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大
形
の
前ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

方
後
円
墳
は
、
段だ
ん
ち
く築
（
段
を
設

け
て
造
成
す
る
。）
に
よ
り
築
造
さ
れ
ま
す
。

3
世
紀
後
半
の
最

初
の
古
墳
、
箸は
し
は
か墓

古
墳
の
場
合
に
は

前
方
部
前
面
は
4

段
か
ら
な
り
、
後

円
部
は
4
段
の
段
築
の
上
に
円え

ん
き
ゅ
う
だ
ん

丘
壇
が
乗
り

ま
す
。
こ
の
段
築
に
つ
い
て
は
、
5
世
紀
代

に
は
3
段
築
成
が
典
型
例
と
な
っ
て
い
き
ま

す
。

　

河
合
町
所
在
の
ナ
ガ
レ
山
古
墳
で
は
築
造

当
時
の
状
況
に
復
元
整
備
し
た
姿
を
見
学
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
１
）。
馬
見
丘
陵

公
園
内
に
あ
り
ま
す
の
で
、
す
で
に
ご
覧
に

な
っ
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
墳
丘
斜
面
は
、
葺ふ
き
い
し石
に
よ
っ
て
覆お
お

わ
れ
る
こ
と
が
通
有
で
す
。
葺
石
は
石
の
小

口
面
を
外
表
面
に
出
す
方
法
で
石
を
積
み
上

げ
て
い
く
も
の
で
す
。
な
お
、
こ
れ
は
墳
丘

斜
面
を
石
で
覆
う
と
い
う
意
味
で
は
同
様
に

見
え
る
貼は
り
い
し石

と
い
う
手
法
と
は
全
く
異
な
る

も
の
で
す
。

　

ま
た
、
各
段
の
平
坦
面
に
は
埴は

に
わ輪

や
木
製

の
立た
て
も
の物
が
樹
立
さ
れ
ま
す
。
埴
輪
の
起
源
に

つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
垂す
い
に
ん仁

天
皇

三
十
二
年
条
に
お
い
て
「
亡
き
人
に
殉じ

ゅ
ん
し死

す

る
風
習
が
誠
に
傷
ま
し
い
た
め
、
野の

み
の
す
く
ね

見
宿
禰

が
埴
は
に
つ
ち（
赤
く
て
粘
る
土
）
で
人
や
馬
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
形
を
作
っ
て
天
皇
に
献
上
し
、
こ

れ
を
陵り
ょ
う
ぼ墓
に
立
て
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
土

物
を
埴
輪
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
天
皇
は
、

今
よ
り
以
後
、
陵
墓
に
は
必
ず
こ
の
土
物
を

立
て
て
、
人
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と

命
じ
た
。」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
先
月
号
で
も
触
れ
た
と
お
り
、

埴
輪
の
本
来
の
起
源
は
、
吉き

び備
（
岡
山
県
）

地
方
の
弥
生
時
代
後
期
後
半
の
墳ふ

ん
き
ゅ
う
ぼ

丘
墓
に
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
墳
丘

上
や
墳
丘
裾
に
立
て
並
べ
ら
れ
る
特と
く
し
ゅ
き
だ
い

殊
器
台

と
特と
く
し
ゅ
つ
ぼ

殊
壺
が
そ
れ
で
、
最
古
の
楯た
て
つ
き築
墳
丘
墓

例
（
図
２
）
か
ら
吉
備
地
方
内
で
数
段
階
の

変
遷
を
経
た
も
の
が
箸
墓
古
墳
で
も
採
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

済
生
会
御
所
病
院
増
築
工
事
に
伴
う
発
掘

調
査
で
は
鴨か
も
つ
ば
都
波
古
墳
群
の
存
在
が
明
ら
か

に
な
り
、
図
３
に
は
出
土
し
た
朝あ

さ
が
お
が
た
は
に
わ

顔
形
埴
輪

を
掲
げ
て
い
ま
す
。
器
台
に
壺
が
乗
せ
ら
れ

た
形
状
を
よ
く
と
ど
め
る
比
較
的
古
い
型
式

の
朝
顔
形
埴
輪
で
す
が
、
壺
と
器
台
は
一
体

化
し
、
し
か
も
壺
を
表
現
し
た
部
分
に
は
底

が
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
顔
形
埴
輪
と
、
器
台
に

相
当
す
る
円
筒
埴
輪
こ
そ
が
最
古
の
埴
輪
で

あ
り
、
日
本
書
紀
が
い
う
馬
の
埴
輪
の
出
現

は
5
世
紀
中
葉
、
人
の
埴
輪
の
出
現
は
5
世

紀
後
葉
を
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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墳
丘
外
表
の
装
飾

　
　
　

葺ふ
き
い
し石

と
埴は
に
わ輪図１　墳丘斜面の葺石と段築平坦面に樹立された埴輪列

（河合町 ナガレ山古墳の整備・復元状況）

図２　楯築墳丘墓の
　特殊壺と特殊器台
　（楯築刊行会から

転載許可）
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図３　鴨都波古墳群の
　　　朝顔形埴輪
　（『鴨都波1号墳調査概報』、
　2001年、学生社から転載）

　

高
校
時
代
に
眠
る
の
も
勉
強

す
る
の
も
忘
れ
て
読
み
ふ
け
っ

た
新
田
次
郎
の
山
岳
小
説
の
中

で
も
、
現
在
劇
場
公
開
中
の
映

画
の
原
作
「
劔つ

る
ぎ
だ
け岳点

の
記
」
は

私
の
最
も
好
き
な
作
品
で
す
。

高
校
入
学
し
た
年
の
山
岳
部
の

夏
山
合
宿
で
劔
岳
を
訪
れ
た
と

き
の
強
烈
な
印
象
が
影
響
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
以
来
劔

岳
に
魅み

せ
ら
れ
何
度
も
訪
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
も

日
本
を
代
表
す
る
岩
と
雪
の
殿

堂
と
し
て
、
一
般
ル
ー
ト
か
ら

登
頂
す
る
に
は
日
本
で
最
も
困

難
な
山
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
ま
だ
満
足
な
登
山
用
具

す
ら
な
い
時
代
に
、
あ
の
孤
高

で
絶
望
的
な
頂
に
果
敢
に
挑
ん

だ
先
人
た
ち
に
は
、
限
り
な
い

畏
敬
の
念
を
覚
え
ま
す
。
…
(久)

編
集
後
記


