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　合併によって芝山町が誕生した翌年の昭和31
年、初めての殿塚・姫塚古墳の発掘調査が行われ
ました。芝山町とはにわを結びつけるきっかけと
もなった発掘調査は、どのような経緯で行われた
ものなのでしょうか。

第１章
古代との出会い
―殿塚・姫塚古墳の発掘―

発
掘
の
始
ま
り

　
殿
塚
・
姫
塚
古
墳
の
発
掘
は
、
芝

山
仁
王
尊
の
現
住
職
・
濱
名
德
永
さ

ん
が
、
昭
和
26
年
に
仁
王
尊
へ
転
住

し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
「
僧
侶

は
死
者
と
の
対
話
だ
け
で
な
く
、
生

き
て
い
る
人
々
の
た
め
に
何
か
す
べ

き
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
い
た
濱

名
さ
ん
は
、
寺
の
文
化
事
業
と
し
て

古
墳
の
発
掘
調
査
を
行
い
た
い
と
考

え
ま
し
た
。

　
濱
名
さ
ん
が
母
校
大
正
大
学
に
相

談
し
た
と
こ
ろ
、
紹
介
さ
れ
た
の
が

早
稲
田
大
学
の
教
授
・
滝
口
宏
さ
ん

で
し
た
。
こ
の
2
人
の
出
会
い
が
、

殿
塚
・
姫
塚
古
墳
の
発
掘
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

地
域
総
出
の
発
掘
調
査

　
昭
和
30
年
10
月
以
降
、
慎
重
に
打

ち
合
わ
せ
を
重
ね
、
調
査
の
基
本
方

針
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
方
針
の
中
で

は
、
地
域
の
人
々
に
古
墳
の
価
値
を

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
、
ま
た
地
元
に

保
存
館
を
整
備
し
資
料
を
保
管
す
る

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
た
の
は
昭

和
31
年
3
月
27
日
。
発
掘
に
は
地
元

の
消
防
団
、
青
年
団
、
婦
人
会
な
ど

多
く
の
人
々
が
駆
け
つ
け
ま
し
た
。

集
ま
っ
た
住
民
は
調
査
を
手
伝
っ
た

り
、
湯
茶
の
接
待
を
行
っ
た
り
、
見

学
者
が
乗
っ
て
き
た
自
転
車
の
整
理

を
し
た
り
と
、
一
致
団
結
し
て
調
査

を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
し
た
。
ま
た
芝
山

仁
王
尊
で
は
調
査
す
る
学
生
の
た
め

に
客
殿
を
開
放
し
、
町
内
は
じ
め
近

隣
の
中
高
生
が
多
く
調
査
に
関
わ
り

ま
し
た
。
滝
口
教
授
は
「
町
の
方
々

が
、
自
転
車
に
ク
ワ
、
シ
ャ
ベ
ル
を

つ
け
て
何
人
も
何
人
も
先
を
急
い
で

行
く
姿
に
、
地
区
の
方
々
の
熱
意
を

感
じ
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

多
く
の
成
果

　
こ
の
よ
う
に
地
域
住
民
の
支
援
を

受
け
た
発
掘
調
査
は
、
大
き
な
成
果

を
あ
げ
ま
し
た
。
特
に
姫
塚
古
墳
で

発
掘
さ
れ
た
は
に
わ
は
、
当
時
の
状

態
の
ま
ま
行
列
を
組
ん
だ
状
態
で
見

つ
か
り
、
学
術
上
貴
重
な
発
見
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
調
査
の
基
本

方
針
で
定
め
ら
れ
た
と
お
り
博
物
館

が
芝
山
仁
王
尊
に
建
て
ら
れ
、
貴
重

な
は
に
わ
が
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
現
在
で
は
殿
塚
・
姫
塚

古
墳
が
国
指
定
史
跡
、
は
に
わ
9
点

が
千
葉
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
、
「
芝
山
町
と
は
に
わ
」
の

歴
史
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。
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昭
和
41
年
、
国
は
成
田
市
三
里
塚

に
新
た
な
空
港
の
建
設
を
閣
議
決
定

し
ま
し
た
。
芝
山
町
の
住
民
は
空
港

建
設
を
巡
っ
て
対
立
し
、
町
内
は
大

き
く
混
乱
し
ま
し
た
。

　
こ
の
状
況
を
憂
慮
し
た
元
町
議
会

議
員
の
伊
藤
髙
夫
さ
ん
は
殿
塚
・
姫

塚
古
墳
に
注
目
し
、
古
墳
時
代
の
服

装
を
再
現
す
る
こ
と
で
観
光
客
を
呼

び
、
ま
た
住
民
に
は
古
代
の
芝
山
地

域
を
知
る
こ
と
で
自
信
と
誇
り
を

持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

服
飾
研
究
家
の
協
力
を
得
て
製
作
さ

れ
た
古
墳
時
代
の
衣
装
は
、
昭
和
56

年
の
芝
山
仁
王
尊
豆
ま
き
で
披
露
さ

れ
、
大
き
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。

　
同
年
9
月
に
は
町
民
有
志
に
よ
っ

て
「
農
業
文
化
博
覧
会
企
画
推
進
委

員
会
」
が
開
か
れ
、
古
代
衣
装
の
行

列
を
行
っ
て
芝
山
の
古
代
文
化
を
全

国
に
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
ま

し
た
。
こ
の
祭
り
は
翌
年
に
「
は
に

わ
祭
」
と
い
う
名
称
に
決
定
し
、
監

修
を
滝
口
教
授
に
依
頼
。
厳
し
い
大

自
然
の
中
、
心
豊
か
に
力
を
合
わ
せ

て
生
き
て
い
た
古
代
人
を
見
直
し
、

人
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
し
町
の
活

性
化
と
融
和
を
目
指
す
と
い
う
メ
�

セ
ー
ジ
を
国
造
が
託
宣
と
し
て
伝
え

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
は
に
わ

祭
は
昭
和
57
年
10
月
31
日
、
記
念
す

べ
き
第
1
回
目
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
34
年
た
っ
た
現
在
で
も
な

お
、
町
民
の
融
和
と
観
光
に
寄
与
し

て
い
ま
す
。

は
に
わ
祭
と
殿
塚
・
姫
塚
古
墳

右：学生にはにわを説明する滝口教授（中央）
上：昭和30年代の殿塚・姫塚古墳
下：出土した馬子のはにわ

上
：
第
１
回
は
に
わ
祭
の
様
子

下
：
第
１
回
は
に
わ
祭
の
ポ
ス
タ
ー


