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恵い
げ
の
や
ま

解
山
古
墳（
古
墳
時
代
中
期
）は
乙
訓
最
大
規
模
の

前
方
後
円
墳
で
す
。
昭
和
55（
１
９
８
０
）年
に
前
方
部

中
央
か
ら
、
鉄
製
武
器
類
を
大
量
に
納
め
た
施
設
が
見

つ
か
り
、翌
年
、国
の
史
跡
と
し
て
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
用
地
の
公
有
化
が
継
続
し
て
進
め
ら
れ
、

公
有
化
が
完
了
し
た
２
年
前
か
ら
は
、
古
墳
の
保
存
・

整
備
に
向
け
て
の
調
査
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
年
前
の
調
査
で
、
古
墳
の
全
長
は
、
現
状
と
ほ
ぼ

同
じ
約
１
２
０
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
同
時
に
、
前
方
部
の
幅
は
、
現
状
よ
り
も
か
な

り
広
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
昨
年
の
調
査
で

は
、
前
方
部
の
幅
を
古
墳
の
西
側
で
追
求
し
、
南
西
角

の
曲
が
り
を
発
見
し
ま
し
た
（
写
真
上
）。
ま
た
、
前
方

部
の
西
端
は
、
現
状
の
盛
り
上
が
っ
た
部
分
よ
り
約
６

メ
ー
ト
ル
外
側
に
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
で
、
前
方
部
の
長
さ
は
変
わ
ら
な
い

も
の
の
、
幅
は
現
状
の
55
メ
ー
ト
ル
よ
り
も
大
き
い
70

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
規
模
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

他
に
も
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
前
方
部
の
北

西
に
は
「
造
り
出
し
」
と
呼
ば
れ
る
舞
台
の
よ
う
な
も

の
が
付
属
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
（
写
真
下
）。

ま
た
、
墳
丘
斜
面
の
上
に
は
、
古
墳
の
周
囲
を
巡
っ
て

い
る
埴は

に
わ輪
列
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

　

古
墳
の
規
模
や
構
造
は
、
調
査
後
２
年
を
経
て
よ
う

や
く
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
古
墳
を
ど
の

よ
う
な
形
で
保
存
・
活
用
す
る
か
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

一
緒
に
検
討
す
る
取
り
組
み
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

長
岡
京
市
唯
一
の
国
史
跡
を
ど
う
生
か
し
、
後
世
に

ど
う
伝
え
る
の
か
が
、
今
、
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
㈶
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

造り出し

▲前方部南西コーナー

▲前方部西側の埴輪列と造出し


