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日
本
文
化
の
特
色
は
、
弥
生
時
代
以

降
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た

文
化
を
そ
れ
ま
で
の
日
本
列
島
の
文
化

に
取
り
込
み
な
が
ら
、
歴
史
的
に
発
展

を
遂
げ
て
き
た
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
中
で
も
古
墳
時
代
か
ら
奈
良

時
代
に
か
け
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
仏
教

を
は
じ
め
と
す
る
知
識
や
技
術
は
、
日

本
文
化
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
要
素

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
影
響
が
栗
東

で
も
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
金
勝

山
中
に
残
さ
れ
た
「
狛こ

ま

坂さ
か

磨ま

崖が
い

仏ぶ
つ

」
の

特
徴
か
ら
も
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
す
。
こ
こ
で
は
発
掘
調
査
の
事
例
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
伝
来
文
化
の
一
端
を

紹
介
し
ま
す
。

　

葉
山
学
区
に
あ
る
辻
遺
跡
は
古
墳
時

代
の
大
集
落
で
、
多
数
の
半
地
下
式
の

住
居
跡
（
竪た

て

穴あ
な

住
居
）
が
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
付
設
さ
れ
た
カ

マ
ド
か
ら
延
び
る
煙え

ん

道ど
う

を
室
内
に
回
ら

せ
て
「
オ
ン
ド
ル
」
と
呼
ば
れ
る
朝
鮮

半
島
の
室
内
暖
房
設
備
に
類
似
し
た
特

徴
を
持
た
せ
た
奇
妙
な
住
居（
５
世
紀
）

が
見
ら
れ
ま
す
。
住
居
内
か
ら
は
朝
鮮

半
島
系
の
軟
質
の
土
器
が
ま
と
ま
っ
て

出
土
し
て
い
ま
す
。

　

金
勝
川
を
見
下
ろ
す
安
養
寺
山
の
南

西
尾
根
上
に
あ
る
和
田
古
墳
群
は
９
基

の
古
墳
か
ら
成
る
後
期
古
墳（
６
世
紀
）

で
す
。
墳
丘
内
に
構
築
さ
れ
た
石
の
部

屋
（
横
穴
式
石
室
）
の
入
口
と
奥
室
の

境
に
段
差
が
見
ら
れ
る
構
造
は
渡
来
人

系
の
墓
域
と
し
て
知
ら
れ
る
上か

み

蚊か

野の

古

墳
群（
愛
知
郡
）や
三み

ツつ

山や
ま

古
墳
群（
蒲

生
郡
）
な
ど
と
類
似
し
た
特
徴
を
持
っ

て
い
ま
す
。

　

葉
山
川
を
見
下
ろ
す
安
養
寺
山
の
北

西
尾
根
上
に
あ
る
新
開
西
古
墳
群
は
４

基
の
古
墳
か
ら
成
る
終
末
期
古
墳
（
７

世
紀
）
で
す
。
墳
丘
内
に
構
築
さ
れ
た

小
規
模
な
横
穴
式
石
室
に
は
有ゆ

う

蓋が
い

長ち
ょ
う

胴ど
う

棺か
ん

と
呼
ば
れ
る
ふ
た
付
の
長な

が

甕が
め

が
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
長
甕
を

使
っ
た
墓
制
の
特
徴
は
朝
鮮
半
島
南
部

か
ら
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

Ｊ
Ｒ
手
原
駅
前
一
帯
は
古
い
瓦か

わ
ら

片へ
ん

が

多
数
出
土
し
、
廃は

い

寺じ

跡あ
と

（
７
世
紀
）
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
軒の

き

丸ま
る

瓦が
わ
ら

は
外
縁
に
自
転
車
の
ス
ポ
ー
ク
状

の
文
様
（
輻ふ

く

線せ
ん

文も
ん

）
を
持
つ
も
の
で
、

渡
来
系
氏
族
の
寺
院
に
採
用
さ
れ
た
瓦が

当と
う

文
様
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
他
、
上

鈎
遺
跡
で
は
朝

鮮
半
島
に
系
譜

を
持
つ
壁
持
ち

の
建
物
（
大
壁

住
居
）
跡
（
７

世
紀
）
と
見
ら

れ
る
遺
構
、
高

野
遺
跡
で
は
鉄

62○
～伝来文化の影響～

輻線文縁軒丸瓦（手原遺跡）

製
馬
具
を
製
作
し
た
と
見
ら
れ
る
鍛
冶

跡
（
７
世
紀
）
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
近
く

に
は
な
ぜ
か
「
五い

お

の

い

百
井
（
廬
井
）」
や

「
治
田
」、「
高
野
」
な
ど
の
地
名
が
遺

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
古
い
文
献

（「
日
本
書
紀
」「
新し

ん

撰せ
ん

姓し
ょ
う

氏じ

録ろ
く

」）
に
は

「
廬い

お
の
い
の
み
や
っ
こ
く
じ
ら

井
造
鯨
」、「
治は

る

田た

連む
ら
じ

」、「
高た

か
の
の
み
や
っ
こ

野
造
」

な
ど
、
渡
来
人
と
さ
れ
る
人
名
の
記
載

が
見
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
を

同
一
の
も
の
と
し
て
単
純
に
結
び
つ
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
地
域
文
化
を
覆

う
伝
来
文
化
（
６
世
紀
か
ら
７
世
紀
）

の
厚
み
を
、
改
め
て
感
じ
と
る
こ
と
は

で
き
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
伝
来
文
化
の
影
響
は

畿
内
中
央
の
政
治
動
向
と
と
も
に
、
６

世
紀
以
降
の
地
域
文
化
を
考
え
る
上
に

お
い
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
因

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　問合せ…出土文化財センター ☎553-3359    553-3514FAX

▲有蓋長胴棺（新開西古墳群）


