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第 1章　真っ赤に塗られた石棺

第
１
章　

真
っ
赤
に
塗
ら
れ
た
石
棺

１　

正
直
二
七
号
墳

偶
然
発
見
さ
れ
た
石
棺

　
一
九
七
〇
年
の
年
の
瀬
も
押
し
迫
っ
た
一
二
月
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
開
墾
を
目
的
と
し
て
林
の
中
で
掘
削
を

は
じ
め
る
と
、
箱
形
に
構
築
さ
れ
た
凝
灰
岩
の
石
組
が
顔
を
出
し
た
。
当
初
、
内
部
が
真
っ
赤
だ
っ
た
の
で
炭す

み

窯が
ま

か
と
思
わ
れ
た
も
の
の
、
炭
窯
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
構
造
の
た
め
掘
削
は
止
め
ら
れ
、
地
権
者
か
ら
郡
山

市
の
文
化
財
担
当
者
に
連
絡
が
入
っ
た
。
そ
こ
は
、
福
島
県
郡
山
市
南
東
部
の
田
村
町
正し

ょ
う

直じ
き

に
あ
る
、
正
直

古
墳
群
の
二
七
号
墳
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
場
所
だ
っ
た
。

　
現
地
へ
向
か
っ
た
担
当
者
が
目
に
し
た
も
の
は
、
内
部
が
真
っ
赤
に
塗
ら
れ
た
箱
式
石
棺
で
あ
っ
た
（
図

1
）。
た
だ
ち
に
工
事
は
止
め
ら
れ
、
緊
急
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

図1 ●正直27号墳南箱式石棺（東より）
石棺の内側は真っ赤に塗られている。床一面に礫が敷かれ、その下に
20～30 cmほどの扁平な河原石が敷き詰められている。
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古
墳
時
代
中
期
の
円
墳

　
郡
山
市
の
南
東
部
に
は
阿あ

武ぶ

隈く
ま

川が
わ

と
そ
の
支
流
の
谷や

田た

川が
わ

に
よ
り
形
成
さ
れ
た
沖
積
地
が
広
が
り
（
図
2
）、

両
河
川
に
は
さ
ま
れ
て
南
か
ら
の
び
る
丘
陵
の
突
端
に
正
直
古
墳
群
は
あ
る
。
現
在
ま
で
四
三
基
の
古
墳
が
確

認
さ
れ
て
い
る
が
、
往
時
に
は
五
〇
基
以
上
の
古
墳
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
緊
急
調
査
に
よ
っ
て
、
二
七
号
墳
の
墳
丘
は
直
径
二
六
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
、
幅
二
メ

ー
ト
ル
、
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
周
溝
が
確
認
さ
れ
た
（
図
3
）。
一
二
月
一
六
日
か
ら
二
一
日
と
い
う
短
期
間

の
調
査
で
あ
っ
た
た
め
、
墳
丘
構
築
方
法
の
解
明
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
発
見
さ
れ
た
石
棺
は
二
つ
、
南
北
に
並
列
す
る
よ
う
に
み
つ
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
南
箱
式
石
棺
」
と
「
北
箱

式
石
棺
」
と
さ
れ
た
。

　
調
査
の
際
に
担
当
者
が
最
初
に
受
け
た
印
象
は
、「
鏡
な
ど
が
な
く
、

簡
素
な
東
北
を
感
じ
さ
せ
る
遺
物
だ
け
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

調
査
が
進
む
に
つ
れ
、
東
北
地
方
に
お
け
る
古
墳
時
代
中
期
（
五
世
紀
ご

ろ
）
の
古
墳
で
は
他
に
類
を
み
な
い
ほ
ど
の
質
と
量
を
誇
る
副
葬
品
が
お

さ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
研
究

の
進
展
に
と
も
な
い
、
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
こ
の
古
墳
の
位
置
づ
け

が
少
し
ず
つ
明
ら
か
と
な
る
に
つ
れ
、「
簡
素
な
」
と
い
う
印
象
は
再
考

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

図2 ●郡山市南東部の主要遺跡と正直古墳群（南より）
郡山盆地南東の丘陵上には正直古墳群をはじめとする古墳時代中期の古墳・集落が数多く
分布する。集落の東側の丘陵では石製模造品の材料となる蛇紋岩・滑石が採取できる。図3 ●正直27号墳の墳丘と遺構（緑部は調査区）
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て
の
せ
て
い
る
。
石
棺
の
規
模
は
、
内
側
中
央
部
で
二
五
九
×
四
九
セ
ン
チ
、
床
面
か
ら
の
高
さ
は
五
五
セ
ン

チ
で
あ
る
。
石
棺
に
使
用
さ
れ
た
石
は
、
加
工
し
や
す
い
安
山
岩
質
溶
結
凝
灰
岩
で
あ
る
。
床
面
は
礫
敷
で
、

遺
物
を
と
り
上
げ
た
あ
と
に
礫
を
掘
り
下
げ
る
と
、
扁
平
な
河
原
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
南
箱
式
石
棺
に
は
人
骨
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
の
土
壌
は
酸
性
土
の
た
め
、
流
入
し
た
土
砂
に

埋
も
れ
た
人
骨
は
残
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
な
お
、
石
棺
の
短
辺
は
若
干
東
側
の
幅
が
広
い
こ
と
、
石
製
模

造
品
は
東
側
か
ら
多
数
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
つ
づ
い
て
調
査
さ

れ
た
北
箱
式
石
棺
の
状
況
な
ど
か
ら
、
頭
を
東
に
向
け
て
埋
葬
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

南
箱
式
石
棺
の
副
葬
品

　
刃
先
を
中
央
に
向
け
た
鉄
鏃
　
土
砂
の
流
入
が
少
な
い
西
側
で

は
中
央
近
く
に
遺
物
は
な
か
っ
た
が
、
西
壁
（
被
葬
者
の
足
側
）

近
く
に
な
る
と
遺
物
が
出
土
し
は
じ
め
た
。
南
壁
と
平
行
に
な
る

よ
う
に
刀と

う

子す

が
置
か
れ
、
南
西
隅
か
ら
中
央
に
刃
先
を
向
け
た
鉄て

っ

斧ぷ

が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
。
さ
ら
に
隅
に
近
い
場
所
か
ら
先
端
を
中

央
に
向
け
た
鉄て

つ

鏃ぞ
く

が
出
土
し
、
反
対
側
の
北
西
隅
か
ら
も
、
同
じ

よ
う
に
中
央
に
刃
先
を
向
け
た
鉄
鏃
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
鉄
鏃

２　

開
か
れ
た
南
箱
式
石
棺

崩
落
し
た
蓋
石

　
墳
丘
中
央
か
ら
南
寄
り
に
位
置
す
る
南
箱
式
石
棺
（
図
4
）
の

東
側
半
分
で
は
、
遺
体
を
埋
葬
し
た
あ
と
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で

蓋
石
の
一
部
が
割
れ
て
崩
落
し
た
た
め
、
蓋
石
と
と
も
に
土
砂
が

流
入
し
て
埋
も
れ
て
い
た
。
担
当
者
が
現
地
に
到
着
し
た
と
き
、

棺
の
底
に
敷
き
詰
め
ら
れ
た
小
礫
や
多
量
の
石
製
模
造
品
は
、
こ

の
土
砂
と
と
も
に
す
で
に
と
り
上
げ
ら
れ
、
残
念
な
が
ら
遺
物
の

出
土
状
況
は
不
明
で
あ
っ
た
。
石
製
模
造
品
と
は
、
滑
石
あ
る
い

は
蛇
紋
岩
と
よ
ば
れ
る
軟
質
の
石
材
か
ら
、
農
工
具
（
刀
子
、
斧
、

鎌
）・
武
器
・
武
具
・
容
器
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
器
物
を
か
た
ど
っ

て
つ
く
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
西
側
は
わ
ず
か
に
蓋
石
が
残
っ
て
い
た
た
め
、
遺

物
は
元
の
位
置
を
保
っ
た
状
態
で
残
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
南
箱
式
石
棺
は
、
板
石
を
横
長
に
立
て
並
べ
て
側
壁
を
構

築
し
、
蓋
石
で
お
お
っ
て
い
た
（
図
1
・
5
）。
石
棺
の
南
北
両
側

壁
上
に
扁
平
な
石
を
据
え
、
石
棺
中
央
部
に
扁
平
な
石
を
蓋
と
し

図4 ●正直27号墳の埋葬施設（東より）
南箱式石棺（左）は蓋石が石棺内に崩落していた。北箱式石棺は
蓋石の長軸が4.8 mにもなる大きなものであった。図5 ●南箱式石棺

南箱式石棺

北箱式石棺
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の
数
は
北
西
隅
・
南
西
隅
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
点
で
あ
る
。

出
土
位
置
か
ら
み
て
も
矢や

柄が
ら

が
接
続
し
て
い
た
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
鏃ぞ

く

身し
ん

部ぶ

の
み
が
先
端
を
中
央
の
被
葬

者
に
向
け
る
よ
う
に
方
向
を
そ
ろ
え
て
副
葬
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
（
図
6
）。

石
製
模
造
品
　
石
棺
の
西
端
か
ら
有
孔
円
板
（
鏡

の
模
造
品
）
が
三
点
出
土
し
た
が
、
と
り
出
さ
れ
た

土
砂
を
選
別
す
る
と
、
小
礫
に
ま
じ
っ
て
石
製
模
造

品
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の

数
は
、
刀
子
形
六
点
、
斧
形
一
点
、
剣
形
一
九
点
、

有
孔
円
板
二
四
点
で
あ
る
（
図
7
）。

　
古
墳
時
代
の
刀
子
は
、
革
製
あ
る
い
は
木
製
の
鞘

と
鉄
製
刀
子
か
ら
な
る
。
鞘
は
、
革
を
重
ね
合
わ
せ

た
端
の
部
分
に
貫
通
孔
を
う
が
ち
革
紐
で
綴
じ
合
わ

せ
、
方
形
突
出
部
に
つ
り
下
げ
る
た
め
の
革
紐
を
と

り
付
け
る
。
刀
子
本
体
は
木
製
あ
る
い
は
鹿
角
製
の

把つ
か

に
鉄
製
の
刃
を
差
し
込
む
。
こ
う
し
た
刀
子
を
石

で
か
た
ど
っ
た
も
の
が
、
刀
子
形
石
製
模
造
品
で
あ

図6 ●南箱式石棺遺物出土状態（上）と出土した鉄斧・刀子・鉄鏃（下）
鉄鏃と鉄斧および有孔円板は、石棺西端から出土した。西壁の南北両隅から
10本ずつ出土した鉄鏃は、鉄斧とともに刃を中央に向けた状態で確認された。

鉄斧

刀子

鉄鏃（短茎鏃）

鉄鏃

鉄鏃 有孔円板

鉄斧

図7 ●石製模造品
刀子形は、鞘に装着された状態をかたどり、突出部に革紐をつけるための孔が二つうがたれ
ている。剣形の大半は、両面に鎬（しのぎ）が表現された精巧なつくりのもの。

斧形 刀子形（突出部二孔類型）

剣形
鎬

有孔円板

刀子復元図
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る
。
二
七
号
墳
の
刀
子
形
は
、
石
材
が
緑
色
を
帯
び
た
青
色
で
、
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
似
て
い
る
た
め
、
同
一

母
岩
か
ら
つ
く
り
だ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
斧
形
は
非
常
に
て
い
ね
い
な
整
形
で
、
袋
部
は
中
央
に
両
面
か
ら
穿
孔
さ
れ
た
大
き
め
の
貫
通
孔
と
、
片
面

か
ら
袋
部
に
貫
通
す
る
小
さ
め
の
穿
孔
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
片
面
の
中
央
に
は
、
縦
に
線
刻
状
の
痕
跡
が
み
ら

れ
、
鉄
の
板
を
折
り
曲
げ
た
際
に
生
じ
る
袋
部
の
合
わ
せ
目
を
表
現
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
器
面
に
は
両
面
と

も
に
非
常
に
弱
い
工
具
痕
が
観
察
さ
れ
る
。
光
沢
が
あ
り
、
き
わ
め
て
平
滑
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
剣
形
は
鉄
剣
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
、
基
部
に
紐
を
通
す
た
め
の
貫
通
孔
が
み
ら
れ
る
。
二
七
号
墳
の
剣
形

の
大
半
は
、
両
面
に
鎬し

の
ぎを

表
現
し
、
断
面
形
が
菱
形
と
な
る
精
巧
な
つ
く
り
で
あ
る
。

　
有
孔
円
板
は
鏡
を
原
型
と
し
、
円
形
の
中
央
部
に
紐
通
し
孔
を
表
現
し
た
貫
通
孔
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
孔
の

数
か
ら
、
単
孔
と
双
孔
と
に
大
別
さ
れ
る
。

　
古
墳
か
ら
出
土
す
る
石
製
模
造
品
は
、
刀
子
形
＋
斧
形
＋
鎌
形
を
基
本
セ
ッ
ト
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
祭
祀

遺
構
で
は
剣
形
＋
有
孔
円
板
＋
勾
玉
の
セ
ッ
ト
が
基
本
と
な
る
。
そ
し
て
、
古
墳
に
副
葬
さ
れ
る
石
製
模
造
品

の
編
年
は
、
剣
形
と
有
孔
円
板
を
含
む
組
成
は
比
較
的
新
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
別
の
形
態
に
着
目

す
る
と
、
中
位
に
鎬
の
あ
る
剣
形
は
、
型
式
学
的
に
古
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
南
箱
式
石
棺
の
石
製
模
造
品
は
、
組
成
の
面
で
は
新
し
い
要
素
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
剣
形
は
大
半
が
両
面

に
鎬
を
有
す
る
古
い
形
態
に
属
し
て
い
る
な
ど
、
新
旧
両
方
の
要
素
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
年
代
の

把
握
を
む
ず
か
し
く
し
て
お
り
、
正
直
二
七
号
墳
の
年
代
を
確
定
す
る
た
め
に
は
石
製
模
造
品
の
詳
細
な
分
析

が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

３　

未
開
封
の
北
箱
式
石
棺

長
大
な
北
箱
式
石
棺

　
北
箱
式
石
棺
は
未
開
封
だ
っ
た
の
で
、
ま
ず
石
棺
の
全
容
を
確
認
す
る
た
め
に
、
東
か
ら
蓋
石
を
調
べ
た

（
図
8
）。
蓋
石
は
最
大
二
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
板
石
を
何
枚
も
用
い
、
そ
の
長
軸
は
四
・
八
メ
ー
ト
ル
に
も
お

よ
び
、
一
般
的
な
箱
式
石
棺
の
蓋
に
く
ら
べ
長
大
で
あ
っ
た
。
蓋
石
を
移
動
さ
せ
て
い
く
と
、
中
央
部
で
板
石

に
よ
り
仕
切
ら
れ
て
い
た
（
図
9
）。
そ
こ
で
こ
の
仕
切
り
石
の
西
側
を
「
西
側
埋
葬
施
設
」、
東
側
を
「
東
側

埋
葬
施
設
」
と
し
た
。
石
棺
の
全
長
は
四
・
五
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　
石
棺
の
側
壁
は
板
石
を
縦
長
に
立
て
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
先
に
調
査
し
た
南
箱
式
石
棺
の
側
壁
は
横
長
に
板

石
を
用
い
て
お
り
、
明
ら
か
に
異
な
る
構
造
で
あ
る
。
石
棺
内
部
は
全
面
が
真
っ
赤
に
塗
ら
れ
て
い
た
。
板
石

の
隙
間
は
粘
土
で
目
張
り
さ
れ
、
そ
の
目
張
り
粘
土
ま
で
て
い
ね
い
に
赤
彩
さ
れ
て
い
る
。
両
埋
葬
施
設
と
も

に
土
砂
の
流
入
は
な
く
、
遺
物
の
遺
存
状
態
は
良
好
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
石
棺
に
使
用
さ
れ
た
石
は
、
南
箱
式
石
棺
と
同
じ
安
山
岩
質
溶
結
凝
灰
岩
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
北
箱
式
石
棺
で
は
、
南
箱
式
石
棺
と
異
な
り
人
骨
が
残
っ
て
い
た
。
蓋
石
を
と
り
上
げ
た
際
に
目
に
し

た
の
は
、
全
身
が
茶
色
い
毛
で
お
お
わ
れ
た
人
の
形
を
し
た
よ
う
な
物
体
で
あ
っ
た
。
人
骨
は
植
物
に
よ
る
侵

蝕
が
は
げ
し
く
、
内
部
の
海
綿
質
だ
け
で
な
く
骨
表
面
の
か
た
い
緻
密
質
ま
で
植
物
の
根
に
よ
っ
て
侵
蝕
さ
れ
、

骨
全
体
が
根
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。


