
ｍ
ご
と
に
３
段
階
で
墳
丘
に
盛
土
を
し
て

い
ま
し
た
。

【
埋
葬
施
設
は
木
棺
直
葬
か
？
】

も
っ
か
ん
じ
き
そ
う

今
回
、
後
円
部
墳
頂
の
ト
レ
ン
チ
１
で

昭
和

年
の
発
掘
坑
を
再
発
掘
し
、「
空
洞

２４

に
土
を
う
づ
め
た
形
跡
」と
報
告
さ
れ
た

形
跡
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、
石
材
や

ま
と
ま
っ
た
粘
土
の
か
た
ま
り
が
出
土
し

た
と
い
う
記
述
や
痕
跡
が
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
埋
葬
施
設
は
木
棺
直
葬（
※
）と
み

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
発
掘
坑
南
西
か
ら
鉄

剣
あ
る
い
は
鉄
や
り
１
点
が
出
土
し
て
い

ま
す
。

※
木
の
棺
を
直
接
埋
め
た
埋
葬
施
設
。

【
安
城
初
の
円
筒
埴
輪
を
発
見
！
】

は
に
わ

周
溝
と
み
ら
れ
る
埋
土（
写
真
韻
）か
ら

円
筒
埴
輪
の
破
片（
写
真
吋
）が
比
較
的
ま

と
ま
っ
て
出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
岡

崎
市
の
於
新
造
古
墳
や

お
し
ん
ぞ
う

和
志
山
古
墳
・

わ

し
や
ま

甲か
ぶ
と

山
１
号
墳
か
ら
出
土
し
た
、
三
河
で
最
古

や
まと

み
ら
れ
て
き
た
円
筒
埴
輪
に
よ
く
似
た

形
を
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
今
回
の
調
査
か
ら
】

塚
越
古
墳
は
、
発
見
さ
れ
た
紡
錘
車
形

石
製
品
等
に
よ
っ
て
、
出
土
遺
物
が
少
な

い
桜
井
古
墳
群
を
古
墳
時
代
前
期
古
墳
群

と
評
価
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
た
古
墳
で

す
。
今
回
の
調
査
で
三
河
に
お
け
る
埴
輪

導
入
期
の
円
筒
埴
輪
が
出
土
し
た
こ
と
か

ら
、
築
造
時
期
が
４
世
紀
中
頃
か
ら
終
わ

り
頃
と
い
う
従
来
の
年
代
観
を
裏
付
け
る

貴
重
な
成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

塚
越
古
墳（
古
井
町
）

つ
か
ご
し塚

越
古
墳
は
、
三
河
を
代
表
す
る
桜
井

古
墳
群
の
古
墳
の
一
つ
で
す
。
昭
和

年
２４

の
発
掘
調
査
で
は
、
副
葬
品
と
み
ら
れ
る

紡
錘
車
形
石
製
品（
※
）等（
写
真
陰
）が
発

ぼ
う
す
い
し
ゃ
が
た
せ
き
せ
い
ひ
ん

見
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
墳
丘
長

ｍ
４１

（
そ
の
後
の
調
査
で

ｍ
以
上
と
修
正
）の

４５

前
方
後
円
墳
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
塚
越
古
墳
の
墳
形
・
墳
丘
規

模
等
、
古
墳
の
基
礎
情
報
を
得
る
た
め
の

発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

※
糸
を
紡
ぐ
た
め
に
用
い
ら
れ
た
道
具
を

つ
む

か
た
ど
っ
た
石
製
品
。

【
古
墳
の
形
は
？
大
き
さ
は

ｍ
錘
】

４５

１
９
８
０
年
代
後
半
の
前
方
後
方
墳
研

究
の
進
展
に
よ
り
、
塚
越
古
墳
が
前
方
後

方
墳
で
あ
る
可
能
性
も
出
て
き
ま
し
た
。

今
回
、
調
査
区（
ト
レ
ン
チ
）を
５
カ
所

設
定
し
て
掘
っ
た
と
こ
ろ
、
後
世
に
人
為

的
な
改
変
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
形
跡
が

あ
り
、
形
の
確
定
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
ト
レ
ン
チ
３
か
ら
周し

ゅ
う

溝
と
み

こ
う

ら
れ
る
直
線
的
な
落
ち
込
み
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

な
お
、
墳
丘
長
は
以
前
の
調
査
で
修
正

さ
れ
た
時
と
同
じ
く
、
約

ｍ
で
あ
る
こ

４５

と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

【
築
造
の
カ
ギ
】

古
墳
の
造
り
方
を
調
べ
て
い
く
中
で
カ

ギ
と
な
る
土
層
は
、
黒
色
土
で
す
。
こ
れ

は
古
墳
築
造
時
の
表
土（
旧
表
土
）面（
写

真
隠
）に
あ
た
り
、
昭
和

年
の
発
掘
坑

２４

の
壁
を
見
る
と
、
こ
の
旧
表
土
上

～
１．０

１．２
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い
砂（
サ
バ
土
）が
水
に
よ
っ
て
灰
色
に
変

色
し
た
よ
う
で
、
そ
の
上
に
水
が
流
れ
て

い
た
よ
う
な
細
か
い
粒
子
の
砂
が
観
察
さ

れ
ま
し
た（
写
真
宇
）。平
成

年
度
に
、

２７

西
側
の
水
田
で
外
堀
周
辺
の
調
査
を
行
っ

た
際
に
確
認
さ
れ
た
池
ま
た
は
沼
地
と
推

定
さ
れ
る
範
囲
か
ら
遠
く
な
い
場
所
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
堂
の
裏
側
は
堀
と
し
て

築
造
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
元
々
池
で

あ
っ
た
場
所
を
そ
の
ま
ま
堀
と
し
て
利
用

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

※
自
然
に
形
成
さ
れ
た
基
盤
土
層
の
こ
と
。

【
石
垣
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
】

山
門
前
の
東
側
調
査
区
で
は
、
内
堀
の

ほ
か
に
石
垣
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
石
垣
は
地
山
上
に
胴

木
を
敷
き
、
そ
の
上
に
長
方
形
の
石
材
を

８
段
積
み
上
げ
て
い
ま
し
た（
写
真
烏
）。

し
か
し
、
土
塀
に
よ
る
重
さ
に
よ
っ
て
、

石
垣
の
中
、
下
段
に
ゆ
が
み
が
み
ら
れ
ま

す
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
積
み
直
し
て
い
る
部

分
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
石
材
は
花
崗
岩

か
こ
う
が
ん

を
用
い
て
い
ま
す
。

【
今
回
の
調
査
か
ら
】

こ
れ
ま
で
真
相
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
南

内
堀
の
深
さ
や
形
状
、
出
土
遺
物
か
ら
江

戸
時
代
末
期
に
は
堀
が
埋
ま
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
の

堀
の
築
造
時
期
や
幅
、
石
垣
の
建
造
時
期

は
今
回
の
調
査
で
は
明
ら
か
に
は
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
継
続
し
て
行
わ
れ
る
本
證

寺
境
内
の
調
査
に
よ
り
、
詳
細
を
お
伝
え

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
證
寺
境
内（
野
寺
町
）

本
證
寺
は
鎌
倉
時
代
後
期（

世
紀
末

１３

頃
）に
、
慶き

ょ
う

円
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
浄
土

え
ん

真
宗
の
寺
院
で
、
平
成

年
３
月
に
は
国

２７

史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に

周
辺
の
発
掘
調
査
を

回
ほ
ど
行
っ
て
き

１６

ま
し
た
が
、
今
後
、
史
跡
を
ど
の
よ
う
に

活
用
・
復
元
し
て
い
く
か
を
考
え
る
た
め
、

寺
の
本
堂
を
取
り
囲
ん
で
い
る
南
内
堀
と

石
垣
の
調
査
を
し
ま
し
た
。

【
内
堀
の
深
さ
に
び
っ
く
り
！
】

本
證
寺
の
内
堀
は
本
堂
を
囲
む
南
内
堀

と
庫
裏
を
囲
む
北
内
堀
が
存
在
し
て
い
ま

く

り

す
。
平
成

年
度
に
は
庫
裏
の
北
側
に
あ

１７

る
内
堀
と
そ
の
両
側
に
あ
る
内
土
塁
の
調

査
を
行
い
、
江
戸
時
代
末
期
に
造
ら
れ
た

版
築
土
塁（
※
）や
、
現
在
の
地
表
面
か
ら

は
ん
ち
く

深
さ
約

ｍ
の
内
堀
が
あ
っ
た
こ
と
が
明

２．４

ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
は
、
南
内
堀
の
東
・
南
・

西
側
に
幅
２
ｍ
の
調
査
区
を
３
カ
所
設
定

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
堀
の
形
状
や
掘
削
時

期
を
解
明
す
る
た
め
に
行
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
現
在
の
地
表
面
か
ら
の
深
さ
は
、

東
側
で
約

ｍ
、
南
側
で
約
３
ｍ（
写
真

２．５

右
）、西
側
で
約

ｍ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

１．２

り
ま
し
た
。

※
土
を
一
層
ご
と
に
固
め
な
が
ら
積
み
上

げ
て
作
っ
た
土
塁
。

【
本
堂
の
裏
に
は
池
が
あ
っ
た
？
】

西
側
調
査
区
で
は
、
他
の
内
堀
と
比
べ

浅
く
て
幅
の
広
い
Ｕ
字
形
の
内
堀
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
地
山（
※
）面
は
粗

自
遺
跡
の
調
査
に
ご
協
力
を

本
市
で
は
、
開
発
で
や
む
を
得
ず

破
壊
さ
れ
る
遺
跡
を
事
前
に
発
掘
調

査
し
て
い
ま
す
。
住
宅
建
設
等
の
開

発
工
事
を
行
う
計
画
が
あ
れ
ば
、
文

化
振
興
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

自
調
査
結
果
の
展
示

今
回
紹
介
し
た
も
の
は
、
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

調
査
や
展
示
品
を
紹
介
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
も
無
料
で
配
布
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
展
示
日
時

昇
～
掌
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
年
末
年
始
を
除
く
）

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
館
。

諮本證寺境内調査位置図

内堀

地山

石垣
▽

内堀

内堀

地面の落ち込み

本堂

烏山門前の石垣と内堀 宇本堂裏の内堀 右南側内堀の深さ
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。
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に
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こ
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、
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こ

４５

と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

【
築
造
の
カ
ギ
】

古
墳
の
造
り
方
を
調
べ
て
い
く
中
で
カ

ギ
と
な
る
土
層
は
、
黒
色
土
で
す
。
こ
れ

は
古
墳
築
造
時
の
表
土（
旧
表
土
）面（
写

真
隠
）に
あ
た
り
、
昭
和

年
の
発
掘
坑

２４

の
壁
を
見
る
と
、
こ
の
旧
表
土
上

～
１．０

１．２
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本市では、２５０カ所を超える遺跡が確認されています。埋蔵文化財
センターでは、平成２９年度に発掘調査６件、試掘調査２８件を実施しま
した。今回はこの中から、２件の発掘調査成果を紹介します。

速報！安城の遺跡から
～平成２９年度の発掘調査～

陰昭和２４年の発掘時に出土した、副葬品と
見られる紡錘車形石製品等 隠塚越古墳の
墳丘斜面（トレンチ３北東から） 韻周溝内
の埴輪・土器出土状況 吋円筒埴輪

▲塚越古墳調査位置図
周溝

古墳の盛土

古墳築造時の表土面

陰隠隠隠

韻韻吋吋

特
集
２
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い
砂（
サ
バ
土
）が
水
に
よ
っ
て
灰
色
に
変

色
し
た
よ
う
で
、
そ
の
上
に
水
が
流
れ
て

い
た
よ
う
な
細
か
い
粒
子
の
砂
が
観
察
さ

れ
ま
し
た（
写
真
宇
）。平
成

年
度
に
、

２７

西
側
の
水
田
で
外
堀
周
辺
の
調
査
を
行
っ

た
際
に
確
認
さ
れ
た
池
ま
た
は
沼
地
と
推

定
さ
れ
る
範
囲
か
ら
遠
く
な
い
場
所
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
堂
の
裏
側
は
堀
と
し
て

築
造
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
元
々
池
で

あ
っ
た
場
所
を
そ
の
ま
ま
堀
と
し
て
利
用

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

※
自
然
に
形
成
さ
れ
た
基
盤
土
層
の
こ
と
。

【
石
垣
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
】

山
門
前
の
東
側
調
査
区
で
は
、
内
堀
の

ほ
か
に
石
垣
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
石
垣
は
地
山
上
に
胴

木
を
敷
き
、
そ
の
上
に
長
方
形
の
石
材
を

８
段
積
み
上
げ
て
い
ま
し
た（
写
真
烏
）。

し
か
し
、
土
塀
に
よ
る
重
さ
に
よ
っ
て
、

石
垣
の
中
、
下
段
に
ゆ
が
み
が
み
ら
れ
ま

す
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
積
み
直
し
て
い
る
部

分
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
石
材
は
花
崗
岩

か
こ
う
が
ん

を
用
い
て
い
ま
す
。

【
今
回
の
調
査
か
ら
】

こ
れ
ま
で
真
相
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
南

内
堀
の
深
さ
や
形
状
、
出
土
遺
物
か
ら
江

戸
時
代
末
期
に
は
堀
が
埋
ま
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
の

堀
の
築
造
時
期
や
幅
、
石
垣
の
建
造
時
期

は
今
回
の
調
査
で
は
明
ら
か
に
は
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
継
続
し
て
行
わ
れ
る
本
證

寺
境
内
の
調
査
に
よ
り
、
詳
細
を
お
伝
え

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
證
寺
境
内（
野
寺
町
）

本
證
寺
は
鎌
倉
時
代
後
期（

世
紀
末

１３

頃
）に
、
慶き

ょ
う

円
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
浄
土

え
ん

真
宗
の
寺
院
で
、
平
成

年
３
月
に
は
国

２７

史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に

周
辺
の
発
掘
調
査
を

回
ほ
ど
行
っ
て
き

１６

ま
し
た
が
、
今
後
、
史
跡
を
ど
の
よ
う
に

活
用
・
復
元
し
て
い
く
か
を
考
え
る
た
め
、

寺
の
本
堂
を
取
り
囲
ん
で
い
る
南
内
堀
と

石
垣
の
調
査
を
し
ま
し
た
。

【
内
堀
の
深
さ
に
び
っ
く
り
！
】

本
證
寺
の
内
堀
は
本
堂
を
囲
む
南
内
堀

と
庫
裏
を
囲
む
北
内
堀
が
存
在
し
て
い
ま

く

り

す
。
平
成

年
度
に
は
庫
裏
の
北
側
に
あ

１７

る
内
堀
と
そ
の
両
側
に
あ
る
内
土
塁
の
調

査
を
行
い
、
江
戸
時
代
末
期
に
造
ら
れ
た

版
築
土
塁（
※
）や
、
現
在
の
地
表
面
か
ら

は
ん
ち
く

深
さ
約

ｍ
の
内
堀
が
あ
っ
た
こ
と
が
明

２．４

ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
は
、
南
内
堀
の
東
・
南
・

西
側
に
幅
２
ｍ
の
調
査
区
を
３
カ
所
設
定

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
堀
の
形
状
や
掘
削
時

期
を
解
明
す
る
た
め
に
行
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
現
在
の
地
表
面
か
ら
の
深
さ
は
、

東
側
で
約

ｍ
、
南
側
で
約
３
ｍ（
写
真

２．５

右
）、西
側
で
約

ｍ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

１．２

り
ま
し
た
。

※
土
を
一
層
ご
と
に
固
め
な
が
ら
積
み
上

げ
て
作
っ
た
土
塁
。

【
本
堂
の
裏
に
は
池
が
あ
っ
た
？
】

西
側
調
査
区
で
は
、
他
の
内
堀
と
比
べ

浅
く
て
幅
の
広
い
Ｕ
字
形
の
内
堀
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
地
山（
※
）面
は
粗

自
遺
跡
の
調
査
に
ご
協
力
を

本
市
で
は
、
開
発
で
や
む
を
得
ず

破
壊
さ
れ
る
遺
跡
を
事
前
に
発
掘
調

査
し
て
い
ま
す
。
住
宅
建
設
等
の
開

発
工
事
を
行
う
計
画
が
あ
れ
ば
、
文

化
振
興
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

自
調
査
結
果
の
展
示

今
回
紹
介
し
た
も
の
は
、
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

調
査
や
展
示
品
を
紹
介
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
も
無
料
で
配
布
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
展
示
日
時

昇
～
掌
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
年
末
年
始
を
除
く
）

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
館
。

諮本證寺境内調査位置図

内堀

地山

石垣
▽

内堀

内堀

地面の落ち込み

本堂

烏山門前の石垣と内堀 宇本堂裏の内堀 右南側内堀の深さ
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