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其の三十二

　

葛
城
氏
と

　
　

河か
わ
ち内
政
権
②

　

も
ち
ろ
ん
地
方
の
伝
統
勢
力
に
対
す
る

牽け
ん
せ
い
さ
く

制
策
は
、
中
小
規
模
墳
の
首
長
に
対
し

て
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
形
前
方
後
円
墳

に
葬
ら
れ
た
大
首
長
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
福
岡
県
の
老ろ
う
じ司
古
墳
や
鋤す
き

崎さ
き

古
墳
の
場
合
に
は
、
前
期
か
ら
中
期
へ

の
転
換
期
に
相
当
し
た
た
め
か
、
そ
れ
ぞ

れ
の
古
墳
の
中
心
的
な
被
葬
者
自
身
も
中

期
型
甲
か
っ
ち
ゅ
う冑
の
所
有
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
り
、大
変
興
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。

　

老
司
古
墳
の
中
心
主
体
で
あ
る
３
号
石

室
か
ら
は
朝
鮮
半
島
製
と
見
ら
れ
る
特
殊

な
構
造
の
籠こ

て手
や
草く
さ
ず
り摺
と
脇わ
き
あ
て当
の
ほ
か
衝し
ょ
う

角か
く
つ
き
か
ぶ
と

付
胄
の
頂
部
に
付
く
べ
き
三さ
ん
び
て
つ

尾
鉄
が
単

体
で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
甲
冑
出
土
古

墳
と
し
て
本
来
見
ら
れ
る
べ
き
短た
ん
こ
う甲
は
、

副
次
的
な
埋
葬
施
設
で
あ
る
２
号
石
室
に

副
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
図
２
）。
ま
た
、

鋤
崎
古
墳
の
場
合
に
は
、
短
甲
は
古
墳
築

造
の
契
機
と
な
っ
た
初し
ょ
そ
う葬
の
人
物
に
伴
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
追つ
い
そ
う葬
棺
に
伴
う
遺
物

で
し
た
（
図
３
）。
そ
し
て
右
記
の
２
墳

で
は
、
胄か
ぶ
とば
か
り
か
頸
あ
か
べ
よ
ろ
い甲
も
伴
わ
ず
、
こ

れ
は
先
月
号
で
述
べ
た
中
小
規
模
墳
の
い

ず
れ
の
甲
冑
保
有
形
態
に
対
し
て
さ
え
も

劣
る
も
の
と
評
価
で
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
未
だ
十
分
に
は
「
ま

つ
ろ
わ
ぬ
者
」
に
対
し
て
、
中
期
の
政
権

は
甲
冑
を
セ
ッ
ト
で
は
与
え
ず
、一
方
で
、

か
れ
ら
前
期
以
来
の
在
地
首
長
も
中
期
型

甲
冑
に
重
き
を
置
か
な
い
と
い
っ
た
、
双

方
の
根
底
に
あ
る
対
立
し
た
意
識
が
見
え

て
き
ま
す
。

　

改
め
て
述
べ
ま
す
。
中
期
の
政
権
が
、

前
期
の
そ
れ
と
同
じ
系
統
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
地
方
経

営
は
、
老
司
古
墳
や
鋤
崎
古
墳
と
い
っ
た

前
期
以
来
の
在
地
の
大
首
長
や
、
先
月
号

の
図
３
に
掲
げ
た
中
小
の
首
長
の
う
ち
、

伝
統
勢
力
の
方
を
軸
に
展
開
さ
せ
る
方
が

自
然
か
つ
合
理
的
で
す
。
と
こ
ろ
が
事
実

は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
中
期
の
政
権
は
む

し
ろ
、
新
興
の
、
し
か
も
中
小
の
首
長
の

方
を
よ
り
篤あ
つ

く
待
遇
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
一
見
矛
盾
す
る
か
に
み
え
る
事

古
墳
時
代
〈
20
〉

葛
城
氏
の
盛
衰　

⑼

か
つ
ら
ぎ

例
は
、
中
期
の
政
権
が
、
地
方
に
お
い
て

新
た
な
勢
力
を
興
し
、
甲
冑
の
配
布
な
ど

を
通
じ
て
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
篤
く
待
遇
す

る
こ
と
に
よ
り
、
旧
来
の
伝
統
的
な
在
地

首
長
層
を
牽け
ん
せ
い制
し
、
ひ
い
て
は
、
彼
ら
を

も
自
ら
の
勢
力
下
に
収
め
よ
う
と
す
る
政

策
の
顕け
ん
げ
ん現
し
た
も
の
、と
評
価
で
き
ま
す
。

　

地
方
経
営
に
際
し
て
の
、
こ
の
前
期
と

は
整
合
性
の
認
め
ら
れ
な
い
政
策
の
存
在

は
、
前
期
以
来
の
政
権
が
そ
の
ま
ま
中
期

に
入
っ
て
も
継
続
し
て
地
方
に
対
応
し
た

と
す
る
に
は
明
ら
か
な
矛
盾
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
前
期
と

中
期
の
政
権
の
間
に
は
連
続
性
が
無
く
、

系
統
の
違
い
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
河

内
政
権
の
存
在
を
肯
定
す
る
べ
き
明
確
な

証
拠
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
次
号
に
続
く
）
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図１　古市古墳群全景
　（写真提供：藤井寺市教育委員会）

図
２　

老
司
古
墳
の
埋
葬
施
設
と
甲
冑
の
副
葬
位
置

　
　
　
（
報
告
書
か
ら
、
一
部
改
変
）

図
３　

鋤
崎
古
墳
の
石
室
内
棺
配
置
と
甲
冑
の
副
葬
位
置

　
　
　
（
報
告
書
か
ら
、
一
部
改
変
）
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