
岩
製

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん
せ
い

の
刳
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抜
式
石
棺
が
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
香
川
県
の

刳
抜
式
石
棺
は
断
面
が
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
丸
い
形
を

し
て
い
る
こ
と
か
ら
割わ

り

竹
形

た
け
が
た

石
棺

せ
っ
か
ん

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
丸
い
石
棺
か
ら
四
角
い
石

棺
に
変
化
し
て
い
き
、
ま
た
装
飾
的
に
な
っ
て
い
く
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
け
ぼ
山
古
墳
の

刳
抜
式
石
棺
は
聞
き
取
り
調
査
か
ら
四
角
い
家
形
を
し

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
石
棺
は
か
つ

て
盗
掘
に
よ
っ
て
存
在
が
知
ら
れ
、
現
在
は
元
の
状
態

に
後
円
部
頂
部
に
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
二
十
二
年
の
調
査
に
際

し
て
古
墳
の
掃
除
を
し
て
い
る
と
、
古
墳
の
裾
に
安
置

さ
れ
て
い
る
石
仏
の
横
に
石
棺
の
一
部
ら
し
き
部
材
が

石
仏
に
並
ん
で
安
置
さ
れ
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
石
仏
の
基
壇
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
最
終
的
に
破
壊
さ
れ
た
破
片
が
三
点
見
つ
か
り
ま
し
た
。
今
、
こ
の
刳
抜
式
石
棺
片
は
さ
ぬ
き
市

歴
史
民
俗
資
料
館
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
基
壇
を
解
体
し
た
時
に
、
錫
製
の
十
銭
が
出
土
し
ま
し
た
。

発見された刳抜式石棺  
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こ
の
十
銭
は
太
平
洋
戦
争
末
期
か
ら
戦
後
ま
も
な
く
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
し
た
。
石
仏
の

基
壇
に
使
用
さ
れ
て
い
る
石
材
は
後
円
部
頂
部
の
竪
穴
式

た
て
あ
な
し
き

石
室

せ
き
し
つ

の
石
室
材
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
頃
に
埋
葬
施
設
は
盗
掘
さ
れ
、
内
部
の
刳
抜

式
石
棺
が
破
壊
さ
れ
て
そ
の
一
部
が
石
仏
と
と
も

に
安
置
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

注
目
し
た
い
の
は
刳
抜
式
石
棺
の
形
で
す
。
従

来
云
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
家
形
で
は
な
く
、
断
面

が
円
形
の
、
こ
れ
ま
で
古
い
段
階
の
も
の
と
評
価

さ
れ
て
い
た
形
態
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
け
ぼ
山

古
墳
の
刳
抜
式
石
棺
の
発
見
に
よ
っ
て
火
山
石
製

刳
抜
式
石
棺
の
多
様
性
が
判
明
し
、
鷲
ノ
山
石
製

の
石
棺
の
変
化
と
は
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

り
ま
し
た
。
火
山
石
石
棺
群
工
人
集
団
と
鷲
ノ
山

石
石
棺
集
団
は
異
な
る
石
棺
集
団
で
あ
っ
た
可
能

性
が
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。 

 

後円部頂部にある火山石製蓋石  
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さ
て
、
け
ぼ
山
古
墳
で
は
火
山
石
は
刳
抜
式
石
棺
の
み
で
は
な
く
、
刳
抜
式
石
棺
を
納
め
た
後
に

竪
穴
式
石
室
を
閉
塞
し
た
蓋
石
に
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
火
山
石
製
の
蓋
石
は
岩
崎
山
四
号
墳
に

も
見
ら
れ
、
ま
た
、
伝
承
か
ら
は
赤
山
古
墳
も
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
津
田
湾
沿
岸
の
古
墳
で
は
刳
抜
式
石
棺
の
み
な
ら
ず
蓋
石
の
製
作
も
火
山
石
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ

た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
こ
の
点
も
鷲
ノ
山
石
製
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
す
。
こ
の
よ
う
な
け
ぼ
山

古
墳
の
蓋
石
で
す
が
、
一
方
で
岩
崎
山
四
号
墳
の
蓋
石
と
異
な
る
点
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
蓋
石

に
縄
掛
突
起
が
つ
い
て
い
る
点
で
す
。
縄
掛
突
起
の
つ
い
た
蓋
石
は
奈
良
県
屋
敷
山
古
墳
な
ど
に
類

例
が
あ
り
、
奈
良
県
佐
紀
盾
列
古
墳
群
で
日
葉
酢
媛

ひ

ば

す

ひ

め

陵
り
ょ
う

と
さ
れ
て
い
る
佐
紀

さ

き

陵

山

み
さ
さ
ぎ
や
ま

古
墳

こ

ふ

ん

も
同
様
の
形

態
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
岡
山
県
備
前
市
鶴
山
丸
山
古
墳
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
古
墳
に
納
め
ら
れ
て
い
る
刳
抜
式
石
棺
は
火
山
石
製
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
佐
紀
陵
山
古
墳
も
内
部
に
納
め
ら
れ
て
い
る
刳
抜
式
石
棺
は
火
山
石
製
で

は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
佐
紀
陵
山
古
墳
の
石
棺
は
現
在
厳
重
に
内
部

に
密
閉
さ
れ
、
宮
内
庁
が
陵
墓
と
し
て
管
理
し
て
い
る
た
め
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
火
山
石
製
か
ど

う
か
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
畿
内
政
権
の
中
枢
で
あ
っ
た
大
規
模
墳
に
火
山
石
製
が
使
用

さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
謎
を
残
し
て
お
く
の
も
古
代
の
ロ

マ
ン
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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３ 

一
つ
山
古
墳 

 

け
ぼ
山
古
墳
の
東
側
の
小
さ
な
山
の
頂
上
に
あ
り
ま
す
。
南
・
東
・
北
は
海
に
面
し
て
お
り
、
古

墳
か
ら
見
る
海
上
の
景
色
は
と
て
も
風
光
明
媚
で
す
。
東
か
ら
船
で
や
っ
て
く
る
と
津
田
湾
沿
岸
で

最
初
に
目
に
す
る
の
が
一
つ
山
古
墳
で
、
海
上
か
ら
は
と
て
も
目
立
つ
場
所
に
築
造
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
海
を
意
識
し
た
古
墳
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

一
つ
山
古
墳
は
こ
れ
ま
で
津
田
町
史
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
記
載
内
容
は
あ
ま
り
多
く

な
く
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
古
墳
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
十
六
年
に
台
風
に
よ
る

大
雨
で
海
側
の
崖
崩
れ
が
発
生
し
、
古
墳
の
一
部
が
崩
壊
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
こ

で
崩
落
す
る
危
険
の
あ
る
場
所
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
墳
丘
頂
部
か
ら
刳
抜
式
石
棺
が

発
見
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

香
川
県
で
は
刳
抜
式
石
棺
は
古
墳
時
代
前
期
中
頃
か
ら
出
現
し
、
古
墳
時
代
中
期
に
は
ほ
ぼ
製
作

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
地
元
で
の
生
産
が
衰
退
す
る
頃
に
他
地
域
産
の
九
州
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
製
が

運
ば
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
が
高
松
市
長
崎
鼻
古
墳
の
刳
抜
式
石
棺
で
す
。
ま
た
、

刳
抜
式
石
棺
は
ど
の
古
墳
に
も
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
数
多
く
あ
る
古
墳
の
中

で
も
権
力
を
持
っ
た
首
長
墓
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
香
川
県
で
は
こ
れ
ま
で
古
墳
か
ら
は
前
方
後
円

墳
の
み
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
、
円
墳
で
あ
る
一
つ
山
古
墳
か
ら
刳
抜
式
石
棺
が
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発
見
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
刳
抜

式
石
棺
を
ラ
ン
ク
の
下
が
る
首
長
も
使
用
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
一
つ
山
古
墳
は
円
墳
で
す
が
、
墳
径

は
二
十
七
ｍ
も
あ
り
、
六
十
ｍ
級
の
前
方
後

円
墳
の
後
円
部
径
に
相
当
す
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、
津
田
湾
沿
岸
で
は
前
方
後
円
墳
だ

け
で
は
な
く
、
円
墳
も
首
長
の
墓
と
し
て
採

用
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
す
。
刳

抜
式
石
棺
は
現
在
、
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
た

め
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
発
掘
調
査

の
時
に
形
の
特
徴
は
記
録
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
よ
る
と
赤
山
古
墳
の
刳
抜
式
石
棺
の
一

基
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
や
や
新
し
い
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
赤
山

古
墳
が
築
造
さ
れ
た
後
に
一
つ
山
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
す
。
津
田
湾

沿
岸
の
古
墳
は
最
初
に
う
の
べ
山
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
後
に
赤
山
古
墳
が
築
造
さ
れ
、
続
い
て
一
つ

発見された刳抜式石棺 
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山
古
墳
、
け
ぼ
山
古
墳
と
築
造
さ
れ
ま
し
た
。
時
代
で
い
う
と
古
墳
時
代
前
期
中
頃
に
な
り
ま
す
。 

 

墳
丘
の
斜
面
を
発
掘
す
る
と
た
く
さ
ん
の
壺
形
埴
輪
が
出
土
し
ま
し
た
。
一
つ
山
古
墳
は
壺
形
埴

輪
を
ぐ
る
り
と
巡
ら
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
後
の
け
ぼ
山
古
墳
と
共
通
す
る

特
徴
で
す
。
壺
形
埴
輪
の
形
を
見
る
と
、
日
常
生
活
で
使
用
し
て
い
た
壺
形
土
器
に
比
べ
て
作
り
に

粗
雑
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
け
ぼ
山
古
墳
の
壺
形
埴
輪
ほ
ど
は
粗
雑
化
し
て
は
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
壷
形
埴
輪
の
外
面
に
は
ほ
と
ん
ど
に
赤
色
顔
料
が
塗
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
埴
輪
に
赤
色
顔
料

を
塗
る
の
は
津
田
湾
沿
岸
の
古
墳
で
よ
く
見
ら
れ
、
最
初
の
う
の
べ
山
古
墳
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

赤
山
古
墳
、
一
つ
山
古
墳
、
岩
崎
山
四
号
墳
で
は
ほ
と
ん
ど
の
埴
輪
に
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。
続
く
龍

王
山
古
墳
に
な
る
と
円
筒
埴
輪
に
は
見
ら
れ
ず
壺
形
埴
輪
の
み
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
け
ぼ
山

古
墳
に
な
る
と
ご
く
一
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
赤
山
古
墳
の
頃
に
赤
色
顔

料
を
塗
る
よ
う
に
な
り
、
時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
赤
色
顔
料
を
塗
っ
た
埴
輪
の
割
合
が
少
な

く
な
っ
て
い
く
傾
向
が
窺
え
ま
す
。
ち
な
み
に
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
大
多
数
の
埴
輪
に
は
塗
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
極
一
部
塗
ら
れ
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。 
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ま
と
め 

津
田
湾
沿
岸
の
古
墳 

 

今
回
、
鶴
羽
の
三
つ
の
古
墳
を
紹
介
し
ま
し
た
。
平
成
十
六
年
か
ら
さ
ぬ
き
市
教
育
委
員
会
で
は

津
田
湾
沿
岸
の
古
墳
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回
紹
介
し
た
鶴
羽
地
区
と
と
も

に
西
の
津
田
地
区
の
古
墳
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ず
新
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
津
田
湾
沿
岸
の
古
墳

は
従
来
海
と
の
関
わ
り
を
も
つ
首
長
の
墓
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ま
た
、
古
墳
の
特
徴
か
ら
、
香
川
県

の
中
で
い
ち
早
く
畿
内
的
な
特
徴
を
生
ん
だ
特
異
な
地
域
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
畿
内
政
権
の
地

方
支
配
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
方
支
配
の
完
成
形
と

し
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
の
出
現
が
想
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過
の
中
で
最
初

に
津
田
湾
沿
岸
で
出
現
し
た
う
の
べ
山
古
墳
は
地
元
香
川
の
特
徴
を
多
く
備
え
て
い
ま
し
た
。
次
の

赤
山
古
墳
、
一
つ
山
古
墳
は
埋
葬
施
設
の
方
角
等
に
畿
内
地
域
の
古
墳
と
の
共
通
が
窺
え
る
よ
う
に

な
り
、
さ
ら
に
岩
崎
山
四
号
墳
は
多
く
の
点
で
畿
内
的
性
格
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 
 

今
年
、
畿
内
政
権
の
中
枢
、
古
市
古
墳
群
の
津
堂
城
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鏡
と
岩
崎
山
四
号
墳

の
鏡
が
同
型
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
畿
内
政
権
と
の
交
流
を
窺
う
重
要

な
証
拠
と
い
え
ま
す
。
岩
崎
山
四
号
墳
に
続
い
て
古
墳
時
代
前
期
後
半
、
四
世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ

た
の
が
龍
王
山
古
墳
、
け
ぼ
山
古
墳
で
し
た
。
そ
し
て
、
古
墳
時
代
中
期
に
入
っ
た
五
世
紀
前
半
に

大
川
町
に
富
田
茶
臼
山
古
墳
が
出
現
し
、
津
田
湾
沿
岸
の
古
墳
が
姿
を
消
す
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
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古
墳
時
代
中
期
以
降
の
津
田
湾
沿
岸
に
は
古
墳
時
代
後
期
の
小
規
模
な
古
墳
で
あ
る
宮
奥
古
墳
が
か

ろ
う
じ
て
一
基
知
ら
れ
る
の
み
で
、
こ
の
地
に
再
び
大
規
模
古
墳
が
築
造
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
古
墳
時
代
中
期
以
降
、
さ
ぬ
き
市
内
の
古
墳
築
造
は
内
陸
を
中
心
と
し
た
も
の
に
大
き

く
変
化
し
た
の
で
す
。



 



１１月２５日（日） 津田町からの復路 

ＪＲ高徳線 

     （鶴羽駅）     （高松駅） 

12:29発  →   13:25着 

13:47発  →   14:41着 

次回のふるさと探訪は・・・・ 

 テ － マ 遍路道（屋島登山道）を歩く 

 と  き 平成２４年１２月１６日（日） 

      ９：３０～１２：００ 

 集合場所 大宮八幡宮（琴電屋島駅から 500m） 

講  師 山元 敏裕（市教委文化財専門員） 

☆広報「たかまつ」１２月１日号に開催案内を掲載しますので、ご

覧ください。 

☆小雨決行。警報発令等により中止の場合のみ、文化財課（TEL 839

－2660「午前７時 30分～開始時間まで」）でお知らせします。（電話

が通じない場合は、「実施」です。） 
 

★次回の交通案内★--------------------------------------- 

ことでん電車【志度線・下り】 

（瓦町駅）  （琴電屋島駅） 

8:46   →   9:01 

9:06   →    9:21  
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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、体調には十分気をつけましょう。 

 

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。 

「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、 

 安全で意義のある探訪としましょう。 

 


