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おおたわら発掘ものがたり

上空から見た下侍塚古墳

　

今
か
ら
３
２
０
年
以
上
前
の
元
禄
５（
１
６
９
２
）年
、「
水
戸

黄
門
」
で
知
ら
れ
る
徳
川
光み

つ
く
に圀
の
指
示
で
、
本
市
湯
津
上
地
区
に

あ
る
「
上
・
下
侍
塚
古
墳
」
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
近
く
に
あ
っ

た
古
い
石
碑
「
那
須
国
造
碑
」
の
発
見
に
伴
っ
て
、
そ
の
碑
に
刻

ま
れ
た
人
物
の
墓
を
探
し
出
そ
う
と
行
わ
れ
た
行
為
で
し
た
。
こ

れ
が
日
本
で
最
初
に
学
術
的
な
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
発
掘
調

査
と
さ
れ
、
日
本
考
古
学
の
始
ま
り
と
し
て
広
く
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

本
市
に
は
、
国
指
定
史
跡
の
侍
塚
古
墳
を
筆
頭
に
、
実
に
多
く

の
遺
跡
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
平
成
26
年
度
か
ら
３
年
か
け
て
市

内
全
域
を
踏
査
し
た
結
果
が
『
大
田
原
市
遺
跡
分
布
地
図
』
に
ま

と
め
ら
れ
、
現
在
市
内
に
は
４
６
０
か
所
以
上
の
遺
跡
が
存
在
す

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
本
市
の
原
始
・
古
代

の
歴
史
を
知
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
も
の
で
、
発
掘
調

査
な
ど
に
よ
っ
て
新
た
な
歴
史
の
発
見
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
秘

め
て
い
ま
す
。

　

侍
塚
古
墳
や
那
須
国
造
碑
の
よ
う
な
日
本
を
代
表
す
る
文
化
財

が
本
市
に
存
在
す
る
の
は
、
都
か
ら
東
北
に
通
じ
る
古
代
の
道
路

「
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
」が
本
市
を
通
過
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
に
な
っ

て
い
ま
す
。
本
市
で
は
今
、
そ
う
し
た
古
代
の
歴
史
を
紐
解
く
た

め
の
発
掘
調
査
に
乗
り
出
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
各
地
で
新
た
な
住
宅
や
工
場
の
建
設
、
太
陽
光
発

電
施
設
な
ど
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
開
発

が
遺
跡
に
重
な
る
と
き
、
う
ま
く
調
整
し
な
が
ら
遺
跡
を
保
護
し

て
い
く
取
り
組
み
も
、
歴
史
あ
る
本
市
と
し
て
は
大
切
な
仕
事
に

な
っ
て
い
ま
す
。

「
日
本
考
古
学
発
祥
の
地
」

大
田
原
市
が
誇
れ
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
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埋
蔵
文
化
財
と
２
つ
の
発
掘
調
査

　

畑
な
ど
を
耕
し
て
い
る
と
、
昔
の
人
々
が
使
っ
て
い
た
土

器
の
か
け
ら
や
矢
じ
り
と
い
っ
た
石
器
が
出
て
く
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
地
下
に
埋
ま
っ
て
い
る
過
去
の
人
々

の
生
活
の
痕
跡
を
「
埋
蔵
文
化
財
」
と
言
い
、
地
上
に
築
か

れ
た
古
墳
や
城
跡
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
埋

蔵
文
化
財
が
埋
ま
っ
て
い
る
土
地
を
「
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
」

や
「
遺
跡
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

埋
蔵
文
化
財
は
国
民
共
有
の
財
産
と
し
て
、
郷
土
の
歴
史

や
文
化
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。
本
市
で
は
、

そ
の
貴
重
な
埋
蔵
文
化
財
を
保
護
し
次
の
世
代
に
伝
え
て
い

く
た
め
に
、
そ
の
所
在
を
的
確
に
把
握
し
て
、
地
図
上
に
整

理
し
周
知
し
て
い
ま
す
。

　

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
で
住
宅
や
工
場
な
ど
の
建
設
が
計
画

さ
れ
る
と
、
ま
ず
埋
蔵
文
化
財
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、

場
所
の
変
更
や
工
事
方
法
の
調
整
を
お
願
い
し
ま
す
。
必
要

に
応
じ
て
、
土
地
の
一
部
を
掘
っ
て
埋
蔵
文
化
財
の
有
無
や

範
囲
を
確
認
す
る
「
確
認
調
査
」
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
し
て
も
埋
蔵
文
化
財
に
影
響
が
及
ぶ
工
事
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、「
発
掘
調
査
」
を
実
施
し
て
、

図
や
写
真
な
ど
の
記
録
と
し
て
残
す
作
業
を
行
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
に
は
長
い
期
間
と
多
く
の
費
用
が
か
か
り
、
特

に
費
用
の
負
担
は
原
則
と
し
て
工
事
を
行
う
側
に
ご
協
力
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
工
事
な
ど
に
先
立
つ
緊
急
的
な
発
掘
調
査
と
は
別

に
、
重
要
な
遺
跡
を
「
保
存
す
る
た
め
の
発
掘
調
査
」
を
実

施
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、
今
年
度
か
ら
侍
塚
古

墳
や
那
須
国
造
碑
の
近
く
で
、
そ
う
し
た
取
り
組
み
を
始
め

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

 　　

今
、
高
速
道
路
の
東
北
縦
貫
自
動
車
道
が
東
日
本
の
大
動

脈
と
な
っ
て
、
北
へ
南
へ
と
移
動
し
て
い
ま
す
が
、
今
か
ら

１
３
０
０
年
以
上
前
に
は
「
東
山
道
」
と
い
う
官
製
道
路
が

東
日
本
を
貫
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
東
山
道
が
、
本
市
湯
津

上
地
区
の
侍
塚
古
墳
や
那
須
国
造
碑
の
す
ぐ
近
く
を
通
過
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

東
山
道
は
、
畿
内
と
陸む
つ
の
く
に

奥
国
を
最
短
距
離
で
結
ぶ
古
代
の

幹
線
道
路
と
し
て
、
７
世
紀
頃
に
幅
員
９
～
12
メ
ー
ト
ル
の

ほ
ぼ
直
線
的
な
道
路
と
し
て
整
備
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
30
里（
約
16
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）ご
と
に
は
、
往
来

に
必
要
な
人
馬
を
は
じ
め
、
馬
小
屋
や
事
務
所
、
宿
泊
や
食

事
を
提
供
す
る
施
設
な
ど
を
備
え
た
「
駅う
ま
や家
」
が
置
か
れ
ま

し
た
。
今
で
言
え
ば
高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
よ

う
な
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
重
要
な
施
設
も
湯
津
上
地
区
に

「
磐い
わ
か
み上

駅
家
」
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
央
と
地
方
間
の
一
刻
も
早
い
情
報
伝
達
用
と
し
て
、
あ

る
い
は
軍
事
用
、
ま
た
地
方
の
特
産
品
を
税
と
し
て
納
め
る

輸
送
用
の
道
路
と
し
て
、
東
山
道
は
機
能
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
東
山
道
が
通
過
す
る
よ
う
な
環
境
が
、
侍
塚
古
墳
や

那
須
国
造
碑
の
立
地
に
も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
確
か
な
存
在
を
発
掘
調
査
で
明
ら
か

に
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

本
市
の
歴
史
を
築
い
た
古
代
の
道

「
東
山
道
」
を
探
せ
！

個人住宅の建設に先立ち行った岩舟台遺跡（湯津上）の発掘調査

那須地区における東山道（破線）と関連遺跡
（栃木県立なす風土記の丘資料館『那須と白河』

2011 年挿図の一部を切り取り）
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中
世
の
館
「
荒
井
館
跡
」
を
発
掘
中

工
事
な
ど
を
行
う
際
に
は

事
前
に
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
有
無
の
確
認
を

　

埋
蔵
部
文
化
財
包
蔵
地
内
で
工
事
や
土
地
の
掘
削
な
ど
を

行
う
場
合
に
は
、
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
届
け
出
を
着
工
予

定
の
60
日
前
ま
で
に
大
田
原
市
教
育
委
員
会
に
行
っ
て
い
た

■
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
内
で
工
事
を
す
る
場
合
に
は

　
着
工
60
日
前
ま
で
に
届
け
出
が
必
要

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

届
け
出
後
に
、
栃
木
県
教
育
委
員
会
か
ら
の
指
導
事
項
を

お
伝
え
し
ま
す
が
、
あ
る
程
度
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
土
地
の
一
部
を
掘
り
起
こ
す
確
認
調
査
や
発

掘
調
査
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
工
事
な
ど

の
計
画
の
早
い
段
階
で
、
市
教
育
委
員
会
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
地
表
に
遺
跡
の
存
在
を
確
認
で
き
な
く
て
も
、
地

中
に
遺
跡
が
埋
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
埋
蔵
文
化
財
の
包
蔵
地
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後

の
調
査
で
包
蔵
地
の
範
囲
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
包
蔵
地
の
有
無
の
確
認
方
法

　

大
田
原
市
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
振
興
課
文
化
財
係
の

窓
口
ま
で
来
庁
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子
メ
ー
ル

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
工
事
予
定
地
の
地
番

や
位
置
が
わ
か
る
図
面
な
ど
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　

お
問
い
合
わ
せ
の
土
地
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
電

話
に
よ
る
照
会
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

■
包
蔵
地
に
お
け
る
工
事
の
届
出

　

文
化
財
保
護
法
に
よ
る
届
出
の
様
式
は
、
栃
木
県
教
育
委

員
会
事
務
局
文
化
財
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
と
ち
ぎ
の
文
化

財　

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
取
り
扱
い
と
手
続
き
」
の
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
工
事
中
に
遺
跡
を
発
見
し
た
場
合

　

埋
蔵
文
化
財
の
包
蔵
地
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
、
地
中
に

遺
跡
が
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
工
事
中
に
遺
跡

を
発
見
し
た
場
合
は
、
現
状
を
変
え
る
こ
と
な
く
工
事
を
中

断
し
、
速
や
か
に
文
化
振
興
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

文
化
振
興
課　

４
階

　
（
２
３
）３
１
３
５

　
（
２
３
）３
１
３
８

　

bunka@
city.ohtaw

ara.tochigi.jp

　

令
和
元（
２
０
１
９
）年
11
月
か
ら
、
荒
井
・
町
島
地
区
の

県
営
圃ほ

場
整
備
事
業
地
内
に
お
い
て
、（
公
財
）と
ち
ぎ
未
来

づ
く
り
財
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
、
中
世
の
城

館
跡
で
あ
る
「
荒
井
館
跡
」
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

荒
井
館
は
、
戦
国
時
代
初
期
に
、
大
田
原
康や

す
き
よ清

が
武む

さ
し
の
く
に

蔵
国

（
現
在
の
東
京
都
、
埼
玉
県
、
神
奈
川
県
の
一
部
）か
ら
移
住

し
た
際
に
構
え
た
館
か
、
そ
れ
以
前
に
地
元
の
荒
井
氏
が
築

い
た
館
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
約
３
０
０
メ
ー
ト
ル
南
に
は

市
指
定
史
跡
の
「
水み

な
く
ち口
居
館
跡
」
が
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
大

田
原
康
清
が
構
え
た
館
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
関
係
性

が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

荒
井
館
跡
は
、
平
成
29（
２
０
１
７
）年
度
に
も
圃
場
整
備

事
業
に
先
立
ち
部
分
的
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
土

塁
の
外
側
を
め
ぐ
る
堀
の
中
か
ら
16
世
紀
前
半
頃
の
土
器
や

陶
器
が
出
土
し
て
お
り
、
大
田
原
康
清
が
住
ん
で
い
た
時
代

に
近
い
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

去
る
令
和
元
年
12
月
21
日（
土
）に
は
、
発
掘
調
査
の
成
果

を
公
表
す
る
現
地
説
明
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
調
査
は

３
月
ま
で
続
け
ら
れ
る
予
定
で
す
。

今回の調査で確認された荒井館跡の堀跡
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