
　
殿
塚
・
姫
塚
発
掘
調
査
は
観
音
教

寺
の
濱
名
徳
永
住
職
が
発
案
し
、
早

稲
田
大
学
滝
口
宏
教
授
の
指
導
の
も

と
昭
和
31
年
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
31
年
３
月
27
日
～
４
月
６
日

の
第
１
次
調
査
で
は
、
姫
塚
の
墳
頂

部
で
円
筒
埴
輪
列
、
前
方
部
北
側
で

人
物
や
馬
形
の
形
象
埴
輪
が
原
位
置

の
ま
ま
横
倒
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
「
戦
後
最
高
の
も
の
」
と

言
わ
し
め
る
、
大
型
で
表
情
豊
か
な

人
物
埴
輪
が
出
土
し
ま
し
た
。

　
同
年
４
月
28
日
～
５
月
６
日
の
第

２
次
調
査
で
は
、
殿
塚
で
副
葬
品
が

ま
と
ま
っ
て
置
か
れ
た
石
室
や
、
姫

塚
と
同
様
北
側
中
段
に
あ
っ
た
と
さ

れ
る
人
物
埴
輪
な
ど
が
周
溝
の
中
に

転
が
っ
た
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
。

　
発
掘
作
業
の
中
心
と
な
っ
た
の
は

早
稲
田
大
学
の
学
生
で
し
た
が
、
地

元
の
青
年
団
、消
防
団
、婦
人
会
、高

校
生
や
中
学
生
も
調
査
を
手
伝
い
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
京
成
電
鉄
と
成
田

バ
ス
の
協
力
に
よ
り
都
内
2
0
0
校

の
社
会
科
教
員
を
無
料
招
待
す
る
な

ど
、
調
査
の
公
開
も
な
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
殿
塚
・
姫
塚
の
発
掘
調
査
は

ま
さ
に
地
域
一
体
で
実
施
さ
れ
、
そ

れ
以
降
地
域
の
文
化
遺
産
と
し
て
活

か
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

世
紀
の
発
見
、
殿
塚
・
姫
塚
発
掘
調
査

　
　
ま
さ
に
地
域
が
一
丸
と
な
っ
た
取
り
組
み

－

●
「
埴
輪
」
と
は
…

　
粘
土
で
作
ら
れ
た
焼
き
物
で
、
飾

り
と
し
て
古
墳
の
上
や
周
り
に
並
べ

立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
古
墳

造
り
が
始
ま
っ
た
頃
の
埴
輪
は
、
そ

こ
に
葬
ら
れ
た
支
配
者
の
霊
を
守
る

た
め
に
立
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
が

て
人
物
埴
輪
な
ど
を
交
え
て
さ
ま
ざ

ま
な
儀
式
の
よ
う
に
表
現
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
埴
輪
の
存
在
は
、
文
字
の
ほ
と
ん

ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
古
墳
時
代

の
風
俗
や
習
慣
な
ど
を
知
る
大
き
な

手
掛
か
り
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
埴

輪
は
地
域
に
よ
っ
て
顔
や
模
様
の
特

徴
が
異
な
り
、
人
物
だ
け
で
な
く
動

物
や
家
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も

の
が
存
在
し
ま
す
。

　

山
田
・
宝
馬
1
6
4
号
墳（
通

称
：
に
わ
と
り
塚
）で
出
土
し
た
鶏

型
の
埴
輪（
左
写
真
）は
、
時
を
告

げ
、
暗
闇
の
世
界
か
ら
太
陽
を
呼
ぶ

も
の
と
し
て
、
死
者
の
再
生
・
復
活

を
願
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

①
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①
殿
塚
の
発
掘
風
景
（
昭
和
31
年
）

②
出
土
し
た
武
人
埴
輪
の
様
子

③
出
土
し
た
馬
子
埴
輪
の
様
子

④
春
に
は
き
れ
い
な
桜
が
咲
き
ま
す

⑤ 

「
芝
山
は
に
わ
祭
」
で
古
代
人
の
一
族
が

現
代
に
降
臨
す
る
様
子

●
「
古
墳
」
と
は
…

　
古
代
で
は
人
が
死
ぬ
と
、
残
さ
れ

た
者
が
霊
魂
を
肉
体
に
再
び
戻
し
同

化
さ
せ
よ
う
と
祈
り
や
儀
式
を
行
い

ま
し
た
。
特
に
、
首
長
や
リ
ー
ダ
ー

の
霊
は
受
け
継
が
れ
る
べ
き
特
別
な

霊
と
さ
れ
、
悲
し
み
と
追
慕
の
念
の

中
で
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
そ
う
し
た
死
者
を
手
厚
く
葬
る
た

め
に
、
死
者
が
か
つ
て
支
配
し
て
い

た
地
域
を
見
晴
ら
す
最
も
よ
い
場
所

に
象
徴
と
な
る
よ
う
な
特
別
な
形
の

土
を
盛
り
、
そ
の
中
に
数
々
の
捧
げ

も
の
や
飾
り
物
、
死
者
が
生
前
使
用

し
て
い
た
と
さ
れ
る
品
物
な
ど
を
副

葬
し
、
そ
れ
ら
一
体
を
お
墓
と
し
ま

し
た
。

　
古
墳
は
３
世
紀
中
頃
か
ら
７
世
紀

ま
で
の
古
墳
時
代
の
支
配
者
や
、
有

力
家
族
の
お
墓
に
限
ら
れ
る
た
め
、

古
墳
自
体
が
そ
の
時
代
を
象
徴
す
る

政
治
的
・
社
会
的
記
念
物
と
さ
れ
、

古
代
の
人
が
死
を
ど
の
よ
う
に
考

え
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
を

形
と
し
て
残
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ

て
い
ま
す
。

※�

古
墳
は
日
本
全
国
で
15
万
基
以
上

存
在
し
、
そ
の
形
の
多
く
が
円
墳

と
な
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
殿

塚
・
姫
塚
の
よ
う
な
「
前
方
後
円

墳
」
や
「
前
方
後
方
墳
」
「
双
円

墳
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
存
在

し
て
い
ま
す
。

殿塚・姫塚とは―
　千葉県北東部の下総台地分水界を水源として、太平洋に注
ぐ木戸川流域の標高40メートルの台地上に位置し、17基の
古墳で構成される「国指定史跡・芝山古墳群の中心的な古
墳」です。横芝光町中台に所在し、殿塚は芝山町、姫塚は観
音教寺が地権者として管理しています。
　殿塚は全長88メートル、高さ7.8メートル（６世紀中頃）、
姫塚は全長58.5メートル、高さ4.8メートル（６世紀後半）、
ともに前方後円墳で二重の周溝がめぐり、被葬者は武射（武
社）のクニ（古墳時代の芝山町・横芝光町・山武市あたりの
呼び名）の支配者に連なる豪族と推測されています。
　昭和31年の発掘調査で出土した埴輪群が「葬列の様子」
を再現したものであることが判明するとともに、埴輪が外を
向いて立てられていることから埋葬者よりも古墳を見る人を
意識して並べられたと考えられ、殿塚・姫塚のような首長ク
ラスの古墳は、見晴らしのよい立地と埴輪列によって支配者
の威厳を示す政治的役割を果たしていたとされています。

④⑤
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