
高
松
塚
古
墳
壁
画
撮
記

網

干

善

教

日

私
た
ち
が
奈
良
県
明
日
香
村

の
高

松
塚
古
墳
を
発

掘
調
査

し
た

と
こ
ろ
、
右
槨
内

に
見
事
な
壁
画

が
描
か
れ
て

い
た
。
壁
画

の
内

容

は
、

日
月
、
星
辰

(
星
宿

・
星
座

)
四
神
、
群
像

で
あ

っ
た
。

こ
の
壁
画
を
め
ぐ

っ
て
い
ろ

い
ろ
な
意

見
が
、
新

聞

・
雑
誌
や
学

術
論
文

に
掲
載

さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら

の
壁
画
は

一
体

何
を
意

味
し

て

い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

口

高
松
塚
古
墳
が
検
出
さ
れ
た
と
き
、
先
ず
問
題

に
な

っ
た

の
は

四
神

図
で
あ

る
。
東
側

の
壁
面

の
中
央

に
青
龍

の
図
、

こ
れ

に
対

す
る
西
側

の
壁
面

の
中
央

に
白
虎

の
図
、
北
側
奥
壁

の
中

央

に
玄

武

の
図
が
描

か
れ
て
い
た
。
た
だ
、
南
側

の
壁
面

に
は
当

然
、
朱

雀

の
図

が
描

か
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
以
前

の
盗
掘

に

よ

っ
て
消

失
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
四
神
図
を
墳
墓

に
描
く
と

い
う
の
は
、

古

代
の
中
国

に
も
あ

る
し
、
高
句
麗
古
墳

に
多
く
み
ら
れ
る
。
高

松

塚
古
墳

に
こ
の
四
神
図
が
描
か
れ

て
い
た
か
ら
、

こ
れ
は
高
句

麗
文
化

の
影
響

で
あ

る
と
か
、
あ
る

い
は
、
高
句
麗

に
関
係
す
る

画
師
が
描

い
た
と

い
う
意
見
、
さ
ら

に
は
高
松
塚
古
墳

の
被
葬
者

が
、
高
句
麗
か
ら

の
帰
化
人
で
は
な

い
か
、
と

い
う
見
解
ま
で
述

べ
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。
果
し

て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。

一
方
、
壁
画

に
は
東
壁
面

に
男
子
四
人
、
女
子
四
人
、
西

壁
面

に
も
男
子
四
人
、
女
子
四
人

の
計
十
六
人

の
群
像
が
描
か
れ
て

い

た
。

い
つ
れ
も
見
事
な
筆
致

で
の
人
物
像

で
あ
る
。
高
松
塚
古
墳

に
対
し
て
、
多
く

の
人
た
ち
が
関
心
を

示
さ
れ
た

の
も
、
ま
た
、

戦
後

最
大

の
発
掘
成
果
と
評
価
さ
れ
た

の
も
、
実
は

こ
の
人
物

像

に
関
心
が
集
ま

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
だ
が
、
問
題
は
単

に
見
事
な
極
彩
色

の
人
物
が
描
か
れ

て
い
た
と

い
う

こ
と

に
だ
け

興
味
を
も

っ
て
は

い
け
な

い
と
考
え
る
。
高
松
塚
古
墳

に
関
心
を

も
と
う

と
す
れ
ば
、
ま
た
、
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
も

っ
と
基

礎
的
な
こ
と
を
知

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

そ
こ
で
、
四
神
図

に

つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

日

先
ず
四
神
と
は

「
青
龍

・
朱
雀

・
白
虎

・
玄
武
」
を

い
い
、
そ

の
淵

源
は
、
天

の
思
想

で
あ

っ
て
、

『
爾

雅
』
釈

天
に

「
四
方
皆
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有
二
七
宿

」
各
成

三

形
」
東
方
成

二
龍
形
、一
西
方
成
二虎

形
、】
皆
南

レ

首

而

北

レ尾
、
南
方
成
二
鳥
形
↓
北
方
成
二
亀

形
ハ
皆
西

レ
首
而
東

尾

L
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、四
神

は
星
宿

に
本
源
が
あ

る
。
こ

の
星

宿
と

は
、
は

じ
め

に
記
し
た
よ
う

に
星
座

で
あ

っ
て
、
天
空

の
星

座
を
東

・
南

・
西

・
北

の
四
方

に
分
け
、
そ
の
各

々
の
方

向
に
七

つ
の
星
宿
を
考
え
、
東
方
七
宿

・
南
方

七
宿

・
西
方
七
宿

・
北
方

七
宿
と
す

る
。

こ
の
各
方
向
の
七
宿

は
、
ま
た

一
つ
の
形
象
を

な

し
て
い
る
。
東
方

は
龍

の
形
、
南
方

は
鳥

の
形
、
西
方

は
虎

の
形
、

北
方

は
亀

の
形
を
な
し

て
い
る
と
す
る
考

え
方

で
あ
る
。

い
わ
ば
、

そ
れ

ら
は
中
央
を
中
心

に
し
て
四
方

に
配
置
す

る
形
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
四
神
は
あ
く
ま
で
も
天

の
具
象
で
あ
る
が
、
同
時

に
四
方
を
守
護
す

る
の
具
象

で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
漢

式
鏡

の
銘
文

に

「漢
有
名
銅
出
丹
陽
、
和
以
銀
錫
清
旦
明
、
左
龍

右
虎
主

四
彭

、
朱
爵
玄
武
順
陰
陽
、
八
子
九
孫
治
中

央
」
と
か
「左

龍
右
虎
掌

…

(四

)
彭
、
朱
爵

(
雀

)
玄
武
順
陰
陽
」
あ
る

い
は

「
左
龍
右
虎
辟
不
祥
」

と

い
っ
た
語
旬
が

み
ら
れ

る
。

こ
の

「
龍

・
鳥

・
虎

・
亀
」

を
何

故

「青
龍

・朱

雀

・
白
虎

・
玄
武
」

と
呼

ぶ

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
五
行
色
な

の
で
あ

る
。

「
青

・
朱

(赤

)
・
臼

・
玄

(黒

)
」

で
あ

っ
て
、
四
神
図
を
方
位

の
色
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

四
季
を

い
う
の
に

「
青
春

・
朱
夏

・
白
秋

・
玄
冬
」

と

い
う
言

葉
が
あ
る
。
春

は
青

、
夏
は
赤
、
秋

は
白
、
冬
は
黒

で
あ
る
。
春

夏
秋
冬

と
い
う
季
節

の
移
り
か
わ

り
は
青
赤
白
黒

の
変
化

で
あ
る
。

青
龍

は
東

の
壁

に
、
朱

雀
は
南

の
壁

に
、
白
虎
は
西

の
壁

に
、
玄

武

は
北

の
壁

に
描
か
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
東
が
青
、
南
は
赤
、

西
は
白
、
北
は
黒

と
い
う

こ
と

で
あ

る
。

四

そ
こ
で
、

い
ろ

い
ろ
な

こ
と
が
思

い
出

さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば

、
毎
年
六
回
十
五

日
間
、
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
る
大
相
撲
、

こ
の
土
俵

の
上

の
四
方

の
幕

に
垂
れ
る
房

の
色
が
、
東
が
青
房
、

南
は
赤
房
、
西
は
白
房
、
北

は
黒
房

と

い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た

そ
の
方
向

の
順
序
が
東

・
南

・
西

・
北

で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
佛

説
阿
弥
陀
経

で
は
、
東
方
世
界
か

ら
は
じ
ま

っ
て
南
方
世
界
、
西

方
世
界
、
北
方
世
界

の
順

で
あ

る
。
四

天
王
を
呼
ぶ
場
合
も
、
東

方
持
国

天

・
南
方
増
長

天

・
西
方
広
目

天

・
北
方
多
聞
天
と

い
う

順
で
あ

る
。

中
国
遊
技

で
あ

る
麻
雀

の
場
合
も

そ
う

で
あ

ろ
う
。

こ
れ
は
恐

ら
く
、
同

じ
理
由

に
起
因
す

る
も

の
と
考

え
て
よ

い
。

だ
が
、
こ
れ

で
は
ま
だ
十
分

に
理
解
で
き
な

い
こ
と
が
あ

る
。

そ
れ
は
、
五
行
色

で
あ

る
の
に
青

・
赤

・
臼

・
黒

の
四
色

し
か
な

い
。

]
色
不
足
す

る
こ
と
に
な

る
。
と
す

れ
ば

と
り
も
な

お
さ
ず

「
黄
色
」

で
あ

る
こ
と
は
、
誰
も

が
気
付

く
で
あ

ろ
う
。

こ
の
黄

色
は
、
中
央
を
意
味
す

る
。
高
松

塚
古
墳

で
は
、
石
槨

の
天
井

に

描
か
れ
て

い
た
金
色

の
星
座

が
、
こ
れ
に
該
当

す
る
と
考
え

て
よ

い
。
大
相
撲

で

い
え
ば

、
中
央

の
土
俵

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
黄

色
を
加
え
る
と
、
五
色

の
色

の
順
は

ど
う
な

る
の
か
。

『
唐
開
元
禮
』
な
ど
を

み
る
と
、

「
青

・
赤

・
黄

・
白

・
黒
」
の
順

で
あ
る
。
当
然
、
黄
は
中
央

で
あ
る
か
ら
、五
色

の
色
順
も
中
央
と

一26一



な

る
。
し
か
し
、
日
本
の
佛
教

や
神
道

で
は

「青

・
黄

・
赤

・
白

・
黒
」

の
順

に
並
ぶ

こ
と
が
多

い
。
寺
院

で
法
要
が
営

ま
れ
る
と
、

五
色

の
幕
が
張
ら
れ
、
五
色

の
吹
流

し
が
掲
げ

ら
れ
る
。

そ
の
色

の
順
は

「
青

・
黄

・
赤

・
白

・
黒
」

で
あ
る
。
た

だ
し
、
黒
を
紫

に
代
え

て
使
用
す

る
こ
と
は
往

々
に
み
ら
れ
る
。

私
は
寺
院
で
育

っ
た
が
、
子
供

の
頃
か
ら
、
師
僧
で
あ
る
父
か

ら

「
青

・
黄

・
赤

・
白

・
黒
」
と

い
い
な
が
ら
色
紙
を
揃
え
さ

せ

ら
れ
た
。
そ
う

い
え
ば

「
七
夕
」

の
紙
も
五
色

で
あ
り
、
青

・
黄

・赤

・自

(
天
の
川

に
星
が
印
刷
し
て
あ
る
が
本
来

は
白

)
黒
色

(紫ま

を
使

っ
て
い
る
)
で
あ
る
。
神
道

で
も
神
前

に
樹

て
ら
れ

る

「
真

さ

ヒカ
き

榊
」

の
幡
が

こ
の
五
色

で
あ

る
。

五
月

の
旅
は
楽
し

い
。
そ
れ

は
ほ
か
で
も
な

い
。
青
空

に
泳
ぐ

「
鯉
の
ぼ
り
」

こ
の
吹
流

し
も
本
来

は
「
青

・
黄

・
赤

・
白

・
黒
」

の
五
色
で
あ
る
が
、
正

し

い
吹
流
し
は
少
く
な
く
、
不
適
当
な
色

を
混
ぜ

て
い
る
。
恐
ら
く
、
鯉

の
ぼ
り
屋
さ
ん
が
知
ら
な

い
の
か

も
知
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ

て
い
く
と
他

に
も

い
ろ

い

ろ
あ
る
。

㈲

そ

こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
大
切
な

こ
と
は
、
高
松
塚
古

墳

の
描
か
れ
た
今
か
ら
千
数
百
年
以
前
も
、

い
や
も

っ
と
古
く
、

中
国

で
は
二
千
年
以
前
か
ら

こ
の
思
想
が
あ

る
。
そ
し

て
、
A
7
日

の
私
た
ち

の
生
活

の
な
か

で
も
、
生
活

の
周
辺

に
も
及
ん
で

い
る
。

そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
過
去
か
ら
現
在

に
、
さ
ら

に
未
来

へ
と
連
る
大
き
な
歴

史
の
流

れ
が
あ
り
、そ
し
て
、
そ

の
思
想
が
不
変

で
あ

る
と
思
う

の

で
あ

る
。
釈
迦
の
教
が
、
法
然
上
人

に
伝
え
ら

れ
、八
百
年
後

の
今

の
私
た
ち
の
生
活

に
受
け
継
が
れ
、
念

佛

の
生
活
を
営
む
。

こ
れ

は
、
ま
た
将
来
も
絶
え

る
こ
と
が
な

い
で
あ

ろ
う
。
如
何

に
政
治

体
制
に
変
化
が
あ

っ
た
と

し
て
も
、
ま
た
個

々
の
日
常
生
活

に
変

遷
が
あ

っ
た
と
し

て
も
、
思
想

は
変
化
な
く
生
き

て

い
る
の
で
あ

る
。
歴
史
と

は
、

思
想
と
は
、
そ

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
と
考
え

も

ラ

　

さ
る
を
え
な

し

高
松
塚
古
墳

の
壁
画
が
描
か
れ
た
時
代
や
思
想

の
基
調
は
、
A
フ

日
な
お
私
た
ち

の
生
活

の
た
め

に
生

き
て
い
る
と
思
う
。

こ
の
こ

と
は
、
高
松
塚
古
墳

の
壁
画
は
、
私
た
ち

の
生
活

と
は
全
く
か
か

わ
り
の
な

い
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
千
数
百
年
を
経
た
今
日

も
、
な
お
、
連
綿
と
し

て
受
け
継
が
れ

て
い
る
こ
と
を
し
め
す
も

の
で
あ

り
、
歴
史
的
存
在
を
認
識
す

る
の
で
あ
る
。

「
温
故
知
新
」

と
は
そ
の
こ
と

で
あ
る
。

与
え

ら
れ
た
紙
面

で
は
、
他

の
問
題

に

つ
い
て
は

言

い
つ
く
す

こ
と
は
で
き
な

い
が
、
高
松
塚
古
墳

の
壁
画
が
単

に

「
美
し

い
」

と
か

「見
事

で
あ
る
」
と
か
と

い

っ
た
、
単
な

る
感
動
的
な
受
け

と
り
方
だ
け

で
な
く
、
歴
史
的
、
思
想
的
な
意
義
や
、
今
日
的
な

意
味
を
見
出
し

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。

こ
う
す
る

こ
と
に
、
高
松
塚
古
墳

の
壁
画

に
対
し

て
関
心
を
も
ち
、
歴
史
を

知

り
、
自
分
を
知
る

こ
と
が
生

れ
て
く

る
。

そ
こ
に
高
松
塚
古
墳

を

み
る
意
義
が
あ
る

の
で
な
か
ろ
う

か
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