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「男2人」でなく「男と女」? 透

か
し
彫

り
入
り
の
金
銅
製

鞍

金

具

な
ど
超

一
級
の
副
葬

品
が

見

つ
か
り

、
内

外

の

注
日
を
集

め

た
奈
良

県
の
藤

ノ
本
古
墳

。
墓

の

あ
る

じ
は

、
人
骨
を
調

べ
た
人

類

学

者

の
研

究

に
基
づ
き

、．

「
男
２
人

」
と
さ
れ

て
き

た
が

、
考

古

学
者

の
側
か
ら

「
遺
物

の
特
徴

か

ら
み
る
限

り

、
男
女

」

と

の
説

が
発
表

さ
れ
た
３

被
葬
者
論

争

に
も
大

転
換

を
追

る

こ
と
に

な
り

そ
う

な

こ
の
新
説
．

さ

て
、

議

論

の
ゆ
く

え
は

１
１

。　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

（
自

代
業

一
）

藤
ノ
本
古
境
の
石
棺
内
の
遺
物
の
出
土
状
況

（部
分
）

球ィ本部鞘麟靖1考古学者が新説

「人
類
学
者
側
と
議
論
を
」

藤
ノ
木
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て

は
耐
廻
諭
は
拝
勅
穂 ｔ‘叔
破
数
報
幼
潟

野

化
天
曇
の
墓
子
と
も
さ
れ
る
宅
部
皇

子
と
す
る
説
な
ど
様
々
な
説
が
あ
る

が
、

こ
れ
ら
は

「男
２
人
」
と
い
う

前
提
に
基
づ
い
て
の
こ
と
じ

男
女
で

あ
れ
ば
、

輸
争
は
振
り
出
し
に
戻

っ

て
し
ま
う
。

出
土
装
身
具
に
番
目

新

し

い
解

釈
を

発
表
し

た
の
は

、

奈
良

芸
術
短

期
大

非

常
動
講
師

の
玉

城

一
枝
さ
ん

だ

。
腕
飾

り
や
首
飾

り

な
ど
に
使

う

、
古

墳

時
代
の
玉
類

の

研
究

を
続

け

て
き
た
玉
城

さ
ん
は

、

２
体

の
う
ち
南

側

の
人

骨
が

、
商

足

に

濃

い

青

色

の

ガ

ラ

ス
玉

各

９

個

（足
玉
）と
、左

手
首
に
ガ
ラ
ス
乳
鶏

玉
１０
価

（
手

玉
）
を
そ

れ
ぞ
れ
装
著

し

た
状
態
で
出
士
し
た
こ
と
に
注
目
。

「人
物
埴
輪
の
表
現
や

『古
事

記
」

「日
本
書
紀
』
な
ど
の
記
述
か

ら
考
え
る
限
り
、

手
玉
や
足
玉
は
女

性
特
有
の
装
身
具
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。

南
側
の
人
骨
に
つ
い
て
は
、

女
性
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
べ
き

だ
」
と
の
説
を
昨
秋
、

大
阪
府
立
近

つ
飛
鳥
博
物
館
の
図
録
の
論
文
で
発

表
し
た
。

同
首
墳
の
人
骨
に
つ
い
て
は
、

京

都
大
名
誉
教
授
の
片
山
一
道
さ
ん
と

池
田
次
郎
さ
ん
が
９３
年
の
調
査
報
告

書
で
「北
側
被
葬
者
は
男
性
で
（賂
）

２０
歳
前
後
の
年
齢
」

「南
側
殺
葬
者

は

（路
〉
男
性
で
あ
る
確
率
は
き
わ

め
て
高
い
。

死
亡
年
齢
は
２０
～
４０
歳

の
範
囲
内
」
と
公
表
し
た
。

問
題
は
南
側
の
人
骨
の
残
り
具
合

が
非
常
に
悪
か
っ
た
こ
と
だ
。

歯
の

一
部
と
大
腿
骨
、

足
の
骨
の
一部
な

ど
し
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
．】

人
骨
の
男
女
の
判
別
は
曽
お
、

寛

骨
と
言
わ
れ
る
腰
の
骨
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

女
性
の
腰

の
骨
は
男
性
の
そ
れ
と
は
形
が
大
き

く
異
な
る
た
め
、

そ
の
的
中
率
は
９

割
以
上
と
さ
れ
る
。

次
に
指
標
に
な

る
の
は
頭
の
骨
だ
。

男
性
の
方
が
全

体
に
ご
つ
く
、

目
の
上
に
当
た
る
部

分
が
張
り
出
し
て
お
り
、

保
存
が
良

け
れ
ば
７
～
８
割
の
的
中
率
が
期
待

で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、

藤
ノ
木
首
墳
の
南
側

人
骨
は
こ
れ
ら
の
骨
が
ま
っ
た
く
残

っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
あ
ま
り

男
女
の
低
別
に
使
わ
れ
な
い

「距

骨
」

（
足
首
の
骨
）
と

「蟹
骨
」

（か
か
と
の
骨
）
に
基
づ
い
て
判
定

が
実
施
さ
れ
た
。

「
足
骨
の
み
」
の
弱
さ

こ
れ
ら
の
骨
に
関
し
て
も
一般
に

女
性
よ
り
男
性
の
方
が
大
き
い
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、

片
山
さ

ん
ら
は
近
伐
地
方
の
明
治
時
代
の
日

本
人
や
縄
文
人
な
ど
の
測
定
デ
ー
タ

を
も
と
に
、

「距
骨
の
場
合
は
９．
．

９
％
、

堕
骨
の
路
合
は
鋼
。
９９
％
」

藤

ノ
木
古
墳

・
石
棺
内

の
人
骨

の
出
土
状
態
を
示

し

た

図
。

南

側
被
葬
者

の
足

の
部

分

（
右
下

）
か

ら

ま
と
ま

っ
て
出
土
し
て
い
る

の
が
足

玉
だ

の
確
率

で
、

南
側
被
葬
者
は
男
性
と

報
告

し
た
。

こ
れ
に
対
し
、

玉
城
さ
ん
は

「
明

治
時
代

に
日
本
人
の
計
測
を
行

っ
た

医
学
者

ベ
ル

ツ
に
よ
れ
ば

、
当

時

で

き
え

、
階
層
に
よ

っ
て
か
な
り
の
体

格
差
が
認
め
ら
れ
た
。

足
骨
だ
け

で

性
判
定
す
る
の
は
元

々
無
理
が
あ

っ

た
の

で
は
な
い
か

」
と
疑
念

を
呈
す

る
。南

側
人
骨
の
性
別
に

つ
い
て
は

こ

れ
ま
で
も
異
論
が
あ

っ
た
。

た
と

え

ば
、

神
戸
女
子
大
名
誉
教
授
の
問
墜

霞
子

さ
ん
は

「
百
墳
の
規
模
と
合

葬

と
の
関
係

を
調

べ
て
い
く
と
、

同
性

２
人
埋
葬
は
被
率
者
に
と

っ
て
必
ず

し
も

誇
る

べ
き
状
況

で
は
な

い

」
と

述

べ
、

「
本
当

に
男
性

同
士

で
、

し
か

も
、

同
時
埋
葬

で
あ
る

な
ら
、

よ

ほ
ど

の
緊
急
事
態
が
生
じ
た
と
考
え
な

い

と
い
け
な
い

」
と
指
摘
し
て
い
た

。

人
類
学
者

は
ど
う
考
え
て
い
る

の

か
。

反
論

に
対
し
片
山
さ
ん
は

「
形

質
人

類
学
的
に
考
え
れ
ば

、
９
割
以

吐
つ

推
率

で
南
側
被
葬
者
は
男

」
と

一
成
す
る
ｃ

ま
た
、

九
州

大
教
授

の

中
橋
孝
博
さ
ん

（
形
質
人
類
学

）
は

「
確
か
に
距
骨
と
監
骨
だ
け

で
性

別

判
定

を
す
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
い

で

す
が

」
と
し
な
が
ら
も

、

「
報
告

を

読
む

限
り

、
論
の
立

て
方

に
矛
盾
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん

」
ｃ

少
な
い
人
骨
デ
ー
タ

と

は

い
え
、

不
安
材
料
が

な

い
わ

け

で
は

な
い
。　

一
つ
が

、
藤

ノ
木
古

墳
と

同
じ
近
畿
地

方
の
古
墳
時
代
人

に
関

す
る
百
人
骨

の
デ
ー

タ
が
極
め

て
少

な

い
こ
と
だ

。　

一
言
人
骨

は
時

代

ご
と

、
集
団

ご
と

の
差
果
が

か
な

り
あ
る
た
め
、

そ
の
人
骨

の
属
す
る

集
団

の
細
か
い
特
徴

や
計
測
値

な
ど

が
わ

か

っ
て
い
る

か
ど

う
か

が
菫
要

に
な
る

」

（
中
橋

さ
ん

）
と

い
う
。

と

こ
ろ
が

、
古
墳
時
代

の
人

骨
は
全

般

に
残
り
が
悪
い
。

こ
の
た

め
、

片

山
さ
ん
ら
も

、
時
代
の
異
な
る

博
文

人

な
ど
を
比
較
資
料

に
せ
ざ
る

を
得

な
か

っ
た
。

さ
ら

に
、

藤

ノ
木
古
墳

の
被
葬

者

は

、
極
め

て
高
い
地
位

の
人

物

だ

っ

た
可
能
性
が
あ
り

、
た
と
え
他

の
古

墳
時

代
人
の
デ
ー
タ
が
そ
ろ
え

ら
れ

て
も

、

一
般
の
中
小
規
模

の
吉
墳

の

被
罪

者
と
の
間

に
、

体
格

な
ど

の
面

で
階

胃
差
が
存
在

し
た
可
能
性

は
拾

て
き

れ
な
い
。

今

回
の
説

に
つ
い

て
、

近

つ
飛
鳥

博

物

館

館

長

の

自

石

太

一
郎

さ

ん

（
考
古
学

）
は

「
今

ま

で
は
人

類
学

者
の

先
生
の
意
見
を
信
じ
る
し

か

な

か

っ
た
わ
け
だ
が

、
考
吉
学
者

の
側

か
ら

新
し
い
材
料
が
出

て
き

た
の
は

歓
迎
す

べ
き
こ
と

」
と
評
価

す

る
。

こ
れ
ま

で
多
く

の
考
古
学

者

は

、

出
土
人

骨
の
調
査
を
人

類
学

者

に
任

せ
き
り

に
し
、

そ
の
結
果

を
決

々
と

受

け
入
れ
る
だ
け
だ

っ
た
。

玉
城
さ

ん

は

「
今
回
の
説
が
人
類
学
者

と
考

首
学

者
が
、

深
く

議
論

を
変
わ

す
き

っ
か

け

に
な

れ

ば

」

と

話

し

て

い

る
３

和
鯉
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