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武
者
塚
古
墳
は
、
桜
川
北
岸
の
上
坂
田
地
区
の
台
地
上
に
あ
る
７

世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
古
墳
で
す
。
昭
和
58（
１
９
８
３
）

年
に
行
な
わ
れ
た
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
「
み
ず
ら
」と
呼
ば
れ
る
古

代
人
特
有
の
結
わ
れ
た
頭
髪
が
発
見
さ
れ
、
新
聞
の
一
面
を
飾
る
ほ

ど
大
き
な
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

武
者
塚
古
墳
最
大
の
特
徴
は
、
古
墳
が
造
ら
れ
て
か
ら
発
掘
調
査

さ
れ
る
ま
で
一
度
も
石
室
が
開
け
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
、
い
わ
ゆ
る

未
盗
掘
古
墳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
石
室
内

は
、
１
３
０
０
年
以
上
も
の
間
、
安
定
し
た
環
境
が
保
た
れ
、
副
葬

品
も
良
好
な
状
態
で
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

副
葬
品
に
は
、
５
本
の
刀
剣
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
１
本
は

銀
で
装
飾
が
施
さ
れ
た
、「
圭け

い

と

う

の

た

ち

頭
大
刀
」と
呼
ば
れ
る
飾か

ざ

り

た

ち

大
刀
で
し
た
。

圭
頭
大
刀
と
は
、
柄

つ
か
が
し
ら頭

の
上
端
が
な
だ
ら
か
な
山
形
に
な
る
大
刀
の

こ
と
で
、
中
国
の
玉ぎ

ょ
っ
き器

で
あ
る
圭け

い

を
連
想
し
て
こ
の
名
が
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
柄
頭
は
銀
製
で
、
柄つ

か

は
格こ

う

し子
状
の
精
巧
な
透
か
し

彫
り
を
施
し
た
銀
製
の
金
具
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
鞘さ

や

口
に
も
銀
製

の
鐶か

ん

が
つ
い
た
金
物
が
付
け
ら
れ
、
鞘
の
先
も
銀
の
金
具
が
付
い
て

い
ま
す
。
特
に
優
美
な
印
象
を
与
え
る
斜し

ゃ

こ

う

し

す

格
子
透
か
し
の
柄
は
ほ
か

に
類
例
が
な
く
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
き
ま
す
。

　

当
時
の
銀
は
、
今
以
上
に
貴
重
な
金
属
で
し
た
。
銀
が
日
本
列
島

で
産
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、記
録
の
う
え
で
は
天
武
３（
６

７
４
）
年
で
、
対
馬
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前

は
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
頃
、
銀
は
飾
大
刀
を
は
じ
め
各
種
の
工
芸
品
の
加
飾
に
用
い
た
ほ

か
、
少
量
な
が
ら
貨
幣
と
し
て
も
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
径
３
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
銀
の
円
板
に
銀
片
を
貼
り
付
け
て
重
さ
10
グ
ラ

ム
前
後
と
し
た
も
の
で
、
重
さ
で
そ
の
価
値
を
決
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
に
発
行
さ
れ
る
和わ

ど

う

か

い

ち

ん

同
開
珎
の
よ
う
な
文
字
面
が
な
い
こ
と
か

ら
、
無む

も

ん

ぎ

ん

せ

ん

文
銀
銭
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
無
文
銀
銭
は
、
全
国
に

流
通
し
た
も
の
で
は
な
く
、
大
和
の
藤
原
京
や
近
江
の
大
津
京
な
ど
、

主
に
近
畿
地
方
で
し
か
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
銀
が

希
少
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
銀
の
保
有
と
流
通
が
お
よ

そ
「
畿き

な

い内
」と
呼
ば
れ
る
当
時
の
政
治
の
中
心
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
金
属
を
加
工
す
る
金
工
技
術
も
、
古
墳
時
代
、
王
宮
が
置

か
れ
た
大
和
な
ど
が
そ
の
中
心
で
し
た
。
大
和
に
は
高
度
な
技
術
を

大
陸
か
ら
持
ち
伝
え
た
渡
来
人
が
多
く
住
み
、
そ
う
し
た
技
術
が
結

集
さ
れ
て
日
本
で
最
初
の
寺
院
、
飛
鳥
寺
も
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

銀
の
保
有
と
流
通
、
そ
し
て
そ
れ
を
加
工
す
る
高
度
な
金
工
技
術

も
大
和
を
中
心
に
畿
内
に
限
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
武
者
塚
古

墳
で
見
つ
か
っ
た
銀
装
圭
頭
大
刀
も
そ
こ
で
作
ら
れ
た
と
見
る
の
が

銀
で
飾
ら
れ
た
大
刀

　

～
武
者
塚
古
墳
出
土
の
銀
装
圭
頭
大
刀
～



自
然
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
王
家
か
、
あ
る
い
は
有
力
豪
族
か
ら

下か

し賜
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
武
者
塚
古
墳
に
葬
ら
れ
た
人

は
、
こ
の
大
刀
を
も
ら
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
中
央
と
の
関
係
を
も

つ
地
域
の
有
力
な
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

武
者
塚
古
墳
は
石
室
が
現
地
に
保
存
さ
れ
、
出
土
資
料
は
上
高
津

貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場
で
、
展
示
替
え
を
し
な
が
ら
公
開
し
て

い
ま
す
。
今
回
紹
介
し
た
大
刀
は
、
12
月
末
ま
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場（

８
２
６
・
７
１
１
１
）

銀装圭頭大刀（柄の部分の拡大） 武者塚古墳展示施設覆屋

銀装圭頭大刀（全体）　武者塚古墳出土


