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一
　
形
象
埴
輪
と
は

古
墳
の
外
面
に
樹
立
さ
れ
た
土
製
の
工
作
物
を
埴
輪
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

埴
輪
は
大
き
く
分
け
て
円
筒
埴
輪
と
形
象
埴
輪
の
二
種
類
に
分
類
さ
れ
て

い
ま
す
。
円
筒
埴
輪
は
筒
抜
け
の
円
筒
形
で
、
外
側
に
タ
ガ
と
呼
ば
れ
る

突
帯
が
数
条
め
ぐ
り
、
円
形
（
長
方
形
や
三
角
形
の
も
の
も
古
式
の
埴
輪

に
は
み
ら
れ
る
）
の
孔
（
透
か
し
）
が
開
け
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で

す
。
実
は
こ
の
円
筒
埴
輪
の
起
源
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
弥
生
時
代
後
期

後
半
（
二
世
紀
～
三
世
紀
前
半
）
に
吉
備
地
方
を
中
心
に
用
い
ら
れ
た
特

殊
器
台
と
特
殊
壺
に
そ
の
源
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
墳
墓
の
祭
祀
で
使
わ
れ
る
器
を
載
せ
る
大
型
の
台
と
装
飾
さ
れ
た
壺
で
、

古
墳
時
代
初
期
（
三
世
紀
後
半
）
に
は
ま
だ
特
殊
器
台
の
特
徴
を
残
し
た

も
の
も
多
く
、
特
殊
器
台
形
埴
輪
と
呼
ぶ
研
究
者
も
い
ま
す
。
つ
ま
り
円

筒
埴
輪
も
、
も
と
も
と
は
特
殊
器
台
を
象
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、

早
い
う
ち
に
そ
の
意
味
は
忘
れ
ら
れ
て
様
式
化
し
て
し
ま
う
の
で
、
形
象

埴
輪
と
は
別
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
古
墳
時
代
を
通
し
て
圧
倒
的

に
多
い
の
は
こ
の
円
筒
埴
輪
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
円
筒
埴
輪
の
類
型

の
中
に
朝
顔
形
埴
輪
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
特
殊
器
台
の
上
に
特
殊
壺
が

載
せ
ら
れ
た
状
態
を
模
し
た
も
の
が
様
式
化
し
た
も
の
で
、
古
墳
時
代
初

期
は
壺
を
埴
輪
と
同
様
な
意
味
合
い
で
並
べ
る
古
墳
も
あ
り
ま
す
。

形
象
埴
輪
は
、
そ
の
名
の
通
り
何
も
の
か
を
モ
デ
ル
に
、
そ
れ
を
象
っ

て
作
ら
れ
た
埴
輪
で
す
。
人
物
や
動
物
、
家
、
様
々
な
器
財
（
武
器
・
武

具
、
威
儀
具
な
ど
）
な
ど
が
、
古
墳
の
祭
祀
や
装
飾
の
た
め
に
立
て
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
形
象
埴
輪
は
同
時
に
作
ら
れ
始
め
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
古
墳
で
の
マ
ツ
リ
の
変
化
に
従
っ
て
、
大
き
く
見
る
と
家
や
器

財
の
埴
輪
と
人
物
や
動
物
の
埴
輪
は
そ
の
出
現
過
程
や
意
味
が
異
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

二
　
家
形
・
器
財
形
埴
輪
の
出
現

古
墳
時
代
が
始
ま
る
の
は
お
お
む
ね
三
世
紀
半
ば
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

初
期
に
は
形
象
埴
輪
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
円
筒
埴
輪
（
器
台
形
埴
輪

や
壺
形
埴
輪
含
む
）
は
、
前
方
後
円
墳
の
円
丘
の
中
心
に
葬
ら
れ
た
埋
葬

主
体
の
直
上
に
壇
が
築
か
れ
、
そ
の
上
を
囲
ん
で
四
角
く
並
べ
ら
れ
ま
す
。

埋
葬
主
体
と
そ
の
上
の
空
間
を
固
く
守
る
よ
う
に
囲
繞
さ
れ
る
の
で
す
。

や
が
て
古
墳
の
頂
上
平
坦
面
の
周
り
や
、
段
築
の
平
坦
面
な
ど
に
も
め
ぐ
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ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
大
王
墓
級
（
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の

前
方
後
円
墳
で
見
る
と
、
箸
墓
古
墳
、
西
殿
塚
古
墳
、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
、

メ
ス
リ
山
古
墳
、
行
燈
山
古
墳
（
伝
崇
神
陵
）
の
時
期
ま
で
は
こ
の
よ
う

な
円
筒
埴
輪
の
使
い
方
が
続
き
ま
す
。

そ
し
て
四
世
紀
中
ご
ろ
の
佐
紀
陵
山
古
墳
（
伝
日
葉
酢
媛
陵
）
の
頃
か

ら
変
化
が
起
き
ま
す
。
埋
葬
主
体
上
部
の
方
形
壇
に
め
ぐ
ら
さ
れ
る
円
筒

埴
輪
の
囲
い
の
中
に
家
形
埴
輪
が
置
か
れ
、
円
筒
埴
輪
の
間
に
靭
（
ゆ

ぎ
）、
楯
、
甲
冑
な
ど
の
武
器
・
武
具
や
蓋
（
き
ぬ
が
さ
）、
翳
（
さ
し

ば
）
な
ど
の
威
儀
具
が
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
埴

輪
を
総
称
し
て
器
財
形
埴
輪
と
呼
び
ま
す
が
、
円
筒
埴
輪
で
囲
み
こ
む
行

為
が
中
心
部
を
守
る
、
あ
る
い
は
隠
す
と
い
う
機
能
が
推
測
さ
れ
ま
す
の

で
、
こ
れ
ら
が
邪
悪
な
も
の
が
侵
入
す
る
こ
と
を
防
ぐ
よ
う
な
意
味
合
い

が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
古
墳
の
頂
上
で
行
わ
れ
る
祭
祀
に

お
い
て
参
列
者
に
被
葬
者
の
力
を
視
覚
的
に
表
す
効
果
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
家
形
埴
輪
は
円
筒
埴
輪
や
器
財
形
埴
輪
に
囲
ま
れ
た
壇
の
中
央

に
置
か
れ
る
の
で
、
葬
送
に
関
わ
る
儀
式
や
マ
ツ
リ
の
中
心
的
な
建
物
を

模
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
す
。
こ
の
よ
う
に
出
現
当
初
の
形
象

埴
輪
は
、
古
墳
の
頂
上
で
行
わ
れ
る
祭
祀
に
伴
い
、
円
筒
埴
輪
と
一
体
化

し
た
形
で
利
用
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
出
現
が
、
大
王
墓
級
の
前

方
後
円
墳
が
奈
良
盆
地
東
南
部
か
ら
盆
地
の
北
部
（
佐
紀
盾
列
古
墳
群
）

に
移
動
す
る
こ
と
と
連
動
す
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
。

三
　
水
鳥
、
水
の
祭
祀
施
設
、
舟
の
埴
輪
の
出
現

新
た
な
形
象
埴
輪
の
出
現
は
四
世
紀
末
頃
、
主
要
な
祭
祀
場
所
が
墳
頂

か
ら
、
古
墳
周
囲
の
濠
内
の
島
状
遺
構
や
土
橋
の
つ
い
た
出
島
状
遺
構
に

移
る
こ
と
と
連
動
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遺
構
は
近
年
、
大
型
前
方

後
円
墳
で
発
見
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
水
を
た
た
え
た
堀

に
接
す
る
部
分
に
は
石
が
張
ら
れ
、
洲
浜
状
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
阪

府
の
古
市
古
墳
群
に
あ
る
津
堂
城
山
古
墳
は
、
河
内
に
移
っ
た
最
初
の
大

王
墓
と
も
目
さ
れ
て
い
る
古
墳
で
す
が
、
島
状
遺
構
か
ら
水
鳥
形
埴
輪
が

出
て
き
て
い
ま
す
。

同
様
の
時
期
の
奈
良
盆
地
西
部
、
馬
見
古
墳
群
に
造
ら
れ
た
巨
大
古
墳

で
あ
る
巣
山
古
墳
か
ら
は
、
前
方
部
か
ら
突
き
出
た
出
島
状
遺
構
に
水
鳥

形
埴
輪
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
出
島
状
遺
構
は
斜
面
に
石
が
貼
ら
れ

て
洲
浜
に
見
た
て
ら
れ
て
お
り
、
水
鳥
は
洲
浜
の
水
際
に
あ
た
る
部
分
に

立
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
上
面
に
は
柵
形
埴
輪
や
盾
形
埴
輪

に
囲
ま
れ
た
中
に
家
形
埴
輪
と
蓋
形
埴
輪
を
置
き
、
中
心
に
囲
形
埴
輪
と

そ
の
中
に
特
殊
な
家
形
埴
輪
が
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
囲
形
と
は
、

他
の
埴
輪
の
例
や
奈
良
県
南
郷
大
東
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
な
ど
か
ら

み
て
、
水
を
使
っ
た
祭
祀
施
設
（
導
水
遺
構
）
を
囲
う
施
設
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
三
重
県
の
宝
塚
一
号
墳
で
は
や
は
り
石
を
め
ぐ
ら

せ
た
造
り
出
し
か
ら
舟
形
埴
輪
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
施
設
は
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水
辺
の
景
観
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
し
つ
ら
え
の
中
で
、
水
を
使
っ
た
マ
ツ
リ
が
埴
輪
を
使
っ
て

再
現
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
島
や
出
島
の
よ
う
な
特
殊
な

祭
祀
空
間
は
、
前
方
後
円
墳
の
く
び
れ
部
や
円
墳
、
方
墳
の
裾
に
取
り
つ

く
造
り
出
し
と
し
て
定
型
化
し
ま
す
。

四
　
人
物
、
動
物
形
埴
輪
の
出
現

一
般
に
埴
輪
と
い
え
ば
、
人
物
や
動
物
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま
す

が
、
形
象
埴
輪
の
中
で
は
最
後
に
登
場
し
て
き
ま
す
。
現
在
定
型
化
し
た

人
物
埴
輪
の
最
古
例
は
、
大
王
墓
級
で
い
え
ば
大
仙
陵
古
墳
（
仁
徳
陵
古

墳
）
で
、
お
よ
そ
五
世
紀
半
ば
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
巫
女
と
考
え
ら

れ
る
女
性
の
頭
部
（
図
1
）
と
馬
の
頭
部
、
鹿
、
水
鳥
が
著
名
で
、
い
ず

れ
も
写
実
的
で
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い

た
か
は
不
明
で
す
が
、
そ
の
後
の
今
城
塚
古
墳
の
成
果
な
ど
か
ら
、
や
が

て
古
墳
の
別
区
や
墳
丘
の
外
の
外
堤
に
立
て
並
べ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
地
方
で
も
大
き
な
時
間
差
な
く
人
物
や
動
物
埴
輪
が
広
が
っ
て

い
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
早
い
例
と
し
て
島
根
県
松
江
市

石
屋
古
墳
の
例
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
方
墳
の
造
り
出
し
の
一
部
が
調
査

さ
れ
、
多
彩
な
形
象
埴
輪
（
図
2
）
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
椅
子
に
座
る

人
物
（
首
長
か
）、
力
士
、
武
人
、
巫
女
ら
し
き
女
性
な
ど
の
人
物
、
馬

図２　石屋古墳出土形象埴輪（松江市教育委員
会蔵，島根県立古代出雲歴史博物館提供）

図１　巫女形埴輪頭部（宮内庁書陵部蔵）
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具
を
装
着
し
た
馬
二
体
、
家
や
、
靭
、
盾
、
蓋
な
ど
の
器
財
形
埴
輪
な
ど

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
造
形
が
よ
く
わ
か
る
力
士
や
馬
な
ど
は
極
め
て
写
実

的
な
表
現
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
石
屋
古
墳
に
後
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る

同
市
平
所
窯
跡
の
「
見
返
り
の
鹿
」
埴
輪
（
図
3
）
な
ど
に
も
継
承
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
物
埴
輪
と
い
う
と
「
踊
る
埴
輪
」
の
よ
う
に
デ
フ
ォ
ル
メ

さ
れ
た
も
の
を
思
い
起
こ
す
方
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
出
現
期
の
人
物
や

動
物
の
埴
輪
は
写
実
性
に
富
ん
だ
も
の
で
し
た
。

前
段
階
の
水
鳥
や
船
、
囲
形
（
導
水
施
設
）
埴
輪
が
、
祭
儀
の
場
の
再

現
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
人
物
や
動
物
な
ど
の
出
現
も
そ
の
シ
ー
ン
の

再
現
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
祭
儀
は
葬
送
に
関
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
す
が
、
そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
は
難
し

い
事
で
す
。
た
だ
、
埴
輪
の
個
別
の
分
析
や
出
土
状
況
の
分
析
か
ら
、
殯

（
も
が
り
）
場
の
再
現
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
有
力
で
す
。

そ
の
後
、
六
世
紀
以
降
、
形
象
埴
輪
樹
立
の
約
束
事
は
薄
れ
て
い
き
、

段
築
の
平
坦
面
に
円
筒
埴
輪
と
一
緒
に
並
べ
ら
れ
た
り
、
横
穴
式
石
室
の

前
に
置
か
れ
た
り
と
特
別
な
マ
ツ
リ
と
の
連
動
性
は
薄
れ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
特
に
東
国
で
発
展
し
、
様
々
な
形
象
埴
輪
が
作
ら
れ
て
い
く
よ
う

に
な
る
の
で
す
。

五
　『
日
本
書
紀
』
記
載
の
伝
承
と
の
関
わ
り

形
象
埴
輪
の
起
源
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
三
十
二
年
条
に
記

さ
れ
た
伝
承
が
有
名
で
す
。
皇
后
日
葉
酢
媛
が
亡
く
な
っ
た
時
、
そ
れ
ま

で
あ
っ
た
殉
装
の
風
習
を
な
く
し
た
い
と
垂
仁
天
皇
が
言
わ
れ
た
際
に
、

野
見
宿
禰
（
の
み
の
す
く
ね
）
と
い
う
人
物
が
土
で
人
や
馬
な
ど
を
象
っ

て
作
り
、
陵
墓
に
立
て
て
殉
葬
の
代
わ
り
に
す
れ
ば
よ
い
と
建
言
し
、
そ

れ
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。
野
見
宿
禰
は
出
雲
の
人
で
、

出
雲
国
の
土
部
（
は
に
べ
）
を
使
っ
て
作
っ
た
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
伝

承
は
、
野
見
宿
禰
を
祖
先
と
し
て
い
る
豪
族
、
土
師
氏
の
始
原
を
潤
色
す

る
た
め
の
記
事
と
い
う
考
え
方
が
有
力
で
し
た
。
ま
た
先
に
記
し
た
よ
う

に
円
筒
埴
輪
の
起
源
が
吉
備
地
方
の
特
殊
器
台
が
変
化
し
て
出
来
上
が
っ

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
考
古
学
で
論
証
さ
れ
た
た
め
、
埴
輪
の
起
源
譚
と

図３　鹿形埴輪（島根県教育委員会蔵，島
根県立古代出雲歴史博物館提供）
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し
て
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

た
だ
し
、
後
者
の
考
古
学
に
よ
る
埴
輪
の
起
源
の
解
明
は
、
円
筒
埴
輪

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
書
紀
の
記
載
は
形
象
埴
輪
の
始
ま
り
を
記
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
が
必
要
で
す
。
器
財
形
埴
輪
を
中
心
と
し
た
形

象
埴
輪
の
始
ま
り
は
、
王
墓
級
で
見
れ
ば
佐
紀
陵
山
古
墳
で
あ
り
、
そ
れ

は
日
葉
酢
媛
陵
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
信
頼
す
る
こ
と
は
危
険
で
す
が
、
偶

然
の
一
致
と
一
蹴
し
て
し
ま
う
の
も
乱
暴
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
伝
承
で
は
人
や
馬
が
具
体
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
野

見
宿
禰
が
出
雲
出
身
と
さ
れ
る
こ
と
と
併
せ
て
注
目
さ
れ
ま
す
。
人
物
埴

輪
の
初
期
の
例
は
前
記
し
た
よ
う
に
大
仙
陵
古
墳
で
仁
徳
天
皇
陵
に
充
て

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
雲
の
石
屋
古
墳
で
造

形
上
き
わ
め
て
優
秀
な
形
象
埴
輪
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
前
に
述
べ

た
通
り
で
す
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
の
仁
徳
即
位
前
記
に
は
出
雲
出
身
の

淤
宇
宿
禰
（
お
う
の
す
く
ね
）
と
い
う
人
物
が
、
屯
田
司
（
み
た
の
つ
か

さ
。
天
皇
直
轄
の
耕
作
地
を
管
理
す
る
役
人
）
と
し
て
活
躍
す
る
記
事
が

み
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
五
世
紀
半
ば
こ
ろ
に
、
出
雲
が
倭
王

権
と
緊
密
な
関
係
を
築
き
、
人
物
埴
輪
の
祭
祀
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
て

い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
埴
輪
創
出
伝
承
が
そ
う
し
た
こ
と
を
背
景

に
成
立
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
は
八
世
紀
前
半
に
国
家
の
正
史
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
、
そ
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
近
年
、
そ
の
記
載
内
容
が
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
創
作
さ
れ
た
も
の

ば
か
り
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
歴
史
的
事
象
を
背
景
に
伝
承
と
し
て
記
さ

れ
た
と
考
え
、
考
古
学
の
成
果
を
援
用
す
る
研
究
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

史
料
批
判
の
上
に
立
っ
て
、
古
い
時
代
の
伝
承
を
再
評
価
す
る
試
み
が
進

み
つ
つ
あ
り
ま
す
。

お
わ
り
に

形
象
埴
輪
の
出
現
時
期
に
つ
い
て
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
複
数
の
答

え
を
用
意
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
一
般
の
多
く
の
皆
さ
ん
が
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
人
物
埴
輪
の
起
源
、
と
い
う
こ
と
に
絞
れ
ば
、
お
お
む
ね

五
世
紀
半
ば
と
い
う
答
え
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
形
象
埴
輪
や
そ

れ
が
使
わ
れ
る
マ
ツ
リ
の
画
期
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
に
な
る

の
が
、
大
王
墓
級
の
大
型
古
墳
で
の
あ
り
か
た
で
す
。
現
在
は
そ
れ
ら
の

多
く
が
陵
墓
、
も
し
く
は
陵
墓
参
考
地
と
し
て
立
ち
入
り
が
許
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
資
料
に
限
界
が
あ
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
な
お
、
参
考
文
献
は
あ
ま
た
あ
り
ま
す
が
、
比
較
的
目
に
と
め
や
す

い
重
要
な
文
献
に
と
ど
め
た
こ
と
を
お
断
り
し
ま
す
。
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献
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台
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