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横
穴
式
石
室
で
す
。
棺
は
現
在
で
は
失

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
石
室
内
か
ら
は
石

棺
の
材
料
と
な
る
凝
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩
の
破
片
が
出

土
し
て
お
り
、
元
々
は
石
棺
が
置
か
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
古
墳
の
床
面
下
に
は
、
土
管
約

20
本
が
連
な
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
排
水
管
と
し
て
追つ
い
そ
う葬
時

に
敷
設
さ
れ
た
も
の
で
、
土
管
の
作
り

方
は
瓦か
わ
ら

作
り
の
技
術
と
非
常
に
よ
く
似

て
い
ま
す
。

　

水
泥
南
古
墳
は
水み
ど
ろ
れ
ん
げ
も
ん
せ
っ
か
ん

泥
蓮
華
文
石
棺
古

墳
と
も
呼
ば
れ
、
7
世
紀
初
頭
に
築
造

さ
れ
た
直
径
約
25
ⅿ
の
円
墳
で
す
。
石

室
は
南
に
開
口
す
る
両
袖
式
の
横
穴
式

石
室
で
、
2
基
の
刳く
り
ぬ
き
し
き
い
え
が
た
せ
っ
か
ん

抜
式
家
形
石
棺
が

置
か
れ
て
い
ま
す
。
2
基
の
う
ち
、
石

室
の
奥
に
置
か
れ
て
い
る
初し
ょ
そ
う葬
の
石
棺

は
二
上
山
凝
灰
岩
で
作
ら
れ
て
お
り
、

手
前
に
置
か
れ
た
追
葬
の
石
棺
は
前
回

挙
げ
た
竜た
つ
や
ま
い
し

山
石
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
水み
ど
ろ
き
た

泥
北
古
墳
、
水み
ど
ろ
み
な
み

泥
南
古
墳

に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

水
泥
北
古
墳
は
水み
ど
ろ
つ
か
あ
な

泥
塚
穴
古
墳
と
も

呼
ば
れ
て
お
り
、
6
世
紀
後
半
〜
末
頃

に
築
造
さ
れ
た
直
径
約
20
ⅿ
の
円
墳
で

す
。
石
室
は
南
に
開
口
す
る
両
り
ょ
う
そ
で
し
き

袖
式
の
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水
泥
南
古
墳
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
追

葬
さ
れ
た
石
棺
の
蓋ふ
た

の
縄な
わ
か
け
と
っ
き

掛
突
起
と
呼
ば
れ

る
出
っ
張
り
部
分
に
施
さ
れ
た
蓮れ
ん
げ
も
ん

華
文
（
ハ

ス
の
花
の
文
様
）
で
す
。
蓮
華
文
は
仏
教
で

用
い
ら
れ
る
文
様
の
一
つ
で
、
寺
院
の
瓦
な

ど
に
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ

の
石
棺
の
両
側
面
の
縄
掛
突
起
は
、
追
葬
時

に
石
棺
を
石
室
に
運
び
込
む
際
に
羨せ
ん
ど
う道
側
壁

に
当
た
る
た
め
削
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来

は
そ
こ
に
線
刻
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
。
何
が
描
か
れ
て
い
た
の
か

は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
仏
教
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
と
こ
ろ

で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
文
様
を
石
棺
に
施
す
と
い
う

行
為
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
仏
教
と
い

う
先
進
的
な
文
化
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
よ

う
と
す
る
被ひ
そ
う
し
ゃ

葬
者
の
姿
勢
、
そ
し
て
そ
れ
を

可
能
と
す
る
権
力
を
よ
く
映
し
出
し
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
両
古
墳
の
被
葬
者
で
す
が
、
明
治

時
代
に
、歴
史
学
者
の
喜き

だ田
貞さ
だ
き
ち吉
に
よ
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』「
皇
極
紀
元
年
一
二
月
」
の
条

に
、
今い
ま
き来
の
雙そ
う
ぼ墓
（
2
つ
の
墓
）
と
し
て
の

記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
2
つ
の
古
墳
は
蘇そ

我が
の
え
み
し

蝦
夷
・
入い
る
か鹿
の
墓
で
あ
る
と
提
唱
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
近
年
の

発
掘
調
査
の
結
果
、
両
古
墳
は
蘇
我
蝦
夷
・

入
鹿
が
亡
く
な
っ
た
時
期
よ
り
少
な
く
と
も

20
年
は
古
く
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
の
で
、
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
く
な
り

ま
し
た
。
よ
っ
て
、
水
泥
北
古
墳
、
水
泥
南

古
墳
は
、
と
も
に
前
号
の
権ご
ん
げ
ん
ど
う

現
堂
古
墳
、
新し
ん

宮ぐ
う
や
ま山
古
墳
に
続
く
巨
勢
（
許
勢
）
氏
の
盟
主

墳
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

【
参
考
文
献
】

河
上
邦
彦
『
後
・
終
末
期
古
墳
の
研
究
』、

1
9
9
5
年
、
雄
山
閣

（
文
責
　

西
村 

慈
子
）

こ

せ

写真１　水泥北古墳の横穴式石室
　　　　（羨道から奥壁を撮影）
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★住宅用火災警報器が大切な「命」・「財産」を守ります。 全ての住宅に設置義務化されています。

図１　水泥南古墳の横穴式石室模式図


