
  

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
の
古
墳
破
壊
に
伴
い
七
月
に
始

ま
っ
た
緊
急
調
査
で
あ
っ
た
が
、
四
四
年
三
⽉
中
旬
か

ら
主
体
部
の
本
格
調
査
が
始
ま
り
、
四
月
三
日
に
こ
の

三
角
縁
神
獣
鏡
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
時
尾
崎
氏
は
生

涯
で
初
め
て
、
発
掘
調
査
に
て
鏡
を
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
一
年
前
の
玉
村
古
墳
群

調
査
に
お
い
て
同
じ
く
三
角
縁
神
獣
鏡
が
見
つ
か
っ

た
際
の
日
付
も
四
月
三
日
と
同
日
で
あ
る
。
前
橋
天
神

山
古
墳
で
見
つ
か
っ
た
副
葬
品
は
銅
鏡
五
枚
を
は
じ

め
、
紡
錘
車
（
ぼ
う
す
い
し
ゃ
）
形
石
製
品
、
銅
鏃(

ど

う
ぞ
く)

、
鉄
製
武
器
類
、
鉄
製
農
工
具
類
な
ど
大
変

豊
富
で
あ
っ
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
。 

東京国立博物館で展示されている出土品 

神
獣
鏡
は
二
面
に
て
掲
載 

尾
崎
日
報 

１９４６年当時の天神山古墳 
粘土槨のみ現存(出展:国土地理院地図) 

前
橋
市
広
瀬
町
に
あ
る
前
橋
天

神
山
古
墳
。
形
状
は
鍵
穴
型
で
お

馴
染
み
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。 

し
か
し
、
現
在
は
前
方
後
円
墳

の
中
心
部
で
あ
る
粘
土
槨
し
か
残

さ
れ
て
い
な
い
。 

昭
和
四
〇
年
次
の
話
し
合
い
で

は
、
古
墳
全
体
を
保
存
す
る
見
通

し
が
立
っ
て
い
た
。
多
く
の
関
係

 

上
毛
野
氏
は
両
毛
地
方
を
本
拠

に
一
万
基
ほ
ど
の
多
数
の
古
墳
を

築
造
し
た
勢
力
。
そ
の
権
勢
か
ら

「
東
国
の
王
」
と
呼
ぶ
研
究
者
も

あ
る
。 

本
流
は
「
上
毛
野
君
」
で
、
天

武
天
皇
の
代
に
は
朝
臣
の
姓
が
与

え
ら
れ
た
。
当
時
の
上
進
で
は
第

九
位
と
さ
れ
て
お
り
、
飛
鳥
時
代

の
土
豪
に
し
て
は
か
な
り
の
高
位

に
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
上

毛
野
氏
は
崇
神
天
皇
の
皇
子
で
あ

る
豊
城
入
彦
命
が
先
祖
と
さ
れ
、

蝦
夷
を
平
定
後
、
そ
の
ま
ま
東
国

に
土
着
し
た
と
い
う
。 

な
お
、
子
孫
は
七
世
紀
中
葉
の

白
村
江
の
戦
い
に
身
を
投
じ
、
陸

上
戦
の
主
力
部
隊
指
揮
官
と
し
て

新
羅
側
の
城
を
落
と
す
な
ど
、
大

き
な
戦
果
を
挙
げ
て
い
る
。 

～
「
毛
野
」
の
由
来
～ 

名
称
の
起
源
に
つ
い
て
は
定
か

で
な
い
も
の
の
、
尾
崎
喜
左
雄
氏

は
「
本
来
毛
人
（
蝦
夷
）
が
住
ん

で
い
た
原
野
」
で
あ
っ
た
こ
と
に

起
因
す
る
と
し
て
い
る
。 

こ
の
他
に
も
、
上
毛
の
広
大
な

沖
積
平
野
の
生
産
力
を
揶
揄
し
て

「
食
野
（
毛
野
）」
と
し
た
説
も
存

在
す
る
が
、
尾
崎
氏
に
よ
る
と
、

当
時
は
ま
だ
農
業
が
盛
ん
で
は
な

か
っ
た
と
し
て
前
者
を
提
唱
し
て

い
る
。 

 
 

毛
野
国
造
に
上
毛
野
氏 

 

強
硬
姿
勢
で
蝦
夷
け
ん
制 
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尾
崎
博
士
と
古
墳 

突
如
出
現
し
た
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

尾崎日報社 
制作課題 

～テーマ～ 

前橋天神山古墳 

天
神
山
古
墳
破
壊
か 

査
が
実
施
さ
れ
た
。 

こ
の
前
橋
天
神
山
古
墳
だ
が
、

か
つ
て
の
全
長
は
一
二
九
ｍ
。
四

世
紀
前
半
に
つ
く
ら
れ
た
初
期
前

方
後
円
墳
で
、
東
国
最
大
の
大
き

さ
を
誇
る
。
大
和
王
権
の
王
の
墳

墓
と
し
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

祟
神
陵
古
墳
な
ど
と
類
似
し
て
お

り
、
王
権
と
政
治
的
な
結
び
つ
き

が
強
か
っ
た
八
幡
山
古
墳
の
首
長

の
後
継
で
あ
る
、
毛
野
国
の
勢
力

の
墳
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

者
が
古
墳
保
存
の
た
め
に
尽
力
し

た
が
、
四
三
年
六
月
、
突
然
建
設

機
械
に
よ
っ
て
古
墳
の
前
方
部
が

削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
削
平

は
当
時
、
広
瀬
団
地
の
建
設
の
た

め
の
工
事
作
業
に
よ
る
も
の
。
そ

の
後
遺
品
の
出
土
に
よ
り
、
同
年

七
月
に
は
尾
崎
喜
左
雄
氏
の
研
究

室
と
関
係
者
を
も
っ
て
緊
急
の
調

今
で
こ
そ
古
墳
で
名
高
い

群
馬
県
だ
が
、
そ
の
契
機
は

思
い
の
外
知
ら
れ
て
な
い
。 

昭
和
の
初
め
、
資
料
整
理
の
た
め
来
群

す
る
こ
と
と
な
っ
た
尾
崎
氏
。
戦
後
は

群
馬
大
学
教
授
と
し
て
、
考
古
学
研
究

に
注
力
し
た
■
経
済
成
長
の
熱
り
も

冷
め
や
ら
ぬ
中
、
研
究
室
の
学
生
と
と

も
に
県
内
各
地
、
延
べ
三
〇
〇
基
以
上

の
発
掘
に
携
わ
っ
た
。
こ
の
尾
崎
氏
こ

そ
古
墳
王
国
・
群
馬
の
立
役
者
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
■
重
機
の
な
か
っ
た

時
代
、
ひ
た
す
ら
に
手
作
業
で
土
を
掘

っ
て
い
く
。
そ
の
大
変
さ
ゆ
え
、
遺
物

が
出
土
し
た
時
の
喜
び
は
さ
ぞ
か
し

大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
■
尾
崎
氏
は

七
三
歳
で
そ
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
た
。 

し
か
し
、
没
後
四
五
年
以
上
た
っ
た
今

も
、
遺
し
た
数
々
の
発
見
や
逸
話
が
色

あ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
尾
崎
氏

の
愛
し
た
古
代 

に
思
い
を
巡
ら 

せ
、
上
毛
の
面 

影
を
追
っ
て
み 

て
は
ど
う
か
。 

(

毛
国
特
派
員) 

生前の尾崎氏(上図) 

か
み
つ
け 

 

の 
 

き
み 

と
よ 

 

き 
 

い
り
ひ
こ
の
み
こ
と 

け 
 

の 

え
み
し 

 



 

 
三
角
縁
神
獣
鏡
の
特
徴
は
主
に
二
つ
。
一
つ

は
、
鏡
の
縁
の
断
面
が
三
角
形
で
あ
る
こ
と
。 

三
角
形
で
あ
る
理
由
に
は
、
三
角
形
に
す
る
と

構
造
上
作
り
や
す
い
と
い
う
説
や
、
神
聖
な
場

所
を
囲
む
瑞
垣
を
模
倣
し
た
と
い
っ
た
説
が
あ

る
。
も
う
一
つ
は
神
仙
や
霊
獣
が
主
な
模
様
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
西

王
母
や
東
王
父
な
ど
の
仙
人
、
後
者
は
白
虎
や

龍
な
ど
の
空
想
上
の
獣
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
中

国
の
神
話
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
。 

鏡
の
直
径
は
二
○
～
二
三
ｃ
ｍ
ほ
ど
。
そ
の

他
に
表
面
が
凸
状
に
膨
ら
ん
で
い
る
こ
と
が
特

色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

三
角
縁
神
獣
鏡
は
銅
鏡
の

一
種
で
あ
る
。
銅
鏡
と
呼
ん

で
い
る
が
、
実
は
材
料
は
銅

と
す
ず
の
合
金
で
あ
る
青
銅

だ
。
一
般
的
に
我
々
が
見
る

鏡
は
く
す
ん
だ
青
緑
色
を
し

て
い
る
。
発
掘
し
た
直
後
の

鏡
も
青
緑
色
だ
が
、
と
て
も

鮮
や
か
な
青
緑
色
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
色
は
鏡
本

来
の
色
で
は
な
く
錆
の
色
な

の
だ
。
今
は
鏡
本
来
の
色
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

作
ら
れ
た
当
時
は
黄
金
色
に

輝
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

三
角
縁
神
獣
鏡
の
裏
面
に

は
模
様
だ
け
で
な
く
銘
文
も

彫
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

前
橋
天
神
山
古
墳
か
ら
出
土

 

鏡
に
は
中
国
語
の
漢
字
銘
文
や
中
国
の
神
像
・
獣
像

が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
当
時
魏
の
鏡
職
人
が
倭

に
送
る
た
め
特
別
に
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
説
が
あ

る
。
ま
た
、
日
本
で
出
土
し
た
鏡
に
は
鋳
造
技
術
や
模

様
の
表
現
が
優
れ
て
い
る
も
の
と
下
手
な
も
の
が
あ

り
、
前
者
が
中
国
製
、
後
者
が
中
国
の
も
の
を
模
倣
し

た
日
本
製
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
鏡
は
中
国
や
朝
鮮
で
は
出
土
せ
ず
、
日
本
国

内
で
の
み
出
土
し
て
い
る
た
め
倭
で
作
ら
れ
た
と
い
う

説
も
あ
る
。
優
れ
た
も
の
は
魏
か
ら
渡
っ
て
き
た
鏡
職

人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
下
手
な
も
の
は
日
本
各
地
の
職

人
が
そ
れ
ら
を
模
倣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

中
国
製
？
日
本
製
？ 

今
な
お 

議
論
続
く 

出
土
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち

一
二
枚
も
の
鏡
が
群
馬
県
に

て
発
見
さ
れ
た
。
な
お
、
そ

の
半
数
の
発
掘
調
査
に
は
、

群
馬
大
学
の
尾
崎
教
授
の
研

究
室
が
関
わ
っ
て
い
る
。 

 

次
に
、
中
国
の
魏
王
朝
の

年
号
が
記
さ
れ
た
三
角
縁
神

獣
鏡
が
あ
る
と
い
う
点
。
県

内
で
は
「
正
始
元
年
（
二
四

〇
年
）」
と
い
う
文
字
が
刻
ま

れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
が
発
見

さ
れ
て
い
る(

柴
崎
蟹
沢
古

墳)

。
こ
の
年
は
邪
馬
台
国
女

王
の
卑
弥
呼
が
魏
の
皇
帝
か

ら
銅
鏡
を
下
賜
さ
れ
た
翌
年

に
あ
た
る
。 

以
上
の
二
つ
の
事
柄
を
鑑

み
る
に
、
中
央
勢
力
に
と
っ

て
群
馬
が
重
要
な
地
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
た
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
、

「
天
王
日
月
」
と
い
う
文
字

が
彫
ら
れ
て
い
る
。 

現
代
で
は
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ

ー
を
使
い
三
角
縁
神
獣
鏡
の

レ
プ
リ
カ
を
製
作
す
る
こ
と

も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇
一
四
年
に
こ
の
技
術
を

使
い
三
角
縁
神
獣
鏡
の
新
た

な
特
徴
が
解
明
さ
れ
た
。
そ

れ
は
「
三
角
縁
神
獣
鏡
が
魔

鏡
現
象
を
引
き
起
こ
す
」
と

い
う
も
の
だ
。
魔
鏡
現
象
と

は
鏡
に
光
を
当
て
た
時
、
反

射
し
た
光
が
鏡
裏
面
の
模
様

を
映
し
出
す
現
象
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
現
象
は
裏
面
に

凹
凸
が
あ
り
厚
み
が
不
均
一

な
鏡
を
研
磨
す
る
際
、
鏡
本

体
に
ひ
ず
み
が
生
じ
て
厚
い

部
分
が
か
す
か
に
凹
面
に
、

薄
い
部
分
が
凸
面
に
な
っ
て

反
射
光
に
む
ら
が
出
る
こ
と

に
よ
っ
て
起
こ
る
。
昔
の

人
々
は
こ
の
よ
う
現
象
を
引

き
起
こ
す
鏡
に
特
別
な
力
を

感
じ
た
の
だ
ろ
う
。 

に
五
〇
〇
面
以
上
が
出
土
し

て
い
る
。
鏡
に
は
中
国
の
漢

字
銘
文
や
神
像
・
獣
像
が
彫

ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
中
国
や
朝
鮮
で
は
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
国
内

の
み
の
出
土
に
限
ら
れ
て
い

る
と
い
う
点
が
謎
で
あ
る
。 

 

こ
の
三
角
縁
神
獣
鏡
で
あ

る
が
、
次
に
示
す
二
点
は
当

時
の
群
馬
県
の
国
内
に
お
け

る
立
ち
場
を
考
察
す
る
上
で

の
根
拠
と
な
り
得
よ
う
。 

 

第
一
、
群
馬
県
は
非
常
に

多
く
の
鏡
が
出
土
し
て
い
る

地
域
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
群
馬
県
が
大
和
朝
廷
に

よ
っ
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。
こ
れ
ま
で
に
、
東
日
本

地
域
か
ら
は
一
七
枚
の
鏡
が

 

三
角
縁
神
獣
鏡
は
古
墳
時

代
前
期
の
古
墳
か
ら
出
土
す

る
こ
と
が
多
く
、
現
在
ま
で

三
角
縁
神
獣
鏡
と
は 

三
角
縁
神
獣
鏡
の
謎 

と
群
馬
県 

【写
真
】三
角
縁
神
獣
鏡 

東
国
文
化
副
読
本 

2                      朝刊 尾崎日報             令和 6 年 1 月 31 日(水)

（火） 

【写
真
】三
角
縁
神
獣
鏡 

鏡
背 

東
国
文
化
副
読
本 


