
　

山
の
斜
面
に
掘
ら
れ
た
横
穴
、
こ
れ
が
昔

の
お
墓
で
あ
る
こ
と
は
ご
存
じ
の
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
横
穴
墓
」
と
呼

ば
れ
る
古
墳
の
仲
間
で
、
中
井
町
で
は
９
か

所
76
基
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は

こ
れ
ら
の
「
横
穴
墓
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
生
ま
れ
、
い
つ
ご
ろ
、
誰
の
た
め
に
造
ら

れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

◎
大
型
古
墳
の
出
現

　

古
墳
と
い
う
と
大
き
な
前
方
後
円
墳
を
思

い
出
し
ま
す
。
奈
良
盆
地
東
南
部
の
桜
井
市

に
現
在
邪
馬
台
国
の
候
補
地
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
纏
向
遺
跡
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
所
に
三
世
紀
始
め
ご
ろ
、
忽
然
と
大
き
な
前
方
後
円
墳
（
纏
向
石

塚
古
墳
）
が
現
れ
ま
す
。
ま
た
同
遺
跡
内
に
あ
る
「
箸
墓
古
墳
」
は
最
古
の
大
型

前
方
後
円
墳
（
全
長
２
７
６
ｍ
）
で
ヤ
マ
ト
王
権
最
初
の
王
墓
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
ヤ
マ
ト
王
権
を
は
じ
め
各
地
の
有
力
者
た
ち
が
権
威
の
象
徴
と
し
て
大
型

の
前
方
後
円
墳
や
円
墳
・
方
墳
な
ど
を
造
っ
た
三
世
紀
か
ら
七
世
紀
ま
で
を
古
墳

時
代
と
い
い
ま
す
。

◎
前
方
後
円
墳
の
終
焉

　

六
世
紀
末
ヤ
マ
ト
王
権
は
、
各
地
の
有
力
首
長
を
「
国
造
」
に
任
命
し
、「
国
造
制
」

と
い
う
間
接
的
な
地
方
支
配
体
制
を
強
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
制
度
下
で
は
、

中
井
町
は
足
柄
平
野
西
縁
部
付
近
が
本
拠
地
と
考
え
ら
れ
る
「
師
長
国
造
」
の
支

配
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
国
造
制
」
の
成
立
に
よ
り
前
方
後
円

墳
の
築
造
は
ほ
ぼ
終
了
し
、
権
威
の
象
徴
が
墳
墓
の
規
模
か
ら
威
信
財
を
主
体
と

し
た
副
葬
品
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
欽
明
天
皇
の
時
代
に
伝
来
（
五

三
八
年
も
し
く
は
五
五
二
年
）
し
た
仏
教
の
火
葬
思
想
が
普
及
し
た
こ
と
で
、

従
来
の
死
生
観
が
変
わ
り
、
古
墳
上
に
死
者
の
魂
が
生
活
す
る
た
め
の
「
黄

泉
国
」
を
再
現
す
る
と
い
う
考
え
方
も
な
く
な
り
、
寺
院
の
建
立
に
資
源
が

向
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
「
薄
葬
礼
（
六
四
六
年
）」

に
よ
っ
て
身
分
に
応
じ
て
墳
墓
の
規
模
を
制
限
し
た
こ
と
で
、
前
方
後
円
墳

の
造
営
は
全
国
的
に
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
墳
陵
は
小
型
簡
素
化
さ
れ

て
い
き
、
身
分
秩
序
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

◎
群
集
墳
の
時
代
（
国
造
制
か
ら
律
令
制
へ
）

　

律
令
制
が
整
い
始
め
て
き
た
こ
ろ
、
現
神
奈
川
県
で
あ
る
「
相
模
国
」
は
、

そ
の
名
前
が
六
七
五
年
に
日
本
書
紀
に
登
場
し
、
六
八
三
年
～
六
八
五
年
に

か
け
て
国
境
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
「
師
長
国
造
」
は
足
上
、
足
下
、

余
陵
郡
の
三
郡
と
な
り
、
中
井
町
は
余
陵
郡
に
属
し
ま
し
た
。
こ
の
七
世
紀

末
ご
ろ
か
ら
各
郡
単
位
で
寺
院
の
建
立
が
進
み
、
地
域
支
配
の
シ
ン
ボ
ル
が

古
墳
か
ら
寺
院
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
古
墳
時
代
の
後
期
・

終
末
期
（
六
～
七
世
紀
末
）
に
か
け
て
は
多
数
の
小
規
模
古
墳
が
短
期
間
に

密
集
し
て
造
ら
れ
、
「
群
集
墳
」
と
呼
ば
れ
る
状
態
を
形
成
し
ま
し
た
。
「
群

集
墳
」
は
「
高
塚
古
墳
」
と
「
横
穴
墓
」
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
墳
墓
は
、

同
一
丘
陵
の
尾
根
上
に
「
高
塚
古
墳
」
が
、
斜
面
に
は
「
横
穴
墓
」
が
そ
れ

ぞ
れ
の
墓
域
を
構
築
し
て
い
る
状
況
か
ら
、
「
高
塚
古
墳
」
の
被
葬
者
が
「
横

穴
墓
」
を
造
営
し
た
集
団
を
統
括
し
て
い
た
関
係
が
想
像
で
き
ま
す
。

◎
中
井
町
の
「
横
穴
墓
」

　

県
西
部
で
は
七
世
紀
初
頭
に
造
営
が
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
群
集
墳
」
は
、

足
柄
平
野
の
西
部
と
久
野
丘
陵
に
は
「
高
塚
古
墳
」
が
、
酒
匂
川
東
岸
と
大

磯
丘
陵
に
か
け
て
は
「
横
穴
墓
」
が
多
く
分
布
し
ま
す
。
中
井
町
の
「
横
穴

墓
」
は
七
～
八
世
紀
の
古
墳
時
代
末
期
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
、
当
時
の

戸
長
や
そ
の
家
族
の
墓
と
し
て
築
造
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
全
国
的

に
み
る
と
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
古
墳
の
築
造
は
終
了
し
て
い
た
頃
の
こ
と

で
し
た
。

　
　

（
文
化
財
保
護
委
員　

廣
澤
瀧
男)

（
参
考
資
料
「
神
奈
川
の
遺
蹟
展
図
録
」
）

雑色横穴墓群

200mにわたり18基の横穴が存在

　
　

町
の
文
化
財
あ
れ
こ
れ　

其
の
七
十
一

　
　
　

中
井
町
・
古
墳
時
代
の
こ
ろ

　
　
　
　

（
中
井
町
の
横
穴
群
）

よ
ろ
き
ぐ
ん

ま
き
む
く

く
に
の
み
や
つ
こ

こ
く
ぞ
う
せ
い
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