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古
墳
時
代
〈
21
〉

葛か
つ
ら
ぎ城

氏
の
盛
衰　

⑽

　

葛
城
氏
と　
　
　
　

　
　

河
内
政
権
③

南
部
の
御
所
市
や
橿
原
市
周
辺
の
ほ
か
、

五
條
市
・
宇
陀
市
に
集
中
し
て
分
布
す
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
に

共
通
す
る
特
徴
は
、
前
代
の
前
期
古
墳
の

分
布
が
稀き
は
く薄
で
あ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り

河
内
政
権
は
、
そ
う
し
た
地
域
を
選
ん
で

自
ら
の
息
の
か
か
っ
た
勢
力
を
意
図
的
に

配
置
し
て
い
る
の
で
す
。
北
に
は
城
陽
市

の
久く
づ
が
わ

津
川
古
墳
群
、西
に
は
馬う
ま
み見
古
墳
群
、

東
に
は
伊
賀
上
野
市
の
美み
は
た旗
古
墳
群
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
河
内
政
権
の
息
の
か
か
っ

た
勢
力
で
す
。
そ
し
て
盆
地
西
南
部
の
新

興
の
中
期
中
小
規
模
墳
の
被
葬
者
集
団
の

要か
な
めこ
そ
が
室
宮
山
古
墳
、
そ
し
て
葛
城
氏

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
上
に
よ

り
佐
紀
盾
列
古
墳
群
の
被
葬
者
集
団
に
対

す
る
包
囲
網
が
完
成
す
る
わ
け
で
す
が
、

実
は
こ
の
時
期
に
大
和
に
置
か
れ
た
大
王

の
王
宮
Ⓐ
〜
Ⓘ
も
右
記
の
中
期
中
小
規
模

墳
の
分
布
と
重
複
す
る
の
で
、
大
王
自
ら

も
た
び
た
び
牽
制
行
動
を
と
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
で
よ
う
や
く
平
成
22
年
８
月
号
の

命
題
に
対
す
る
解
答
を
用
意
で
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
突
然
に
室
宮
山
古
墳
が
出
現
す
る

背
景
と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
、
河
内
政

権
に
よ
る
極
め
て
濃
厚
な
政
治
的
意
図
に

ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ

は
前
期
以
来
の
勢
力

の
稀
薄
な
盆
地
西
南

部
の
う
ち
で
も
、
と

り
わ
け
そ
の
傾
向
の

強
い
南
葛
城
の
地
に

打
ち
込
ま
れ
た
、
大

和
の
旧
来
の
勢
力（
佐

紀
盾
列
古
墳
群
）
に

対
す
る
、
巨
大
な
楔く
さ
び

と
も
い
う
べ
き
も
の

と
み
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
佐
紀
盾
列

古
墳
群
で
は
５
世
紀

後
葉
近
く
の
築
造
に

か
か
る
磐い
わ
の
ひ
め

之
媛
陵
古
墳
を
最
後
に
大
形
墳

の
築
造
は
途と

だ絶
え
ま
す
。
埼さ
き
た
ま
い
な
り
や
ま

玉
稲
荷
山
古

墳
の
辛し
ん
が
い亥
銘
鉄
剣
（
図
２
）
に
獲わ

か

た

け

加
多
支

鹵る

大の
お
お
き
み王と
諱い
み
なが
刻
ま
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
雄ゆ
う
り
ゃ
く略大
王
は
、
記
紀
で
は
皇
族
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
敵
対
勢
力
を
殺
害
し
た

専せ
ん
せ
い
く
ん
し
ゅ

制
君
主
と
し
て
も
有
名
で
す
。
し
た
が

っ
て
わ
た
し
は
、
雄
略
大
王
こ
そ
が
、
つ

い
に
佐
紀
盾
列
古
墳
群
を
途
絶
え
さ
せ
る

に
至
っ
た
張ち
ょ
う
ほ
ん
に
ん

本
人
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
図
１
の
Ⓔ
は
雄
略
大
王

の
長は
せ
の
あ
さ
く
ら
の
み
や

谷
朝
倉
宮
で
、
谷
筋
の
奥
ま
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
り
、防ぼ
う
ぎ
ょ御
に
優
れ
た
立
地
で
す
。

何
の
た
め
の
防
御
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え

る
と
き
、
こ
の
王
宮
は
佐
紀
盾
列
古
墳
群

の
勢
力
を
打
ち
破
る
た
め
の
前
線
基
地
と

し
て
機
能
し
た
、
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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で
は
河
内
政
権
の
存
在
を
前
提
に
考
え

て
い
き
ま
す
。
奈
良
市
の
佐さ
き
た
て
な
み

紀
盾
列
古
墳

群
は
前
期
か
ら
引
き
続
き
大
形
古
墳
を
築

造
し
続
け
て
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
河
内
政
権
は
、
佐
紀
盾

列
古
墳
群
の
被
葬
者
に
連
な

る
女
性
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
正
統
性

を
借
り
て
成
立
し
た
も
の
と

類
推
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ

て
あ
る
時
期
か
ら
の
河
内
政

権
に
と
っ
て
は
、
佐
紀
盾
列

古
墳
群
の
勢
力
は
目
の
上
の

た
ん
こ
ぶ
の
よ
う
な
存
在
と

な
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

図
１
で
は
中
期
中
小
規
模

墳
（
５
世
紀
代
）
の
分
布
を

●
で
示
し
て
い
ま
す
。
盆
地

★住宅用火災警報器が大切な「命」・「財産」を守ります。 全ての住宅に設置義務化されています。

図１　奈良県内における中期中小規模墳と河内政権期の王宮

図２　埼玉稲荷山古墳出土辛亥銘金象嵌鉄剣
（転載許可：埼玉県立さきたま史跡の博物館）
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Ⓐ　応神　軽嶋明宮
Ⓑ　履中　磐余若桜宮
Ⓒ　允恭　遠飛鳥宮
Ⓓ　安康　石上穴穂宮
Ⓔ　雄略　長谷朝倉宮
Ⓕ　清寧　伊波礼甕栗宮
Ⓖ　飯豊　忍海高木角刺宮
Ⓗ　仁賢　石上広高宮
Ⓘ　武烈　泊瀬列城宮


