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る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
尾
崎

氏
が
単
純
に
優
れ
て
い
た
か
ら
だ

け
で
は
な
い
。
尾
崎
氏
の
温
か
な
人

柄
や
、
そ
の
人
と
な
り
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
ど
ん
な
人
に
も
丁
寧
に
、

リ
ス
ペ
ク
ト
を
も
っ
て
接
し
た
尾

崎
先
生
の
賜
物
で
あ
る
。 

と
そ
の
添
付
資
料
に
は
、
古
墳
に

関
す
る
当
時
の
情
報
が
多
く
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報

は
、
群
馬
県
が
古
墳
大
国
で
あ
る

こ
と
を
体
現
す
る
た
め
に
は
不
可

欠
な
も
の
で
あ
る
。 

「
上
毛
古
墳
綜
覧
」
及
び
そ
の

他
の
資
料
。
こ
れ
ら
は
、
現
在
私
た

ち
が
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
古
墳

が
、
昭
和
10
年
段
階
で
ど
の
よ
う

な
状
態
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
現
在
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
古
墳
に
お
い
て
、
か

つ
て
の
姿
や
情
報
を
得
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
。 

尾
崎
研
究
室
の
と
こ
ろ
に
は
、
連

日
さ
ま
ざ
ま
な
方
が
来
室
し
た
。
そ

の
都
度
、
尾
崎
先
生
は
、
非
常
に
丁
寧

な
対
応
を
し
て
い
た
。
決
し
て
暇
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
自
身
の
研
究
を
後
回
し
に
し

な
が
ら
も
、
来
客
に
き
ち
ん
と
向
き

合
う
時
間
を
作
っ
て
い
た
。
そ
の
様

子
が
よ
く
分
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
。 地

域
の
郷
土
史
研
究
家
を
名
乗
る

人
が
よ
く
訪
れ
た
。
考
古
学
フ
ァ
ン

の
方
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
訪
れ
た
考

古
学
フ
ァ
ン
は
、
何
も
年
配
の
方
だ

け
で
は
な
い
。
当
時
「
考
古
ボ
ー
イ
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
、
考
古
学
が
好

き
な
小
中
学
生
が
い
た
。
近
所
の

山
を
め
ぐ
り
、
土
器
や
そ
の
破
片

な
ど
を
集
め
て
い
た
。
そ
の
収
集

物
を
尾
崎
氏
の
も
と
へ
持
ち
込

み
、「
こ
れ
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で

し
ょ
う
か
。」
と
い
っ
た
こ
と
を
質

問
し
て
い
た
よ
う
だ
。
尾
崎
先
生

は
「
何
年
か
経
つ
と
、
ど
こ
で
拾

っ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
か

ら
、
細
い
筆
で
書
い
て
お
き
な
さ

い
。」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
、
毛
細

筆
で
記
入
を
し
た
そ
う
だ
。、
子
ど

も
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
蔑
ろ
に
は

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
岩
宿
遺
跡
の
発
掘
に
携

わ
り
、
日
本
に
旧
石
器
時
代
が
あ

っ
た
こ
と
を
発
見
し
た
、
相
澤
忠

洋
氏
も
尾
崎
氏
の
も
と
を
訪
ね
て

い
る
。 

当
時
の
学
生
は
、
お
茶
く
み
や

資
料
運
び
な
ど
を
し
な
が
ら
、
来

客
者
と
尾
崎
氏
の
話
に
耳
を
傾

け
、「
耳
学
問
」
と
し
て
学
び
を
得

て
い
た
そ
う
だ
。
尾
崎
先
生
も
学

生
の
そ
う
い
っ
た
学
び
を
推
進
し

て
お
り
、「
あ
の
資
料
を
持
っ
て
き

な
さ
い
。」
な
ど
と
い
っ
た
声
掛
け

を
学
生
に
し
て
い
た
そ
う
だ
こ
れ

に
よ
っ
て
、
堂
々
と
聞
く
大
義
名

分
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
尾
崎
先
生
は
地
域
の
人
に
も

失
礼
の
な
い
よ
う
に
、
研
究
生
に
も

指
導
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。 

尾
崎
氏
は
、
誰
が
相
手
で
あ
っ
て

も
丁
寧
に
話
を
聞
い
た
。
そ
の
た
め
、

人
が
人
を
呼
ん
だ
。「
も
し
、
考
古
学

の
分
野
で
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
群
馬
大
学
の
尾
崎
先
生
の
と
こ

ろ
へ
行
こ
う
」。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
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尾
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喜
左
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氏 

お
ざ
き
・
き
さ
お 

神
奈
川
県
生
ま

れ
。
１
９
３
６
年
東
京
帝
国
大
学
卒
、
国

史
研
究
室
勤
務
。
群
馬
県
嘱
託
や
応
召

を
経
て
群
馬
大
学
教
授
へ
。
１
９
７
８

年
逝
去
。 

 

「
上
毛
古
墳
綜
覧
」
刊
行 

取
り
ま
と
め
に 

尾
崎
喜
左
雄
氏 

尾崎研究室の調査 
～群馬県沼田市  

奈良古墳群にて～  

奈良古墳群の全景（沼田市） （提供：沼田市教育委員会） 

尾
崎
氏
が
実
際
に
関
わ
っ
た
調
査

は
、
「鏡
手
塚
古
墳
」に
始
ま
る
。
実

際
に
関
わ
っ
た
古
墳
、
お
よ
そ
３
０
０

基
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
「奈
良

古
墳
群
」を
あ
げ
る
。 

奈
良
古
墳
群
は
群
馬
県
沼
田
市

奈
良
町
に
位
置
す
る
古
墳
時
代
終

末
期
の
群
集
墳
で
あ
る
。
昭
和
55

年
に
沼
田
市
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
令

和
２
年
に
約
3.6
万
平
方
メ
ー
ト
ル

が
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
ま
た
、

出
土
品
２
８
０
点
も
昭
和
52
年
に

市
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

製
造
時
期
は
古
墳
時
代
終
末
期
の

七
世
紀
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。 

尾
崎
研
究
室
は
昭
和
30
年
の
２
月

と
4
月
に
調
査
を
行
い
、
そ
の
際
の

調
査
で
は
古
墳
の
痕
跡
と
推
測
さ
れ

る
も
の
も
含
め
て
５９
基
の
分
布
が

確
認
さ
れ
た
が
、
開
田
事
業
に
よ
っ

て
多
く
の
小
規
模
古
墳
が
破
壊
さ
れ
、

現
在
は
13
基
の
古
墳
が
残
り
、
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
直
径
５
～
１０
メ
ー
ト
ル
程

の
埴
輪
を
伴
わ
な
い
小
円
墳
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
11
年
に
は
土
地
改
良
事
業

に
伴
っ
て
９
基
の
古
墳
の
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
た
。
４
月
に
の
べ
６
日
間
か
け
て

実
施
さ
れ
た
奈
良
古
墳
イ
号
・
ヤ
号
・

ソ
号
・ヲ
号
・カ
号
・ワ
号
古
墳
の
計
６

基
の
発
掘
調
査
で
は
、
墳
丘
が
失
わ
れ

て
い
た
カ
号
に
お
い
て
、
埋
葬
施
設
で

あ
る
横
穴
式
石
室
か
ら
鉄
製
鐙
（鞍
の

両
脇
に
さ
げ
、
騎
者
の
足
を
ふ
み
か
け

る
馬
具
）が
出
土
し
た
。
こ
の
出
土
品
の

残
存
状
態
が
良
好
で
原
型
を
と
ど
め

た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
群
馬
県
の
古

墳
時
代
の
馬
具
を
代
表
す
る
も
の
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昭
和
13
年
（
一
九
三
六
）「
上
毛
古
墳

綜
覧
」
が
上
梓
さ
れ
た
。
こ
の
歴
史
資
料

は
、
群
馬
県
が
「
古
墳
大
国
」
で
あ
る
こ

と
を
象
徴
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。 

こ
の
書
に
集
約
さ
れ
た
八
四
二
三
基

の
古
墳
情
報
は
、
現
在
の
研
究
精
度
か
ら

見
れ
ば
、
そ
の
制
度
や
正
確
さ
が
十
分
と

は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
「
上
毛
古
墳

綜
覧
」
及
び
膨
大
な
量
の
「
古
墳
調
査
票
」



 

発掘  

エピソード  
① 借 りてきた○○  

尾
崎
喜
左
雄
博
士
の
研
究
が
考
古

学
界
に
残
し
た
功
績
は
計
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
今
日

ま
で
名
著
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の

が
『
横
穴
式
古
墳
の
研
究
』
で
あ
る
。

こ
れ
は
尾
崎
博
士
が
古
墳
の
年
代
を

割
り
当
て
る
際
に
用
い
た
方
法
の
一

つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
過
去
の
榛
名
山

の
噴
火
に
よ
る
火
山
堆
積
物
か
ら
年

代
区
分
の
特
定
を
試
み
た
も
の
で
あ

る
。 尾

崎
博
士
が
群
馬
県
で
古
墳
研
究

を
さ
れ
て
い
た
頃
の
時
代
、
尾
崎
博

士
は
古
墳
の
遺
構
か
ら
採
取
さ
れ
る

火
山
堆
積
物
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ

り
、
古
墳
に
年
代
区
分
を
割
り
当
て

る
調
査
方
法
を
確
立
し
た
の
で
あ

る
。
現
代
に
お
い
て
は
他
の
方
法
で

も
年
代
区
分
を
割
り
当
て
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
と
い
う
。 

上
記
で
現
代
に
は
古
墳
遺
構
へ
年

代
区
分
を
割
り
当
て
る
方
法
は
他
に

も
あ
る
と
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
半

世
紀
以
上
経
過
し
た
現
在
で
も
尾
崎

氏
の
考
案
し
た
火
山
堆
積
物
に
よ
る

年
代
区
分
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
も
あ

る
。
そ
れ
は
群
馬
県
渋
川
市
金
井
に

所
在
す
る
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
の
際

に
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
遺
跡
の
紹
介

を
す
る
。
二
〇
一
二
年
（
平
成
24
年
）

よ
り
始
ま
っ
た
遺
跡
群
の
一
つ
金
井

東
裏
遺
跡
で
は
〈
甲
を
着
た
古
墳
人
〉

が
発
掘
さ
れ
る
な
ど
全
国
の
考
古
学

者
た
ち
を
震
撼
さ
せ
た
。
ま
た
、
古

墳
時
代
に
馬
飼
を
生
業
と
し
た
集
落

が
存
在
し
た
証
拠
に
な
り
え
る
と
し

前
橋
市
広
瀬
町
に
あ
る
前
橋
天
神
山
古
墳
。
形
状
は
前

方
後
円
墳
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
前
方
後
円
墳

の
中
心
部
で
あ
る
粘
土
槨
の
み
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
も

と
も
と
、
昭
和
40
年
の
話
し
合
い
で
は
、
古
墳
全
体
を
保

存
す
る
見
通
し
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
43
年
に
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
削
ら
れ
た
。
当
時
の
開
発
ブ
ー
ム
と

広
瀬
団
地
の
建
設
の
た
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
急
遽
調

査
が
決
定
し
た
前
橋
天
神
山
古
墳
だ
が
、
か
つ
て
、
全
長

１
２
９
ｍ
を
記
録
し
た
前
橋
天
神
山
古
墳
は
、
見
る
影
も

な
か
っ
た
。 

前
橋
天
神
山
古
墳
か
ら
は
粘
土
槨
が
出
土
し
た
。
そ
の

際
、
調
査
隊
に
興
奮
が
走
っ
た
。
当
時
群
馬
県
に
は
、
本

格
的
な
粘
土
槨
の
発
掘
事
例
が
な
く
、
奈
良
県
を
中
心
と

す
る
調
査
報
告
書
を
頼
り
と
し
て

い
た
。
ま
た
、
限
ら
れ
た
人
で
計
画

的
に
調
査
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
都

度
図
面
や
写
真
に
収
め
て
い
っ
た
。 

前
橋
天
神
山
古
墳
の
王
を
埋
葬

し
た
粘
土
槨
は
、
長
大
な
木
棺
を
安

置
で
き
る
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
出
土
し
た
副
葬
品
と
し
て
、
三

角
縁
神
獣
鏡
を
始
め
と
す
る
銅
鏡

５
枚
や
銅
鏃
、
鉄
鏃
や
斧
や
鑿
な
ど

の
農
工
具
類
、
鉄
刀
、
太
刀
な
ど
の

鉄
製
武
器
類
が
出
土
し
た
。
ま
た
、

墳
頂
部
に
は
、
赤
く
塗
彩
し
た
底
部

に
、
丸
い
穴
を
あ
け
た
葬
送
用
の
壺

が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
出
土
し
た
遺

物
を
保
管
・
管
理
す
る
場
所
も
な
か

っ
た
た
め
、
旧
上
川
淵
役
場
跡
の
大

谷
石
づ
く
り
の
倉
庫
で
保
管
し
、
厳

重
に
整
理
作
業
を
し
て
い
た
。現
在
、

出
土
し
た
遺
物
は
、
東
京
国
立
博
物

館
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

古墳・考古学の功績大 

て
学
会
に
非
常
に
注
目
さ
れ
る
古

墳
時
代
の
遺
跡
の
一
つ
で
あ
る
。
榛

名
山
の
噴
火
に
よ
る
火
山
堆
積
物

を
基
と
し
た
方
法
は
金
井
遺
跡
群

の
年
代
区
分
を
決
定
す
る
こ
と
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
火
山
堆
積
物
に
注
目
す
る
こ

と
で
こ
の
遺
跡
群
が
二
度
の
火
山

災
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
ま
で
明

ら
か
と
な
っ
て
い
る
。 

横
穴
式
古
墳
研
究
で 

年
代
判
明 

尾
崎
氏
が
生
涯
で
鏡
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
橋
市
天
神
山
古
墳
が
初
め
て

で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
月
に
退
職
を
控
え
て
い
た
尾
崎
氏
が
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
最

後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
、
尾
崎
氏
に
鏡
を
取
り
上
げ
て
も
ら
お
う
と
、
当
時
の

調
査
隊
は
働
き
か
け
る
。
鏡
を
取
り
上
げ
る
当
日
の
先
生
の
身
支
度
も
気
合
の
入
っ
た
も
の

で
あ
り
、
特
別
な
日
と
な
っ
た
。 

『
横
穴
式
古
墳
の
研
究
』 

一
九
六
六
年
出
版
。
吉
川
弘
文
館
発
行 

 

粘
土
槨
の
調
査
は
限
ら
れ
た
人
で
計
画
的
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
都
度
、
図
面
と
写
真
に
収

め
て
い
っ
た
。
当
時
は
も
ち
ろ
ん
ド
ロ
ー
ン
や
小
型
カ
メ
ラ
な
ど
な
い
。
古
墳
全
体
を
撮
影

し
、
記
録
す
る
の
に
も
一
苦
労
だ
っ
た
。
尾
崎
研
究
室
が
前
橋
天
神
山
古
墳
発
掘
調
査
を
行

っ
た
時
も
そ
の
問
題
は
つ
い
て
回
っ
た
。
そ
こ
で
借
り
て
き
た
の
が
、
当
時
県
内
最
大
だ
っ

た
前
橋
消
防
署
の
は
し
ご
車
で
あ
る
。
上
っ
て
撮
影
し
た
生
徒
さ
ん
は
生
き
た
心
地
が
し

な
か
っ
た
ら
し
い
。
一
つ
の
記
録
写
真
か
ら
も
当
時
の
試
行
錯
誤
が
う
か
が
え
る
。 

 

前
橋
の
古
墳 

鏡
出
土 

取
り
上
げ
に
尾
崎
氏 
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エピソード  
② 一 大 イベント  

前橋天神山古墳 


