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　町
内
に
は
「
火
の
釜
（
窯
）」
と
よ
ば

れ
る
古
墳
が
い
く
つ
か
存
在
し
ま
す
。
具

体
的
に
は
石い

し

引ひ
き

山や
ま

古
墳
（
長
藤
）、
法
明

寺
火
の
釜
（
香
々
美
）、井
上
火
の
釜
（
真

加
部
）、
土
居
天
王
山
古
墳
（
土
居
）、
追お

し

坂さ
か

乢だ
わ

一
号
墳
（
富
西
谷
）
で
す
が
、
町
外

に
も
火
の
釜
と
よ
ば
れ
る
古
墳
が
多
数
あ

り
ま
す
。
岡
山
県
古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン

タ
ー
の
岡
本
泰
典
氏
の
調
査
で
は
、
県
内

で
は
約
一
五
〇
ヶ
所
確
認
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
七
割
以
上
が
美
作
に
分
布
し
、

残
り
は
備
中
地
域
や
備
前
地
域
の
北
部
に

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
墳
を
火

の
釜
と
よ
ぶ
風
習
は
美
作
地
域
を
中
心
に

広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　県
北
で
な
ぜ
古
墳
を
「
火
の
釜
」
と
よ

ぶ
の
か
、
こ
の
こ
と
に
言
及
し
た
資
料

は
な
く
、
明
確
な
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

各
地
の
火
の
釜
に
共
通
す
る
の
は
、
い
ず

れ
も
横
穴
式
石
室
の
古
墳
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
石
室
の
形
状
が
煮
炊
き
を
す
る

「
か
ま
ど
」
に
似
て
い
る
こ
と
が
火
の
釜

の
由
来
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
最
も

し
っ
く
り
き
そ
う
で
す
が
、
石
引
山
古
墳

に
は
「
昔
、
火
が
降
っ
た
時
に
こ
こ
に
隠

れ
た
」
と
か
「
江
戸
時
代
の
天
明
の
飢
饉

の
時
に
火
の
雨
が
降
り
、
村
人
が
こ
こ
に

隠
れ
た
」
と
い
う
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。　実

は
、
こ
の
火
の
雨
に
ま
つ
わ
る
伝
説

は
全
国
的
に
も
残
さ
れ
て
お
り
、
県
内

の
火
の
釜
に
も
こ
う
し
た
伝
説
を
も
つ
も

の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
様

の
伝
説
を
も
つ
「
火
の
雨
塚
」「
火
雨
塚
」

と
い
う
古
墳
も
各
地
に
存
在
し
ま
す
。
町

内
で
も
公
保
田
に
火
雨
塚
古
墳
（
荒
神
北

塚
）
と
い
う
古
墳
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在

は
消
滅
し
て
い
ま
す
が
、『
作
陽
誌
』
の

記
述
に
よ
れ
ば
こ
れ
も
横
穴
式
石
室
の
古

墳
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
で
は
こ
の
「
火
の

雨
」
は
何
を
物
語
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　火
の
雨
伝
説
を
調
査
し
た
福
田
祐
美
子

氏
は
、
こ
う
し
た
伝
説
は
福
島
県
か
ら
四

国
ま
で
幅
広
く
分
布
し
て
お
り
、
最
も
多

く
残
る
の
は
中
部
地
方
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
ま
す
。
中
部
地
方
は
江
戸
時
代

に
は
富
士
山
や
浅
間
山
な
ど
火
山
の
噴
火

に
よ
る
被
害
が
多
く
あ
っ
た
場
所
な
の
で
、

火
の
雨
は
火
山
の
噴
火
を
さ
し
、
中
部
地

方
を
こ
の
伝
説
の
発
祥
と
し
、
そ
こ
か
ら

各
地
に
広
が
っ
て
い
く
中
で
、
そ
の
土
地

特
有
の
内
容
と
融
合
し
て
変
化
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

　美
作
地
域
で
は
、
近
隣
に
蒜
山
や
大
山

な
ど
か
つ
て
の
火
山
は
あ
る
も
の
の
、
こ

れ
ら
が
噴
火
し
た
の
は
古
墳
が
築
造
さ
れ

る
よ
り
も
は
る
か
昔
の
こ
と
で
す
の
で
、

美
作
地
方
で
噴
火
を
避
け
る
た
め
に
石
室

が
使
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
前
述
の
石
引
山
古
墳
の
伝
説
に
あ
る

「
天
明
の
飢
饉
の
時
に
…
」
は
、
ま
さ
に

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
浅
間
山
の
大

噴
火
を
さ
す
と
思
わ
れ
、
県
内
で
は
「
火

の
雨
塚
」
よ
り
も
「
火
の
釜
」
と
呼
ば
れ

る
古
墳
の
数
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
元
々
横
穴
式
石
室
の
古
墳

を
火
の
釜
と
よ
ん
で
い
た
美
作
地
域
に
、

江
戸
時
代
後
半
以
降
に
火
の
雨
伝
説
が
伝

わ
り
、
火
の
釜
の
呼
称
と
融
合
し
て
こ
の

地
の
伝
説
と
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
横
穴

式
石
室
を
「
火
」
に
関
連
さ
せ
る
美
作
地

域
で
は
、
火
の
雨
伝
説
は
比
較
的
受
け
容

れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　そ
れ
で
は
な
ぜ
横
穴
石
室
を「
火
の
釜
」

と
よ
ぶ
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
こ
の
呼
称
が

美
作
地
域
を
中
心
に
広
が
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
最
初
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
火
の

雨
伝
説
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
少
な
く
と
も
火
の
釜
の
呼

称
と
火
の
雨
伝
説
が
セ
ッ
ト
で
広
が
っ
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
ま
す
。
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