
徳川光圀による日本初の学術調査から330年
特集

　

大
田
原
市
湯
津
上
に
所
在
す
る
侍
さ
む
ら
い
づ
か
こ
ふ
ん

塚
古
墳
は
、
那
須

地
域
を
代
表
す
る
前
方
後
方
墳
で
す
。
上か
み

侍
塚
古
墳
・

下し
も

侍
塚
古
墳
の
２
基
を
合
わ
せ
て
、「
侍
塚
古
墳
」と

し
て
国
指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
か
ら
お
よ
そ
１
７
０
０
年
前
、
大
き
な
墳
丘
を
持

つ
古
墳
が
全
国
的
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
那
須

で
も
古
い
時
期
に
上
・
下
侍
塚
古
墳
が
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
古
墳
時
代
の
当
時
の
那
須
地
域
を
広
く
治
め
た
権

力
者
の
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か

ら
下
侍
塚
古
墳
は
４
世
紀
中
頃
、
上
侍
塚
古
墳
は
４
世

紀
後
半
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
侍
塚
古
墳
は
、
江
戸
時
代
に
日
本
で
初

め
て
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。

同
じ
く
湯
津
上
に
所
在
す
る
国
宝
・
那
な
す
の
く
に
の
み
や
つ
こ
の
ひ

須
国
造
碑
の
発

見
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
元
禄
５
年（
１
６
９
２
）、「
水

戸
黄
門
」で
も
知
ら
れ
る
第
２
代
水
戸
藩
主  

徳と
く
が
わ
み
つ
く
に

川
光
圀

の
命
で
、「
助
さ
ん
」こ
と
佐さ
っ
さ
す
け
さ
ぶ
ろ
う
む
ね
き
よ

々
介
三
郎
宗
淳
、
馬
頭
の

庄し
ょ
う
や屋

で
あ
っ
た
大お
お
が
ね
し
げ
さ
だ

金
重
貞
に
よ
っ
て
、
日
本
で
初
め
て

の
学
術
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
調
査
後
は
、
地

域
の
方
々
に
守
ら
れ
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
な
が
ら
、

今
日
ま
で
そ
の
姿
を
残
し
て
き
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
に
は
、
任
意
団
体
に
よ
り
光
圀
公
没
後

３
２
０
年
、
侍
塚
発
掘
よ
り
３
３
０
年
を
迎
え
る
こ
と

大
田
原
の
古
墳
、「
侍
塚
古
墳
」

「
日
本
で
一
番
美
し
い
古
墳
」

かたち
が

ポイン
ト！

古代那須地域の特徴的
な形である前方後方墳
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を
記
念
し
、
笠
石
神
社（
湯
津
上
）境
内
に『
日
本
考
古

学
発
祥
の
地
』碑
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
栃
木
県
の
事

業
に
よ
り
侍
塚
古
墳
の
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
る
な

ど
、
全
国
的
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
令
和
４
年
、
日
本
初
の
学
術
発
掘
調
査
か
ら

３
３
０
年
を
迎
え
ま
す
。

　

下
侍
塚
古
墳
が「
日
本
で
一
番
美
し
い
古
墳
」と
称
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
耳
に
し
た
こ

と
が
あ
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の「
日
本

で
一
番
美
し
い
」と
い
う
の
は
、
実
は
全
国
規
模
で
有

名
な
こ
と
な
の
で
す
。

　

日
本
の
代
表
的
な
考
古
学
者
、
古
墳
研
究
の
権
威
で

あ
る
同
志
社
大
学
名
誉
教
授 

森も
り 

浩こ
う
い
ち一 

氏（
大
阪
府
堺
市

出
身
）は
、昭
和
40
年（
１
９
６
５
）発
刊
『
古
墳
の
発
掘
』

と
い
う
本
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
侍
塚
古
墳
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
昭
和
39
年（
１
９
６
４
）に
湯
津
上
に
古
墳

を
見
学
に
訪
れ
た
と
き
、

　
…「
私
は
こ
れ
ま
で
天
皇
陵
を
も
含
め
て
多
く
の
古

墳
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
美
し
い
古

墳
を
一
つ
え
ら
べ
と
い
わ
れ
た
ら
即
座
に
下
侍
塚
と
答

え
よ
う
。
上
侍
塚
も
よ
く
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、
付
近

の
人
た
ち
に
よ
っ
て
毎
年
、
下
草
が
刈
り
こ
ま
れ
て
い

る
下
侍
塚
こ
そ
、
日
本
の
古
墳
の
白は
く
び眉

で
あ
る
。
光
圀

の
配
慮
は
こ
ん
に
ち
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。」…

　

こ
れ
を
受
け
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
歴
史
学
者
や
考
古

学
者
が
侍
塚
古
墳
を
訪
れ
、
周
辺
が
整
備
さ
れ
て
か
ら

は
一
般
の
方
も
見
学
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
形
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
々
に
よ
っ

て
守
り
伝
え
ら
れ
る
様
相
も
含
め
て
、
日
本
一
美
し
い

と
称
さ
れ
た
の
で
す
。
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「
日
本
考
古
学
」の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
明
治

10
年（
１
８
７
７
）に
、
ア
メ
リ
カ
の
動
物
学
者
で
あ
っ
た
エ

ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
博
士
が
来
日
し
、
大
森
貝
塚（
東
京
都

品
川
区
）を
発
見
・
調
査
を
行
っ
た
の
が
、
日
本
近
代
考
古

学
の
あ
け
ぼ
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
は

る
か
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
江
戸
時
代
に
、
こ
の
湯
津
上
の
地
で
、

日
本
初
の
学
術
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。

　

大
田
原
市
湯
津
上
に
所
在
す
る
国
宝
・
那
須
国
造
碑
は
、

那な
す
の
く
に

須
国
か
ら
那な
す
の
こ
お
り

須
評（
郡ぐ
ん

）へ
の
社
会
的
組
織
の
変
換
と
、
那

須
国
造
で
あ
っ
た
那な
す
の
あ
た
い
い
で

須
直
韋
提
が
そ
れ
に
伴
い
、
地
方
官
と

し
て
の
役
職
で
あ
る
評
ひ
ょ
う
と
く督
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
刻

ま
れ
た
石
碑
で
す
。
こ
の
石
碑
自
体
が
、
律り
つ
り
ょ
う
き

令
期
の
古
代
那

須
の
社
会
的
変
動
を
文
字
と
し
て
確
認
で
き
、
そ
の
製
作
に

も
渡と
ら
い
じ
ん

来
人
の
影
響
を
色
濃
く
表
す
非
常
に
貴
重
な
資
料
で

す
。
そ
し
て
こ
の
石
碑
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
日
本
初
の
学

術
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

に
ま
と
め
ら
れ
、
当
時『
大
日
本
史
』の
編
さ
ん
に
取
り
組
ん

で
い
た
徳
川
光
圀
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

　

光
圀
は
、
那
須
国
造
碑
を
墓
碑
で
あ
る
と
考
え
、
古
碑
の

主
を
解
明
す
る
た
め
に
近
く
に
あ
っ
た
上
・
下
侍
塚
古
墳
の

発
掘
に
着
手
し
ま
し
た
。
発
掘
調
査
は
光
圀
の
命
の
も
と
、

佐
々
介
三
郎
宗
淳
と
大
金
重
貞
が
綿
密
な
手
紙
の
や
り
と
り

に
よ
っ
て
計
画
・
運
営
を
行
い
、
重
貞
が
現
地
指
揮
を
と
り

ま
し
た
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
銅
ど
う
き
ょ
う鏡
や
管く
だ
た
ま玉
、
鉄て
っ
と
う刀
や
鉄
製

品
な
ど
多
く
の
副
葬
品
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

徳
川
光
圀
は
、
発
掘
調
査
自
体
は
直
接
確
認
し
て
お
ら
ず
、

周
辺
の
史
跡
整
備
が
完
了
し
た
後
、
湯
津
上
に
来
訪
し
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
離
れ
た
光
圀
に
発
掘
調
査
の
状
況
や
遺
物

を
知
ら
せ
る
た
め
に
水
戸
か
ら
絵
師
を
派
遣
し
、
報
告
書
を

作
成
し
ま
し
た
。
光
圀
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
そ
の

原
本
は
、
現
在
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
大
金
重
貞
が
そ
の

報
告
書
を
書
き
写
し
た
も
の
が
、『
湯ゆ
づ
か
み
む
ら
く
る
ま
づ
か
ご
し
ゅ
う
り

津
神
村
車
塚
御
修
理
』

と
し
て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
出
土
遺
物
を
発
掘

調
査
の
状
況
と
と
も
に
絵
図
と
し
て
残
し
、
遺
物
は
保
護
の

た
め
に
松
の
木
箱
に
入
れ
て
埋
め
戻
し
、
墳
丘
を
復
元
し
、

松
を
植
え
さ
せ
て
景
観
整
備
を
行
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て

い
ま
す
。
同
時
に
、
発
掘
調
査
の
契
機
と
な
っ
た
石
碑
も
碑

堂
を
建
立
さ
せ
て
管
理
す
る
な
ど
、
周
辺
整
備
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　

那
須
国
造
碑
の
碑
主ぬ
し

解
明
の
た
め
の
調
査
、
侍
塚
古
墳
の

発
掘
調
査
と
出
土
遺
物
を
記
し
た
報
告
書
の
作
成
、
墳
丘
の

復
旧
と
松
の
植
樹
に
よ
る
景
観
・
史
跡
の
整
備
と
い
う
、
一

連
の
発
掘
事
業
や
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
石
碑
の
保
存
施

設
の
整
備
は
、
現
代
の
埋
蔵
文
化
財
保
護
の
基
礎
で
あ
り
理

想
の
形
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
裏
付

け
る
資
料
と
舞
台
と
な
っ
た
遺
跡
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
、
こ
こ
が「
日
本
考
古
学
発
祥
の
地
」で
あ
る
こ
と
を
裏

付
け
て
い
る
の
で
す
。

　

令
和
３
年
度
か
ら
、
栃
木
県
事
業「
い
に
し
え
の
と
ち
ぎ

発
見
ど
き
土
器
わ
く
湧
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
し
て
侍
塚
古

墳
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
航
空
レ
ー
ザ
ー
測
量
や

地
中
レ
ー
ダ
ー
な
ど
を
駆
使
し
、
上
侍
塚
古
墳
の
周
溝
部
の

調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
発
掘
調
査
は
５
か
年
の
計
画
で
行

わ
れ
る
予
定
で
、
当
館
で
も
そ
の
情
報
を
随
時
紹
介
し
て
い

く
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
10
月
１
日
か
ら
は
徳
川
光
圀
に
よ
る
日
本
初
の
学

術
発
掘
調
査
よ
り
３
３
０
年
の
節
目
と
な
る
今
年
を
記
念
し

て
、
当
館
で
特
別
展「
日
本
考
古
学
発
祥
の
地
」を
開
催
す
る

予
定
で
す
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
な
る
歴
史
の
解
明
が
期
待
さ
れ

る
侍
塚
古
墳
。
そ
の
歴
史
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
日
本
に
誇

れ
る
遺
跡
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご
来
訪
く
だ
さ
い
。

な
す
風
土
記
の
丘
湯
津
上
資
料
館 

　
（
９
８
）３
３
２
２

　

西
暦
７
０
０
年

頃
に
建
立
さ
れ
た

那
須
国
造
碑
は
、

古
文
書
に
よ
れ
ば

い
つ
し
か
忘
れ
ら

れ
、
草
む
ら
に
倒

れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
延
宝
４
年

（
１
６
７
６
）に
発
見

さ
れ
、
当
時
の
那

須
郡
武む
も
ご
う

茂
郷（
現
在

の
那
珂
川
町
馬
頭
）

の
庄
屋
で
あ
っ
た

大
金
重
貞
に
よ
っ

て
書
物
『
那
須
記
』

な
ぜ「
日
本
で
初
め
て
の
発
掘
調
査
」な
の
？

新
た
な
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

笠石神社に建立された「日本考古学発祥の地」碑

発掘調査が始まった上侍塚古墳
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