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昭
和
25
年
の
室
宮
山
古
墳
後
円
部
南
石

室
の
発
掘
調
査
で
は
、
石
室
の
真
上
の
位

置
か
ら
、
片
面
に
直ち
ょ
っ
こ
も
ん

弧
文
（
直
線
と
円え
ん
こ弧

が
組
み
合
わ
さ
れ
た
文
様
）が
刻
ま
れ
た
、

扁へ
ん
ぺ
い平

な
箱
形
の
埴は

に
わ輪

が
数
点
出
土
し
て
い

ま
し
た
。
不
明
埴
輪
と
さ
れ
て
い
た
こ
の

埴
輪
は
、調
査
後
45
年
を
経
た
平
成
7
年
、

橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
の
千ち

が賀

久ひ
さ
し

さ
ん
に
よ
る
再
整
理
の
結
果
、
大
形
の

家
形
埴
輪
の
柱
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。
復
元
さ
れ
た
家
形
埴
輪（
写
真
１
）

は
総
高
1.2
ⅿ
と
い
う
類

た
ぐ
い
ま
れ稀

な
巨
大
な
も
の

で
、「
葛か

つ
ら
ぎ
の
そ
つ
ひ
こ

城
襲
津
彦
の
館

や
か
た

の
埴
輪
か
？
」

と
当
時
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
10
年
を
経
た
平
成
17
年
、

再
び
こ
の
埴
輪
は
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
県
営
ほ
場
じ
ょ
う
整
備
事
業
に
伴
い

発
掘
調
査
さ
れ
た
極
楽
寺
ヒ
ビ
キ
遺
跡
で
、

濠ほ
り

と
塀へ
い

に
囲
ま
れ
た
方
形
の
区
画
の
中
に
、

四し
め
ん面

に
縁え
ん

を
持
つ
大
形
の
堀
ほ
っ
た
て
ば
し
ら

立
柱
建
物
が

検
出
さ
れ
た
（
写
真
２
）
こ
と
が
そ
の
発ほ

っ

端た
ん

で
す
。

　

掘
立
柱
建
物
の
柱
は
、
通
常
は
伐
採
し

た
木
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
の
で
断
面
形

は
円
形
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
極
楽
寺

ヒ
ビ
キ
遺
跡
の
大
形
掘
立
柱
建
物
の
本
体

（
身も

や舎
）
の
柱
は
、
わ
ざ
わ
ざ
巨
大
な
木
材

を
幅
60
〜
81
㎝
、
奥
行
き
10
〜
13
㎝
の
断

面
長
方
形
に
加
工
し
て
あ
り
、
調
査
で
は

そ
の
形
が
痕こ
ん
せ
き跡

と
な
っ
て
検
出（
写
真
３
）

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
冒
頭
に
述
べ
た
、

直
弧
文
が
刻
ま
れ
た
箱
形
の
埴
輪
の
形
状

に
ま
さ
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

極
楽
寺
ヒ
ビ
キ
遺
跡
は
遺
物
の
出
土
量

が
少
な
い
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
極
楽
寺
ヒ
ビ
キ

遺
跡
は
、
館
な
ど
の
生
活
の
場
や
祭さ
い
し祀
を

行
っ
た
場
と
は
考
え
が
た
く
、
お
そ
ら
く

は
政
務
を
執と

っ
た
公
的
な
場
で
は
な
か
っ

た
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
時
期
は
室
宮
山

古
墳
に
比
し
て
若
干
遅
れ
る
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
室
宮
山
古
墳
の
被
葬
者
が

仮
に
葛
城
襲
津
彦
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

極
楽
寺
ヒ
ビ
キ
遺
跡
は
襲
津
彦
そ
の
も
の

に
か
か
わ
る
遺
跡
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

葛
城
氏
の
次
代
の
盟
主
（
例
え
ば
玉た
ま
だ
の
す
く

田
宿

禰ね

な
ど
）
が
用
い
た
施
設
と
み
る
べ
き
で

し
ょ
う
。

　

た
だ
、
特
定
の
古
墳
お
よ
び
そ
こ
か
ら

出
土
し
た
埴
輪
と
、
同
じ
地
域
に
所
在
す

る
実
際
の
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
（
こ

こ
で
は
大
形
掘
立
柱
建
物
）
が
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
例
は
他
に

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
極
楽
寺
ヒ
ビ
キ
遺

跡
の
大
形
掘
立
柱
建
物
の
柱
に
は
室
宮
山

古
墳
の
家
形
埴
輪
の
よ
う
な
直
弧
文
の
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
、

両
者
は
互
い
に
補
完
し
合
っ
て
「
葛
城
の

王
」
が
用
い
た
施
設
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り

豊
か
に
し
て
い
ま
す
。
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写真１　室宮山古墳の大形家形埴輪
（転載許可：奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館）

写真２　極楽寺ヒビキ遺跡の全景
（転載許可：奈良県立橿原考古学研究所）
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〔
土
層
断
面
か
ら
角
柱
で
あ
る

こ
と
が
よ
く
分
か
る
。〕
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