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古
墳
時
代
前
期
（
四
世
紀
頃
）
の
古
墳

の
副
葬
品
の
一
つ
に
銅
鏡
が
あ
り
ま
す
。

　

銅
鏡
は
、
弥
生
時
代
か
ら
朝
鮮
半
島
を

経
て
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
金
属
器
の

一
つ
で
、
裏
面
に
緻
密
な
文
様
が
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
、
北
部
九
州
を

中
心
と
し
た
地
域
の
首
長
（
権
力
者
）
た

ち
の
権
力
の
証（
威
信
財
）と
し
て
広
が
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　

古
墳
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
銅
鏡
の
配

布
に
つ
い
て
の
権
利
を
掌
握
し
た
近
畿
地

方
の
倭や

ま
と

政
権
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
威
信

財
と
し
て
、
地
域
の
首
長
た
ち
は
競
っ
て

求
め
ま
し
た
。

　

町
内
で
最
も
古
い
前
方
後
円
墳
で
あ
る

郷
観
音
山
古
墳
（
下
原
）
で
は
、「
三さ

ん

角か
く

縁ぶ
ち

神し
ん

獣じ
ゅ
う

鏡き
ょ
う

」
と
い
う
古
墳
時
代
の
首
長
が

持
つ
鏡
と
し
て
は
最
上
ラ
ン
ク
の
鏡
が
副

葬
さ
れ
て
い
ま
す
。
郷
観
音
山
古
墳
の
築

造
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
製
作
さ
れ
た
中

国
の
三
国
時
代
（
三
世
紀
）
と
そ
れ
ほ
ど

時
期
差
が
な
い
の
で
、
こ
の
銅
鏡
が
製
作

さ
れ
て
さ
ほ
ど
間
を
お
か
ず
に
入
手
し
、

古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
次
に
築
造
さ
れ
た
赤あ

か

峪ざ
こ

古
墳
（
土

居
）
の
「
盤ば

ん

龍り
ゅ
う

鏡き
ょ
う

」
や
、
土
居
妙
見
山
古

墳
（
土
居
）・
竹
田
妙
見
山
古
墳
（
竹
田
）

の
「
内な

い

行こ
う

花か

文も
ん

鏡き
ょ
う

」
は
、
中
国
で
は
三
国

時
代
の
前
の
後ご

漢か
ん

の
時
代
、
日
本
で
は
弥

生
時
代
、
つ
ま
り
古
墳
の
築
造
時
期
か
ら

二
五
〇
年
余
り
前
に
製
作
さ
れ
て
伝で

ん

世せ
い

し

た
も
の
で
、こ
の
よ
う
な
鏡
を
「
伝
世
鏡
」

と
い
い
ま
す
。
伝
世
鏡
は
製
作
さ
れ
て
か

ら
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
れ
ら
の
古
墳
に

副
葬
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

赤
峪
古
墳
の
盤
龍
鏡
は
、
中
国
の
四
川

省
あ
た
り
の
工
房
で
一
世
紀
後
半
に
製
作

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
鋳い

上あ
が

り
も
良
く
、
裏
面
の
文
様
も
鮮
明
で
目
立

つ
摩
滅
も
な
い
こ
と
か
ら
、
代
々
の
所
有

者
か
ら
丁
重
に
扱
わ
れ
伝
世
さ
れ
て
き
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

土
居
妙
見
山
古
墳
の
内
行
花
文
鏡
は
、

二
面
出
土
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
直
径

八
〜
九
㎝
弱
の
小
型
で
、
後
漢
の
時
代
に

流
行
し
た
鏡
で
す
が
、
こ
の
二
面
は
後
漢

の
内
行
花
文
鏡
を
模
倣
し
て
国
内
で
製
作

し
た
鏡
（
仿ぼ

う

製せ
い

鏡
）
で
す
。
写
真
で
両
者

を
比
較
し
た
ら
、
右
側
の
鏡
は
鋳
上
り
が

悪
く
、
模
様
が
摩
滅
し
て
ほ
と
ん
ど
見
え

ま
せ
ん
。
ま
た
、
中
心
に
あ
る
ひ
も
を
通

す
「
紐ち

ゅ
う

」
と
い
う
穴
も
か
な
り
す
り
減
っ

て
い
ま
す
の
で
、
紐
に
ひ
も
を
通
し
て
ぶ

ら
下
げ
、
携
帯
し
て
長
年
使
用
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
同
じ
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
鏡

で
す
が
、
入
手
し
た
経
路
や
時
期
な
ど
は

違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

竹
田
妙
見
山
古
墳
の
銅
鏡
も
内
行
花
文

鏡
の
破
片
で
す
が
、
こ
れ
は
「
破は

鏡き
ょ
う

」
と

い
う
、
銅
鏡
を
意
図
的
に
割
っ
て
そ
の
破

片
を
首
長
層
に
分
配
し
た
も
の
で
、
弥
生

時
代
終
わ
り
頃
の
北
部
九
州
に
よ
く
み
ら

れ
る
風
習
で
す
。
推
定
直
径
は
約
一
九
㎝

で
、
二
箇
所
に
開
け
ら
れ
た
穴
は
摩
滅

し
て
広
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
ひ

も
を
通
し
て
、
ぶ
ら
さ
げ
て
長
年
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
こ

の
破
鏡
も
長
ら
く
伝
世
し
て
竹
田
妙
見

山
古
墳
の
被
葬
者
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
紹
介
し
た
伝
世
鏡
が
副
葬
さ
れ

た
古
墳
は
、
す
べ
て
前
方
後
円
墳
で
す
の

で
、
香
々
美
川
流
域
を
支
配
す
る
代
々
の

首
長
の
墓
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
前
方
後
円
墳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
円
墳
の
竹
田
９
号
墳（
竹
田
）

か
ら
も
小
型
の
内
行
花
文
鏡
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
鏡
が
ど
の
よ
う
な

形
で
伝
世
さ
れ
て
古
墳
へ
副
葬
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
か
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
持
つ
首

長
た
ち
は
倭
政
権
や
他
の
周
辺
地
域
と
の

関
わ
り
の
中
で
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ

た
の
か
、
古
墳
時
代
前
期
の
こ
の
地
域
の

社
会
構
造
を
知
る
上
で
も
大
変
興
味
深
い

こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
伝
世
鏡
は
、
鏡
野
郷
土
博
物

館
（
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
館
２
階
）
に
展
示
し

て
い
ま
す
。
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