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一
　
弥
生
時
代
の
始
ま
り

弥
生
時
代
と
は
、
水
稲
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
耕
の
開
始
に
よ
り
、
集
団
作
業
に
よ
る
計
画
的
な
食
糧
の
確
保
と
と
も
に
、
長
期
に
わ
た
る

食
糧
保
存
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
人
々
の
定
住
生
活
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。　
　

弥
生
時
代
以
前
、
永
く
続
い
た
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
に
か
け
て
、
食
糧
の
確
保
は
自
然
の
植
物
、
果
実
な
ど
の
採
取
を
主
に
、
魚
介

類
や
狩
猟
に
よ
る
動
物
の
獲
得
に
よ
る
も
の
で
、
自
然
環
境
に
大
き
く
依
存
し
た
暮
ら
し
で
あ
っ
た
。

縄
文
時
代
に
は
中
部
山
岳
地
域
か
ら
関
東
、
東
北
地
域
な
ど
に
か
け
て
、
堅
果
類
や
貝
類
な
ど
豊
か
な
自
然
の
恵
み
を
受
け
、
ま
た「
縄
文

農
耕
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
植
物
栽
培
が
行
わ
れ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
す
る
集
落
が
形
成
さ
れ
た
地
域
が
あ
る
一
方
、
集
落
の
形
成
と
い

う
点
で
は
西
日
本
は
相
対
的
に
見
て
貧
弱
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
あ
る
自
然
環
境
に
差
が
見
ら
れ
る
が
、
玄
界
灘
周
辺
の
地
域

で
始
ま
っ
た
水
田
農
耕
の
開
始
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
々
の
暮
ら
し
と
地
域
の
様
相
を
根
本
か
ら
塗
り
替
え
る
も
の
と
な
っ
た
。

米
栽
培
に
は
水
稲
と
陸
稲
が
あ
り
、
そ
の
両
者
が
農
耕
の
開
始
時
期
に
共
存
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
を
遂
げ
て
行
く
。
灌
漑
工
事
が

難
し
い
山
間
部
や
斜
面
地
に
お
い
て
は
陸
稲
あ
る
い
は
ム
ギ
・
ソ
バ
を
含
む
雑
穀
が
栽
培
さ
れ
る
が
、
陸
稲
は
そ
の
生
産
性
と
と
も
に
連
作
障
害

を
引
き
起
こ
す
と
い
う
欠
陥
を
持
ち
、
ま
た
併
せ
て
縄
文
時
代
以
来
の
植
物
採
取
や
狩
猟
な
ど
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

一
方
、
水
稲
耕
作
は
主
に
低
湿
地
帯
と
そ
の
周
辺
部
に
始
ま
り
、
そ
れ
に
必
要
な
水
を
運
び
入
れ
る
水
路
の
造
成
工
事
な
ど
が
必
要
不
可
欠

で
あ
り
、
そ
の
た
め
集
団
に
よ
る
大
規
模
な
共
同
作
業
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
の
共
同
作
業
と
そ
の
集
団
形
成
こ
そ
が
、
弥
生
時
代
に
お
け
る

社
会
形
成
の
原
動
力
で
あ
り
、一
方
、
土
地
に
強
く
結
び
つ
い
た
農
耕
民
と
指
導
者
た
ち
の
出
現
を
促
し
た
。

第
一
節
　
弥
生
時
代
の
成
立
と
地
域
社
会

弥
生
時
代

第
三
章
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弥
生
時
代
は
、
縄
文
時
代
の
小
集
団
を
単
位
と
す
る
部
族
社
会
か
ら
、
稲
作
農
耕
に
よ
っ
て
定
住
化
が
進
み
、「
ク
ニ
」
と
呼
ば
れ
る
初
期
国

家
への
胎
動
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
後
の
古
墳
時
代
に
つ
な
が
る
国
家
形
成
ま
で
の
過
渡
期
に
当
た
る
。

弥
生
時
代
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
水
稲
耕
作
の
開
始
と
金
属
器
の
使
用
が
始
ま
っ
た
時
代
と
さ
れ
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
紀
元
前

三
世
紀
〜
紀
元
後
三
世
紀
の
お
お
よ
そ
六
〇
〇
年
間
と
永
く
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
十
年
代
に
福
岡
市
の
板
付
遺
跡
、
唐
津
市
の
菜

畑
遺
跡
で
、
今
か
ら
二
五
〇
〇
年
前
と
さ
れ
る
縄
文
時
代
晩
期
の
山
の
寺
式
土
器
（
長
崎
県
南
島
原
市
深
江
町
に
所
在
す
る
山
の
寺
遺
跡
か
ら

出
土
し
、
長
崎
県
地
域
を
中
心
と
し
て
縄
文
時
代
晩
期
の
標
識
と
な
る
土
器
）
と
と
も
に
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
縄
文
時
代
晩

期
と
さ
れ
て
き
た
山
の
寺
式
期
ま
で
弥
生
時
代
の
始
ま
り
が
遡
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
灌
漑
施
設
を
伴
っ
て
区
画
さ
れ
た
水
田

の
ほ
か
、
石
製
・
木
製
の
農
具
だ
け
で
な
く
、
ム
ギ
・
ア
ズ
キ
な
ど
の
栽
培
植
物
、
動
物
の
骨
な
ど
も
見
つ
か
り
、
水
稲
耕
作
と
と
も
に
畑
作
、

家
畜
な
ど
が
行
わ
れ
、
半
ば
完
成
さ
れ
た
水
田
農
耕
社
会
が
成
立
し
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
社
会
が
一
夕
に
し
て
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
定
の
期
間
と
多
く
の
指
導
者
た
ち
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
変
化
は
急
激
で
、
僅
か
の
間
で
北
海
道
を
除
く
日
本
列
島
各
地
に
水
稲
農
耕
が
広
が
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
大
陸
及

び
朝
鮮
半
島
か
ら
の
急
激
な
人
の
移
住
を
主
た
る
原
因
と
し
、
彼
ら
が
も
た
ら
し
た
水
稲
を
中
心
と
す
る
農
耕
技
術
の
日
本
へ
の
移
転
が
主
な

原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
は
野
生
種
が
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
稲
作
は
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
稲
作
の
伝
来
ル
ー
ト

に
つ
い
て
は
、
中
国
南
部
か
ら
南
西
諸
島
を
経
て
北
上
し
た
華
南
ル
ー
ト
、
中
国
南
部
か
ら
東
シ
ナ
海
を
越
え
て
直
接
伝
来
し
た
華
中
ル
ー
ト
、

そ
し
て
揚
子
江
下
流
域
か
ら
韓
半
島
を
経
て
南
下
し
た
華
北
ル
ー
ト
、
以
上
の
三
つ
が
主
な
ル
ー
ト
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
考
古
学
の
立
場
か
ら

は
、
イ
ネ
の
植
物
学
的
特
徴
や
水
稲
耕
作
に
必
要
な
石
器
類
、
鉄
器
類
、
土
器
類
の
特
徴
な
ど
か
ら
、
韓
半
島
か
ら
伝
来
し
た
こ
と
は
共
通

認
識
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
日
本
に
伝
来
し
た
の
か
を
巡
っ
て
は
変
遷
が
あ
っ
た
。
当
初
は
、
中
国
の
戦
国
時
代
の
燕
の

韓
半
島
進
出
に
よ
り
、
圧
迫
さ
れ
た
韓
半
島
の
移
民
が
日
本
に
移
住
し
た
、
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
半
島
で
の
調
査
事
例

の
増
加
や
、
九
州
北
部
で
の
韓
半
島
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
調
査
事
例
の
蓄
積
に
よ
り
、
韓
半
島
無
文
土
器
時
代
中
期
（
青
銅
器
時
代
後
期
）
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の
松
菊
里
文
化
の
影
響
が
日
本
に
及
ん
で
弥
生
時
代
が
始
ま
っ
た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
松
菊

里
文
化
に
は
水
稲
耕
作
を
示
す
証
拠
や
環
濠
集
落
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
韓
半
島
で
の
農

耕
社
会
の
成
立
と
発
展
に
よ
り
、
膨
張
し
た
人
口
の
一
部
が
北
部
九
州
に
移
住
し
、
水
稲
耕
作

技
術
及
び
そ
れ
と
関
連
す
る
道
具
、
土
木
技
術
、
価
値
観
な
ど
を
文
化
融
合
と
し
て
も
た
ら
し

た
こ
と
が
、
弥
生
時
代
開
始
の
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
近

学
会
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
る
Ａ
Ｍ
Ｓ
炭
素
十
四
年
代
測
定
に
よ
る
実
年
代
の
見
直
し
の
議
論
と
も
関

連
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
し
ば
ら
く
議
論
は
続
く
で
あ
ろ
う
。

一
方
、後
代
に
書
か
れ
た
魏
志
倭
人
伝
の
ル
ー
ト
と
い
わ
れ
る
対
馬
、壱
岐
に
は
、稲
作
が
伝
わ
っ

た
頃
の
朝
鮮
半
島
南
部
の
墓
制
と
し
て
知
ら
れ
る
支
石
墓（
写
真
３
─
１
、
図
３
─
１
）は
発
見
さ
れ
て
い

な
い
。
支
石
墓
は
五
島
列
島
の
最
北
に
あ
る
宇
久
島
に
存
在
し
、
特
に
西
北
九
州
に
多
く
分
布

す
る
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
半
島
南
部
及
び
済
州
島
か
ら
五
島
列
島
を
経
由
し
て
西
北
九
州
や
北
部

九
州
に
伝
播
し
広
が
っ
た
の
で
は
と
の
考
え
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
板
付
遺
跡
や
菜
畑
遺
跡
な

ど
で
は
支
石
墓
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
世
に
破
壊
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
朝
鮮
半
島
の
南
部
と
北
部
の
文
化
が
そ
も
そ
も
一
様
で
は

な
く
、
地
域
に
よ
って
墓
制
な
ど
に
違
い
が
あ
り
支
石
墓
に
限
定
し
て
文
化
伝
播
を
考
え
る
の
は

危
険
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
半
島
か
ら
の
文
化
伝
播
を
一
元
的
に
捉
え
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要

で
、
半
島
の
各
所
か
ら
の
伝
播
を
多
元
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
時
期
的
に
も
幅
を
持
っ
て
考

え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

更
に
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
弥
生
時
代
が
水
稲
農
耕
一
辺
倒
の
社
会
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
水
稲
農
耕
の
開
始
に
よ
り
、
村
の
単
位
は
大
き
く
な
り
、
灌
漑
事
業

写真3‐1　風観岳支石墓群F地点図3‐1　風観岳28号支石墓

203.5m

（図3－1、写真3－1　諫早市教育委員会　諫早市文化財調査報告書第19集より）
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な
ど
に
よ
っ
て
村
と
村
の
協
力
関
係
も
強
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
全
て
の
人
々
が
水
稲
農
耕
に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
水
が
引
け
な
い

場
所
で
は
畑
作
が
行
わ
れ
、
様
々
な
農
作
物
が
栽
培
さ
れ
る
一
方
、
堅
果
の
採
集
や
狩
猟
な
ど
、
前
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
食
糧
獲
得
も
行

わ
れ
た
。
ま
た
、
漁
業
を
中
心
に
生
計
を
立
て
る
者
、
土
器
作
り
な
ど
を
主
に
す
る
者
、
金
属
器
の
生
産
に
従
事
す
る
者
、
こ
の
ほ
か
流
通
に

関
わ
る
集
団
も
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
は
完
全
に
分
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
複
合
し
な
が
ら
存
在
し
た
と
考
え
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

弥
生
時
代
と
は
、水
稲
農
耕
を
中
心
と
す
る
食
糧
生
産
を
背
景
に
様
々
な
生
業
が
生
ま
れ
た
時
期
で
あ
り
、富
の
集
積
と
そ
の
再
配
分
を
巡
っ

て
身
分
の
格
差
が
生
じ
、
後
に
続
く
日
本
文
化
の
原
型
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
時
代
で
あ
る
。

特
に
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
長
崎
県
地
方
は
、
山
が
海
岸
近
く
ま
で
迫
り
、
水
田
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
平
地
は
限
ら
れ
て
お
り
、
陸
の
視
点

か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
生
産
力
の
乏
し
い
辺
境
の
地
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
海
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
交
易
・
交
流
を
中
心
に

生
き
て
き
た
こ
の
地
域
の
あ
り
方
が
複
数
の
遺
跡
の
様
相
か
ら
見
え
て
く
る
。

　二
　
弥
生
時
代
の
年
代
と
時
期
区
分

水
稲
農
耕
の
伝
わ
っ
た
年
代
は
、
こ
れ
ま
で
土
器
型
式
か
ら
今
か
ら
二
五
〇
〇
年
前
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
が
行
っ
た
当
該
時
期
の
土
器
に
付
着
し
た
炭
化
物
の
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
で
は
、
更
に
古
い
紀
元
前
十
世
紀
と
の
結
果
も
出
て
お
り
、

弥
生
時
代
の
始
ま
り
の
実
年
代
が
議
論
に
な
っ
て
い
る
。

従
来
の
年
代
観
は
、
出
土
す
る
土
器
型
式
を
規
準
と
し
た
も
の
で
相
対
的
な
年
代
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
放
射
性
炭
素
に
よ
る
年
代
は
絶

対
年
代
で
あ
る
。
年
代
の
一
致
に
は
、
ま
だ
相
当
の
時
間
が
か
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
異
な
る
年
代
観
を
基
に
、
中
国
の
ど
の
王
朝
の
時
に

日
本
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
が
起
き
た
の
か
を
言
及
す
る
に
は
、
な
お
尚
早
の
観
が
あ
る
の
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
縄
文
時
代
晩
期
の
山
の
寺

式
期
か
ら
弥
生
早
期
と
捉
え
、
そ
の
始
ま
り
は
板
付
遺
跡
や
菜
畑
遺
跡
で
示
さ
れ
て
い
る
二
五
〇
〇
年
前
頃
と
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
後
、
こ

れ
ま
で
弥
生
時
代
の
時
期
区
分
と
さ
れ
て
き
た
前
期
、
中
期
、
後
期
を
加
え
た
四
つ
の
時
期
に
区
分
し
、
各
時
期
の
特
徴
は
後
述
す
る
。
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三
　
初
期
農
耕
と
環
大
村
湾
地
域

大
村
湾
岸
一
帯
の
弥
生
時
代
遺
跡
が
注
目

さ
れ
始
め
た
の
は
、
大
村
市
の
黒
丸
遺
跡
で

昭
和
五
十
二
年
以
降
に
本
格
的
な
調
査
が
始

ま
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
遺
跡
の
広
が
る
黒
丸
町
、

沖
田
町
一
帯
は
郡
川
河
口
左
岸
の
低
湿
地
帯

を
取
り
囲
む
よ
う
に
広
が
り
、
大
村
湾
沿
岸

最
大
の
水
田
地
帯
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
に
よ

り
縄
文
時
代
晩
期
黒
川
期
の
甕
棺
墓
が
発
見

さ
れ
る
と
と
も
に
、一
般
に
根
菜
類
の
採
取
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
土
掘
り
具
と
し
て
の
扁
平
打
製
石
斧
が
大
量
に
発
見
さ
れ
た（
１
）。

そ
の
後
の
調
査
で
、
縄
文
時
代
晩
期
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
早
期
の
過
渡
期
に
か
け
て
の
遺
物
と
と
も
に
、
湿
地
帯
で
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
木
製
の
運
搬
具（
写
真
３
─
２
）
が
出
土
し
、
更
に
弥
生
時
代
早
期
に
遡
る
可
能
性
を
持
つ
擦
切
り
技
法
に
よ
っ
て
穴
の
開
け
ら
れ
た
石
包
丁
な
ど

大
陸
系
磨
製
石
器（
写
真
３
─
３
）の
出
土
に
よ
り
、
初
期
農
耕
地
と
し
て
の
先
進
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
遺
跡
は
範
囲
確
認
の
た
め
の
調

査
や
開
発
に
伴
う
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
弥
生
時
代
の
早
期
か
ら
終
末
ま
で
の
遺
物
が
出
土
し
、
こ
の
地
域
一
帯
で
最
も
注
目
さ
れ
る

遺
跡
で
あ
る
。

ま
た
大
村
市
と
諫
早
市
の
境
の
山
間
地
に
あ
る
弥
生
時
代
早
期
の
風
観
岳
支
石
墓
群
は
、
朝
鮮
半
島
南
部
地
域
の
影
響
を
強
く
受
け
た
墓

制
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
集
落
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
付
近
に
は
水
田
を
営
め
る
場
所
は
な
く
、
陸
稲
な
ど
畑
作
を

中
心
と
し
た
集
団
の
墓
地
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
村
湾
を
取
り
巻
く
地
域
は
、
大
陸
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
初
期
農
耕
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
遺
跡

が
存
在
す
る
。

写真3‐3　大陸系磨製石器　黒丸遺
跡出土擦切り石包丁

写真3‐2　黒丸遺跡出土舟状木製品

（写真3－2・3　大村市教育委員会
大村市文化財調査書第20集より）
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四
　
水
上
交
通
の
発
達
と
文
化
伝
播

大
村
湾
沿
岸
及
び
長
崎
県
地
方
の
文
化
と
そ
の
伝
播
を
考
え
る
時
、
水
上
交
通
の
発
達
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を

明
確
に
示
し
た
の
が
富
の
原
遺
跡
で
あ
る
。
海
岸
部
近
く
に
成
立
し
た
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
中
期
初
頭
か
ら
形
成
さ
れ
始
め
、
後
期
前
半
期

ま
で
続
く
大
集
落
で
、
集
落
の
周
り
に
環
濠
を
巡
ら
せ
た
環
濠
集
落
で
も
あ
る
。

特
に
、
石
棺
墓
と
甕
棺
墓
と
い
う
異
な
る
墓
制
が
共
存
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
北
部
九
州
で
製
作
さ
れ
持
ち
込

ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
珍
し
い
鉄て

っ
か戈

や
鉄
剣
が
、
北
部
九
州
系
の
成
人
甕
棺
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
こ
の
地
域
で
は
特
異
な
集
落
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。
土
器
に
関
し
て
も
、
環
有
明
海
地
域
の
土
器
に
類
縁
が
求
め
ら
れ
る
在
地
系
の
特
徴
を
持
つ
台
付
甕
土
器
群
と
、
北
部
九

州
系
の
須す

く玖
式
と
呼
ば
れ
る
平
底
形
土
器
群
、
更
に
は
玄
界
灘
沿
岸
の
糸
島
市
を
中
心
と
す
る
糸
島
型
と
呼
ば
れ
る
祭さ

い

祀し

用よ
う

丹に

塗ぬ
り

土
器
が
共

伴
す
る
な
ど
、
遠
隔
地
と
の
頻
繁
な
交
易
・
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
特
に
、
三
本
の
鉄
戈
と
一
本
の
鉄
剣
の
出
土
は
、
北
部

九
州
の
遺
跡
で
も
こ
れ
だ
け
の
数
が
一
ヵ
所
で
出
土
し
た
例
は
な
く
、
遺
跡
の
成
立
背
景
に
は
北
部
九
州
地
域
の
ク
ニ
と
の
密
接
な
関
係
を
思
わ

せ
る
。　
　
　

そ
の
遺
跡
が
後
期
前
半
を
境
に
忽
然
と
し
て
姿
を
失
く
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
ま
た
、
遺
跡
の
成
立
背
景
の
特
殊
性
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
、
大
村
湾
一
円
が
縄
文
時
代
の
末
期
か
ら
弥
生
時
代
早
期
に
大
陸
文
化
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
、
そ
の
後
北
部
九
州
地
域
と
密

接
な
関
係
を
築
き
つつ
発
展
し
て
い
く
集
落
も
生
ま
れ
た
状
況
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
支
え
た
の
は
水
上
交
通
で
あ
り
、
様
々
な

地
域
の
文
化
が
行
き
交
う
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
と
し
て
の
大
村
湾
地
域
の
性
格
が
浮
か
び
上
が
る
。

以
下
で
は
、
大
村
湾
一
円
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
佐
世
保
市
を
中
心
と
し
て
北
部
九
州
文
化
圏
に
係
る
遺
跡
、
更
に
諫
早
市
、
島
原
半
島
を
中

心
と
し
て
環
有
明
海
文
化
圏
に
係
る
遺
跡
を
視
野
に
お
い
て
、
大
村
地
方
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
変
遷
を
見
て
い
き
た
い
。

註（
１
）　

黒
丸
遺
跡
調
査
会『
黒
丸
遺
跡
』長
崎
県
大
村
市
黒
丸
町
所
在
黒
丸
遺
跡
の
調
査
報
告　
一九
八
〇　
　

都
市
下
水
路
工
事
中
に
、
田
中
正
央
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
大
村
市
で
は
初
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
と
な
っ
た
。
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時
代
ご
と
の
解
説
の
前
提
と
し
て
、
主
要
遺
跡
の
内
容
と
そ
の
様
子

に
つい
て
触
れ
て
お
こ
う
。（
写
真
３
─
４
）

一
　
大
村
湾
沿
岸
地
域
の
遺
跡

■
一
．
黒
丸
遺
跡（
弥
生
早
期
〜
終
末
）

遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
十
二
年
で
、
大
村
扇
状
地
地
形
の

調
査
中
で
あ
っ
た
田
中
正
央
（
日
本
大
学
農
獣
医
学
科
講
師
・
当
時
）

が
、
下
水
道
工
事
現
場
の
断
面
で
先
史
時
代
遺
物
を
発
見
さ
れ
た
の
が

契
機
と
な
り
、
以
来
、
開
発
に
伴
う
も
の
や
範
囲
確
認
の
た
め
の
調
査

が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

従
来
、
こ
の
地
域
に
は「
九
ノ
坪
」「
蔵
ノ
町
」な
ど
の
小
字
地
名
が

残
り
、
田
及
び
道
に
よ
る
整
然
と
し
た
形
の
区
画
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
古
代
〜
中
世
の
条
里
跡
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て

い
た（
１
）。

遺
跡
は
郡

こ
お
り

川が
わ

河
口
近
く
左
岸
の
低
湿
地
帯
を
取
り
巻
く
よ
う
に
広

が
っ
て
い
る
。
縄
文
時
代
晩
期
終
末
の
黒
川
期
か
ら
本
格
的
な
定
着
が

始
ま
る
よ
う
で
、
続
く
弥
生
時
代
早
期
か
ら
古
墳
時
代
、
中
世
、
近

世
ま
で
続
く
大
村
湾
岸
最
大
の
拠
点
集
落
で
あ
る
。

第
二
節
　
環
大
村
湾
を
取
り
巻
く
一
帯
の
主
要
遺
跡

写真3‐4　大村湾周辺の主要弥生時代遺跡

❶

❷
❸

❹

❽
❾

11

12

13

1410

❺
❻ ❼大

村
湾

有
明
海

筑紫平野

❶四反田遺跡
❷門前遺跡
❸宮の本遺跡
❹白井川遺跡
❺黒丸遺跡
❻稗田遺跡
❼冷泉遺跡
❽富の原遺跡
❾岩名遺跡
❿風観岳支石墓群
⓫化屋大島遺跡
⓬立石（諫早農業高校）遺跡
⓭林の辻遺跡
⓮景華園遺跡
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こ
の
時
代
の
特
徴
的
な
遺
物
と
し
て
、
土
掘
り
具
と
考
え
ら
れ
る
扁
平

打
製
石
斧
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
石
材
は
こ
の
地
域
で
産
出
す
る
比

較
的
柔
ら
か
い
安
山
岩
を
使
用
し
、
そ
の
多
く
が
折
れ
た
状
態
で
出
土

す
る
。
刃
先
に
付
い
た
使
用
痕
は
刃
の
両
側
に
付
き
、
対
象
物
に
対
し
て

直
角
に
近
い
形
で
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
棒
の
先
に
石
斧
を
取
り
付
け
、

土
を
起
こ
す
た
め
の
土
掘
り
具
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
黒
曜
石
や

良
質
で
硬
い
安
山
岩
を
素
材
と
し
た
石せ

き
ぞ
く鏃

な
ど
の
石
器
や
、
大
村
市
対
岸

の
西
彼
杵
半
島
で
産
出
さ
れ
る
結
晶
片
岩
を
利
用
し
た
漁
具
と
し
て
の

石せ
き
す
い錘

が
多
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
初
期
農
耕
の
可
能
性
と
と
も
に
舟
を

利
用
し
た
往
来
と
漁
労
、
ま
た
狩
猟
・
採
取
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る（
写
真
３
─
５
、
図
３
─
２
）。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
遺
物
に
舟
状
木
製
品
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
出
土
地
点
は
河
口
に
近
い
低
湿
地
帯
で
、
そ
の
大
き
さ
と
形
態
か
ら

低
湿
地
で
人
の
移
動
と
物
の
運
搬
に
使
用
す
る
潟
ス
キ
ー
の
よ
う
な
機
能

を
持
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
内
で
は
類
例
の
出
土
が
な

い
。
周
辺
か
ら
出
土
す
る
土
器
は
縄
文
時
代
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
早
期

の
過
渡
期
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
初
期
水
稲
耕
作
に
関
連
す
る
遺
物
で

あ
る
可
能
性
を
捨
て
切
れ
ず
、
今
後
の
類
例
の
増
加
を
待
ち
た
い
。

遺
跡
の
低
湿
地
部
で
は
、
小
河
川
流
域
か
ら
は
弥
生
時
代
早
期
の
ド
ン

グ
リ
の
貯
蔵
穴
が
六
二
基
発
見
さ
れ
、
こ
れ
だ
け
の
数
が
一
ヵ
所
で
発
見
さ

写真3‐5　大村扇状地と主要弥生時代遺跡

黒丸遺跡

郡川

佐奈川内川

富の原遺跡

岩名遺跡

川畑遺跡

冷泉遺跡

竹松遺跡

稗田遺跡
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図3‐2　黒丸遺跡出土縄文晩期〜弥生早期の土器と石器 （黒丸遺跡調査会『黒丸遺跡』より）
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写真3‐6　空から見た黒丸遺跡のドングリ貯蔵穴群

図3‐3　黒丸遺跡出土ドングリ貯蔵穴

1.0m
1.0m 1.0m

1.0m

小
河
川

1.0m1.0m1.0m
1.0m

1.0m0

（長崎県教育委員会提供）

（長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第132集より）
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れ
た
の
は
全
国
的
に
例
を
見
な
い（
写
真
３
─
６
、
図
３
─
３
）。

こ
の
よ
う
に
、
黒
丸
遺
跡
は
水
稲
耕
作
の
始
ま
る
初
期
の
遺
跡
と
し
て
、

極
め
て
重
要
な
情
報
を
有
し
て
い
る
。

更
に
、
弥
生
時
代
早
期
か
ら
前
期
後
半
期
と
、
発
掘
状
況
か
ら
少
々

時
間
幅
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
大
陸
系
磨
製
石
器
の
石
包
丁
と
抉
り

の
あ
る
柱
状
石
斧
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
石
包
丁
は
擦
切
り
技
法
と
い
う

国
内
で
は
珍
し
い
穴
の
開
け
方
で
、
同
様
の
も
の
は
朝
鮮
半
島
で
多
く
見

ら
れ
る
。
佐
賀
県
唐
津
市
の
菜
畑
遺
跡
や
長
崎
県
南
島
原
市
の
原
山
遺

跡
な
ど
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
。

水
田
に
関
連
し
そ
う
な
遺
構
と
し
て
は
、
弥
生
中

期
の
矢
板
列
が
発
見
さ
れ
（
写
真
３
─
７
）、
水
田
農
耕
に

関
連
す
る
施
設
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
竪た

て
ぎ
ね杵

、

鋤す
き（

写
真
３
─
８
、
写
真
３
─
９
）、
膝
柄（
写
真
３
─
10
）、
弓
、
ヤ

ス
の
ほ
か
丸
木
舟
の
舟
形
模
型
が
出
土
し
て
い
る
。
農

耕
に
関
す
る
木
製
品
の
ほ
か
、
舟
形
模
型
は
河
海
に

対
す
る
祭
祀
具
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
弥
生
早
期
、
前
期
の
水
田
遺
構
の
発

見
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
初
期
の
水
稲
農
耕
の
実
態
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
今
後
の
調
査
の
行
方
が

期
待
さ
れ
る
。

写真3‐9　鋤先出土状況

写真3‐10　膝柄出土状況

写真3‐7　黒丸遺跡沖田地区矢板列

写真3‐8　鋤柄出土状況
（写真3－7〜10  大村市教育委員会大村市文化財調査報告書第25集より）
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■
二
．
富
の
原
遺
跡（
大
村
市
富
の
原
二
丁
目
一
帯　

弥
生
時
代
中
期
初
頭
〜
後
期
前
半
）（
２
）

昭
和
五
十
五
年（
一
九
八
〇
）に
弥
生
時
代
中
期
末
の
成
人
甕
棺
墓
が
工
事
中
に
偶
然
発
見
さ
れ
、中
か
ら
副
葬
品
と
し
て
鉄て

っ

戈か

が
出
土
し
た
。

従
来
、
こ
の
一
帯
は
長
崎
県
遺
跡
地
図
で
「
飛
行
場
古
墳
群
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）に
設
置
さ
れ
、
昭
和
十
二
年

に
大
拡
張
さ
れ
た
海
軍
航
空
隊
の
建
設
で
す
べ
て
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
古
老
の
話
を
総
合
す
る
と
建
設
時
に
出
て
き
た
の
は
弥
生

時
代
の
石
棺
墓
で
、
古
墳
時
代
の
高
塚
古
墳
で
は
な
か
っ
た
。

遺
跡
周
辺
は
扇
状
地
の
末
端
で
、
扇
状
地
の
特
性
と
し
て
地
下
に
は
郡
川
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
円
礫
層
が
厚
く
堆
積
し
、
そ
の
た
め
水

が
し
み
こ
み
易
く
、
周
辺
に
は
表
面
を
流
れ
る
川
が
な
い
。
海
岸
部
近
く
の
湧
水
を
使
っ
て
僅
か
に
水
田
が
営
ま
れ
る
程
度
で
あ
る
。
航
空
隊

建
設
以
前
は
海
岸
部
の
水
田
周
辺
に
小
集
落
が
あ
り
小
さ
な
港
が
あ
っ
た
。

鉄
製
武
器
の
出
土

鉄
戈
は
、
そ
の
出
土
分
布
を
見
る
と
、
弥
生
文
化
の
先
進
地
帯
で
あ
る
北
部
九

州
文
化
圏
の
福
岡
県
、
佐
賀
県
に
集
中
し
一
三
例
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
長
崎
県

本
土
部
で
の
発
見
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
鉄
戈
は
武
器
と
し
て
よ
り
権
力
者
の
象

徴
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
北
部
九
州
と
深
いつ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
た（
写
真
３
─
11
、
図
３
─
４
）。

昭
和
五
十
六
年
か
ら
昭
和
六
十
一
年
に
か
け
て
、
大
村
市
が
調
査
委
員
会
を
組

織
し
て
遺
跡
の
範
囲
確
認
調
査
を
実
施
し
、
弥
生
時
代
の
大
き
な
墓
地
群
が
二
ヵ

所
発
見
さ
れ
、
結
果
と
し
て
双
方
の
墓
地
か
ら
合
わ
せ
て
鉄
戈
三
本
、
鉄
剣
一
本

が
成
人
甕
棺
墓
の
副
葬
品
と
し
て
出
土
し
た
（
写
真
３
─
12
）。
北
部
九
州
の
大
遺
跡

で
も
、
鉄
戈
、
鉄
剣
合
わ
せ
て
四
本
出
土
し
た
事
例
は
な
く
、
富
の
原
遺
跡
の
集

落
と
し
て
の
特
殊
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
甕
棺
墓
の
周
囲
に
は
多
く
の
石
棺

写真3‐11　富の原遺跡出土鉄戈・鉄剣
（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）
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295㎜

317㎜

321㎜

306㎜

320㎜

410㎜

22㎜ 23㎜

34㎜

32㎜

37㎜

37㎜

43㎜ 38㎜

30
㎜

11
4㎜

11
2.
5㎜

15
2㎜

12
9㎜

18
1㎜

5㎜

5㎜

3㎜

4㎜ 5㎜
56.5㎜

6㎜

5㎜

図3‐4　富の原遺跡出土鉄戈・鉄剣 （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）
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墓
が
分
布
し
、
調
査
当
初
か
ら
甕
棺
墓
と
の
共
存
関
係
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。

二
つ
の
墓
域
と
異
な
る
墓
制
の
共
存（
石
棺
墓
と
甕
棺
墓
）

北
部
九
州
で
は
、
異
な
る
形
態
の
墓
地
が
集
団
内
で
は
共
存
す
る
こ
と
は
な
い
と

さ
れ
て
お
り
、
当
初
、
調
査
指
導
委
員
会
で
は
石
棺
の
長
さ
が
一
㍍
前
後
と
短
く
、

そ
の
形
態
か
ら
弥
生
時
代
早
期
の
支
石
墓
下
部
の
石
棺
と
考
え
ら
れ
た
。
長
崎
県

地
方
で
は
、
弥
生
時
代
の
石
棺
墓
の
存
在
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
小

児
甕
棺
墓
が
共
存
す
る
事
例
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
成
人
甕
棺
墓
が
共
存
す
る
事

例
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
異
な
る
墓
制
は
共
存
し
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
調
査
で
は
成
人
甕
棺
墓
と
石
棺
墓
に
明
ら
か
な
切
り
合
い
関
係
が
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
墓
地
に
は
何
ら
か
の
地
上
標
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
た
。
ま

た
周
辺
か
ら
は
弥
生
時
代
早
期
の
遺
物
が
出
土
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
地
の
分
布

範
囲
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
共
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
っ
た
。
平
成
四
年
の
調
査
で
、
石
棺
墓
の
中
か
ら
供

献
さ
れ
た
弥
生
土
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
共
存
関
係
が
確
か
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
そ
の
特
異
な
あ
り
方
が
学
会
で
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

（
３
）。ま

た
、
甕
棺
墓
の
中
に
は
表
面
を
黒
く
塗
っ
た
「
黒
塗
り
の
甕
棺
」
が
あ
り
注

目
さ
れ
る
（
写
真
３
─
13
）。
す
べ
て
の
甕
棺
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
副

葬
品
を
持
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
あ
る
の
か
分
か
ら

な
い
が
、
佐
賀
県
の
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で
は
階
層
の
差
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ

て
い
る
。
甕
棺
を
黒
く
塗
る
風
習
は
、
既
に
福
岡
県
や
佐
賀
県
の
遺
跡
で
認
め
ら

写真3‐13　黒塗り甕棺

写真3‐12　K-20人骨と鉄剣
（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）

（大村市教育委員会
大村市文化財調査報告書第12集より）
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れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
が
富
の
原
遺
跡
で
も
認

め
ら
れ
る
こ
と
は
、
常
に
北
部
九
州
の
情
報
が
伝

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

墓
地
の
構
造
に
関
し
て
は
、
特
に
Ａ
地
点
と
し

た
墓
地
で
は
、「
数
基
か
ら
一
〇
基
を
超
え
な
い
程

度
の
墓
地
の
集
中
」
が
明
ら
か
に
な
り
、
類
縁
関
係

を
持
つ
単
位
集
団
の
墓
地
形
成
が
見
ら
れ
る
と
考

え
ら
れ
た
（
図
３
─
５
）。
し
か
し
、
そ
の
後
Ｂ
地
点
墓

地
の
二
〇
号
成
人
甕
棺
墓
か
ら
成
人
男
性
一
、
成

人
女
性
二
体
分
の
人
骨
が
出
土
し
、
調
査
を
行
っ

た
長
崎
大
学
解
剖
学
第
二
教
室
の
松
下
孝
幸
助
教

授
（
当
時
）
等
に
よ
れ
ば
、
三
体
の
合
葬
は
物
理
的

に
不
可
能
と
い
わ
れ
、
改
葬
、
追
葬
の
い
ず
れ
か

が
考
え
ら
れ
た
。
甕
棺
墓
で
二
体
以
上
の
人
骨
が

見
つ
か
っ
た
事
例
は
唐
津
市
の
大
友
遺
跡
に
も
あ

り
、
富
の
原
遺
跡
の
葬
送
に
お
い
て
も
存
在
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
棺
一
葬
と
い
う
既
成
の
概
念
が
崩

れ
、
対
馬･

壱
岐
を
除
く
長
崎
県
地
域
の
墓
制
研

究
そ
の
も
の
の
再
検
討
を
迫
る
こ
と
と
な
っ
た
。

Ａ
地
点
墓
地
は
中
期
末
〜
後
期
初
頭
で
存
続
期

S12

S11

S10

S13

K9

S9

S6
S7
S8

S5

S4

S3

S2

K7
K4

K3

K5
K8

K6

第１祭祀遺構

図3‐5　富の原遺跡A地点墓地と祭祀遺構 （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）
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間
は
短
く
、
Ｂ
地
点
墓
地
は
中
期
初
頭
か
ら
後
期
前

半
と
長
く
、存
続
期
間
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、Ａ
、

Ｂ
両
地
点
以
外
に
も
小
規
模
な
墓
地
群
が
見
つ
か
っ
て

お
り
、
今
後
の
精
査
が
望
ま
れ
て
い
る
。

祭
祀
遺
構

Ａ
地
点
墓
地
で
は
、
祭
祀
遺
構
の
存
在
が
注
目
さ

れ
る
（
写
真
３
─
14
）。
遺
構
の
内
容
に
は
Ａ
地
点
墓
地
と

Ｂ
地
点
墓
地
で
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
出
土
す
る
土
器

型
式
か
ら
時
期
的
に
は
ほ
ぼ
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
違
い
が
何
に
よ
る
も
の
か
は
今
後
の
検
証
が
待
た

れ
る
が
、
Ａ
地
点
墓
地
で
は
地
面
を
浅
く
掘
り
、
そ

の
中
に
円
礫
と
破
砕
さ
れ
た
丹
塗
土
器
が
投
げ
込
ま

れ
て
い
る（
写
真
３
─
15
）。

注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
Ａ
地
点
墓
地
で
は
複
数

の
祭
祀
土
壙
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
続
い
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た（
写
真
３
─
16
、
３
─
17
）。

恐
ら
く
複
数
回
の
行
為
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
も
の

で
、
墓
道
と
関
係
が
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
こ
ま
で
続
い

て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
集
団
の
中
で
の
祭
祀

の
場
所
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

写真3‐14　富の原遺跡A地点墓地祭祀遺構写真3‐16　A地点墓地石棺墓と甕棺墓

写真3‐15　A地点墓地甕棺墓と石棺墓写真3‐17　A地点墓地石棺墓主体部
（写真3－14 〜 17　大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）
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Ｂ
地
点
墓
地
二
〇
号
甕
棺
墓
で
は
、
墓
壙
の
上
面
に
破
砕
さ
れ
た
祭
祀
土
器
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
遺
構
と
し
て
は
、
諫
早
市
林
の

辻
遺
跡
で
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
角
礫
が
使
わ
れ
て
い
る
。
祭
祀
の
上
で
、
石
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

環
濠
集
落

ま
た
、数
本
の
環
濠
が
巡
ら
さ
れ
た
環
濠
集
落
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
（
写
真
３
─
18
）。
造
ら
れ
機
能
を
果
た
し
た
の
は
、弥
生
中
期
中
頃

以
前
か
ら
中
期
後
半
期
で
、
数
条
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
遺
跡
が
広
大
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
全
容
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
長
崎
県
内
で
は
島
原
半

島
に
あ
る
十
園
遺
跡
な
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
、西
北
九
州
で
は
数
少
な
い
環
濠

集
落
の
一
つ
で
あ
る
。

環
濠
は
集
落
の
周
り
に
掘
ら
れ
、
敵
か
ら
の
防
御
の
た
め
、
あ
る
い
は
集
落

の
内
と
外
を
区
画
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
環
濠
を
持
つ
集

落
は
地
域
の
拠
点
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
複
数
の
鉄
戈
の
存
在
か
ら
、
北

部
九
州
地
域
と
強
い
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
図
３
─
６
）。

集
落
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
中
期
末
〜
後
期
初
頭
の
竪
穴
式
住
居
跡
数

基（
写
真
３
─
19
、
３
─
20
）
と
、
弥
生
中
期
の
掘
立
柱
の
建
物
群
が
確
認
さ
れ
て
い

る（
写
真
３
─
21
）。
竪
穴
式
住
居
は
数
十
㌢
㍍
の
深
さ
を
持
つ
の
が
一
般
的
だ
が
、

遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
も
の
は
確
認
面
か
ら
五
㌢
㍍
内
外
の
浅
さ
で
、
確
認
で

き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
墓
地
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
、
畑
の
耕
作

土
を
二
〇
㌢
㍍
ほ
ど
剥
ぐ
と
す
ぐ
に
検
出
さ
れ
る
。
甕
棺
墓
の
多
く
は
上
部

が
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
石
棺
墓
も
同
じ
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら

写真3‐18　富の原遺跡B地点墓地と環濠 （大村市教育委員会提供）
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B地点墓地

環濠環濠

環濠

環濠

建物分布域竪穴住居跡

A地点墓地

B地点墓地

環濠環濠

環濠

環濠

建物分布域

建物分布域建物分布域

竪穴住居跡

A地点墓地

図3‐6　富の原遺跡の集落・環濠・墓地
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く
海
軍
航
空
隊
建
設
で
数
十
㌢

㍍
の
土
が
削
り
取
ら
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
竪
穴
式

住
居
跡
は
既
に
削
平
さ
れ
た
も

の
が
多
く
存
在
す
る
も
の
と
思

わ
れ
、
今
後
の
調
査
で
は
そ
の

柱
穴
跡
の
確
認
が
重
要
と
な
ろ

う
。そ

の
後
に
行
わ
れ
た
調
査
結

果
と
合
わ
せ
て
総
合
的
に
判
断

す
る
と
、
富
の
原
遺
跡
は
弥
生

時
代
中
期
初
頭
か
ら
集
落
形
成

が
始
ま
り
、
そ
の
時
か
ら
既
に

北
部
九
州
地
域
と
の
活
発
な
交

流
が
あ
っ
た
。
ま
た
中
期
中
頃

に
環
濠
が
掘
ら
れ
、
集
落
と
し

て
は
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
に

鉄
戈
・
鉄
剣
を
所
有
す
る
時
期
を
迎
え
、後
期
前
半
に
何
ら
か
の
理
由
で
消
滅
す
る
大
集
落
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

写真3‐20　富の原遺跡2号住居跡

写真3‐21　富の原遺跡掘立柱建物群

写真3‐19　富の原遺跡1号住居跡
（写真3－19・20　大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）

（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第21集より）
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■
三
．
岩
名
遺
跡（
大
村
市
今
富
町　

弥
生
時
代
後
期
）（
４
）

郡
川
と
佐
奈
河
内
川
の
支
流
で
あ
る
野
田
川
に
挟
ま
れ
た
段
丘
上
に
、
後
期
前
半

の
成
人
甕
棺
墓
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
調
査
で
、
同
じ
く
後
期
前
半
の
小
児
甕

棺
墓
が
出
土
し
た
が
、生
活
跡
を
思
わ
せ
る
同
時
期
の
遺
構
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い（
図

３
─
７
）。

周
辺
に
は
、
弥
生
時
代
終
末
期
の
冷
泉
遺
跡
や
、
古
墳
時
代
に
入
っ
て
四
世
紀
末

〜
五
世
紀
初
め
頃
の
首
長
墓
で
あ
る
黄
金
山
古
墳
な
ど
が
あ
り
、
大
村
平
野
に
お
け

る
中
心
的
な
一
角
を
占
め
て
い
る
。
周
辺
に
は
水
田
地
帯
が
広
が
り
、
河
岸
段
丘
上

で
あ
る
た
め
水
害
の
危
険
性
は
少
な
い
と
思
わ
れ
、
小
集
落
を
営
む
絶
好
の
場
所
と

な
って
い
る
。
消
滅
し
た
富
の
原
遺
跡
に
後
続
す
る
も
の
で
、
北
部
九
州
地
域
の
墓
制

の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

■
四
．
冷
泉
遺
跡（
大
村
市
今
富
町　

弥
生
時
代
後
期
終
末
）（
５
）

郡
川
中
流
の
右
岸
の
平
地
で
、
周
辺
に
は
竹
松
遺
跡
、
岩
名
遺
跡
、
黄
金
山
古

墳
な
ど
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
多
く
の
遺
跡
が
点
在
す
る
。

冷
泉
と
い
う
地
名
は
中
世
に
存
在
し
た
冷
泉
寺
と
い
う
寺
の
名
か
ら
来
て
い
る
。
周
辺
一
帯
に
は
中
世
の
寺
院
群
が
多
く
所
在
し
、
ま
た
中

世
大
村
家
の
居
城
と
い
わ
れ
る
今
富
城
が
あ
る
な
ど
、
原
始
・
古
代
・
中
世
に
お
け
る
大
村
の
中
心
的
な
場
所
で
あ
る
。

遺
跡
確
認
調
査
で
、
円
形
竪
穴
式
住
居
跡
一
基
と
方
形
竪
穴
式
住
居
跡
五
基
が
出
土
し
た
。
ま
た
石
棺
墓
三
基
、
配
石
墓
三
基
が
出
土
し

て
い
る
。
六
号
住
居
跡
か
ら
は
床
面
か
ら
多
く
の
遺
物
が
良
好
な
状
態
で
出
土
し
、
報
告
書
で
は
「
古
式
土
師
器
を
伴
う
土
器
群
の
最
古
段
階

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
」と
し
、
弥
生
時
代
終
末
か
ら
古
墳
時
代
初
頭
の
遺
跡
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
次
章
で
詳
し
く
触
れ
る
。

石
棺
墓
は
長
軸
が
一
八
〇
㌢
㍍
を
超
え
る
も
の
が
あ
り
、
伸
展
葬
に
よ
る
石
棺
墓
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
配
石
墓
の
主
体
は
木
棺
で
、
木
棺

図3‐7　岩名遺跡出土甕棺
（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）

0

30㎝
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図3‐8　冷泉遺跡6号住居跡出土土器（上）、5号配石墓（右下）、3号石棺墓及び出土鏡・刀子（左下）
（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）

鉄鏃

鏡
片

管
玉

素
環
頭
刀
子

鉄鏃

鉄鏃

赤色顔料
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配
石
墓
と
い
っ
た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
時

期
的
に
は
同
時
期
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
今
後
の
類
例
の
増
加
が
待
た
れ
る
。

三
号
石
棺
墓
付
近
か
ら
は
破
鏡
と
考
え
ら
れ
る

舶
載
鏡
片
が
出
土
し
て
お
り
、
拠
点
的
な
集
落
と

考
え
ら
れ
る(

図
３
─
８)

。

■
五
．
白
井
川
遺
跡（
東
彼
杵
町
）（
６
）　

遺
跡
は
彼
杵
川
下
流
域
の
水
田
地
帯
で
、
大
村

湾
を
間
近
に
臨
む
標
高
約
四
〜
七
㍍
の
低
地
に
広

が
っ
て
い
る
。
海
岸
近
く
に
は
、
五
世
紀
前
半
期
の

築
造
と
さ
れ
る
大
村
湾
沿
岸
地
域
で
は
最
大
の
ひ

さ
ご
塚
古
墳
を
中
心
に
、
一
帯
に
は
数
多
く
の
古

墳
群
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
世

の
輸
入
陶
磁
器
も
数
多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

海
上
交
通
に
よ
る
拠
点
的
な
遺
跡
と
い
う
性
格
が

見
ら
れ
る
。
黒
丸
遺
跡
と
同
じ
よ
う
に
、
縄
文
時

代
晩
期
の
土
器
と
と
も
に
多
く
の
扁
平
打
製
石
斧

や
黒
曜
石
製
の
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。

遺
跡
か
ら
は
、
弥
生
時
代
の
箱
式
石
棺
墓
、
石

蓋
土
壙
墓
、
甕
棺
墓
及
び
竪
穴
式
住
居
跡
が
検
出

0

0

1ｍ

2号

22号

15号

1ｍ

20㎝

0

図3‐9　白井川遺跡出土石棺墓（左上）・石蓋土壙墓（左下）・甕棺墓と甕棺
（東彼杵町教育委員会　東彼杵町文化財調査報告書第4集より）
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さ
れ
て
い
る
。
甕
棺
は
後
期
初
頭
の
特
徴
を
持
ち
、

ま
た
箱
式
石
棺（
図
３
─
９
）
は
そ
の
大
き
さ
が
一
㍍
前

後
で
富
の
原
遺
跡
の
例
と
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
を
持
ち
、

周
辺
の
出
土
遺
物
か
ら
時
期
的
に
は
中
期
末
か
ら

後
期
前
半
。
石
蓋
土
壙
墓
に
関
し
て
は
箱
式
石
棺

墓
と
分
布
が
重
な
り
、
同
時
期
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

竪
穴
式
住
居
跡
は
、
そ
の
出
土
遺
物
か
ら
後
期

後
半
以
降
の
も
の
で
、
墓
地
と
の
関
連
性
は
薄
い
。

こ
の
ほ
か
、
弥
生
後
期
の
包
含
層
中
か
ら
方ほ

う
か
く格

規き

く矩
鏡き

ょ
うの

破
片
が
出
土
し
て
い
る
。
遺
構
に
伴
っ
て

発
見
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
県
内
で
も
数
少
な

い
出
土
例
で
、
遺
跡
が
拠
点
集
落
で
あ
っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。

■
六
．
稗
田
遺
跡（
７
）

遺
跡
は
大
村
扇
状
地
の
北
側
で
多
良
山
麓
の
末

端
部
に
あ
り
、
一
帯
の
水
田
が
圃
場
整
備
さ
れ
る
こ

と
か
ら
昭
和
六
十
一
〜
六
十
二
年
に
か
け
て
調
査
が

行
わ
れ
た
。

遺
跡
の
す
ぐ
前
は
低
湿
地
帯
で
水
田
が
広
が
り
、

（中期中頃の土器）

（前期後半の土器）

（後期終末の土器）

図3‐10　稗田遺跡出土土器
（稗田遺跡調査会　『稗田遺跡　弥勒寺地区農業構造改善事業にかかる遺跡の発掘調査報告書』より）
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周
辺
に
は
岩
名
遺
跡
、
黄
金
山
古
墳
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
栄
え
た
寺
院
群
、
今
富
城
な
ど
が
あ
る
。
古
代
官
道
も
近
く
を
通
り
、
海

上
交
通
、
陸
上
交
通
の
交
わ
る
と
こ
ろ
で
、
大
村
地
方
で
最
も
早
く
開
か
れ
た
場
所
の
一
つ
で
あ
る
。

遺
跡
か
ら
は
縄
文
時
代
晩
期
の
土
器
片
が
僅
か
な
が
ら
出
土
し
、
弥
生
時
代
前
期
後
半
に
最
初
の
ピ
ー
ク
が
現
れ
中
期
中
頃
ま
で
続
く
。

中
期
後
半
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
土
器
は
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
丘
陵
内
で
の
未
調
査
区
へ
の
移
動
か
、
丘

陵
外
へ
の
移
動
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
弥
生
時
代
終
末
期
に
な
る
と
再
び
生
活
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

古
墳
時
代
に
な
る
と
布
留
式
と
呼
ば
れ
る
四
〜
五
世
紀
頃
の
土
器
を
出
土
す
る
住
居
が
営
ま
れ
、
中
世
や
近
世
の
遺
構
、
遺
物
も
発
見
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
生
産
地
を
背
景
に
息
の
長
い
集
落
が
営
ま
れ
て
い
る
。

弥
生
時
代
と
考
え
ら
れ
る
円
形
竪
穴
式
住
居
跡
が
二
棟
あ
り
、
い
ず
れ
も
後
代
の
古
墳
時
代
に
作
ら
れ
た
竪
穴
式
住
居
に
よ
っ
て
大
半
が
削

ら
れ
て
い
る
。

周
辺
か
ら
は
、
弥
生
前
期
後
半
期
の
北
部
九
州
系
の
板
付
Ⅱ
式
土
器
や
刻
目
突
帯
文
土
器
、
続
い
て
弥
生
時
代
中
期
の
土
器
が
出
土
す
る
。

そ
の
後
、
末
期
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る（
図
３
─
10
）。

■
七
．
化
屋
大
島
遺
跡（
８
）

大
村
湾
南
端
の
化
屋
大
島
に
あ
っ
た
石
棺
墓
群
で
、
現
在
遺
跡
は
団
地
造
成
に
伴
っ
て
削
り
取
ら
れ
存
在
し
な
い
。
昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）、
農
作
業
中
に
石
棺
墓
が
発
見
さ
れ
、
一
号
石
棺
墓
の
主
体
部
内
か
ら
、
供
献
さ
れ
た
中
期
初
頭
の
壷
型
土
器
が
出
土
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
四
十
八
年（
一
九
七
三
）の
宅
地
造
成
に
伴
い
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
合
わ
せ
て
七
基
の
石
棺
墓
が
検
出
さ
れ
た
。

島
に
存
在
す
る
墓
地
と
し
て
は
、
佐
世
保
市
の
宮
の
本
遺
跡
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
大
村
湾
を
巡
る
水
上
交
通
に
重
き
を
置
く
集

団
の
墓
と
考
え
ら
れ
る
が
、
供
献
土
器
の
存
在
か
ら
、
弥
生
時
代
中
期
初
頭
と
分
か
る
貴
重
な
石
棺
墓
群
で
あ
る（
図
３
─
11
）。
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二
　
諫
早
地
域
の
遺
跡

■
一
．
林
の
辻
遺
跡（
９
）

　

諫
早
市
街
を
見
下
ろ
す
標
高
約
四
〇
㍍
の
丘
陵
上
に
あ
り
、
弥
生
時
代
中
期
中
頃
か
ら
中
期
後
半
に
か
け
て
の
甕
棺
墓
が
三
基
発
見
さ
れ

た（
図
３
─
12
）。
い
ず
れ
も
大
き
さ
か
ら
小
児
に
属
す
る
甕
棺
墓
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
も
の
に
祭
祀
遺
構
が
あ
る
。
時
期
的
に
は
中
期
前
半
か
ら
中
頃
と
さ
れ
て
お
り
、
発
見
さ
れ
て
い
る
甕
棺
墓
の
時

期
と
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
「
近
傍
に
対
象
遺
構
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
形
態
は
異
な
る
も
の
の
、
富
の
原

遺
跡
の
祭
祀
遺
構
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
富
の
原
遺
跡
の
場
合
に
は
、
遺
跡
周
辺
に
普
通
に
あ
る
扇
状
地
形
成
過
程
の
円
礫
を
用
い
る

こ
と
。
ま
た
丹
塗
祭
祀
土
器
を
用
い
る
の
に
対
し
、
林
の
辻
遺
跡
で
は
角
礫
が
用
い
ら
れ
る
の
は
立
地
環
境
の
差
と
見
ら
れ
る
が
、
丹
塗

祭
祀
土
器
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
大
き
な
差
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
単
な
る
立
地
や
地
域
差
な
の
か
は
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

2号石棺

1号石棺

図3‐11　化屋大島遺跡の石棺と出土土器

0.5 1ｍ0

15㎝0

（多良見町教育委員会『多良見町郷土誌』より）
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図3‐12　林の辻遺跡の祭祀遺構と小児甕棺墓

DC

C

A

A

B

B

D

5号1号

6号

2号

3号

4号

1号小土壙2号小土壙

2号小土壙 6号小土壙

3号小土壙

3号小土壙

（諫早市教育委員会　諫早市文化財調査報告書第4集より）

10㎝
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■
二
．
諫
早
農
業
高
校
遺
跡（
10
）

遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）
に
諫
早
農
業
学
校
（
現
県
立
諫
早

農
業
高
校
）の
校
地
造
成
で
、
そ
の
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が
、
三
二
個
の
甕
が
出
土
し
、
そ
の
中
の

一
つ
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
銅
剣
が
特
に

注
目
さ
れ
る（
図
３
─
13
）。

諫
早
農
業
高
校
は
諫
早
の
市
街
地
近
く
に
あ
り
、
船
越
、
立
石
な
ど
古
代
関
連
地
名
の
付
く
場
所
に
あ
る
。

中
世
以
降
の
干
拓
で
当
時
の
姿
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
い
る
が
、
古
代
に
は
島
原
鉄
道
本
諫
早
駅
近
く
の
船
越
近
く
ま
で
有

明
海
が
浅
く
入
って
お
り
、
一
方
で
大
村
湾
側
か
ら
は
東
大
川
が
入
り
、
標
高
二
五
㍍
程
度
の
諫
早
地
峡
を
越
え
れ
ば
僅

か
数
㌔
㍍
で
大
村
湾
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
有
明
海
と
大
村
湾
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
も
好
位
置
に

あ
る
。

青
銅
製
武
器
に
関
し
て
は
島
原
市
景
華
園
遺
跡
（
11
）
で
複
数
の
青
銅
製
武
器
が
巨
石
の
下
か
ら
出
土
し
て
お
り
（
写
真
３

─
22
）、
北
部
九
州
地
域
の
直
射
的
影
響
を
強
く
受
け
た
遺
跡
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
青
銅
製
武
器
が
最
も
権
威

の
象
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
陸
上
交
通
と
海
上
交
通
の
重
要
な
結
節
点
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
た
時
、

極
め
て
注
目
さ
れ
る
遺
跡
で
あ
る
。

三
　
佐
世
保
・
相
浦
地
域
の
遺
跡

■
一
．
宮
の
本
遺
跡（
12
）

佐
世
保
市
の
南
九
十
九
島
の
中
の
一
つ
、
高
島
と
呼
ば
れ
る
小
島
の
四
〜
五
㍍
の
砂
丘
上
に
形
成
さ
れ
た
墓
地
遺
跡
で
、

0

5

10

図3‐13　諫早農業高校出土銅剣

写真3‐22　島原市景華園遺跡出土の銅矛
（九州考古学会　『九州考古学』

第41 〜第44号より）（長崎県教育委員会提供）

㎝
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縄
文
時
代
晩
期
の
黒
川
式
期
か
ら
弥
生
時
代
早
期
の
山
の
寺
式
期
、

弥
生
前
期
末
か
ら
中
期
前
半
の
墓
地
群
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
住
居

跡
な
ど
生
活
に
関
す
る
遺
構
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い（
図
３
─
14
）。

縄
文
時
代
晩
期
の
黒
川
式
期
の
土
器
が
顕
著
で
、
浅
鉢
、
深
鉢

な
ど
の
精
製
土
器
と
粗
製
土
器
が
出
土
（
図
３
─
15
、
３
─
16
）
し
た
。
後

続
す
る
弥
生
時
代
早
期
の
山
の
寺
式
期
の
刻
目
突
帯
文
土
器
や
組

織
痕
土
器
、
石
器
で
は
扁
平
打
製
石
斧
、
錨
石
、
石
錘
、
骨
角
器

研
磨
用
砥
石
、
石
鏃
、
石
剣
、
磨
製
石
斧
な
ど
が
出
土（
図
３
─
17
）し

た
。
こ
の
ほ
か
山
の
寺
式
期
と
考
え
ら
れ
る
土
壙
墓
が
一
基
発
見
さ

れ
、
仰ぎ

ょ
う
が臥

屈く
っ

肢し

葬そ
う

の
熟
年
男
性
の
骨
が
出
土
し
た
。

そ
の
後
、
遺
跡
は
断
絶
し
、
弥
生
時
代
前
期
末
か
ら
中
期
前
半

の
墓
地
が
形
成
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
石
棺
墓
は
四
種
類
の
形
態
が

あ
り
、
前
期
末
の
石
棺
墓
群
は
伸
展
葬
で
、
墓
域
も
他
の
墓
地
と

異
な
り
、
一
群
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
熟
年
女
性
の
人
骨
が

残
っ
て
い
た
三
号
石
棺
は
長
軸
が
一
六
〇
㌢
㍍
と
長
く
、
左
手
首
に

南
海
産
イ
モ
貝
を
輪
切
り
に
し
た
貝
輪
を
装
着
し
て
い
た
。

中
期
初
頭
か
ら
前
半
期
の
石
棺
墓
は
、
形
態
か
ら
四
つ
に
分
け
ら

れ
て
い
る
が
、
Ｂ
・
Ｄ
タ
イ
プ
は
同
一
の
範
疇
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ま
た
甕
棺
墓
、
土
壙
墓
は
石
棺
墓
と
分
布
領
域
が
同
じ
で
、

石
棺
墓
と
の
共
存
が
考
え
ら
れ
る（
図
３
─
18
）。

図3‐14　宮の本遺跡位置図 （佐世保市教育委員会　『宮の本遺跡　緊急調査概報昭和54年度』より）
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図3‐15　宮の本遺跡出土土器（上段：前期末、下段：中期初頭〜前半）

図3‐16　宮の本遺跡出土　貝製品・石器
（図3－15・16　佐世保市教育委員会　『宮の本遺跡　緊急調査概報昭和54年度』より）
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図3‐17　宮の本遺跡出土弥生早期の土器・石器
（佐世保市教育委員会　『宮の本遺跡　緊急調査概報昭和54年度』より）
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問
題
と
な
る
の
は
前
期
末
の
伸
展
葬
の
石
棺

墓
群
で
、
こ
の
地
域
に
伝
統
的
な
屈
肢
葬
で
は
な

い
。
伸
展
葬
の
墓
地
は
山
口
県
の
土
井
が
浜
遺

跡
に
あ
り
時
期
的
に
も
近
く
、
貝
輪
を
持
つ
こ

と
な
ど
か
ら
、
海
民
的
で
、
交
易
を
担
い
広
範

囲
に
展
開
す
る
集
団
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

■
二
．
四
反
田
遺
跡（
13
）

相
浦
川
の
旧
河
口
近
く
、
標
高
は
一
五
㍍
の

水
田
地
帯
に
あ
る
。
周
辺
に
は
縄
文
時
代
か
ら

の
遺
跡
も
多
く
、
ま
た
中
世
に
は
松
浦
宗
家
の

居
城
と
な
っ
た
竹
辺
城
が
あ
る
。
道
路
工
事
に

よ
る
調
査
で
、
全
容
が
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
多
数
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
て
お

り
、
地
域
の
拠
点
的
な
集
落
と
考
え
て
よ
い
。

遺
跡
は
弥
生
時
代
早
期
末
に
始
ま
り
、
中
期

初
頭
に
終
わ
る
。
遺
構
に
つ
い
て
次
の
時
代
区
分

が
示
さ
れ
て
い
る
。

〔
第
一
期
〕早
期
末	

竪
穴
式
住
居
一

棟
、
石
囲
土
壙

〔
第
二
期
〕前
期
後
半（
古
期
）		

支
石
墓
一
、
石

図3‐18　宮の本遺跡の石棺墓の形態

C

A
B

D

（佐世保市教育委員会　『宮の本遺跡　緊急調査概報昭和54年度』より）
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棺
墓
一
、
埋
め
甕
一

〔
第
三
期
〕前
期
後
半（
新
期
）		

竪
穴
式
住
居
二
〇
棟
、
貯
蔵
穴
、
作

業
竪
穴
、
屋
外
炉
、
小
児
甕
、
棺
墓

六

〔
第
四
期
〕中
期
初
頭	

水
田
、
水
路

前
期
後
半
と
さ
れ
る
竪
穴
式
住
居
の
中
に
は
、
朝
鮮
半
島
に
起
源

を
持
つ
と
い
わ
れ
る「
松
菊
里
型
竪
穴
住
居
」も
検
出
さ
れ
て
お
り
、
対

外
交
流
の
側
面
か
ら
注
目
さ
れ
る（
図
３
─
19
）。

早
期
末
の
遺
物
は
、
刻
目
突
帯
文
期
の
一
括
土
器
群
が
出
土
し
、
甕
、

精
製
・
粗
製
の
鉢
、
壷
、
粗
製
深
鉢
か
ら
な
る
。
ま
た
網
状
の
籠
の
跡
が

土
器
の
表
面
に
残
る
組そ

織し
き

痕こ
ん

土
器
も
出
土
し
て
い
る
。
石
器
に
は
、
扁

平
片
刃
石
斧
、
石
鏃
、
石
匙
、
磨
石
、
石
皿
、
凸
石
、
叩
き
石
な
ど
が

あ
る（
図
３
─
20
）。

前
期
後
半
と
一
括
さ
れ
た
土
器
の
中
に
は
、
前
期
前
半
ま
で
遡
る
と

思
わ
れ
る
土
器
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
前
期
後
半
の
時
期
に
は
朝
鮮

系
無
文
土
器
も
僅
か
な
が
ら
含
ま
れ
る
。
甕
棺
は
報
告
で
は
す
べ
て
小

児
棺
と
し
て
い
る
が
、
器
高
が
七
〇
㌢
㍍
を
超
え
る
も
の
と
四
〇
㌢
㍍

を
下
る
物
が
あ
り（
図
３
─
21
）、
成
人
と
小
児
に
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

石
器
に
は
石
槍
、
石
鏃
、
柱
状
片
刃
石
斧
、
抉
り
入
り
片
刃
石
斧
、

図3‐19　四反田遺跡の松菊里型住居跡

石

張り床

8号住居跡 19号住居跡
（佐世保市教育委員会　『四反田遺跡発掘調査報告書　平成5年度』より）
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図3‐20　四反田遺跡出土の土器と石器（弥生早期〜前期）

弥生早期土器

四
反
田
遺
跡
に
お
け
る
弥
生
前
期
土
器
の
編
年

弥
生
前
期（
古
期
）

弥
生
前
期（
新
期
）

弥生前期　朝鮮系無文土器

（佐世保市教育委員会　『四反田遺跡発掘調査報告書　平成5年度』より）
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前期の石棺墓

前期の小児甕棺 前期の甕棺
石棺墓副葬土器

支石墓副葬土器

前期の支石墓

図3‐21　四反田遺跡前期石棺墓と支石墓並びに甕棺と供献土器
（佐世保市教育委員会　『四反田遺跡発掘調査報告書　平成5年度』より）
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蛤
刃
石
斧
、
石
包
丁
、
紡ぼ

う
す
い錘

車
、
砥
石
、
磨
り
臼
な
ど
が
あ
る
。
石
包
丁
に

は
三
角
形
を
し
た
も
の
が
複
数
あ
り
、
こ
れ
ら
は
初
期
の
石
包
丁
の
特
徴
を
備

え
て
お
り
、
や
や
古
い
段
階
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
石
斧
の
中
に
は
福
岡

市
今
山
の
玄
武
岩
製
磨
製
石
斧
が
含
ま
れ
て
お
り
、
北
部
九
州
弥
生
文
化
圏

の
影
響
を
受
け
た
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

■
三
．
門
前
遺
跡（
14
）

遺
跡
は
相
浦
川
の
旧
河
口
近
く
、
四
反
田
遺
跡
よ
り
下
流
、
標
高
約
八
㍍

の
水
田
地
帯
に
あ
り
、
縄
文
時
代
晩
期
の
ド
ン
グ
リ
貯
蔵
穴
が
数
基
確
認
さ

れ
て
い
る
。

弥
生
時
代
の
主
な
遺
構
と
し
て
、
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
に
よ
り
弥
生

時
代
早
期
か
ら
後
期
に
わ
た
る
「
木
組
遺
構
」
が
四
四
基
発
見
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
性
格
に
つ
い
て
報
告
書
で
は「
木
棺
墓
」又
は「
堅
果
類
の
水
さ
ら
し
場

や
貯
蔵
施
設
等
の
水
利
施
設
の
ど
ち
ら
か
」
と
し
て
い
る
。
人
為
的
な
木
組

み
遺
構
で
は
あ
る
が
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
と
類
例
を
待
ち

た
い
。

弥
生
時
代
終
末
期
と
考
え
ら
れ
る
方
形
の
竪
穴
式
住
居
跡
、
掘
立
柱
建
物

跡
、
箱
式
石
棺
墓
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

出
土
遺
物
の
特
徴
と
し
て
、
報
告
書
で
は
「
中
九
州
系
土
器
」
と
さ
れ
て

い
る
台
付
甕
が
出
土
し
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
長
崎
県
本
土
部
に
お
け
る

分
布
の
北
限
で
あ
る
。

図3‐22　門前遺跡出土の土器 （長崎県教育委員会　長崎県佐世保文化財調査事務所調査報告書第4集より）
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ま
た
中
九
州
系
の
透
か
し
入
り
器
台
も
多
く
出
土
し
、
北
部
九
州
系
と
中
九
州
系
土
器
の
両
者
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
中
継
地
と
し
て
の

機
能
を
持
っ
た
遺
跡
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
図
３
─
22
）。

註（
１
）　

土
肥
利
男
著『
多
良
山
麓
研
究
』　

一
九
六
五

黒
丸
・
沖
田
町
に
か
け
て
、
田
圃
の
区
画
が
正
方
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
条
里
跡
で
あ
る
こ
と
を
発
表
さ
れ
た
。

（
２
）　

発
見
は
昭
和
五
十
五
年
で
、
そ
の
後
、
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
が
昭
和
六
十
一
年
度
ま
で
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
開
発
行
為
に
よ
る
調
査
が
た
び
た
び
行

わ
れ
て
い
る
。
範
囲
確
認
調
査
の
報
告
は
、
大
村
市
教
育
委
員
会
『
富
の
原　

大
村
市
富
の
原
１・
２
丁
目
に
所
在
す
る
遺
跡
群
の
範
囲
確
認
調
査
』

大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
12
集　

一
九
八
七　

に
詳
し
い
。
そ
の
後
も
、
各
種
開
発
に
伴
い
、
大
村
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
調
査
が
行
わ
れ

て
い
る
。

（
３
）　

甕
棺
墓
と
石
棺
墓
の
共
存
に
関
し
て
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
甕
棺
墓
は
小
児
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
成
人
の
甕
棺
墓
と
石
棺
墓
の
共
存
が

意
識
的
に
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
異
な
る
墓
制
が
共
存
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
事
は
、
長
崎
県
地
方
の
文
化
を
考
え
る
う
え
で
画
期
的

な
発
見
と
な
っ
た
。

（
４
）　

前
掲
註（
２
）の
書

（
５
）　

大
村
市
教
育
委
員
会「
冷
泉
遺
跡
」『
黒
丸
遺
跡
ほ
か
発
掘
調
査
概
報V

ol.3

』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
25
集　

二
〇
〇
三

（
６
）　

東
彼
杵
町
教
育
委
員
会『
白
井
川
遺
跡　

彼
杵
中
央
地
区
圃
場
整
備
事
業
に
か
か
る
調
査
』東
彼
杵
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
３
集　

一
九
八
九

東
彼
杵
町
教
育
委
員
会『
白
井
川
遺
跡（
Ⅱ
）』東
彼
杵
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
４
集　

一
九
九
〇

（
７
）　

稗
田
遺
跡
調
査
会『
稗
田
遺
跡　

弥
勒
寺
地
区
農
業
構
造
改
善
事
業
に
か
か
る
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
』　

一
九
八
八

（
８
）　

川
道　

寛「
化
屋
大
島
遺
跡
」『
多
良
見
町
郷
土
誌
』　

多
良
見
町
教
育
委
員
会　

一
九
九
五

（
９
）　

諫
早
市
教
育
委
員
会『
林
ノ
辻
遺
跡
』諫
早
市
文
化
財
報
告
書
第
４
集　

一
九
八
三

（
10
）　

正
林　

護「
諫
早
市
出
土
の
銅
剣
」『
九
州
考
古
学
』第
41
号
～
第
44
号　

九
州
考
古
学
会　

一
九
七
一

（
11
）　

小
田
富
士
雄「
島
原
半
島
景
華
園
の
遺
物
」『
考
古
学
雑
誌
』第
45
巻
第
３
号　

日
本
考
古
学
会　

一
九
五
九

（
12
）　

佐
世
保
市
教
育
委
員
会『
宮
の
本
遺
跡
緊
急
調
査
概
報 

昭
和
54
年
度
』　

一
九
八
〇

（
13
）　

佐
世
保
市
教
育
委
員
会『
四
反
田
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書 

平
成
５
年
度
』佐
世
保
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書　

一
九
九
四

（
14
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会『
門
前
遺
跡
Ⅱ　

一
般
国
道
４
９
７
号
佐
々
佐
世
保
道
路
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅵ
』長
崎
県
佐
世
保
文
化

財
調
査
事
務
所
調
査
報
告
書
第
４
集　

二
〇
〇
八
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一
　
稲
作
が
始
ま
っ
た
頃
　
　
弥
生
時
代
早
期
の
様
相

郡
川
河
口
左
岸
の
低
湿
地
帯
周
辺
に
広
が
る
黒
丸
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
晩
期
の
黒
川
式
期
に
定
住
化
が
進
み
、
遺
跡
が
拡
大
し
た
こ
と

が
複
数
の
墓
地
の
存
在
や
扁
平
打
製
石
斧
と
呼
ば
れ
る
大
量
の
土
掘
り
具
の
出
土
か
ら
分
か
る
。

水
稲
栽
培
と
い
う
新
た
な
食
糧
生
産
形
態
へ
の
移
行
の
た
め
、
人
々
が
低
湿
地
帯
に
降
り
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
中
で
も
舟
状
木
製
品
の
存
在
は
そ
の
生
業
を
う
か
が
う
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
国
内
で
は
類
例
の
出
土
事
例
が
な
い
が
、
湿
地
帯
で
収

穫
物
な
ど
を
運
ぶ
た
め
の
「
田
舟
」、
あ
る
い
は
人
が
ひ
ざ
を
突
い
て
動
か
す
「
潟
ス
キ
ー
」
的
な
機
能
が
考
え
ら
れ
、
低
湿
地
に
お
け
る
運
搬
若

し
く
は
移
動
用
の
道
具
の
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
最
も
初
期
の
水
稲
耕
作
は
低
湿
地
帯
で
行
わ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
使

用
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
黒
川
式
期
ま
で
水
稲
耕
作
の
時
期
が
更
に
遡
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
注
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
続
く
山
の
寺
式
期
、
原
山
式
期
に
は
、
黒
丸
遺
跡
で
は
定
住
化
が
進
み
、
水
田
跡
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
水
稲
耕
作
が
始

ま
る
弥
生
時
代
早
期
の
遺
跡
と
位
置
づ
け
た
い
。

こ
の
時
期
の
遺
物
と
し
て
は
、「
刻
目
突
帯
文
系
土
器
」
と
い
わ
れ
る
山
の
寺
式
、
原
山
式
土
器
と
と
も
に
、
扁
平
打
製
石
斧
や
、
石
鏃
、
網

の
錘お

も
り

な
ど
、
石
製
の
生
産
道
具
が
多
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
農
耕
と
と
も
に
漁
労
あ
る
い
は
狩
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
で
、
風
観
岳
支
石
墓
群
の
よ
う
に
山
間
部
に
展
開
す
る
遺
跡
が
存
在
す
る
。
集
落
の
場
所
と
そ
の
内
容
な
ど
明
確
で
は
な
い
が
、
恐
ら

く
近
辺
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
生
業
が
問
題
と
な
る
。
陸
稲
や
ソ
バ
、
ム
ギ
、
ア
ワ
な
ど
の
植
物
の
栽
培
な
ど
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
ほ

か
に
植
物
採
取
や
狩
猟
な
ど
複
合
的
な
生
産
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
以
後
、
遺
跡
は
消
滅
す
る
。

こ
の
時
期
は
大
陸
の
人
の
移
動
に
伴
い
、
西
北
九
州
、
北
部
九
州
の
沿
岸
部
を
中
心
に
水
稲
耕
作
が
始
ま
り
弥
生
時
代
を
迎
え
る
が
、一
方
で
、

大
陸
系
の
支
石
墓
は
平
戸
市
田
平
の
里
田
原
遺
跡
の
よ
う
に
水
田
地
帯
に
も
存
在
す
る
が
、
特
に
西
北
九
州
一
帯
の
山
間
部
に
多
く
所
在
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
大
陸
系
文
化
は
当
初
か
ら
一
様
で
は
な
か
っ
た
と
見
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
漁
労
や
舟
を
使
っ

第
三
節
　
各
時
代
の
様
相
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た
交
易
な
ど
に
も
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
　
定
着
す
る
弥
生
文
化
　
　
弥
生
時
代
前
期
前
半
の
様
相
　

黒
丸
遺
跡
か
ら
僅
か
な
が
ら
出
土
し
て
い
る
如
意
型
口
縁
を
持
つ
板
付
式
系
の
土
器
片
の
存
在
に
よ
っ
て
分
か
る
が
、
こ
れ
ま
で
長
崎
県
地
方

の
遺
跡
か
ら
は
、
当
該
期
の
遺
構
と
遺
物
は
ご
く
一
部
の
遺
跡
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
代
に
は
長
崎
県
地
方
に
人
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
極
端
な
考
え
が
芽
生
え
る
が
、
そ
れ

に
先
行
す
る
弥
生
早
期
や
縄
文
晩
期
に
は
遺
跡
が
盛
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
だ
け
人
が
住
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た

い
。
む
し
ろ
板
付
Ⅰ
式
と
呼
ば
れ
る
土
器
群
が
福
岡
市
一
帯
を
中
心
と
し
た
地
域
性
の
強
い
土
器
で
あ
り
、
長
崎
県
を
含
む
そ
の
ほ
か

の
地
域
で
は
弥
生
時
代
早
期
か
ら
つ
な
が
る
刻
目
突
帯
文
土
器
が
主
で
あ
る
た
め
、
今
後
、
刻
目
突
帯
文
土
器
の
型
式
の
細
分
化
が
進
み
、

そ
れ
に
伴
う
石
器
な
ど
の
組
成
と
と
も
に
、
編
年
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
け
ば
、
こ
の
問
題
は
氷
解
し
て
い
く
も
の
と
理
解
し
た
ほ
う
が

良
い
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
の
遺
物
と
し
て
、
黒
丸
遺
跡
で
は
朝
鮮
半
島
の
石
包
丁
に
見
ら
れ
る
擦
切
り
技
法
に
よ
っ
て
穴
が
開
け
ら
れ
た
石
包
丁
、
抉
り
の

あ
る
柱
状
石
斧
な
ど
大
陸
系
の
石
器
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
早
期
と
み
る
か
前
期
前
半
と
み
る
か
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

が
あ
る
が
、
今
後
の
類
例
の
増
加
を
待
つ
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
拡
大
す
る
弥
生
社
会
　
　
弥
生
時
代
前
期
後
半
の
様
相

前
期
後
半
を
迎
え
る
頃
、
九
州
各
地
で
は
独
自
の
弥
生
社
会
が
形
成
さ
れ
る
。
大
村
湾
沿
岸
地
域
の
弥
生
社
会
も
こ
の
時
期
を
境
に
し
て

活
発
化
し
始
め
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
大
陸
文
化
の
影
響
で
成
立
し
た
弥
生
社
会
が
一
定
の
成
熟
を
迎
え
、
拡
大
し
な
が
ら
定
着
し
て
い
く
時

代
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
主
な
遺
跡
と
し
て
は
黒
丸
遺
跡
、
稗
田
遺
跡
、
佐
世
保
市
の
宮
の
本
遺
跡
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

島
に
所
在
す
る
宮
の
本
遺
跡
に
見
ら
れ
る
大
型
の
甕
棺
に
使
用
さ
れ
た
甕
は
、
北
部
九
州
地
域
の
土
器
の
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
遺
跡
の
立
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地
か
ら
見
て
、
海
上
で
の
交
易
を
担
う
集
団
の
墓
地
と
考
え
た
い
。
宮
の
本
遺
跡
は
在
地
型
と
い
う
よ
り
交
流
型
で
、
地
域
に
根
ざ
し
た
遺
跡

と
い
う
よ
り
特
殊
な
遺
跡
と
捉
え
た
ほ
う
が
良
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
遺
跡
の
存
在
は
、
交
易･

交
流
が
活
発
化
し
て
い
る
弥
生
時
代
前
期
後
半

の
様
子
を
如
実
に
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

一
方
、
黒
丸
遺
跡
は
大
村
湾
沿
岸
最
大
の
水
田
適
地
を
背
景
に
発
展
し
、
同
じ
く
稗
田
遺
跡
も
水
田
地
帯
に
隣
接
し
て
立
地
し
発
展
す
る
。

こ
の
時
代
か
ら
一
帯
で
は
遺
跡
数
が
増
加
し
、
水
稲
耕
作
が
本
格
化
し
て
い
く
時
代
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
　
活
発
化
す
る
弥
生
社
会
　
　
弥
生
時
代
中
期
前
半
の
様
相

中
期
に
な
る
と
遺
跡
は
更
に
増
加
し
、
富
の
原
遺
跡
の
よ
う
な
大
集
落
が
出
現
す
る
。
黒
丸
遺
跡
で
も
中
期
前
半
か
ら
中
頃
の
甕
棺
墓
が

出
土
し
て
い
る
。

富
の
原
遺
跡
で
は
、
中
期
初
頭
の
土
器
が
海
岸
部
近
く
に
多
く
出
土
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
初
期
の
集
落
は
、
海
岸
部
に
近
い
位
置
に
形
成

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
地
点
墓
地
の
中
に
中
型
の
甕
棺
墓
が
あ
り
、
成
人
甕
棺
墓
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
甕
棺
の
中
に
は
表
面
を
黒
く
塗
ら
れ
た
も
の
が

あ
り
、
同
様
の
も
の
は
北
部
九
州
の
甕
棺
に
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
甕
棺
を
埋
葬
す
る
時
の
角
度
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
北

部
九
州
地
域
の
葬
送
儀
礼
の
強
い
影
響
の
元
に
成
立
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
更
に
石
棺
墓
と
の
共
存
も
こ
の
あ
た
り
か
ら
始
ま
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
か
ら
、
富
の
原
遺
跡
に
お
け
る
集
落
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
く
。

五
　
環
濠
集
落
の
出
現
　
　
弥
生
時
代
中
期
中
頃
の
様
相
　
　

続
い
て
、
富
の
原
遺
跡
で
は
こ
の
時
期
に
広
大
な
環
濠
集
落
が
出
現
す
る
。
環
濠
は
数
条
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
掘
ら
れ
た
時
期
の

前
後
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
最
も
人
口
が
増
え
た
時
期
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
環
濠
を
持
つ
集
落
は
、
地
域
の
拠
点
集
落
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
富
の
原
遺
跡
の
繁
栄
を
示
す
時
代
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
富
の
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原
遺
跡
の
環
濠
は
中
期
中
頃
の
早
い
時
期
に
掘
ら
れ
、
中
期
後
半
頃
に
は
ほ
ぼ
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

ま
た
環
濠
の
内
側
に
は
竪
穴
式
住
居
と
、
隣
接
し
て
複
数
の
掘
立
柱
の
建
物
群
が
確
認
さ
れ
て
い
る（
図
３
─
23
）。

掘
立
柱
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
倉
庫
や
集
会
場
、
共
同
作
業
場
、
祭
殿
な
ど
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
富
の
原
遺
跡
の
掘
立
柱
建
物
群
は
、

そ
の
性
格
ま
で
は
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
住
居
に
付
随
す
る
倉
庫
群
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
収
納
物
に
関
し
て
は
食
糧
以
外
の
選
択

肢
も
含
め
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

六
　
玄
界
灘
地
域
と
の
つ
な
が
り
　
弥
生
時
代
中
期
末
〜
後
期
前
半
の
様
相

こ
の
時
期
の
、
大
村
湾
地
域
の
活
動
の
特
徴
を
最
も
良
く
現
し
て
い
る
の
が
富
の
原
遺
跡
で
あ
る
。
成
人
甕
棺
墓
か
ら
副
葬
品
と
し
て
出
土

し
た
三
本
の
鉄
戈
と
一
本
の
鉄
剣
の
出
土
は
、
こ
の
遺
跡
と
北
部
九
州
地
域
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
物
語
っ
て
い
る
。

現
在
ま
で
に
鉄
戈
、
鉄
剣
の
発
見
例
は
合
わ
せ
て
五
〇
例
近
く
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
四
本
が
富
の
原
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
多

く
は
北
部
九
州
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
北
部
九
州
文
化
圏
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
富
の

原
遺
跡
の
墓
地
に
見
ら
れ
る
祭
祀
土
器
の
特
徴
が
、
福
岡
県
の
中
期
後
半
か
ら
末
の
糸
島
半
島
を
中
心
と
す
る
糸
島
型
祭
祀
土
器
の
特
徴
を

持
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
玄
界
灘
側
の
地
域
と
の
関
係
性
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

富
の
原
遺
跡
の
鉄
戈
・
鉄
剣
は
、
い
ず
れ
も
北
部
九
州
系
の
特
徴
を
持
つ
大
型
甕
棺
墓
か
ら
の
出
土
で
、
そ
の
土
器
の
胎
土
に
は
金
雲
母
が

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
地
で
焼
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
大
型
甕
棺
墓
と
丹
塗
祭
祀
土
器
は

セ
ッ
ト
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
わ
せ
て
玄
界
灘
地
域
と
の
深
いつ
な
が
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

甕
棺
墓
と
石
棺
墓
の
関
係
に
つ
い
て
は
、先
に
共
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、特
に
甕
棺
墓
の
被
葬
者
の
人
骨
の
形
質
学
的
特
徴
が
問
題
と
な
っ

た
。
北
部
九
州
系
と
西
北
九
州
系
の
人
骨
に
は
民
族
的
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
１
）、
高
顔
・
高
身
長
と
低
顔
・
低
身
長
の
特

徴
を
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
、
富
の
原
遺
跡
の
北
部
九
州
系
の
墓
制
で
あ
る
成
人
甕
棺
墓
の
中
で
、
取
り
分
け
鉄
製
品
を
副
葬
品
と
し
て
持
つ
被
葬
者

は
、
ど
ち
ら
の
形
質
的
特
徴
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
富
の
原
遺
跡
が
北
部
九
州
地
域
の
コ
ロ
ニ
ー
的
性
格
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図3‐23　富の原遺跡掘立て柱建物群 （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第21集より）
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を
持
つ
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

Ｂ
地
点
墓
地
の
二
〇
号
成
人
甕
棺
墓
か
ら
形
状
を
と
ど
め
た
人
骨
が
出
土
し
、
調
査
の
結
果
、
松
下
孝
之
ら
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
四
肢
骨
に

は
縄
文
人
的
特
徴
が
強
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
た（
２
）。

ま
た
甕
棺
墓
の
中
か
ら
は
三
体
の
人
骨
が
出
土
し
、
熟
年
男
性
一
体
、
壮
年
女
性
二
体
と
さ
れ
た
。
甕
棺
葬
に
お
け
る
同
様
の
事
例
は
、

唐
津
市
の
大
友
遺
跡
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
北
部
九
州
で
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
一
棺
一
葬
と
は
異
な
る
葬
送
の
あ
り
方
が
判
明
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
北
部
九
州
人
を
主
体
と
す
る
集
団
に
よ
っ
て
成
立
し
た
遺
跡
と
は
考
え
が
た
く
、
玄
界
灘
沿
岸
地
域
と
の
深
い
交
流
を

背
景
に
、
在
地
系
の
人
々
が
主
体
と
な
り
成
立
し
た
集
落
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
北
部
九
州
人
が
遺
跡
内
に
い
な
か
っ
た

の
か
、
そ
の
介
在
が
全
く
な
か
っ
た
の
か
は
、
な
お
今
後
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

鉄
器
を
副
葬
し
た
甕
棺
墓
は
、
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
遺
跡
か
ら
は
後
期
前
半
の
土
器
が
僅
か
に
認
め
ら
れ
る
が
、

こ
の
時
期
を
最
後
に
富
の
原
遺
跡
の
集
落
は
消
滅
す
る
。

一
方
、
水
田
地
帯
に
成
立
し
た
黒
丸
遺
跡
や
冷
泉
遺
跡
、
岩
名
遺
跡
、
東
彼
杵
町
の
白
井
川
遺
跡
は
、
そ
れ
に
続
く
時
代
に
も
盛
行
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
富
の
原
遺
跡
の
特
殊
性
が
浮
か
び
上
が
る
。

七
　
透
か
し
入
り
器
台
の
出
現
と
葬
制
の
変
化
　
後
期
後
半
か
ら
終
末
期
の
様
相

こ
の
時
期
、
透
か
し
入
り
器
台
が
盛
行
し
始
め
る
。
そ
の
分
布
は
、
肥
後
地
方
を
含
む
環
有
明
海
一
帯
か
ら
大
村
湾
沿
岸
地
域
、
佐
世
保

市
相
浦
川
周
辺
、
更
に
は
唐
津
、
糸
島
半
島
の
玄
界
灘
沿
岸
地
域
に
広
が
り
を
見
せ
る
。
一
方
で
、
糸
島
型
の
丹
塗
祭
祀
土
器
は
後
期
初
頭

あ
た
り
を
最
後
に
消
滅
す
る
。

ま
た
墓
制
に
も
変
化
が
現
わ
れ
る
。
甕
棺
墓
は
消
滅
に
向
か
い
、
石
棺
墓
は
大
型
化
し
前
代
の
屈
肢
葬
か
ら
伸
展
葬
に
変
化
し
、
葬
送
、

祭
祀
に
係
る
行
為
に
大
き
な
変
化
が
表
れ
る
。

特
に
透
か
し
入
り
器
台
は
祭
祀
に
係
わ
る
土
器
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
変
化
の
原
因
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
政
治
、
経
済
、
文
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化
の
レ
ベ
ル
の
な
か
で
、
い
ず
れ
か
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
邪
馬
台
国
の
胎
動
期
で
、
国
家
形
成
の
時
期
に
当
た
る
古

墳
時
代
へ
の
重
要
な
過
渡
期
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
大
村
市
の
黒
丸
遺
跡
、冷
泉
遺
跡
、稗
田
遺
跡
、東
彼
杵
町
の
白
井
川
遺
跡
、佐
世
保
市
の
門
前
遺
跡
な
ど
が
あ
る
。

一
　
異
な
る
土
器
文
化
の
共
存

土
器
に
関
し
て
、
器
形
の
特
徴
か
ら
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
系
統
の
土
器
が
共
存
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
在
地
系
で
環
有
明
海
地
域
に
類

縁
関
係
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
台
付
甕
を
中
心
と
す
る
土
器
群
と
、
北
部
九
州
系
の
平
底
の
土
器
群
の
二
種
類
で
あ
る（
図
３
─
24
）。

台
付
甕
の
分
布
範
囲
は
、
熊
本
県
、
鹿
児
島
県
、
佐
賀
県
の
南
部
、
長
崎
県
で
は
島
原
半
島
、
大
村
湾
一
円
、
長
崎
市
か
ら
西
彼
杵
半
島
、

そ
し
て
北
は
佐
世
保
市
の
相
浦
川
周
辺
に
僅
か
な
が
ら
広
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
北
の
平
戸
、
松
浦
、
伊
万
里
、
唐
津
方
面
で
は
北
部
九
州

系
の
土
器
の
分
布
域
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
台
付
甕
の
分
布
域
は
佐
賀
県
北
部
、
筑
後
川
流
域
の
福
岡
県
を
除
く
有
明
海
一
帯
と
な
り
、
海
上
交
通
を
利
用
し
た
地

域
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

成
人
甕
棺
に
使
わ
れ
る
甕
は
北
部
九
州
系
の
甕
で
、
祭
祀
土
器
も
福
岡
の
糸
島
型
と
い
わ
れ
る
土
器
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
、
北
部
九
州

系
の
土
器
は
住
居
跡
か
ら
も
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
祭
祀
行
為
に
の
み
北
部
九
州
系
土
器
が
使
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
日
常
用
と
し
て
も
使
わ

第
四
節
　
弥
生
時
代
と
大
村
湾
文
化
の
成
立

註（
１
）　

長
崎
大
学
教
授
内
藤
芳
篤
に
よ
っ
て
、
形
質
人
類
学
的
に
縄
文
人
の
系
譜
を
ひ
く
西
北
九
州
型
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
２
）　

松
下
孝
幸
・
分
部
哲
秋
・
中
谷
昭
二「
大
村
市
富
の
原
遺
跡
出
土
の
弥
生
時
代
人
骨
」『
富
の
原　

大
村
市
富
の
原
１・
２
丁
目
に
所
在
す
る
遺
跡
群
の

範
囲
確
認
調
査
』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
12
集　

大
村
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
七
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れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
頻
繁
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

土
器
の
胎
土
に
も
違
い
が
認
め
ら
れ
、
在
地
系
土
器
に
は
黒
い
ガ
ラ
ス
質
の
角
閃
石
が
入
り
、
北
部
九
州
系
土
器
に
は
金
雲
母
が
入
る
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。
大
村
扇
状
地
一
帯
に
は
金
雲
母
は
産
出
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
後
者
の
土
器
が
北
部
九
州
を
含
む
他
の
地
域
か
ら
持
ち

込
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

図3‐24　共存する二つの異なる土器群（富の原遺跡出土の土器）

在地系土器

（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第12集より）
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土
器
全
体
で
は
、
在
地
系
と
北
部
九
州
系
の
土
器
で
は
在
地
系
の
量
が
勝
っ
て
お
り
、
二
つ
の
異
な
る
系
統
の
甕
を
使
っ
た
合
せ
口
甕
棺
の

例
が
あ
り
、
生
活
レ
ベ
ル
で
両
者
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
良
い
事
例
で
あ
る
。

二
　
水
上
交
通
の
発
達
と
大
村
文
化

離
島
半
島
を
多
く
抱
え
持
ち
、
平
野
に
乏
し
い
長
崎
県
地
方
の
文
化
と
そ
の
経
済
は
、
前
時
代
の
縄
文
文
化
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
つ
つ
、

図3‐24　共存する二つの異なる土器群（富の原遺跡出土の土器）

北部九州系土器
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海
と
密
接
に
つ
な
が
り
な
が
ら
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

海
と
の
関
わ
り
は
、
単
に
海
産
物
と
い
う
食
糧
の
確
保
に
留
ま
ら
ず
、
海
を
伝
っ
た
交
流
に
よ
る
経
済
活
動
と
密
接
に
関
係
付
け
ら
れ
る
。

縄
文
時
代
に
お
い
て
は
、
諫
早
市
の
伊
木
力
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
時
代
前
期
の
丸
木
舟
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
約
六
〇
〇
〇
年
前
か

ら
舟
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
瀬
戸
内
系
の
土
器
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
遠
隔
地
と
の
交
流
が
既
に
あ
っ
た

こ
と
が
証
明
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
大
村
湾
沿
岸
地
域
を
見
る
と
、
大
陸
か
ら
の
人
の
移
動
を
背
景
に
し
た
水
稲
耕
作
の
出
現
が
当
初
は
水
田

が
作
り
や
す
い
海
岸
部
近
く
の
低
湿
地
か
ら
、
次
第
に
内
陸
部
に
広
が
っ
て
い
く
様
子
を
黒
丸
遺
跡
の
調
査
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

弥
生
時
代
は
、
水
田
を
中
心
と
し
た
農
耕
の
発
達
と
、
そ
れ
に
伴
う
集
団
と
集
落
の
形
成
を
原
動
力
に
し
つ
つ
、
ク
ニ
の
形
成
と
と
も
に

地
域
が
形
作
ら
れ
て
行
く
時
代
で
あ
る
が
、
大
村
湾
沿
岸
地
域
の
遺
跡
の
あ
り
方
を
眺
め
る
と
、
単
に
農
耕
や
漁
労
に
加
え
、
海
上
交
通

を
媒
体
と
し
て
広
域
的
に
つ
な
が
っ
た
地
域
形
成
の
様
相
と
そ
こ
で
生
き
た
人
々
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

大
村
湾
岸
最
大
の
郡
川
河
口
左
岸
の
低
湿
地
帯
を
中
心
に
広
が
る
黒
丸
遺
跡
は
、
初
期
水
稲
農
耕
の
可
能
性
を
秘
め
つ
つ
、
縄
文
晩
期

に
始
ま
り
古
墳
時
代
へ
と
続
い
て
い
く
大
集
落
と
し
て
発
展
す
る
。

こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
富
の
原
遺
跡
で
、
水
稲
耕
作
が
不
向
き
な
場
所
に
、
弥
生
中
期
初
頭
か
ら
定
住
が
始
ま
り
、
中
期
に
は
急
速
に
発
展

し
環
濠
を
持
っ
た
拠
点
集
落
と
な
っ
た
。
更
に
中
期
末
〜
後
期
初
頭
に
は
鉄
戈
、
鉄
剣
及
び
福
岡
県
糸
島
地
方
の
祭
祀
土
器
に
代
表
さ
れ
る

交
流
拠
点
と
し
て
の
性
格
が
強
く
現
れ
、
後
期
前
半
を
境
に
し
て
忽
然
と
集
落
機
能
を
無
く
し
、
そ
れ
以
降
の
時
代
に
つ
な
が
ら
な
い
。
こ
こ

に
富
の
原
遺
跡
の
成
立
背
景
の
特
殊
性
が
う
か
が
わ
れ
、
自
然
的
理
由
よ
り
も
経
済
的
あ
る
い
は
政
治
的
理
由
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

島
に
立
地
す
る
佐
世
保
市
の
宮
の
本
遺
跡
は
、
前
期
後
半
の
甕
棺
墓
に
見
ら
れ
る
北
部
九
州
地
域
の
直
射
的
影
響
が
見
ら
れ
る
一
方
、
山

口
県
の
土
井
が
浜
遺
跡
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
伸
展
葬
の
石
棺
墓
が
出
土
す
る
な
ど
、
在
地
的
性
格
と
い
う
よ
り
、
広
域
的
な
活
動
を
行
う

集
団
の
存
在
を
示
唆
し
た
遺
跡
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
佐
世
保
市
の
相
浦
川
下
流
域
に
あ
る
四
反
田
遺
跡
の
よ
う
な
拠
点
集
落
で
は
、
土
器
の
面
か
ら
は
玄
界
灘
沿
岸
地
域
か
ら
の
強

い
影
響
を
受
け
つ
つ
、
一
方
で
、
有
明
海
か
ら
大
村
湾
に
か
け
て
分
布
す
る
台
付
甕
の
北
限
と
し
て
大
村
湾
地
域
と
の
関
係
性
が
認
め
ら
れ
、
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ま
た
韓
半
島
の
影
響
を
強
く
受
け
た
松
菊
里
型
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
有
明
海
側
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
諫
早
市
の
諫
早
農
業
高
校
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
銅
剣
と
甕
棺
墓
群
に
注
目
が
集
ま
る
。
発
見
さ
れ

た
年
代
が
古
く
、
十
分
な
調
査
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
消
滅
し
た
の
は
惜
し
い
が
、
青
銅
製
武
器
を
副
葬
し
た
例
と
し
て
は
、
本
土
部
で
は
島

原
市
の
景
華
園
遺
跡
で
複
数
の
青
銅
製
武
器
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
評
価
を
巡
っ
て
は
「
コ
ロ
ニ
ー
的
性
格
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
特
殊
性
が
際

立
っ
て
い
る
が
、
有
明
海
を
巡
る
拠
点
的
な
遺
跡
と
し
て
の
性
格
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
大
村
湾
は
湖
に
例
え
ら
れ
る
よ
う
に
波
静
か
で
、
諫
早
地
峡
を
結
節
点
と
し
て
、
水
上
交
通
に
よ
る
人･

物
資
の
移
動
を
考
え
る
時
、

玄
界
灘
地
域
と
有
明
海
地
域
を
結
ぶ
地
域
と
し
て
、
双
方
の
文
化
要
素
が
墓
地
、
土
器
な
ど
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
有
明

海
地
域
の
文
化
と
、
玄
界
灘
沿
岸
地
域
の
文
化
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
大
村
湾
の
交
通
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

従
来
、
弥
生
文
化
は
北
部
九
州
の
沿
岸
地
域
で
最
初
に
定
着
し
、
九
州
全
域
に
広
が
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ

が
、
大
陸
系
の
支
石
墓
は
長
崎
県
を
中
心
に
し
て
西
北
九
州
に
多
く
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
水
田
地
帯
を
背
景
に
は
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
大

陸
文
化
が
最
も
初
期
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
地
域
の
一
つ
と
し
て
、玄
界
灘
一
帯
と
と
も
に
長
崎
県
地
方
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

長
崎
県
の
地
勢
を
考
え
た
時
、「
離
島
半
島
振
興
法
」に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
水
稲
を
生
産
す
る
た
め
の
後
背
地
に
恵
ま
れ
た
と
は
言
え
ず
、

そ
れ
が
福
岡
市
な
ど
を
中
心
と
す
る
玄
界
灘
、
北
部
九
州
一
帯
の
弥
生
文
化
と
の
発
展
の
差
を
生
み
出
す
原
因
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

文
化
の
波
及
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
同
心
円
状
に
広
が
る
と
す
る
陸
上
中
心
の
考
え
方
が
主
で
あ
っ
た
が
、
大
村
湾
沿
岸
地
域
を
含
む
長

崎
県
地
方
の
文
化
は
、
海
上
交
通
に
よ
る
広
が
り
に
よ
る
も
の
で
、
面
的
広
が
り
よ
り
も
点
と
点
を
結
ぶ
よ
う
な
線
的
広
が
り
が
顕
著
で
あ
る
。

弥
生
後
期
前
半
か
ら
、
糸
島
地
域
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
丹
塗
り
祭
祀
土
器
が
姿
を
消
し
、
替
わ
っ
て
肥
後
地
方
を
含
む
有
明
海
周
辺
に

類
縁
関
係
を
持
つ
祭
器
と
し
て
の
透
か
し
入
り
器
台
が
玄
界
灘
沿
岸
部
に
も
広
が
っ
て
い
く
が
、
そ
の
盛
衰
が
地
域
を
含
む
政
治
状
況
の
変
化
、

あ
る
い
は
経
済
な
ど
何
に
起
因
す
る
も
の
か
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
後
に
続
く
古
墳
時
代
の
あ
り
方
と
も
併
せ
て
、
地
域

の
変
化
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
稲
富
裕
和
）


