
あ
ま
が
つ
じ
に
し

す
い
に
ん

奈
良
市
尼
辻
西
町
に
垂
仁
天
皇

陵
と
い
わ
れ
る
大
き
な
古
墳
が
あ
る
。

全
長
二
二
七
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円

墳
。
周
囲
を
満
々
と
水
を
た
た
え
た

ほ
り濠
が
め
ぐ
り
、
墳
丘
の
緑
濃
い
森
が

水
面
に
黒
く
影
を
落
と
し
て
い
る
。

そ
の
壮
大
さ
、
美
し
さ
、
陵
墓
と
し

て
の
堂
々
た
る
風
格
は
、
ま
さ
に
見

と
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

し
ゅ
う
ご
う

そ
の
周
濠
の
中
に
、
ぽ
つ
り
と
小

た

じ

ま

さ
な
島
が
浮
か
ん
で
見
え
、
田
道
間

も
り守
の
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

小
塚
に
ま
つ
わ
る
お
話
―
。

＊

あ
る
時
、
垂
仁
天
皇
は
田
道
間
守

と
こ
よ

を
召
し
て
、
常
世
の
国
に
あ
る
と
い

と
き
じ
く

う
不
老
不
死
の
妙
薬
、「
非
時
の

か
く
の
み

香
菓
」
を
採
っ
て
く
る
よ
う
お
命
じ

に
な
っ
た
。

彼
は
、
十
年
の
長
い
旅
の
末
、
つ

い
に
そ
の
実
を
持
ち
帰
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
天
皇
は
す

で
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い
た
の

だ
。
彼
は
嘆
き
悲
し
み
、
そ
の
実
を

天
皇
の
お
墓
の
前
に
供
え
た
。
そ
し

て
「
こ
の
通
り
、
仰
せ
の
実
を
採
っ

て
参
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ

さ
い
。」
と
泣
き
叫
び
な
が
ら
、
と

う
と
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。

＊

こ
の
話
は
、
古
く
『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
常
世

の
国
は
、
古
代
の
人
々
が
海
の
彼
方

し
ん
せ
ん
き
ょ
う

に
あ
る
と
考
え
た
神
仙
境
の
こ
と
。

非
時
の
香
菓
は
、
常
に
よ
い
香
り
を

た
ち
ば
な

放
つ
木
の
実
の
こ
と
で
、「

橘
な

り
」
と
あ
る
。

よ

『
万
葉
集
』
に
も
橘
は
多
く
詠
ま

れ
、「
橘
は
花
に
も
実
に
も
見
つ
れほ

ど
も
い
や
時
じ
く
に
な
ほ
し
見
が
欲

し
」
と
、
橘
の
花
と
実
を
い
つ
ま
で

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

も
見
て
い
た
い
と
大
伴
家
持
も
歌
っ

て
い
る
。

せ
い

そ

初
夏
に
五
弁
の
白
い
清
楚
な
花
をみ

咲
か
せ
、
こ
と
に
香
り
が
い
い
。
実

は
、
酸
味
が
強
く
食
用
に
は
不
向
き

ら
し
い
。

橘
は
、
み
か
ん
の
仲
間
。
今
、
明

日
香
や
山
の
辺
の
道
に
た
く
さ
ん
あ

る
み
か
ん
畑
で
も
、
そ
の
花
の
甘
く

さ
わ爽
や
か
な
香
り
は
格
別
。
風
の
方
向

に
よ
っ
て
は
、
遠
く
か
ら
で
も
そ
れ

と
分
か
る
ほ
ど
だ
。

く
ん
ぷ
う

薫
風
の
五
月
、
透
明
な
光
の
中
を

昔
話
の
道
を
ゆ
っ
た
り
と
散
策
す
る

の
も
楽
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
夢
を

古
代
に
遊
ば
せ
な
が
ら
。

初夏に咲く橘（みかん）の清楚な白い花。爽やかな甘い香
りがあたりに漂う。

垂仁天皇陵といわれる大型の前方後円墳。その周濠の中に田
道間守の墓と伝える小塚がある。（写真提供：奈良市観光協会）

垂仁天皇陵へは近鉄橿原線尼ヶ
辻駅より西へ約２００m。田道間
守の墓は陵墓の南東に浮かぶ。
みかん畑は天理、桜井、明日香
などに多い。花は５月中旬ごろ。

尼ヶ辻駅

秋
篠
川

近
鉄
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原
線

田道間守の墓

垂仁天皇陵

２００７年５月号


