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宮
崎
市
穂

一

号
境
木
櫛
の
調
査

や
な
ぎ
さ
わ
か
ず

お

柳

沢

一

男

あ
お

さ

平
成

一
四
年
九
月
末
､
発
掘
調
査
中
の
宮
崎
市

槍

一
号
墳
で
埋
葬
施

設
の
木
林
が
確
認
さ
れ
た
｡
短
時
間
だ
っ
た
が

N
H
K
全
国
ニ
ュ
ー
ス

で
放
映
さ
れ
'
ま
た
新
聞
各
紙
が

｢
国
内
最
大
級
の
木
梯
発
見
｣
と
い

う
見
出
し
で
取
り
上
げ
た
こ
と
も
あ

っ
て
反
響
が
大
き
か
っ
た
｡
多
く

の
方
々
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ

っ
た
ほ
か
'
｢現
地
説
明
会
も
開
か
ず
､

市
民
に
公
開
し
な
い
ま
ま
埋
め
て
し
ま
っ
た
の
は
け
し
か
ら
ん
｣
と
い

う
お
叱
り
も
い
た
だ
い
た
｡
そ
の
点
は
お
詫
び
し
た
い
が
､
授
業
の
一

環
と
し
て
学
生
の
夏
休
み
中
に
行
う
調
査
の
た
め
､
後
期
授
業
日
ま
で

に
調
査
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ

っ
た
こ
と
を
ご
理
解
い

た
だ
き
た
い
｡
こ
こ
で
は
'
椋

一
号
境
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
と
､
今
回

確
認
さ
れ
た
木
椀
の
概
要
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
た
い
｡

穂

一
号
境
の
位
置

穏

1
号
項
は
､
九
州
東
南
部
の
日
向
灘
に
面
し
た
砂
堆
上
に
つ
-
ら

れ
た
墳
長
約
五
二
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
｡
宮
崎
市
郊
外
の

吉
村
町
江
田
原
に
あ
り
､
宮
崎
市
立
椿
中
学
校
の
す
ぐ
南
側
に
接
し
て

い
る
｡
振
付
H
式
の
土
器
棺
や
石
組
み
墓
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
穂
遺
跡

は
中
学
校
校
庭
の
一
角
に
あ
り
､
穂

一
号
頃
は
そ
の
調
査
地
点
か
ら
南

約
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
た
る
｡

穂

一
号
塀
は
海
岸
線
に
平
行
し
て
形
成
さ
れ
た
三
～
四
列
の
砂
唯
の

ぅ
ち
'
も
っ
と
も
内
陸
側
砂
堆
の
先
端
､
標
高
七
-
九
メ
I
-
ル
の
地

点
に
つ
-
ら
れ
て
い
る
｡
周
辺
の
低
地
部
よ
り
三
-
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
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高
い
砂
堆
上
に
は
､
弥
生
時
代
以
降
の
遺
物
散
布
が
認
め
ら
れ
､
長
期

に
わ
た
っ
て
集
落

･
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
｡
周
辺
に

数
基
の
古
墳
が
分
布
し
櫨
古
墳
群
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
､
い
ず
れ
も
未

調
査
で
内
容
不
明
で
あ
る
｡

筆
者
は
学
生
と
と
も
に
県
内
の
古
墳
の
測
量
調
査
を
継
続
し
て
い
る

が
､

一
九
九
四
年
に
榛

一
号
頃
を
含
め
て
前
方
部
が
短
小
で
低
平
な
三

基
の
前
方
後
円
墳
の
測
量
を
行
い
､
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
趨
向
型
に
頬

(-
)

似
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し

た
｡

平
成

二

一年
の
夏
か
ら
地

権
者

(宮
崎
市
)
の
協
力
を
得
て
積

一
号
項
の
調
査
を
開
始
し
､
今
回

は
第
四
次
調
査
に
あ
た
る
C

墳
丘
の
形
態
と
構
造

墳
丘
は
砂
唯
の
延
長
方
向
に
沿

っ
て
後
円
部
を
北
側
に
､
前
方
部
を

砂
堆
端
の
南
側
に
向
け
る
｡
後
円
部
の
北
側
に
区
画
帝
が
め
ぐ
る
ら
し

い
が
､
大
半
が
中
学
校
の
校
庭
と
な
り
詳
細
不
明
で
あ
る
｡

前
方
部
は
砂
唯
の
高
ま
り
を
整
形
し
た
も
の
で
'
明
確
な
盛
土
や
外

表
の
茸
石
は
み
と
め
ら
れ
な
い
O
表
土
下
は
汚
れ
た
間
層
を
挟
ん
で
弥

生
土
器
や
各
種
の
石
器
が
含
ま
れ
る
黒
砂
と
な
る
｡
こ
の
黒
砂
は
椋
遺

跡
か
ら
連
続
す
る
弥
生
時
代
の
遺
物
包
含
層
で
墳
丘
の
基
盤
と
み
ら
れ

る
｡
黒
砂
下
部
は
し
だ
い
に
色
調
が
明
る
-
な
り
､
締
ま
り
の
な
い
灰

白
色
の
風
成
砂
と
な
る
｡

墳
丘
端
部
は
平
坦
な
基
底
面
と
墳
丘
斜
面
と
の
あ
い
だ
の
傾
斜
変
換

に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
｡
前
方
部
前
面
側
で
は
三
個
所
の
-
レ
ン
チ
で
､

側
面
は
九
個
所
の
ト
レ
ン
チ
で
墳
端
が
判
明
し
た
が
1
両
隅
角
は
撹
乱

や
墳
丘
の
流
失
に
よ
っ
て
位
置
と
形
状
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
｡
前
方
部
の
平
面
形
は
不
整
な
形
態
だ
が
､
前
面
側
に
向
か
っ
て

童
形
に
開
-
可
能
性
が
た
か
い
｡

-
び
れ
郡
は
東

･
西
側
の
調
査
区
で
確
認
さ
れ
た
｡
保
存
状
態
が
良

好
な
西
側
-
び
れ
部
で
は
､
後
門
部
平
面
形
が
正
円
を
措
か
ず
連
結
部

状
を
な
す
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
｡

後
門
部
の
平
面
形
と
規
模
は
設
定
し
た
ト
レ
ン
チ
の
墳
端
付
近
が
撹

乱
を
受
け
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
､
現
状
の
憤
斜
変
換
線

付
近
を
お
お
よ
そ
の
墳
端
近
-
と
み
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
｡
以
上
か
ら

桔

一
号
頃
の
墳
丘
は
､
墳
長
約
五
二
メ
ー
ト
ル
､
後
門
部
が
直
径
約
三

五
メ
1
-
ル
､
高
さ
約
四

･
五
メ
1
-
ル
､
前
方
部
が
長
さ

一
七
メ
ー

ト
ル
､
高
さ

7
･
七
～
二
メ
ー
ト
ル
､
-
び
れ
部
幅
的

l
五
メ
ー
ト
ル
､

前
面
幅
お
お
よ
そ
二
四
メ
ー
ト
ル
の
規
模
と
推
測
さ
れ
る
o

な
お
後
門
部
墳
丘
は
､
墳
端
か
ら
上
位
二
メ
1
-
ル
ま
で
が
地
山
整

瓜W一nqH
J
Ⅶ
Ii細
目
.T
J日日.Ⅶ
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写真 1 橋 1号壌遠景

図 2 墳丘と調査区位置
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形
'
そ
の
上
部
二
･
五
メ
ー
ト
ル
が
人
為
的
な
盛
土

(正
確
に
言
う
と
盛

砂
)
で
あ
る
｡
ま
た
後
門
部
頂
と
前
方
部
頂
を
結
ぶ
斜
面
下
部
か
ら
ー

墓
道
な
い
し
作
業
道
の
よ
う
な
満
状
遺
構
の
一
部
が
確
認
さ
れ
た
が
詳

細
は
わ
か
ら
な
い
｡

後
円
部
の
埋
葬
施
設

後
門
部
で
確
認
さ
れ
た
埋
葬
施
設
は
､
整
地
面
上
に
構
築
さ
れ
た
木

樹
と
そ
の
後
に
営
ま
れ
た
直
葬
の
木
棺
で
あ
る
｡
木
棺
は
規
模
も
小
さ

い
う
え
副
葬
品
も
な
い
た
め
二
次
的
な
埋
葬
と
み
ら
れ
る
｡
墳
丘
主
軸

に
直
交
す
る
木
椀
は
頃
頂
平
坦
面
中
央
か
ら
北
側
に
大
き
-
偏
よ
る
が
､

南
側
に
他
の
埋
葬
施
設
が
な
い
こ
と
か
ら
中
心
埋
葬
施
設
と
み
て
間
違

い
な
い
｡

木

櫛

は
現
墳
頂
面
か
ら
二
･
五
メ
1
-
ル
の
深
さ
に
底
面
を
置
き
､

内
法
で
幅
四
メ
ー
ト
ル
､
長
さ
七

･
二
メ
ー
ト
ル
､
高
さ
約

一
･
五
メ

1
-
ル
程
度
の
規
模
と
推
測
さ
れ
る
｡
木
椀
の
調
査
は
南
北
辺

･
東
西

辺
の
中
央
付
近
を
断
ち
切
る
-
レ
ン
チ
で
お
お
よ
そ
の
位
置
と
規
模
を

確
認
し
た
に
す
ぎ
ず
､
未
両
調
査
も
ト
レ
ソ
チ
の
一
部
で
行

っ
た
の
み

で
､
埋
葬
棺
の
配
置
状
況
や
副
葬
品
な
ど
は
不
明
で
あ
る
C

木
柳
は
構
成
木
材
が
腐
植
し
､
最
下
部
に
配
置
さ
れ
た
木
材
痕
跡
を

写真 2 後円部調査区全景 (南から)

写真 3 木棚南北断面

写真4 木棚東辺基底部材痕跡
I t
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除
い
て
形
状
や
構
造
を
知
る
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
木
椀
の
構

造
を
理
解
す
る
に
は
樹
の
崩
壊
過
程
の
検
討
が
必
要
だ
が
'
調
査
デ
ー

タ
の
分
析
が
十
分
で
な
い
た
め
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
｡

ま
ず
現
在
判
明
し
て
い
る
木
椀
基
部
構
造
と
墳
丘
盛
土
と
の
関
係
か

ら
述
べ
て
お
こ
う
｡

木
椀
は
､
砂
唯
の
高
ま
り
を
削

っ
て
お
お
よ
そ
の
整
地
面
を
つ
-
り
､

そ
の
内
側
を
さ
ら
に
五
〇
セ
ソ
チ
ほ
ど
掘
り
込
ん
だ
平
坦
面
に
最
下
段

の
木
材
を
配
置
し
て
構
築
し
て
い
る
｡
最
下
段
木
材
の
内
側
は
二
〇

⊥
二
〇
セ
ソ
チ
の
厚
さ
に
砂
を
敷
い
て
床
面
と
L
t
木
材
周
囲
に
砂
を

積
ん
で
補
強
す
る
｡
木
材
の
長
さ

･
高
さ
は
不
明
だ
が
'
厚
さ
は
南
側

長
側
壁
と
西
側
小
口
壁
で
二
五
セ
ン
チ
程
度
と
確
認
さ
れ
､
角
材
と
呼

ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
｡
木
椀
内
法
の
規
模
が
確
定
で
き
た
の
は
､
最
下

段
木
材
の
四
辺
の
原
位
置
が
明
瞭
に
観
察
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
｡
上
部

の
壁
構
築
法
は
不
明
だ
が
､
お
そ
ら
-
最
下
段
と
同
様
な
梯
材
が
使
用

さ
れ
'
木
櫛
の
構
築
と
後
門
部
盛
土
が
同
時
平
行
に
進
行
し
た
と
思
わ

れ
る
｡

つ
ぎ
に
木
椀
の
崩
壊
過
程
は
､
天
井
部
材
の
腐
朽
に
伴

っ
て
天
井
を

覆
っ
て
い
た
黒
砂
が
棟
内
に
流
入
し
た
の
ち
､
長
側
壁
材
が
外
側
盛
土

(砂
)
の
土
圧
を
受
け
て
梯
内
に
倒
れ
込
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
｡
そ
の

段
階
の
木
椀
内
は
'
流
入
し
た
砂
で
か
な
り
の
部
分
が
埋
没
し
て
お
り
'

倒
れ
込
ん
だ
榔
材
は
流
入
砂
と
盛
土
の
あ
い
だ
で
圧
縮
さ
れ
､
腐
植
の

過
程
で
生
じ
た
空
洞
に
周
辺
の
砂
が
流
れ
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

木
椀
内
の
流
入
土
が

｢
ハ
｣
字
形
に
大
き
く
下
膨
ら
み
し
た
堆
積
状
況

と
､
埴
土
と
盛
土
と
の
あ
い
だ
に
数
セ
ン
チ
メ
-
ー
ル
の
厚
み
を
も
つ

異
質
な
砂
層
は
こ
う
し
た
崩
壊
過
程
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
に
し
て
も
木
榔
規
模
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
｡
当
然
の
こ
と
な

が
ら
､
長
側
材
や
小
口
材
を
内
側
か
ら
支
え
る
支
柱
配
置
や
､
あ
る
い

は
内
部
の
間
仕
切
り
な
ど
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
未
確
認
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
日
本
列
島
内
で
確
認
さ
れ
た
木
椀
の
場
合
'
大
型
墓
境
内
に

構
築
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で
､
こ
の
よ
う
に
最
下
段
に
木
材
を
収
め
る

程
度
の
浅
い
掘
り
込
み
し
か
伴
わ
な
い
の
は
異
例
で
あ
る
｡
こ
う
し
た

構
築
技
法
や
木
櫛
の
規
模
か
ら
み
る
と
'
こ
の
木
椀
は
掘
り
込
み
墓
旗

の
代
替
と
し
て
案
出
さ
れ
た
'
木
材
を
積
み
上
げ
た
構
築
墓
境
と
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡

築
造
年
代
と
古
墳
の
意
義

榛

一
号
項
の
墳
丘
と
後
円
部
か
ら
発
見
さ
れ
た
木
櫛
の
概
要
は
以
上

の
と
お
り
で
あ
る
｡
な
お
､
後
門
部
墳
頂
面
を
掘
り
下
げ
る
過
程
で
'
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崩
壊
し
た
木
櫛
周
囲
か
ら
数
十
片
の
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
｡
細
片

化
し
た
も
の
が
多
い
が
'
高
杯
四
点
と
小
型
丸
底
壷

(鉢
)
一
点
の
券

種
が
判
明
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
器
形
は
九
州
北
部
や
近
畿
地
方
の
布

留
式
系
に
類
似
す
る
が
､
調
整
に
､､､
ガ
キ
手
法
を
施
さ
な
い
地
域
色
を

も
つ
｡
久
住
猛
雄
氏
に
実
見
い
た
だ
き
､
布
留

一
式
に
併
行
す
る
可
能

性
が
大
き
い
と
教
示
い
た
だ
い
た
が
､
趣
向
型
に
類
似
す
る
墳
形
と
と

も
に
も
う
少
し
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
｡

列
島
古
墳
分
布
の
南
端
域
と
も
い
え
る
南
九
州
地
方
の
古
墳
出
現
時

一

期
に
つ
い
て
'
前
期
後
半
を
大
き
-
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
す
る
従
来
の

通
説
は
大
幅
に
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
列
島
最
南
端
の

前
方
後
円
墳
群
を
含
む
鹿
児
島
県
肝
属
郡
高
山
町
の
塚
崎
古
墳
群
で
は
'

五
基
の
前
方
後
円
墳
の
う
ち
四
基
は
前
期
の
築
造
と
推
測
さ
れ
'
そ
れ

ぞ
れ
趣
向
型
類
型
1
箸
墓
類
型
1
西
殿
塚
類
型
1
五
社
神
類
型

へ
と
い

(2
)

う
墳
形
変
化
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
椿

一
号
項
の
所
在
す
る

大
淀
川
下
流
域
で
は
､
宮
崎
市
生
目
古
墳
群
に
二

一〇
-
一
四
〇
メ
ー

ト
ル
の
三
基
の
前
方
後
円
墳
が
あ
り
､
箸
墓
類
型
か
ら
柄
鏡
形
類
型
に

継
続
し
'
前
期
に
限
れ
ば
九
州
最
大
規
模
墳
か
ら
な
る
首
長
墳
系
列
と

(3
)

み
ら
れ
る
｡
三

一
基
の
前
方
後
円
墳
を
含
む
西
都
市
西
都
原
古
墳
群
に

お
い
て
も
､
趣
向
型
類
型

(八
一
号
墳
)
を
噂
矢
と
し
て
大
半
の
前
方

(4
)

後
円
墳
が
前
期
に
築
造
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
南
九
州
に
お
け
る
古
墳
の
出
現
は
､
前
期
初
頭
に
さ
か

の
ぼ
る
可
能
性
が
た
か
い
｡
椿

一
号
頃
が
ど
の
よ
う
な
脈
絡
の
な
か
で

築
造
さ
れ
た
の
か
'
木
榔
内
の
調
査
を
ま
っ
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
が
'
題
向
型
に
類
似
し
た
墳
形
の
採
用
と
木
林
の
採
用
は
､
本

地
域
首
長
と
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
い
ち
早
い
接
触
に
よ
っ
て
登
場
し
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
｡
古
墳
分
布
域
南
端
域
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
前
期

～
中
期
中
葉
ま
で
九
州
最
大
規
模
の
前
方
後
円
墳
を
輩
出
し
っ
づ
け
た

南
九
州
諸
勢
力
の
政
治
力
学
を
支
え
た
も
の
は
何
か
'
疑
問
は
尽
き
な

い
｡

(宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
教
授
)

[証
]

(
1
)
柳
沢
一
男

一
九
九
五
｢宮
崎
県
の
古
墳
資
料

(二
)｣
r宮
崎
考
古
｣
第
一
四

号

(2
)柳
沢
1
男

1
九
九
九

｢南
九
州
の
古
墳
の
出
現
｣
r第
二

回
人
類
史
研
究

会
表
会
要
旨
｣

(3
)柳
沢
一
男

一
九
九
八
｢生
月
古
墳
群
｣
｢季
刊
考
古
学
｣
六
五
号

(4
)柳
沢
一
男

一
九
〇
〇
｢西
都
原
古
墳
群
｣
r季
刊
考
古
学
｣
七
一
号
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