
田
原
市
と
な
っ
て
記
念
す
べ
き
第
１

号
の
文
化
財
が
10
月
３
日
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
文
化
財
は
籠か
ご

池い
け

古
墳
で
す
。

古
墳
と
は
、
古
墳
時
代
（
３
世
紀
後

半
〜
７
世
紀
前
半
）
に
身
分
の
高
い
人
を

葬
る
た
め
土
を
盛
り
上
げ
て
築
か
れ
た
お

墓
で
す
。
こ
の
時
代
は
、
お
墓
の
形
・
大

き
さ
、
副
葬
さ
れ
た
モ
ノ
に
よ
っ
て
、
そ

の
人
の
身
分
を
は
じ
め
社
会
の
秩
序
が
決

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
築
か
れ
る

場
所
も
、
ム
ラ
を
見
下
ろ
す
丘
や
山
頂
、

重
要
な
道
路
・
海
路
に
に
ら
み
を
効
か
せ

る
場
所
な
ど
、
葬
ら
れ
る
人
の
地
位
を
見

せ
つ
け
る
よ
う
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

さ
あ
、
籠
池
古
墳
を
観
察
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
ま
ず
築
か
れ
た
場
所
は
、
大
久

保
町
の
通
称
西
山
の
南
西
に
延
び
た
山
裾

で
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
集
落
や
水
田
を
見

渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
墳
の
形
は
、

平
面
形
が
丸
い
直
径
20
ｍ
の
円
墳
で
す
。

盛
土
の
高
さ
は
２
・
５
ｍ
以
上
も
あ
り
ま

す
。
葬
る
た
め
の
施
設
は
、
横
穴
式
石
室

と
呼
ば
れ
る
石
の
部
屋
で
す
。
古
墳
の
横

に
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
入
口
が
あ
り
、
羨せ
ん

道ど
う
（
通
路
）
を
抜
け
る
と
、広
い
玄げ
ん

室し
つ
（
遺

体
を
葬
る
部
屋
）
が
あ
り
ま
す
。
東
南
東

に
入
口
を
持
ち
、
全
長
は
９
ｍ
も
あ
り
、

渥
美
半
島
屈
指
の
大
き
さ
で
す
。
機
械
も

な
か
っ
た
当
時
、
よ
く
ぞ
こ
ん
な
も
の
を

築
い
た
と
感
心
し
て
し
ま
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
現
在
は
天
井
の
石
が

失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
石
で
囲
ま

れ
て
い
た
玄
室
は
荘
厳
な
空
間
だ
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
羨
道
は
、
腰
を
か
が

め
な
い
と
頭
が

つ
か
え
て
し
ま

い
ま
す
が
、
玄

室
は
大
人
が
立

っ
て
も
十
分
な

高
さ
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う

な
羨
道
と
玄
室

の
高
さ
に
段
差

が
あ
る
の
は
、
近
畿
地
方
の
影
響
で
す
。

玄
室
の
奥
壁
に
立
つ
大
岩
は
東
三
河
の
特

徴
で
、
板
状
の
石
を
組
み
合
わ
せ
遺
体
を

葬
る
棺
を
作
る
の
は
三
河
湾
周
辺
の
特
徴

で
す
。
遺
体
に
供
え
ら
れ
た
副
葬
品
は
盗

掘
の
た
め
あ
ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
古
墳
の
個
性
を
語
る

に
は
支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
籠
池
古
墳
に

葬
ら
れ
た
人
は
、
三
河
湾
・
伊
勢
湾
を
越

え
た
広
い
地
域
と
の
交
流
を
持
ち
、
様
々

な
文
化
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
た

個
性
派
の
人
だ
っ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。

渥
美
半
島
の
古
墳
は
す
べ
て

古
墳
時
代
の
終
り
の
も
の
で
、

皆
さ
ん
が
教
科
書
で
習
っ
た
前

方
後
円
墳
な
ど
、
巨
大
な
古
墳

は
築
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
大
き

い
」「
古
い
」「
一
番
」
な
ど
と

い
う
尺
度
で
は
こ
の
古
墳
の
価

値
を
評
価
で
き
ま
せ
ん
が
、
地

域
の
個
性
と
い
う
点
で
籠
池
古

墳
の
価
値
が
お
わ
か
り
に
な
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

籠
池
古
墳
は
盛
土
の
様
子
が
観

察
で
き
る
半
島
内
で
も
数
少
な

い
古
墳
で
あ
り
、
そ
の
個
性
的

な
石
室
の
造
り
が
評
価
さ
れ
て

指
定
文
化
財
と
な
っ
た
の
で
す
。

古
墳
時
代
は
、
中
央
政
権
が
全
国
的

に
及
ん
で
い
た
時
代
で
す
が
、
そ
の
流
れ

と
は
別
に
、
渥
美
半
島
に
は
個
性
溢
れ
る

古
墳
が
数
多
く
築
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
生
活
を
営
む
人
々
は
、
半
島
と
い
う
立

地
を
最
大
限
に
生
か
し
、
独
自
の
文
化
を

つ
く
り
あ
げ
た
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
を
つ
く
っ
た
人
た
ち
は

誇
る
べ
き
我
々
の
祖
先
な
の
で
す
。

（
増
山
）
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新
し
く
指
定
さ
れ
た
文
化
財

『
籠
池
古
墳
』

●古墳の盛り土の様子

●石室内の様子（羨道から玄室をのぞく）


