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其の三十七

古
墳
時
代
〈
25
〉

葛か
つ
ら
ぎ
あ
が
た

城
県
の
成
立　

⑵

　

巨こ
せ
や
ま

勢
山
古
墳
群
の　

　
　
　
　
　

性
格
②

　

西
寺
田
所
在
の
巨
勢
山
414
・
415
・
418
・

420
・
421
号
墳
は
、
丘
陵
か
ら
西
に
延
び
る

一
支
尾
根
上
に
並
ん
で
築
造
（
図
１
）
さ

れ
、
巨
勢
山
古
墳
群
中
の
一
支
群
を
構
成

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
５
基
の
横よ
こ
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

穴
式
石
室
を
内
部
主
体

と
す
る
円
墳
は
、
い
ず
れ
も
６
世
紀
後
葉

か
ら
７
世
紀
初
頭
の
ご
く
短
い
期
間
の
う

ち
に
築
造
さ
れ
ま
し
た
。
狭
き
ょ
う
し
ょ
う
小
な
支
尾
根

上
に
集
中
し
た
た
め
、
以
下
に
示
す
よ
う

に
、
か
な
り
無
理
を
し
て
築
造
し
て
い
ま

す
。
ま
ず
414
号
墳
、
415
号
墳
は
先
行
し
て

存
在
し
た
770
号
墳
を
、
421
号
墳
も
先
行
し

て
存
在
し
た
771
号
墳
を
破
壊
し
て
築
造
し

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。770
号
墳
、

771
号
墳
は
中
期
中
葉
の
円
墳
と
方
墳
で
、

い
わ
ば
葛
城
氏
の
時
代
の
古
墳
で
す
。
150

年
以
上
も
の
時
を
経
て
そ
れ
を
破
壊
し
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
770
号
墳
、
771
号
墳

と
こ
の
５
基
の
横
穴
式
石
室
を
内
部
主
体

と
す
る
円
墳
と
の
間
に
は
系
譜
関
係
は
存

在
し
な
い
と
断
言
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
破
壊
と
い
う
行
為
を
伴
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
擬ぎ
せ
い
て
き
ど
う
ぞ
く
し
ゅ
う
だ
ん
か
ん
け
い

姓
的
同
族
集
団
関
係
も
考
え

に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
５
基
の
う
ち
最
後
に
築
造
さ
れ

た
418
号
墳
の
場
合
に
は
、
尾
根
上
に
古
墳

を
築
造
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
無
く
な
っ
た
た

め
、
や
む
を
え
ず
山
腹
斜
面
に
降
り
て
古

墳
を
築
造
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
尾
根
に

平
行
に
切
っ
て
、
尾
根
の
低
い
方
向
に
石

室
を
開
口
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
の
た
め
、
通
常
の
横
穴
式
石

室
は
南
向
き
に
開
口
す
る
の
で
す
が
、
418

号
墳
の
横
穴
式
石
室
は
西
方
向
に
開
口
す

る
と
い
う
、
異
例
と
も
い
え
る
石
室
構
築

法
を
採
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
５
基
の
横
穴
式
石
室
墳
に
は
、

い
ず
れ
も
鉄て
っ
さ
い滓
（
鉄
の
鍛た
ん
ぞ
う造
時
に
出
る
カ

ス
）
が
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
ミ
ニ

チ
ュ
ア
カ
マ
ド
形
土
器
、
銀
製
指
輪
、
そ

し
て
朝
鮮
半
島
製
と
見
ら
れ
る
特
殊
な
意い

匠
し
ょ
う

の
杏ぎ
ょ
う
よ
う葉
（
馬
の
尻
部
分
の
装
飾
…
写
真

２
）
な
ど
の
副
葬
も
知
ら
れ
ま
す
の
で
、

渡
来
系
の
人
々
が
葬
ら
れ
た
こ
と
が
判
り

ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
れ
ら
５
基
の
横
穴
式
石
室
墳

に
は
渡
来
系
の
人
々
が
葬
ら
れ
、
そ
し
て

彼
ら
は
狭
い
支
尾
根
上
に
限
定
し
た
墓ぼ
い
き域

を
定
め
ら
れ
た
う
え
で
、
６
世
紀
後
葉
に

入
っ
て
初
め
て
古
墳
の
築
造
を
許
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
彼
ら

の
背
景
に
は
先
行
し
て
存
在
し
た
古
墳
を

破
壊
し
て
、
新
た
な
古
墳
を
築
造
す
る
こ

と
を
許
し
た
「
権
威
」
が
存
在
し
た
こ
と

も
判
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
こ
の
支
群
は
、
巨
勢
山

古
墳
群
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
を
提
供
す
る
支
群
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
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図１　巨勢山古墳群中の一支群（西寺田）

写真１　巨勢山421号墳
　　　　横穴式石室奥壁部の遺物出土状況

写真２　巨勢山421号墳出土
　　　　忍冬楕円文心葉形杏葉

★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。


