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◆
侍
塚
古
墳
と
は

　

大
田
原
市
湯
津
上
、
那
須
岳
を
源
流
と
す
る
那
珂
川
の
中
流
域
の
西
側
、

右う

が

ん岸
段

だ
ん
き
ゅ
う
じ
ょ
う

丘
上
に
は
、
多
く
の
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
、

日
本
一
美
し
い
古
墳
と
も
い
わ
れ
る
国
指
定
史
跡
「
侍
塚
古
墳
」
で
す
。

侍
塚
古
墳
周
辺
に
は
、
古
代
那
須
の
遺
跡
が
残
さ
れ
て
お
り
、
古
代
の
息

吹
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

「
侍
塚
古
墳
」
は
、
上
侍
塚
古
墳
と
下
侍
塚
古
墳
の
２
基
が
あ
り
、
い
ず

れ
も
４
世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
前ぜ

ん
ぽ
う
こ
う
ほ
う
ふ
ん

方
後
方
墳
と
い
う
形

を
し
た
古
墳
で
す
。

　

古
墳
時
代
の
那
須
地
域
で
は
、
前
方
後
方
墳
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

古
墳
が
さ
か
ん
に
造
ら
れ
た
３
世
紀
後
半
～
７
世
紀
を
古
墳
時
代
と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、
栃
木
県
内
で
は
、
古
墳
時
代
の
初
め
の
頃
に
、
ま
ず
那
須

地
域
に
前
方
後
方
墳
が
続
け
て
６
基
造
ら
れ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
上
侍
塚
古
墳
の
北
側
に
は
、
同
じ
く
前
方
後
方
墳
で
あ
る
上
侍

塚
北
古
墳
が
あ
り
、
下
侍
塚
古
墳
の
北
側
に
は
８
基
の
円
墳
や
前
方
後
円

墳
か
ら
な
る
侍
塚
古
墳
群
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

○
上
侍
塚
古
墳
〔
国
指
定
史
跡
〕

　

墳
丘
全
長
１
１
４
ｍ
の
前
方
後
方
墳
で
す
。
那
須
地

域
の
古
墳
の
中
で
は
最
大
規
模
を
誇
り
、
栃
木
県
内
の

前
方
後
方
墳
に
お
い
て
も
、
足
利
市
の
藤
本
観
音
山
古

墳
（
１
１
６
・
５
ｍ
）
に
次
ぐ
大
き
さ
で
す
。

　

墳
丘
に
は
葺
石
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
周

溝
に
つ
い
て
は
、
西
側
の
水
田
部
分
に
一
段
低
い
面
と

し
て
痕
跡
が
残
っ
て
い
ま
す

○
下
侍
塚
古
墳
〔
国
指
定
史
跡
〕

　

上
侍
塚
古
墳
の
北
約
８
０
０
ｍ
の
と
こ
ろ
に
位
置
す

る
、
墳
丘
全
長
８
４
ｍ
の
前
方
後
方
墳
で
す
。

　

現
在
も
墳
丘
に
は
葺
石
が
一
部
露
出
し
て
い
ま
す
。

昭
和
５
０
年
（
１
９
７
５
）
の
湯
津
上
村
教
育
委
員
会
（
当

時
）
に
よ
る
周
溝
等
の
発
掘
調
査
で
は
、
葺ふ

き
い
し石

が
確
認

さ
れ
、
土は

じ

き

師
器
壺つ

ぼ

な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
墳
丘
の
周
囲
に
は
、
一
段
低
い
面
が
楯
状
に
認

め
ら
れ
、
古
墳
の
周
溝
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
代
那
須
の
国
へ
よ
う
こ
そ　

―
侍
塚
古
墳
―

特集

上侍塚古墳（西側）

下侍塚古墳（東側）
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○
上
侍
塚
北
古
墳

　

上
侍
塚
古
墳
の
北
約
50
ｍ
の
と
こ

ろ
に
位
置
す
る
、
墳

ふ
ん
き
ゅ
う丘

全
長
48
・
５

ｍ
の
前
方
後
方
墳
で
す
が
、
現
在
は

一
部
が
削
ら
れ
て
お
り
、
原
形
を
と

ど
め
て
い
ま
せ
ん
。

　

周
囲
か
ら
は
赤

せ
き
し
ょ
く
が
ん
り
ょ
う

色
顔
料
が
付
着
し

た
土
師
器
壺
の
破
片
が
採
集
さ
れ
て

い
ま
す
。
築
造
時
期
は
、
上
侍
塚
古

墳
に
近
い
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

○
侍
塚
古
墳
群

　

〔
市
指
定
史
跡
〕

　

下
侍
塚
古
墳
に
隣
接
し
て
、
８
基

の
古
墳
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
方

後
円
墳
で
あ
る
１
号
墳
、
円
墳
で
あ

る
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
号
墳
、
方
墳

で
あ
る
８
号
墳
か
ら
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
古
墳
の
詳
細
は
明
ら
か

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
過
去
に
５

号
墳
と
８
号
墳
が
調
査
さ
れ
て
い
ま

す
。
記
録
に
は
、
円
墳
で
あ
る
５
号

墳
か
ら
鳥
形
の
形け

い
し
ょ
う
は
に
わ

象
埴
輪
が
出
土
し

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
那
須
国
造
碑
〔
国
宝
〕
笠
石
神
社
所
蔵

　

下
侍
塚
古
墳
の
北
約
５
０
０
ｍ
に
あ
る
笠
石
神
社
の
ご

神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
碑
は
西
暦
７
０
０
年
頃
、
那
須

国
く
に
の
み
や
つ
こ

造

・
那
須

評ひ
ょ
う
と
く

督
を
務
め
た
那な

す

の須
直あ

た
い
い
で

韋
提
が
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
息

子
と
思
わ
れ
る
意お

し

ま

ろ

斯
麻
呂
た
ち
が
、
韋い

で提
の
遺
し
た
業
績

を
顕
彰
す
る
た
め
に
建
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
造
と
は
、
古
代
の
地
方
官
の
役
職
名
で
す
。
ヤ
マ
ト

王
権
が
各
地
の
有
力
豪
族
を
国
造
に
任
命
し
、
地
方
支
配

を
取
り
仕
切
ら
せ
ま
し
た
。

　

現
在
の
栃
木
県
域
に
は
、
那
須
国
造
と
下
毛
野
国
造
（
県

の
南
西
域
あ
た
り
）
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

◆
日
本
考
古
学
発
祥
の
地

　

古
墳
時
代
前
期
に
造
ら
れ
た
前
方
後
方
墳
と
し
て
、
大
変
貴
重
な
侍
塚
古
墳
で
す
が
、
日
本
の
歴
史
上
、
と
て

も
重
要
な
出
来
事
が
あ
っ
た
古
墳
と
し
て
も
有
名
で
す
。
江
戸
時
代
、
日
本
で
初
め
て
の
学
術
的
な
発
掘
調
査
が
、

徳
川
光
圀
の
命
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
侍
塚
古
墳
発
掘
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
那
須
国
造
碑
と
い
う
石
碑
の
再
発
見
で
す
。

◇
那
須
国
造
碑
の
再
発
見

　

延
宝
４
年
（
１
６
７
６
）、
磐い

わ

き城
（
現
在
の
福
島
県
）

の
僧
円え

ん
じ
ゅ
ん

順
が
、
湯
津
上
村
の
草
む
ら
の
中
に
あ
る
碑
を

見
て
、
「
こ
の
碑
は
普
通
の
石
碑
で
は
な
く
、
高
貴
な
人

の
石
碑
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
那
須
郡
武む

も
の
さ
と

茂
郷
（
現
在

の
那
珂
川
町
馬
頭
）
の
庄
屋
大お

お
が
ね
し
げ
さ
だ

金
重
貞
に
伝
え
ま
し
た
。

　

重
貞
は
湯
津
上
村
へ
出
向
き
、
碑
の
存
在
を
確
認
し

ま
す
。
一
面
苔
に
お
お
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
文
字
が

彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
重
貞
は
息
子
の
小こ

う

え

も

ん

右
衛
門
ら
と
と

も
に
６
度
通
い
、
苔
を
落
と
し
て
文
字
の
判
読
に
努
め

ま
す
。
そ
し
て
、
著
書
『
那
須
記
』
に
書
き
記
し
ま
し
た
。

◇
那
須
国
造
碑
と
徳
川
光
圀
の
出
会
い

　

天
和
３
年
（
１
６
８
３
）、
徳
川
光
圀
が
武
茂
郷
に
や
っ

て
き
ま
す
。
武
茂
郷
は
、
現
在
の
栃
木
県
那
珂
川
町
馬
頭
で

す
が
、
近
世
は
水
戸
領
で
し
た
。
光
圀
の
武
茂
郷
巡
村
は
、

合
計
９
回
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
和
３
年
の
巡
村
は
３

回
目
で
し
た
。

　

こ
の
時
、
重
貞
は
光
圀
に
『
那
須
記
』
を
献
上
し
ま
す
。

光
圀
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
古
碑
に
驚
き
、
重
貞
に
碑
の
詳

細
を
説
明
さ
せ
ま
し
た
。

上侍塚北古墳（西側）

侍塚古墳群の位置

国宝　那須国造碑（笠石神社所蔵）



◇
侍
塚
古
墳
発
掘
調
査
の
成
果

・
上
侍
塚
古
墳

　

元
禄
５
年
の
調
査
の
様
子
と
し
て
、
大
金
重
貞
著
『
湯

津
神
村
車
塚
御
修
理
』
に
は
、
後
方
部
の
中
央
を
５
尺
（
約

１
・
５
ｍ
）
余
り
掘
っ
た
と
こ
ろ
に
鉄て

つ
ぞ
く鏃

や
管く

だ
た
ま玉

・
石

い
し
く
し
ろ釧

な
ど
が
見
つ
か
っ
た
と
あ
る
の
で
、
こ
の
部
分
が
埋
葬

施
設
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

鉄
鏃
な
ど
の
下
に
は
、
「
先
へ
な
土
ニ
テ
ヌ
リ
、
其
内

ヲ
墨
也
、
漆
ノ
ね
り
土
也
、
其
内
ニ
朱
少
々
有
り
」
と

い
う
部
分
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
へ
な
土
」

は
水
の
底
に
あ
る
粘
質
性
の
黒
色
の
泥
土
で
、
そ
の
内

側
に
墨
・
漆
の
練
り
土
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
内
側
に

朱
が
少
々
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
外
側
に
粘

土
槨か

く

が
あ
り
、
そ
の
内
側
に
木
棺
の
腐
蝕
部
分
の
痕
跡

が
あ
っ
た
の
が
、
墨
や
漆
の
練
り
土
の
よ
う
に
見
え
た

の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

2018.45

◇
侍
塚
古
墳
の
発
掘
調
査

　

『
那
須
記
』
に
記
さ
れ
た
古
碑
に
深
い
関
心
を
持
っ
た
光
圀
は
、
古
碑
の
主

を
解
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
重
貞
を
現
場
責
任
者
に
任
命
し
、
ま
ず
は
、

古
碑
の
周
辺
の
発
掘
調
査
を
行
お
う
と
し
ま
す
。
時
に
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う

享
４
年
（
１
６
８
７
）

の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
湯
津
上
村
は
水
戸
領
で
は
な
い
た
め
、
現
地
の
地

主
ら
と
の
調
整
な
ど
で
実
施
ま
で
に
は
４
年
の
歳
月
を
要
し
ま
し
た
。

　

元
禄
４
年
（
１
６
９
１
）、
い
よ
い
よ
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

残
念
な
が
ら
古
碑
の
主
の
解
明
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
近
く

に
あ
っ
た
「
大
墳
墓
」
上
侍
塚
古
墳
・
下
侍
塚
古
墳
を
発
掘
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

発
掘
調
査
に
よ
り
、
両
古
墳
か
ら
は
様
々
な
副
葬
品
が
出
土
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
古
碑
の
主
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、

出
土
し
た
遺
物
に
つ
い
て
は
絵
図
を
と
ら
せ
、
松
の
箱
に
入
れ
て
元
の
場
所

に
埋
め
戻
し
ま
す
。
墳
丘
に
つ
い
て
も
修
復
し
、
保
護
の
た
め
松
の
木
を
植

え
さ
せ
ま
し
た
。

　

古
碑
に
つ
い
て
も
碑
堂
を
建
立
し
、
周
囲
の
土
地
を
買
い
上
げ
、
管
理
人

の
僧
（
別べ

っ
と
う当

）
を
置
き
ま
し
た
。
全
て
が
終
了
し
た
の
は
約
１
年
後
の
元
禄

５
年
の
こ
と
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
発
掘
調
査
・
碑
堂
の
建
立
に
か
か
っ
た
費
用
は
、
全
て
水
戸

藩
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
下
侍
塚
古
墳

　

後
方
部
の
中
央
を
５
尺
ほ
ど
掘
っ
て
鏡
や
大
刀
破
片

な
ど
を
発
見
し
て
い
る
も
の
の
、
上
侍
塚
古
墳
の
よ
う

な
埋
葬
施
設
ら
し
き
特
徴
は
『
湯
津
神
村
車
塚
御
修
理
』

に
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
簡
単
な
粘
土
槨
程

度
の
施
設
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

◆
現
在
も
受
け
継
が
れ
る
文
化
財
保
護
の
心

　

光
圀
の
命
に
よ
り
行
わ
れ
た
侍
塚
古
墳
・
那
須
国
造
碑
の
調

査
・
保
護
は
、
現
在
の
文
化
財
保
護
へ
と
通
じ
る
も
の
で
し
た
。

　

下
侍
塚
古
墳
は
、
あ
る
考
古
学
者
に
よ
っ
て
「
日
本
一
美
し

い
古
墳
」
と
賞
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
こ
の
「
日
本
一
美
し

い
古
墳
」
を
守
っ
て
い
る
の
は
、
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

「
侍
塚
古
墳
松し

ょ
う
し
ゅ
か
い

守
会
」
の
方
々
で
す
。
霜そ

う
こ
う降

の
日
の
「
こ
も
巻
き
」

と
啓け

い
ち
つ蟄

の
日
の
「
こ
も
外
し
」
は
、
大
田
原
市
の
冬
と
春
を
告

げ
る
風
物
詩
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

長
い
年
月
の
間
、
地
域
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
り
守
っ
て
き

た
美
し
い
古
墳
を
、
私
た
ち
も
、
ま
た
次
の
世
代
へ
と
伝
え
て

い
く
責
任
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

「こも巻き」のようす

な
す
風
土
記
の
丘
湯
津
上
資
料
館　

（
９
８
）３
３
２
２　

侍塚古墳の発掘と那須国造碑の保存

上・下侍塚古墳出土品（元禄５年）


