
文
化
遺
産
図
鑑
令和３年度文化芸術振興補助金
（地域文化財総合活用推進事業）

指宿まるごと博物館実行委員会

IBUSUKI

埋
蔵
文
化
財
編





1

　
「
指
宿
ま
る
ご
と
博は

く
ぶ
つ
か
ん
こ
う
そ
う

物
館
構
想
」
と
は
、
指
宿
市
全
体
を
博
物
館
と
と
ら
え
、

市
内
に
あ
る
文ぶ
ん
か
ざ
い

化
財
や
自し
ぜ
ん然

、
産さ
ん
ぎ
ょ
う業、

郷き
ょ
う
ど
げ
い
の
う

土
芸
能
、
伝で
ん
と
う
ぎ
ょ
う
じ

統
行
事
、
イ
ベ
ン
ト
、

各
種
施
設
等
の
「
指
宿
の
宝
」
す
べ
て
を
貴
重
な
博
物
館
の
展て
ん
じ
ひ
ん

示
品
と
し
て
位

置
付
け
る
考
え
方
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
市
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
「
指
宿

の
宝
」
を
守
り
、
継け
い
し
ょ
う承し

、
活
用
し
な
が
ら
ま
ち
づ
く
り
や
人
づ
く
り
に
生
か

し
て
い
く
考
え
方
や
そ
の
実じ
っ
せ
ん践

の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

指
宿
ま
る
ご
と
博
物
館
実
行
委
員
会
は
、平
成
２
３
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

事
務
局
は
指
宿
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
課
（
指い
ぶ
す
き
し
こ
ぷ
こ
は
く
ぶ
つ
か
ん

宿
市
考
古
博
物
館 

時じ
ゆ
う
か
ん

遊
館

ｃ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ
は
し
む
れ
内
）
に
置
き
、
前
記
の
構
想
を
推す
い
し
ん進
す
る
拠き
ょ
て
ん点
と
し
て

機
能
し
て
い
ま
す
。
設
立
以
来
、
郷
土
芸
能
の
記
録
撮
影
、
公
開
、
冊
子
の
作

成
や
文
化
財
マ
ッ
プ
の
作
成
、
企
画
展
の
開か
い
さ
い催

な
ど
様
々
な
事
業
を
行
っ
て
参

り
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
、
指
宿
市
内
に
点て
ん
ざ
い在

す
る
遺
跡
に
焦し
ょ
う
て
ん点を

あ
て
、『
指
宿
文
化
遺

産
図
鑑
（
埋
蔵
文
化
財
編
）』
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
地
中
に
あ
る
・
あ
っ

た
遺
跡
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
す
。
し
か
し
、
ま
ず
は
遺

跡
の
場
所
や
時
代
、
ど
ん
な
も
の
が
出
た
か
、
と
い
っ
た
遺
跡
を
知
る
た
め
の

手
引
き
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
願
い
を
こ
め
て
作
り
ま
し
た
。　
　

　

今
後
も
、
指
宿
ま
る
ご
と
博
物
館
構
想
に
ご
理
解
・
ご
協
力
賜た
ま
わり
ま
す
と
と

も
に
、
市
内
に
点
在
す
る
「
指
宿
の
宝
」
が
、
地
域
の
誇
り
と
し
て
郷
土
愛
を

育
む
も
の
と
な
り
、
保
存
・
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

指
宿
ま
る
ご
と
博
物
館
構
想
に
つ
い
て
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本
書
に
は
指
宿
市
に
点
在
す
る
お
よ
そ
１
２
０
箇
所
の
埋ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い
ほ
う
ぞ
う

蔵
文
化
財
包
蔵

地ち

の
う
ち
、
比
較
的
資
料
が
蓄ち
く
せ
き積

さ
れ
て
い
る
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
掲け
い
さ
い載

し
た
。

２　

本
書
の
編
集
は
指
宿
ま
る
ご
と
博
物
館
実
行
委
員
会
が
行
っ
た
。

３　

 

本
書
に
示
し
た
遺
跡
の
範
囲
は
、
概が
い
り
ゃ
く
て
き

略
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
詳
細
に

つ
い
て
は
、
指
宿
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

４　

 

遺
跡
の
情
報
に
つ
い
て
さ
ら
に
お
調
べ
に
な
り
た
い
方
は
、「
全ぜ
ん
こ
く
い
せ
き

国
遺
跡

報ほ
う
こ
く
そ
う
ら
ん

告
総
覧
」
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ
ほ
う
こ
く
し
ょ

掘
調
査
報
告
書
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

例
言
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指宿市考古博物館
時遊館COCCOはしむれ

橋
牟
礼
川
遺
跡
と
は
？

橋
牟
礼
川
遺
跡
と
は
？

橋は
し
む
れ
が
わ

牟
礼
川
遺
跡
は
大
正
５
年
に
指
宿
出
身
で
当
時
旧き
ゅ
う
せ
い
し
ぶ
し
ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

制
志
布
志
中
学
校
（
現
県け
ん

立り
つ
し
ぶ
し
ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

志
布
志
高
等
学
校
）
の
生
徒
で
あ
る
西に
し
む
た

牟
田
盛せ
い
け
ん健

に
よ
っ
て
遺い
ぶ
つ物

が
表ひ
ょ
う
さ
い採さ

れ
た
こ
と
を
契け
い
き機

に
遺
跡
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
遺い
ぶ
つ物

は
現
在
も

遺
跡
公
園
内
を
流
れ
る
橋は
し
む
れ
が
わ

牟
礼
川
の
露ろ
と
う頭

で
採さ
い
し
ゅ
う集さ

れ
て
お
り
、
こ
の
小し
ょ
う
か
せ
ん

河
川

が
遺
跡
を
東
西
に
横お
う
だ
ん断

す
る
形
で
流
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遺
跡
発
見
に
つ
な

が
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
喜き

た田
貞さ
だ
き
ち吉
が
山や
ま
さ
き崎
五い
そ
ま
ろ
十
麿
に
依
頼
す
る
か
た
ち
で
、

大
正
６
年
に
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
正
７・
８ 

年
に
は

京き
ょ
う
と
て
い
こ
く
だ
い
が
く

都
帝
國
大
学
の
濱は
ま
だ田

耕こ
う
さ
く作
、
長は
せ
べ
こ
と
ん
ど

谷
部
言
人
ら

に
よ
る
本
格
的
な
学
術

調
査
が
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
調
査
で
は
、

火か
ざ
ん
ば
い
そ
う

山
灰
層
を
挟
ん
で
下
層

か
ら
縄じ
ょ
う
も
ん
ど
き

文
土
器
、
上
層
か

ら
は
弥や
よ
い
ど
き

生
土
器
が
出し
ゅ
つ
ど土

し

ま
し
た
。
こ
の
成
果
か

ら
、
弥や
よ
い
ど
き

生
土
器
よ
り
も

縄じ
ょ
う
も
ん
ど
き

文
土
器
が
古
い
時
代
の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
国
内

で
初
め
て
実じ
っ
し
ょ
う証さ
れ
た
遺

指 いい
　　
ぶぶ

宿 すす
　　
きき
　　

橋
牟 　　

むむ

礼 　　
れれ

川 がが
　　
わわ

遺 　　
いい

跡 せせ
　　
きき

はは
　　
しし
　　

〜
日
本
初
！
縄
文
時
代
が
弥
生
時

〜
日
本
初
！
縄
文
時
代
が
弥
生
時

代
よ
り
も
古
い
こ
と
を
証
明
し
た

代
よ
り
も
古
い
こ
と
を
証
明
し
た

遺
跡
〜

遺
跡
〜

遺跡公園の中央を流れる橋牟礼川遺跡公園の中央を流れる橋牟礼川
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指宿市考古博物館
時遊館COCCOはしむれ

跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
正
１
３
年
に
は
、
国く
に
し
て
い
し
せ
き

市
指
定
史
跡
に
指
定
さ

れ
、
昭
和
５
３
年
に
は
、
史し
せ
き跡
保
存
の
た
め
の
２・３
６
ｈ
ａ
の
公こ
う
ゆ
う
ち
か

有
地
化
が

完
了
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
国く
に
し
て
い
し
せ
き

指
定
史
跡
に
隣り
ん
せ
つ接

す
る
北
西
側
の
土
地
か
ら
Ｊ
Ｒ
指
宿
駅
付

近
に
至
る
範
囲
ま
で
土と
ち
く
か
く
せ
い
り
じ
ぎ
ょ
う

地
区
画
整
理
事
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
事
業
に
伴と
も
ない

、
昭
和
６
１
年
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で
、
深
さ
１
・

５
ｍ
以
上
の
掘く
っ
さ
く削

を
伴
う
道
路
部
分
と
下
水
道
が
敷ふ
せ
つ設

さ
れ
る
部
分
に
お
い
て

発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

古こ
ふ
ん墳
時
代
の
地ち
そ
う層
か
ら
は
、
１
５
０
基
を
超
え
る
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
や
貝か
い
づ
か塚
、

須恵器台付長頸壺須恵器台付長頸壺

火山灰で埋もれた畠跡火山灰で埋もれた畠跡
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須須
す え きす え き

恵器恵器高高
たかつきたかつき

杯杯

須須
す え きす え き

恵器恵器 𤭯𤭯
はそうはそう

  

子子
こ も ちこ も ち

持持勾勾
まがたままがたま

玉玉

土土
ど きど き

器器溜溜
だだ

まりまり

土ど
き
し
ゅ
う
ち
ゅ
う
は
い
き
し
ょ

器
集
中
廃
棄
所
が
検け
ん
し
ゅ
つ出さ

れ
て
い
ま
す
。
遺
跡
範
囲
内

に
お
い
て
、
道
路
建
設
予
定

部
分
の
み
を
調
査
対
象
と
し

た
の
で
す
が
、
膨ぼ
う
だ
い大

な
量
の

遺い
ぶ
つ物

が
出し
ゅ
つ
ど土

し
て
お
り
、
現

在
も
整
理
作
業
が
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
出し
ゅ
つ
ど
い
ぶ
つ

土
遺
物
の
ほ

と
ん
ど
は
、
成な
り
か
わ
し
き
ど
き

川
式
土
器
と

呼
ば
れ
る
土
器
類
で
占
め
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
須す

え

き
恵
器
や

子こ
も
ち
ま
が
た
ま

持
勾
玉
、
青せ
い
ど
う
い
せ
い
す
ず

銅
製
鈴
な
ど

も
出し
ゅ
つ
ど土

し
て
い
ま
す
。
九
州

南
部
を
代
表
す
る
古こ
ふ
ん墳

時
代

集
落
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
橋は
し
む
れ
が
わ

牟
礼
川
遺
跡
は
開か
い
も
ん
だ
け

聞
岳
の
噴ふ
ん
し
ゅ
つ
ぶ
つ

出
物
で
あ
る
青
コ
ラ
火
山
灰
、
紫
コ
ラ
火
山

灰
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
火か
ざ
ん
さ
い
が
い
い
せ
き

山
災
害
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
青
コ
ラ
火
山
灰
は
７
世
紀
後
半
、
紫
コ
ラ
火
山
灰
は
貞て
い
か
ん観

１
６
年
３
月
４
日

（
西
暦
８
７
４
年
３
月
２
５
日
）
の
火
山
噴
火
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り

（
成
尾
１
９
９
２
、
永
山
１
９
９
２
、
下
山
１
９
９
２・１
９
９
３
）、
古
墳
時

代
か
ら
平
安
時
代
へ
か
け
て
の
生
活
様
式
や
文
化
変
容
に
つ
い
て
、
火か
ざ
ん
ば
い
そ
う

山
灰
層
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226

里の温泉吉乃湯

橋牟礼川遺跡

指宿市考古博物館
時遊館 COCCOはしむれ

と
い
う
鍵か
ぎ
そ
う層
を
用
い
た
検け
ん
と
う討
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
紫
コ
ラ
火
山
灰
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
掘ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の
あ
と

立
柱
建
物
跡
、
貝か
い
づ
か塚
、

畠は
た
け
あ
と

跡
、
河か
せ
ん川

な
ど
が
火か
ざ
ん
ふ
ん
し
ゅ
つ
ぶ
つ

山
噴
出
物
だ
け
で
な
く
、
火か
ざ
ん
ふ
ん
か

山
噴
火
に
伴
う

土ど
せ
き
り
ゅ
う
た
い
せ
き
ぶ
つ

石
流
堆
積
物
に
よ
っ
て
埋ま
い
ぼ
つ没

し
て
い
る
状
況
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
が
『
日に
ほ
ん
さ
ん
だ
い
じ
つ
ろ
く

本
三
代
実
録
』
に
記
さ
れ
た
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

文ぶ
ん
け
ん献

の
内
容
と
災
害
内
容
を
対
比
で
き
る
遺
跡
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

古墳時代の竪穴住居群古墳時代の竪穴住居群平安時代の畠跡平安時代の畠跡
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所

　
今い
ま
い
ず
み
し
ま
づ
け
ぼ
し
ょ

和
泉
島
津
家
墓
所
は
、
指
宿
市
岩い
わ
も
と本

に
あ
る
江
戸
時
代
に
今い
ま
い
ず
み

和
泉
を
治お
さ

め

た
お
殿と
の
さ
ま様

の
墓ぼ

ち地
で
す
。
Ｊ
Ｒ
さ
つ
ま
今い
ま
い
ず
み
え
き

和
泉
駅
か
ら
歩
い
て
１
０
分
の
場
所

に
あ
り
ま
す
。

　

岩
本
地
区
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
鹿
児
島
藩
一い
ち
も
ん
け

門
家
の
一
つ
で
あ
る

「
今い
ま
い
ず
み
し
ま
づ
け

和
泉
島
津
家
」
の
本ほ
ん
り
ょ
う領の

中
心
地
で
し
た
。
岩
本
に
は
、「
今い
ま
い
ず
み
し
ま
づ
け

和
泉
島
津
家

本ほ
ん
り
ょ
う
ほ
ん
た
く
あ
と

領
本
宅
跡
」
や
菩ぼ
だ
い
じ
提
寺
で
あ
る
「
道ど
う
き
さ
ん
じ
ゅ
し
ょ
う
い
ん
こ
う
だ
い
じ

熙
山
寿
祥
院
光
台
寺
」
が
置
か
れ
た
ほ

か
、
今い
ま
い
ず
み
ご
う

和
泉
郷
の
郷ご
う
し
ゃ社
「
中
ち
ゅ
う
ぐ
う
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

宮
大
明
神
（
現
・
豊と
よ
た
ま
ひ
め

玉
媛
神
社
）」
が
あ
り
ま
す
。

今ま
い
ず
み
し
ま
づ
け
ほ
ん
た
く

和
泉
島
津
家
本
宅
の
周
辺
は
、
直じ
き
さ
ん参

の
武ぶ

し士
が
住
ま
う
麓
ふ
も
と
し
ゅ
う
ら
く

集
落
が
形
成
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
墓ぼ
し
ょ所

は
、
岩
本
の
南
側
の
台
地
の
下
に
あ
り
ま
す
。
墓
所
の
周

今 いい
　　
まま

和 いい
　　
　　
　　
ずず
　　
　　
　　
みみ泉

島 しし
　　
まま

津 　　
づづ

家 　　
けけ

墓 　　
ぼぼ

所 しし
    

〜
篤
姫
の
父
が
眠
る
墓
所
〜

〜
篤
姫
の
父
が
眠
る
墓
所
〜

初代・初代・忠忠
たださとたださと

卿卿の墓（の墓（宝宝
ほうきょういんとうほうきょういんとう

篋印塔篋印塔））
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辺
は
今い

ま
い
ず
み
し
ま
づ
け
か
し
ん
だ
ん

和
泉
島
津
家
家
臣
団
の
墓
地
と
な
っ
て
お
り
、
山さ
ん
か
ん
ぶ

間
部
に
向
か
っ
て
多

数
の
墓ぼ
せ
き石
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

今
和
泉
島
津
家
と
は
？

今
和
泉
島
津
家
と
は
？

　
５
代
鹿か
ご
し
ま
は
ん
し
ゅ

児
島
藩
主
島し
ま
づ
つ
ぐ
と
よ

津
継
豊
の
治ち
せ
い世

に
、
先
代
藩
主
島し
ま
づ
よ
し
た
か

津
吉
貴
の
命め
い

に
よ
っ

て
、
一
門
家
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
際
に
、
中
世
に
断だ
ん
ぜ
つ絶

し
た

「
和い
ず
み
け

泉
家
」
が
再さ
い
こ
う興

さ
れ
、
延
え
ん
き
ょ
う享

元
（
１
７
４
４
）
年
に
設も
う

け
ら
れ
た
の
が
今

和
泉
島
津
家
で
す
。

　
今
和
泉
島
津
家
は
、
指い
ぶ
す
き
ご
う
い
わ
も
と

宿
郷
岩
本
、
池
田
の
ほ
か
、
大
隅
半
島
に
も
合
わ
せ

て
１
万
３
千
石
以
上
の
所し
ょ
り
ょ
う
ち

領
地
を
持
つ
大だ
い
み
ょ
う名ク
ラ
ス
の
家
で
し
た
。

石仏

石仏

石仏

1

2

3
456

7

14

8
9

1011

12

13

石

2728 26 25 24 23

19 18

33

29

30

32

125

89101112
1314

1516

17

20 21

22

34

1234
567

3536373839404142

43
44

53

52

51

50

49

48

47

46

45

67

66

65

64

63

62

61

62

61

54

55

68

58 5657

70

69

73

72

71

77

76

75

74

79

78

81

80

124123122121120119118115 116 117114113112111110109108

107

106

105

104

103

102

101 100

99

98

97
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31

今今
い ま い ず み し ま づ けい ま い ず み し ま づ け

和泉島津家和泉島津家墓所内で墓所内で採採
さいしゅうさいしゅう

集集された石製された石製
のの香香

こうとうだいこうとうだい
灯台灯台。島津家。島津家家家

か も んか も ん
紋紋の「丸に十字」の「丸に十字」

がが陽陽
ようこくようこく

刻刻される。される。

今和泉島津家墓所　平面図今和泉島津家墓所　平面図
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ど
ん
な
遺
跡
？

ど
ん
な
遺
跡
？

　
今い
ま
い
ず
み
し
ま
づ
け
ぼ
し
ょ

和
泉
島
津
家
墓
所
は
、
今
和
泉
島
津
家
初
代
当
主
島し
ま
づ
た
だ
さ
と

津
忠
卿
か
ら
、
６
代

当
主
島し
ま
づ
た
だ
ふ
ゆ

津
忠
冬
ま
で
の
歴
代
当
主
と
そ
の
家
族
が
葬ほ
う
むら

れ
て
い
ま
す
。

　
墓
所
は
、
南
か
ら
北
に
向
け
た
谷
部
分
を
埋う

め
立
て
、
石い
し
が
き垣

で
囲
み
造ぞ
う
せ
い成

し

た
上
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
初
代
当
主
・
２
代
当
主
・
２
代
当
主
室
の
墓
石

は
そ
れ
よ
り
大
型
で
あ
る
が
、
墓
の
敷
地
を
別
に
し
て
い
る
こ
と
。

② 

１
３
基
の
墓
の
う
ち
、
１
０
基
に
墓
石
を
覆お
お

う
霊た
ま
や屋

が
造
ら
れ
て
お
り
、
初

代
当
主
の
霊
屋
が
最
も
大
型
で
あ
る
こ
と
。

③ 

今
和
泉
島
津
家
の
当
主
は
数
代
ご
と
に
島
津
宗そ
う
け家

か
ら
養よ
う
し子

入
り
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
今
和
泉
島
津
家
の
人
々
は
血
縁
関
係
で
グ
ル
ー
プ
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
墓
石
は
細
か
な
特
徴
か
ら
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
ら
れ
る
。
墓
石
の
グ
ル
ー
プ
は
被ひ
そ
う
し
ゃ

葬
者
の
血
縁
関
係
と
一
致
し
て
い
る

こ
と
。

④ 

墓
石
は
③
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ま
と
ま
っ
た
配
置
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
。

　
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら

は
、
今
和
泉
島
津
家
が

墓
所
の
つ
く
り
を
と
お

し
て
、
家
の
始し

そ祖
で
あ

る
初
代
当
主
を
頂
点
と

し
て
、
こ
れ
を
崇す
う
は
い拝
す

る
姿
勢
を
示
す
と
同
時

に
、
今
和
泉
島
津
家
の

成
り
立
ち
を
外
部
に
示

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

226

28

28

薩摩今和泉駅

国指定史跡

今和泉島津家墓所

〒
指宿岩本

今和泉郵便局

住所：指宿市岩本 3032-1・2・3、3033

JR 薩摩今和泉駅から徒歩 10 分

は
「
宝ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
」
と

呼
ば
れ
る
形
の
墓
石

を
用
い
、
そ
れ
以
降

の
１
０
基
の
墓
石
は

五ご
り
ん
と
う

輪
塔
、
１
基
は

石せ
き
べ
う廟

と
呼
ば
れ
る
形

で
す
。

　
今
和
泉
島
津
家
墓

所
の
特
徴
は
、
次
の

よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

① 

敷
地
内
で
は
初
代

当
主
忠た
だ
さ
と卿

の
墓
石

が
最
大
規
模
で
あ

る
こ
と
。
篤あ
つ
ひ
め姫

の

実
父
５
代
当
主

島し
ま
づ
た
だ
た
け

津
忠
剛
の
墓
石

初代・初代・忠忠
たださとたださと

卿卿の墓石が安置されていたの墓石が安置されていた霊霊
た ま やた ま や

屋屋を再現。を再現。
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所
　

　
弥や
じ
が
ゆ
こ
ふ
ん

次
ヶ
湯
古
墳
は
、
指
宿
市
十じ
ゅ
っ
ち
ょ
う

町
に
あ
り
、
県け
ん
え
い
や
じ
が
ゆ
だ
ん
ち

営
弥
次
ヶ
湯
団
地
の
敷
地

内
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
日
本
列
島
最
南
端
の
古
墳
で
す
。
指
宿
駅
か
ら
は
歩

い
て
１
５
分
の
場
所
に
位
置
し
ま
す
。

弥
次
ヶ
湯
古
墳
の
発
見

弥
次
ヶ
湯
古
墳
の
発
見

　
弥や
じ
が
ゆ
こ
ふ
ん

次
ヶ
湯
古
墳
は
、
指
宿
市
十
町
小
字
敷し
き
り
ょ
う
領
に
広
が
る
敷
領
遺
跡
地
内
か
ら

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
遺
跡
は
山や
ま
す
そ裾
か
ら
海
岸
に
向
け
て
ゆ
る
や
か
に
傾
斜
す
る

海か
い
ば
つ抜

６
ｍ
前
後
の
火か
ざ
ん
せ
い
せ
ん
じ
ょ
う
ち

山
性
扇
状
地

の
末ま
っ
た
ん
ぶ

端
部
に
あ
り
ま
す
。

　
古
墳
は
、
そ
の
大
部
分
が
７
世

紀
後
半
の
開か
い
も
ん
だ
け
か
ざ
ん
ば
い

聞
岳
火
山
灰
「
青

コ
ラ
火
山
灰
」
に
覆お
お

わ
れ
て
お

り
、
墳
ふ
ん
き
ゅ
う丘
上
部
は
す
で
に
後
世
に

削
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
墳ふ
ん
け
い形
は

「
円え
ん
ぷ
ん墳
」
と
呼
ば
れ
る
丸
い
形
を

し
た
も
の
で
、
墳
丘
の
直
径
は
、

約
１
７・５
ｍ
で
す
。

　
残ざ
ん
ぞ
ん存

す
る
墳
丘
の
高
さ
は
最
大

で
約
１・
３
ｍ
、
周し
ゅ
う
こ
う溝

は
、
幅
２

ｍ
前
後
、
深
さ
約
４
０
～
６
０

㎝
で
、
埋ま
い
ど土

か
ら
は
、
甕か
め

、
鉢は
ち

、

弥 　　
やや

次 　　
じじ

ヶ がが

湯 　　
ゆゆ

古 　　
ここ

墳 ふふ
　　
んん

〜
日
本
列
島
最
南
端
の
古
墳
〜

〜
日
本
列
島
最
南
端
の
古
墳
〜

古墳周溝から出土した土器群古墳周溝から出土した土器群
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壺つ
ぼ

、
高た
か
つ
き杯

、
坩か
ん

、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
な
ど 

８
０
０
点
の
土ど
き
へ
ん

器
片
が
出し
ゅ
つ
ど土

し
ま

し
た
。
お
墓
に
葬
ら
れ
た
人
が
眠
る
埋ま
い
そ
う
し
せ
つ

葬
施
設
は
、
す
で
に
削
り
取
ら
れ
て
し

ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
弥や

じ

が

ゆ

次
ヶ
湯
古
墳
が
造
ら
れ
た
時
期
は
、
出
土
遺
物
の
年ね
ん
だ
い
か
ん

代
観
よ
り
、 

５
世
紀

後
半
か
ら
６
世
紀
前
半
と
推
定
で
き
ま
す
。
古
墳
の
「
空く
う
は
く
ち
た
い

白
地
帯
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
薩
摩
半
島
に
お
い
て
、
弥や

じ

が

ゆ

次
ヶ
湯
古
墳
の
発
見
は
、
古
墳
の
分
布

領り
ょ
う
い
き

域
を
書
き
換
え
る
と
同
時
に
、
古
墳
時
代
の
薩
摩
半
島
の
社
会
像
に
再さ
い
こ
う考

を

迫
る
契け
い
き機
と
な
り
ま
し
た
。

　
近
年
の
発
掘
調
査
で
は
、
弥や

じ

が

ゆ

次
ヶ
湯
古
墳
か
ら
約
７
０
０
ｍ
の
距
離
に
、
弥や

弥次ヶ湯古墳

〒
弥次ヶ湯簡易郵便局山本電器商会

フィオーレ

ローソン指宿秋元店

なかはら歯科医院

226

秋元

セブンイレブン
指宿市役所前

次じ

が

ゆ
ヶ
湯
古
墳
が
作
ら
れ
た

時
期
と
同
時
期
の
集
落
が

見
つ
か
っ
て
お
り
、
集
落

と
お
墓
の
関
係
性
に
つ
い

て
検け
ん
と
う討

で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
弥や

じ

が

ゆ

次
ヶ
湯
古
墳
に
葬ほ
う
むら

れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人

物
な
の
で
し
ょ
う
か
？
今

後
の
研
究
に
期
待
が
か
か

り
ま
す
。

住所：指宿市十町●●

JR 指宿駅から徒歩●分

古墳の古墳の周周
しゅうこうしゅうこう

溝溝から出土したから出土した壺壺
つぼつぼ

古墳の古墳の周周
しゅうこうしゅうこう

溝溝から出土したから出土した甕甕
かめかめ

弥弥
や じ が ゆ こ ふ んや じ が ゆ こ ふ ん

次ヶ湯古墳次ヶ湯古墳のの復復
ふくげんもけいふくげんもけい

元模型元模型
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所

　

松ま
つ
お
じ
ょ
う

尾
城
跡
は
、
指
宿
市
西に
し
か
た
あ
ざ
じ
ょ
う
が
さ
き

方
字
城
ヶ
崎
と
そ
の
周
辺
を
含
め
た
丘
き
ゅ
う
り
ゅ
う陵

上
の

エ
リ
ア
に
所
在
す
る
中
世
の
山や
ま
じ
ろ城

で
す
。
Ｊ
Ｒ
宮み
や
が
は
ま

ヶ
浜
駅
か
ら
あ
る
い
て
２
０

分
ほ
ど
の
場
所
に
位
置
し
ま
す
。

ど
ん
な
遺
跡
？

ど
ん
な
遺
跡
？

　
松ま
つ
お
じ
ょ
う

尾
城
跡
の
東
側
は
絶ぜ
っ
ぺ
き壁
と
な
っ
て
い
て
、
鹿
児
島
湾
に
面
し
て
い
る
た

め
、
山や
ま
じ
ろ城
と
い
う
性
格
に
加
え
、
海う
み
じ
ろ城
の
性
格
も
あ
わ
せ
も
つ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
松ま
つ
お
じ
ょ
う

尾
城
は
、ほ
か
の
山
城
と
同
じ
よ
う
に
複
数
の
曲く
る
わ輪
（
城
内
の
区
画
）

か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
ど
の
曲く
る
わ輪

の
頂
上
も
平
坦
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
道

２
２
６
号
線
は
ち
ょ
う
ど
曲
輪
同
士
を
区
切
る
空か
ら
ぼ
り堀

を
通
っ
て
お
り
、
ま
た
、

Ｊ
Ｒ
指
宿
枕
崎
線
は
曲
輪
の
間
を
走
っ
て
い
る
の
で
す
。

松 まま
　　
つつ

尾 　　
おお

城 じじ
    
うう

跡 ああ
　　
とと

〜
鹿
児
島
湾
に
面
し
た
海
城
と
山
城
〜

〜
鹿
児
島
湾
に
面
し
た
海
城
と
山
城
〜

　
城
内
に
は
防ぼ
う
ぎ
ょ
よ
う

御
用
の
土ど
る
い塁
や
武む
し
ゃ
ば
し

者
走

り
、
武む
し
ゃ
ぞ
ろ

者
揃
い
と
い
っ
た
施し
せ
つ設
が
名な
ご
り残

を
と
ど
め
、
大お
お
て
も
ん

手
門
と
思
わ
れ
る
場
所

も
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
城
の
築
ち
く
じ
ょ
う城
時

期
は
、
現
段
階
で
は
は
っ
き
り
と
は
し

て
い
ま
せ
ん
が
、
指い
ぶ
す
き
し

宿
氏
以
来
、
指
宿

を
治
め
る
武ぶ
し
ょ
う将

が
松
尾
城
の
城
主
と
な

り
ま
し
た
。
鎌か
ま
く
ら倉

時
代
か
ら
室む
ろ
ま
ち町

時
代

に
か
け
て
の
城
主
は
指
宿
氏
で
し
た

が
、
指
宿
を
大お
お
す
み
し
ゅ
ご

隅
守
護
の
島
津
氏
が

松尾崎神社の
写真
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松尾城

指宿小学校

指宿郵便局

宮ヶ浜防波堤
（捍海提）

〒

大迫製作所

宮浜ゴルフセンター

226

指宿歯科医院

鳶ノ巣
城山

城ヶ崎

外栫下

大刀打

谷頭

0 100m

Y=
-3
64
00

X=-190400

X=-190600

Y=
-3
66
00

Y=
-3
68
00

Y=
-3
66
00

Y=
-3
68
00

Y=
-3
70
00

Y=
-3
70
00

X=-190400

X=-190600

外栫

松尾崎神社

領り
ょ
う
ゆ
う

有
し
て
か
し
て
か
ら
、
松
尾
城
の
城
主
は
次
々
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　
応お
う
え
い永

１
６
年
（
１
４
０
９
）、
指
宿
を
領
有
し
て
い
た
島し
ま
づ
も
と
ひ
さ

津
元
久
が
城じ
ょ
う
だ
い代と

し
て
阿あ
た
と
き
し
げ

多
時
成
を
松
尾
城
に
封ふ
う

じ
、
指
宿
氏
は
退た
い
き
ょ去

。
そ
の
３
年
後
に
は
奈
良

氏
が
城じ
ょ
う
ば
ん番と

し
て
入
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
奈
良
氏
は
島し
ま
づ
ひ
さ
と
よ

津
久
豊
に
倒
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
文ぶ
ん
め
い明

７
年
（
１
４
７
５
）
に
は
、
島し
ま
づ
ひ
さ
つ
ぐ

津
久
継
が
松
尾
城
の

地じ
と
う頭

と
な
り
ま
し
た
が
、
島
津
氏
が
内な
い
ふ
ん紛

を
始
め
、
文ぶ
ん
め
い明

８
年
（
１
４
７
６
）

に
島し
ま
づ
ひ
さ
つ
ぐ

津
久
継
ら
と
対
立
し
て
い
た
島し
ま
づ
た
だ
ま
さ

津
忠
昌
が
、
禰ね
じ
め
し
げ
き
よ

寝
重
清
ら
に
松
尾
城
を
攻

め
落
と
さ
せ
、
指
宿
は
禰ね
じ
め寝
氏
の
領
地
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
指
宿
は
再
び
島し
ま
づ
た
だ
ま
さ

津
忠
昌
の
孫
で
あ
る
勝か
つ
ひ
さ久
の
領
地
と
な
り
、
大だ
い
え
い永

６
年
（
１
５
２
６
）
に
地じ
と
う頭

と

し
て
伊い
じ
ち
し
げ
つ
る

地
知
重
弦
が
お
か
れ
、

そ
の
後
、
頴え

い娃
の
地
頭
を
務
め

て
い
た
頴え
い
か
ね
ひ
ろ

娃
兼
洪
が
、
天て
ん
ぶ
ん文

４

年
（
１
５
３
５
）
に
指
宿
を
攻

め
、
家
来
の
津つ
ま
が
り
か
ね
と
う

曲
兼
任
を
地
頭

と
し
て
指
宿
に
派
遣
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
以
降
、
天て
ん
し
ょ
う正
１
６
年

（
１
５
８
８
）
に
頴え

い娃
氏
が
守

護
職
の
島
津
氏
に
よ
っ
て
他
の

領
地
に
移
動
さ
せ
ら
れ
る
ま
で

松
尾
城
の
城
主
は
頴
娃
氏
の

家か
し
ん臣

が
務
め
ま
し
た
。
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所　

　
水み
ず
さ
こ迫

遺
跡
は
、
鹿
児
島
県
指
宿
市
西
方
に
所
在
す
る
後
期
旧き
ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
の
遺

跡
で
す
。
遺
跡
は
、 

指
宿
市
の
北
西
部
に
あ
る
標
高
４
０
１
ｍ
の
清き
よ
み
だ
け

見
岳
か
ら

北
東
方
向
へ
緩ゆ
る

や
か
に
伸
び
る
山や
ま
す
そ裾

の
東
側
端
部
に
位
置
し
ま
す
。
遺
跡
の
所

在
す
る
現
地
形
は
、
標
高
約
１
２
６
ｍ
の
舌ぜ
つ
じ
ょ
う状に

伸
び
る
尾お

ね根
の
東
南
側
縁
辺

部
に
あ
た
り
ま
す
。

水
迫
遺
跡
の
発
見

水
迫
遺
跡
の
発
見

　
平
成
５
年
に
鹿
児
島
県
教
育

委
員
会
が
行
な
っ
た
分
布
調
査

で
遺
跡
の
存
在
が
明
ら
か
に
な

り
、
平
成
８
年
に
は
確
認
調
査

に
よ
っ
て
、
縄
じ
ょ
う
も
ん文
時
代
早
期
の

遺
物
が
出
土
す
る
地
層
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
後
期
旧
石
器
時

代
の
集
落
は
、
緩
や
か
に
東
南

側
に
延
び
る
平
坦
地
上
で
発
見

さ
れ
た
。
水
迫
遺
跡
に
は
、
縄

文
時
代
中
期
か
ら
後
期
旧
石
器

時
代
ま
で
の
各
時
期
の
火か
ざ
ん
ば
い

山
灰

水 みみ
　　
ずず

迫 ささ
　　
ここ

遺 いい

跡 せせ
　　
きき

〜
日
本
列
島
に
お
け
る
定
住
生
活
の
先
駆
け
〜

〜
日
本
列
島
に
お
け
る
定
住
生
活
の
先
駆
け
〜

水水
みずさこいせきみずさこいせき

迫遺跡迫遺跡のの復復
ふくげんじゅうきょふくげんじゅうきょ

元住居元住居
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〒

〒 宮ヶ浜駅
下川電設工業

東方簡易郵便局

水迫遺跡

 新西方簡易郵便局

北指宿中学校

ファミリーマート
指宿大園原店

ファミリーマート
指宿田口田店

ジョイフル指宿店

マルツ青果

居宅介護施設

層
が
堆た
い
せ
き積

し
て
お
り
、
年
代
を
推
定
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

す
。

　
弥や
よ
い生

時
代
中
期
か
ら
後
期
旧き
ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
ま
で
の
複
合
遺
跡
で
す
。
弥
生
時
代

で
は
、
多
量
の
土
器
片
が
出
土
し
ま
し
た
。
縄
文
時
代
で
は
、
早そ
う
き期

～
草そ
う
そ
う
き

創
期

の
遺い
ぶ
つ物

や
遺い
こ
う構

が
見
つ
か
り
、新
型
式
の
「
水み
ず
さ
こ
し
き
ど
き

迫
式
土
器
」
も
出
土
し
ま
し
た
。

ま
た
、
後
期
旧
石
器
時
代
で
は
、
国
内
で
初
め
て
、 

竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
や
炉ろ
あ
と跡

、

道み
ち
あ
と跡

、
杭く
い
あ
と跡

な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
遺い
こ
う
ぐ
ん

構
群
は
、

定て
い
じ
ゅ
う
か

住
化
へ
向
か
う
過か

と

き
渡
期
の
集
落
の
姿
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

水水
みずさこいせきみずさこいせき

迫遺跡迫遺跡のの出出
しゅつどいぶつしゅつどいぶつ

土遺物土遺物

発発
はっくつちょうさふうけいはっくつちょうさふうけい

掘調査風景掘調査風景
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所

　
敷
し
き
り
ょ
う領

遺
跡
は
、
指
宿
市
十じ
ゅ
っ
ち
ょ
う町

小
字
敷
領
に
あ
り
ま
す
。
遺
跡
の
ほ
と
ん

ど
は
住
宅
地
に
あ
る
た
め
、
見
た
目
で
遺
跡
の
雰ふ
ん
い
き

囲
気
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

古こ
ふ
ん
じ
だ
い

墳
時
代
か
ら
古こ
だ
い代

の
重
要
な
遺い
こ
う構

・
遺い
ぶ
つ物

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ

二に
が
つ
で
ん

月
田
駅
か
ら
歩
い
て
２
０
分
ほ
ど
で
す
。

ど
ん
な
遺
跡
？

ど
ん
な
遺
跡
？

　
敷
領
遺
跡
で
は
、
西せ
い
れ
き暦
８
７
４
年
の 

開か
い
も
ん
だ
け
ふ
ん
か

聞
岳
噴
火
で
埋う

も
れ
た
し
た
水す
い
で
ん田
、

奈な

ら良
～
平へ
い
あ
ん安
時
代
の
建
物
群
や 

墨ぼ
く
し
ょ
ど
き

書
土
器
、
古
墳
時
代
の
焼
し
ょ
う
し
つ
じ
ゅ
う
き
ょ
あ
と

失
住
居
跡
、

弥や
よ
い生

時
代
後
期
の
竪た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ
あ
と

穴
住
居
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
８
年
以
来
、
指
宿
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
継
続
的
な
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
が
行
わ

れ
て
お
り
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
・
鹿
児
島
大
学
に
よ
る
発
掘
調
査
も
実
施
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　

発
掘
調
査
の
中
で
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
、
平
成
８
年
に
実
施
し
た

公こ
う
え
い
だ
ん
ち

営
団
地
の
建
て
替
え
（
現
在
の
県
営
敷
領
団
地
）
に
よ
る
発
掘
調
査
で
す
。

こ
の
調
査
に
よ
っ
て
開か
い
も
ん
だ
け

聞
岳
の
火か
ざ
ん
ば
い

山
灰
で
埋う

も
れ
た
平へ
い
あ
ん安
時
代
の
水
田
が
広

が
っ
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
平
安
時
代
に
敷
し
き
り
ょ
う領
遺
跡
に
暮
ら
し
て
い
た

人
々
は
稲い
な
さ
く作
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
下
の
地ち
そ
う層

を
掘
り
下
げ
る
と
、
掘ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の
あ
と

立
柱
建
物
跡
（
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
柱
を
立
て
て
造

ら
れ
た
建
物
）、
総そ
う
ば
し
ら柱

の
高た
か
ゆ
か
そ
う
こ
あ
と

床
倉
庫
跡
、
割
れ
た
須す

え

き
恵
器
を
硯す
ず
りに

使
用
し
た

転て
ん
よ
う
け
ん

用
硯
や
「
糒
ほ
し
い
い」「

智ち

」
と
い
っ
た
文
字
が
書
か
れ
た
墨ぼ
く
し
ょ
ど
き

書
土
器
な
ど
が
出
土

し
ま
し
た
。

〜
古
代
指
宿
の
中
心
地
〜

〜
古
代
指
宿
の
中
心
地
〜

敷 しし
　　
きき

領 りり
    
うう

遺 いい

跡 せせ
　　
きき
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敷領遺跡で発見された３号建物跡。写真（左上）のほぼ中央にカマドがあり，古代の
鍋が置かれたままの状態でみつかりました。開聞岳の火山噴火による災害を知るため
の貴重な資料です。下の写真は建物内から出土した土器です。

台台
だいつきなべだいつきなべ

付鍋付鍋 丸丸
まるぞこなべまるぞこなべ

底鍋底鍋

丸丸
まるぞこなべまるぞこなべ

底鍋底鍋 須須
す え きす え き

恵器恵器貯貯
ち ょ ぞ う きち ょ ぞ う き

蔵器蔵器

土土
は じ きは じ き

師器師器杯杯
つきつき

須須
す え きす え き

恵器恵器杯杯
つきつき

火山灰で埋もれた土器火山灰で埋もれた土器

石石
い し ぐ み ろい し ぐ み ろ

組炉組炉にかけられたにかけられた鍋鍋
なべなべ
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226

はいから亭指宿店

コープ指宿店

なかはら歯科医院

ローソン指宿秋元店

弥次ヶ湯簡易郵便局

〒

柳田

秋元

敷領遺跡

セブンイレブン
指宿市役所前

　
な
か
で
も
「
鉄て
つ
せ
い
こ
う
だ
い

製
甲
臺
」
と
呼
ば
れ
る
古
代
の
占
い
（
亀き
ぼ
く卜

）
に
使
用
し

た
と
考
え
ら
れ
る
鉄て
つ
せ
い
ひ
ん

製
品
の
出
土
は
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
古
代
人
に
と
っ

て
、
政せ
い
じ
て
き

治
的
な
判は
ん
だ
ん断

は
、
占
い
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
古
代
の
占

い
に
使
用
さ
れ
た
鉄て
つ
せ
い
こ
う
だ
い

製
甲
臺
が
出
土
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
意い

し思

決け
っ
て
い
き
か
ん

定
機
関
（
古
代
の
役
所
？
）
が
敷
し
き
り
ょ
う領
遺
跡
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
敷
領
遺
跡
の
ほ
ぼ
中
央
、
中な
か
し
き
り
ょ
う
ち
く

敷
領
地
区
に
お
い
て
は
、
開
聞
岳
の

８
７
４
年
の
噴ふ
ん
か
さ
い
が
い

火
災
害
で
埋
も
れ
た
建
物
跡
群
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
な
か
で

も
、
平
成
２
６
年
の
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
３
号
建
物
跡
で
は
、
開か
い
も
ん
だ
け

聞
岳

火か
ざ
ん
ば
い

山
灰
に
埋
も
れ
た
建
物
跡
か
ら
カ
マ
ド
、
石い
し
ぐ
み
ろ

組
炉
な
ど
の
調ち
ょ
う
り
し
せ
つ

理
施
設
、
古
代

の
鍋な
べ

や
須す

え

き
恵
器
貯ち
ょ
ぞ
う
き

蔵
器
や
土は

じ

き
師
器
の
杯つ
き

な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
資

料
は
、
噴
火
当
時
（
西
暦
８
７
４
年
）
の
食し
ょ
く
じ
よ
う
し
き

事
様
式
を
知
る
上
で
貴き
ち
ょ
う重

な
資し
り
ょ
う料

と
な
っ
て
い
ま
す
。日
用
品
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、被
害
に
あ
っ
た
人
々

は
取と

る
も
の
も
取と

り
敢あ

え
ず
噴ふ
ん
か火
か
ら
避ひ
な
ん難
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

現
在
で
も
、
敷
領
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
営

敷し
き
り
ょ
う
だ
ん
ち

領
団
地
の
建
て
替
え
に
伴
う
発
掘
調
査
で
は
、
平
成
８
年
の
発
掘
調
査
に
続

き
２
点
目
と
な
る
鉄て
つ
せ
い
こ
う
だ
い

製
甲
臺
が
出
土
し
ま
し
た
。
し
か
も
出
土
地
点
は
敷
領
遺

跡
の
北
部
で
、
１
点
目
の
鉄
製
甲
臺
と
は
７
０
０
ｍ
ほ
ど
離
れ
て
い
ま
す
。
ほ

ぼ
同
形
で
あ
る
本
資
料
は
、
敷
領
遺
跡
で
古こ
だ
い
さ
い
し

代
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

如に
ょ
じ
つ実

に
示
す
も
の
で
す
。
今
後
は
鉄
の
成せ
い
ぶ
ん
ぶ
ん
せ
き

分
分
析
や
製せ
い
さ
く
ぎ
ほ
う

作
技
法
な
ど
に
つ
い
て

研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

平成８年に出土した鉄製甲臺
てつせいこうだい

令和元年に出土した鉄製甲臺
てつせいこうだい

住所：指宿市十町
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所

　　

岩い
わ
も
と本

遺
跡
は
指
宿
市
の
最
北
部
、
小こ
ま
き牧

台
地
上
に
位
置
す
る
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
の
遺

跡
で
す
。
標
高
６
３
メ
ー
ト
ル
の
鹿か
ご
し
ま
わ
ん

児
島
湾
に
面
し
た
台
地
の
端
が
遺
跡
で
、

阿あ

た多
カ
ル
デ
ラ
の
北
端
、
断だ
ん
そ
う
か
い
が
ん

層
海
岸
の
先
端
部
に
立
地
し
ま
す
。
遺
跡
か
ら
は

鹿
児
島
湾
を
挟は
さ

ん
で
大
隅
半
島
が
遠え
ん
ぼ
う望

で
き
ま
す
。
周
辺
は
遺
跡
が
多
く
、
南

に
小
牧
３
Ａ
遺
跡
、
北
に
尾お
ご
し越

遺
跡
・
露つ
ゆ
し
げ重

遺
跡
な
ど
の
旧き
ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
、
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時じ
だ
い
そ
う
き

代
早
期
な
ど
の
遺
跡
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
遺
跡
？

ど
ん
な
遺
跡
？

　

岩
本
地
区
県け
ん
え
い
は
た
ち
か
ん
が
い
じ
ぎ
ょ
う

営
畑
地
灌
漑
事
業
に
伴
っ
て
、
指
宿
市
教
育
委
員
会
が
調
査
主

体
と
な
り
、
県
内
教
育
委
員
会
の
協
力
を
得
て
、
昭
和
５
２
年
（
１
９
７
７
）

６
月
か
ら
５
３
年
（
１
９
７
８
）
３
月
に
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

岩 いい
　　
わわ

本 もも
　　
とと

遺 いい

跡 せせ
　　
きき

〜
岩
本
式
土
器
の
標
式
遺
跡
〜

〜
岩
本
式
土
器
の
標
式
遺
跡
〜

岩岩
いわもとしきいわもとしき

本式本式土土
ど きど き

器器

　
発
掘
調
査
を
は
じ
め

る
と
、
火か
ざ
ん
た
い
せ
き
ぶ
つ

山
堆
積
物
が

た
く
さ
ん
見
つ
か
り
ま

し
た
。上
の
地ち
そ
う層
か
ら
、

開か
い
も
ん
だ
け

聞
岳
の
火か
ざ
ん
ば
い

山
灰
・
池

田
カ
ル
デ
ラ
の
火
山

灰
・
鬼き
か
い界

カ
ル
デ
ラ
の

火
山
灰
・
権ご
ん
げ
ん
や
ま

現
山
火

山
灰
・
薩さ
つ
ま摩

火
山
灰
・

岩い
わ
も
と本

火
山
灰
・
姶あ
い
ら良

カ
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な
か
で
も
岩
本
式
土
器
は
、
円え
ん
と
う筒

形
で
平ひ
ら
ぞ
こ底

。
大
き
な
バ
ケ
ツ
の
よ
う
な
形

を
し
て
い
ま
す
。

　
岩
本
式
土
器
は
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い
そ
う
き

文
時
代
早
期
の
筆ひ
っ
と
う頭

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
土
器
で

す
。
円
筒
形
の
単
純
な
形
で
口
の
部
分
に
キ
ザ
ミ
で
波な
み
じ
ょ
う状に

形
づ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。
ベ
ン
ガ
ラ
で
赤
色
に
塗と
さ
い彩

す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
石
器
で
は
、
磨ま
せ
い
せ
き
ぞ
く

製
石
鏃
や
局き
ょ
く
ぶ
ま
せ
い

部
磨
製
の
石い
し
や
り槍

、
両り
ょ
う
め
ん
か
こ
う
い
し
や
り

面
加
工
石
槍
の
存
在
な

ど
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い
そ
う
そ
う
き

文
時
代
草
創
期
の
特
色
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。
一
方
、
輝き
り
ょ
く
あ
ん
ざ
ん
が
ん

緑
安
山
岩

や
凝ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩
に
周
辺
加
工
で
楕だ
え
ん円
形
や
台
形
状
に
仕
上
げ
た
石い
し
ざ
ら皿
の
使
用
は
、
後

の
時
期
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
よ
う
で
す
。

岩本遺跡

226

道の駅いぶすき
彩花菜（さかな）館

　
こ
の
よ
う
に
岩
本
式
土

器
は
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い
そ
う
そ
う
き

文
時
代
草
創
期

の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
な
が

ら
、
一
方
で
は
新
た
な
生

活
用
具
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
が
み
ら
れ
る
た

め
、
新
た
な
環
境
に
適て
き
お
う応

し
、
生
活
ス
タ
イ
ル
を

創そ
う
ぞ
う造

し
始
め
た
姿
を
示
し

て
い
ま
す
。

ル
デ
ラ
の
火
山
灰
が
ほ
ぼ
水
平
に
堆
積
し

て
い
ま
し
た
。
考
古
学
者
た
ち
は
こ
の
地

層
を
利
用
し
て
、
遺
跡
の
変へ
ん
せ
ん遷

を
検
討
し

て
い
ま
す
。

　

縄
文
時
代
の
土
器
は
、
岩
本
式
土
器

を
中
心
に
隆り
ゅ
う
た
い
も
ん
ど
き

帯
文
土
器
、
前ま
え
ひ
ら
し
き
ど
き

平
式
土
器
、

押お
し
が
た
も
ん
ど
き

型
文
土
器
が
出
土
し
、
石
器
で
は

打だ
せ
い
せ
き
ぞ
く

製
石
鏃
、
磨ま
せ
い
せ
き
ぞ
く

製
石
鏃
、
石い
し
さ
じ匙
、
石い
し
や
り槍
、

石せ
き
ふ斧
、
石い
し
ざ
ら皿
、
砥と
い
し石
な
ど
が
出
土
し
て
い

ま
す
。

岩岩
いわもとしきいわもとしき

本式本式土土
ど きど き

器器

出土した石器出土した石器
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所　

　
大
お
お
わ
た
り渡

遺
跡
は
指
宿
市
十じ
ゅ
う
に
ち
ょ
う
お
お
わ
た
り

二
町
大
渡
に
あ
り
、
山や
ま
が
わ
わ
ん

川
湾
に
面
し
た
台だ
い
ち
じ
ょ
う

地
上
で
、

縄じ
ょ
う
も
ん文

時
代
後
期
か
ら
古こ
ふ
ん墳

時
代
の
遺い
ぶ
つ物

が
出
土
す
る
複
合
遺
跡
で
す
。

ど
ん
な
遺
跡
？

ど
ん
な
遺
跡
？

　
大
お
お
わ
た
り渡

遺
跡
は
、
昭
和
２
８
年
に
国こ
く
ぶ
な
お
い
ち

分
直
一
氏
に
よ
っ
て
、
初
め
て
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査

さ
れ
ま
し
た
。
指
宿
高
校
で
教き
ょ
う
べ
ん鞭を
と
っ
て
い
た
国こ
く
ぶ
な
お
い
ち

分
直
一
氏
は
、
民み
ん
ぞ
く
が
く

俗
学
、

考こ
う
こ
が
く

古
学
と
幅
広
い
研
究
活
動

を
展
開
し
て
い
た
人
で
し

た
。

　
昭
和
２
８
年
の
発
掘
調
査

で
は
、
縄
文
時
代
中
期
の
阿あ

高た
か
し
き
ど
き

式
土
器
か
ら
縄
文
時
代

晩ば
ん
き期
に
至い
た
る
土
器
が
出
土
し

ま
し
た
。
調
査
に
参
加
し
た

の
は
、
国こ
く
ぶ
な
お
い
ち

分
直
一
氏
、
河か
わ
ぐ
ち口

貞さ
だ
の
り徳
氏
、
重
し
げ
ひ
さ
じ
ゅ
う
ろ
う

久
十
郎
氏
、
河こ
う

野の
は
る
お

治
雄
氏
ら
で
、
調
査
地
点

は
南
向
き
の
緩か
ん
け
い
し
ゃ
ち

傾
斜
地
で
あ

り
、
国
分
氏
は
、
遺
跡
の
中

心
が
上
位
の
平
坦
地
に
あ
る

可
能
性
が
高
い
と
評
価
し
て

大 おお
　　
おお

渡 わわ
たた
りり

遺 いい

跡 せせ
　　
きき

〜
南
西
諸
島
と
の
交
流
を
示
す
縄
文
遺
跡
〜

〜
南
西
諸
島
と
の
交
流
を
示
す
縄
文
遺
跡
〜

昭和 32 年調査風景昭和 32 年調査風景
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い
ま
す
。

　

昭
和
３
２
年
の
発
掘
調
査
は
、
一
次
調
査
と
二
次
調
査
に
わ
た
っ
て
実

施
さ
れ
、
昭
和
３
２
年
３
月
２
３ 

日
～
４
月
１
日
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

調
査
に
参
加
し
た
の
は
、
国
分
直
一
、
河
口
貞
徳
、
重
久
十
郎
氏
の
他
、

指い
ぶ
す
き
こ
う
こ
う
き
ょ
う
ど
け
ん

宿
高
校
郷
土
研
究き
ゅ
う
ぶ部

で
し
た
。
こ
の
発
掘
調
査
は
指い
ぶ
す
き
し
し
へ
ん
さ
ん
じ
ぎ
ょ
う

宿
市
誌
編
纂
事
業
の
た

め
実じ
っ
し施

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
４
か
ら
５
体
の
人
骨
や
縄
文
土
器
が
出
土
し
ま

し
た
。

　
一
次
調
査
の
第
１
ト
レ
ン
チ
か
ら
は
、
２
体
の
人じ
ん
こ
つ骨
が
出
土
し
ま
し
た
。
１

号
人
骨
は
、
縄
文
時
代
後
期
以
降
の
人
骨
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
２
号
人
骨

に
つ
い
て
も
、
同
一
層
か
ら
の
出
土
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
縄
文
時
代
後
期
以
降

の
人
骨
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
当
時
の
発
掘
調
査
写
真
か
ら

北北
き た く ね や まき た く ね や ま

久根山久根山第第
だいにけいしきだいにけいしき

二型式二型式土土
ど きど き

器器

指指
いぶすきしきいぶすきしき

宿式宿式土土
ど きど き

器器

市市
い ち き し きい ち き し き

来式来式土土
ど きど き

器器

出土した出土した市市
い ち き し きい ち き し き

来式来式土土
ど きど き

器器

第２号人骨第２号人骨
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は
、
暗あ
ん
し紫
コ
ラ
（
弥や
よ
い生
時
代
中
期
）
と
考
え
ら
れ
る
火か
ざ
ん
ば
い

山
灰
ブ
ロ
ッ
ク
が
人
骨

上
部
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
弥や
よ
い生
時
代
中
期
よ
り
新
し
い
可
能
性
は
少
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
二
次
調
査
で
も
人
骨
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
人
骨
は
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
後

期
の
包ほ
う
が
ん
そ
う

含
層
か
ら
の
出
土
と
さ
れ
ま
す
が
、
上
層
か
ら
の
掘
り
込
み
で
あ
っ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
人
骨
は
鹿
児
島
県
内
で
も
貴き
ち
ょ
う重

な
事
例
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
調
査
が
待
た
れ
ま
す
。

　
人
骨
以
外
の
出し
ゅ
つ
ど
い
ぶ
つ

土
遺
物
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
の
市い
ち
き
し
き
ど
き

来
式
土
器
の
注ち
ゅ
う
こ
う
ど
き

口
土
器

や
尖せ
ん
て
い
ど
き

底
土
器
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
市い
ち
き
し
き
ど
き

来
式
土
器
の
注ち
ゅ
う
こ
う
ど
き

口
土
器
に
つ
い
て

鹿児島県立
指宿養護学校

国立病院機構
指宿医療センター

お宿やまびこ

指宿フェニックスホテル

指宿薬剤師会薬局
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大渡遺跡

横から横から

斜めから斜めから

正面から正面から

は
、
種た
ね
が
し
ま

子
島
の
納の
う
そ曽
遺
跡
に
も
似
た
資
料
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
本ほ
ん
だ
み
ち
て
る

田
道
輝

氏
に
よ
る
と
、
こ
の
形
の
土
器
が
分
布
す
る
の
は
、
南
部
九
州
を
中
心
と
す

る
地
域
で
あ
り
、
そ
の
系け
い
ふ譜

な
ど
謎
が
多
い
土
器
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

国こ
く
ぶ
な
お
い
ち

分
直
一
氏
は
、
尖せ
ん
て
い
ど
き

底
土
器
に
つ
い
て
、
南
西
諸
島
の
乳
に
ゅ
う
ぼ
う
じ
ょ
う
せ
ん
て
い

房
状
尖
底
と
呼
ば

れ
る
土
器
群
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

１
９
９
４
年
、指
宿
市
南み
な
み
す
り
が
は
ま

摺
ヶ
浜
遺
跡
で
、縄
文
時
代
晩
期
の
土
器
と
と
も
に
、

宇う
し
ゅ
く
じ
ょ
う
そ
う
し
き
ど
き

宿
上
層
式
土
器
と
よ
ば
れ
る
南
西
諸
島
の
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
縄
文
時
代
の
終
わ
り
頃
、
指
宿
の
人
々
が
南
島
と
交
流
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

市市
い ち き し き ど きい ち き し き ど き

来式土器来式土器のの注注
ちゅうこうどきちゅうこうどき

口土器口土器
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遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所

　
成な
り
か
わ
ぼ
ん
ち

川
盆
地
（
成
川
マ
ー
ル
）
の
西
壁
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
地
は
標
高

３
８
～
７
３
メ
ー
ト
ル
の
丘
き
ゅ
う
り
ょ
う

陵
が
東
へ
張
り
出
し
た
尾お

ね根
の
先
端
部
南
斜
面

で
、
地
層
は
池い
け
だ
こ
か
ざ
ん
ば
い

田
湖
火
山
灰
の
上
に
開か
い
も
ん
だ
け
か
ざ
ん
ば
い

聞
岳
火
山
灰
が
堆た
い
せ
き積

し
て
で
き
て
い
ま

す
。
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
、
弥や
よ
い生

時
代
、
古こ
ふ
ん墳

時
代
に
わ
た
る
複ふ
く
ご
う
い
せ
き

合
遺
跡
で
す
。

調
査
の
経
緯

調
査
の
経
緯

　
昭
和
３
２
年（
１
９
５
７
）

山
川
港
埋
立
工
事
用
採
土
工

事
に
よ
り
発
見
さ
れ
、
数
日

間
の
調
査
が
さ
れ
ま
し
た
。

　
翌
３
３
年
に
文
化
財
保
護

委
員
会
（
現
文
化
庁
）
が
発

掘
調
査
を
行
い
、
そ
の
後
昭

和
５
５・
５
６
年
に
は
国
道

２
２
６
号
線
成
川
バ
イ
パ
ス

に
お
け
る
昭
和
５
５
年
の
調

査
で
は
、
祭
祀
遺
構
の
西
南

に
隣
接
す
る
地
域
で
山
ノ
口

式
土
器
を
出
土
す
る
竪
穴
住

成 なな
　　
りり

川 かか
　　
わわ

遺 いい

跡 せせ
　　
きき

〜
弥
生
・
古
墳
時
代
の
集
団
墓
〜

〜
弥
生
・
古
墳
時
代
の
集
団
墓
〜
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居
跡
８
軒
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
祭
祀
遺
構
を
残
し
た
も
と
の
集
落
で

あ
ろ
う
。
竪
穴
住
居
の
形
態
は
隅
丸
方
形
が
主
体
で
、
ほ
か
に
円
形
の
も
の
が

１
軒
あ
り
ま
す
。
床
面
積
は
１
０
～
３
５
㎡
程
度
と
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

こ
の
な
か
に
は
周
辺
に
ベ
ッ
ド
状
の
高
ま
り
の
あ
る
も
の
も
４
軒
あ
り
ま
す
。

中
央
に
炉
穴
の
あ
る
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
柱
穴
の
配
置
は
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
。
住
居
内
外
か
ら
多
く
の
土
器
・
石
器
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

遺
構
と
遺
物

　
最
初
こ
の
地
に
出
現
し
た
の
は
、
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
祭
祀
遺
跡
で
す
。

尾
根
の
南
東
端
山
麓
に
、
１
０
０
㎡
余
の
面
積
の
範
囲
に
輝
石
安
山
岩
質
の
板

石
３
基
を
、
根
固
石
を
用
い

て
強
固
に
立
て
並
べ
、
そ
れ

の
南
側
に
は
幅
１
ⅿ
、
長
さ

５
ⅿ
余
の
範
囲
に
安
山
岩
礫

を
配
し
て
い
ま
す
。
立
石
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
元
の
山
ノ

口
式
土
器
と
と
も
に
、
北
九

州
か
ら
移
入
さ
れ
た
丹
塗
り

研
磨
し
た
須
玖
式
土
器
が
供

献
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

祭
祀
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
、
同
様
な
例
は
、
枕
崎

市
松
ノ
尾
遺
跡
や
対
岸
の
大

根
占
町
山
ノ
口
遺
跡
に
も
あ

ま
す
。

　
開
聞
岳
が
噴
火
し
た
の
は
、
こ
の
祭
祀
遺
構
が
形
成
さ
れ
た
直
後
で
す
。
根

固
め
の
立
石
が
３
基
と
も
に
中
ほ
ど
で
折
損
転
落
し
て
い
る
の
は
、
爆
発
の
衝

撃
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
土
器
は
在
地
の
山
ノ
口
式
土
器
を
主
体
と
し
ま
す
が
、
北
九
州
系
の
丹
塗
土

器
、
瀬
戸
内
系
の
凹
線
文
土
器
な
ど
外
来
系
の
も
の
も
あ
り
、
石
器
に
は
磨
製

石
鏃
・
磨
石
・
石
剣
・
砥
石
な
ど
が
あ
り
、
ほ
か
に
有
孔
・
容
器
状
な
ど
の
軽

石
製
品
も
あ
り
ま
す
。

　
祭
祀
遺
構
が
造
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
弥
生
時
代
後
期
に
は
、
埋
葬
が
行
わ
れ
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ま
し
た
。
昭
和
３
２
年
の
調
査
で
は
、
祭
祀
遺
構
の
西
に
隣
接
す
る
約
１
３
０

㎡
の
地
域
に
、
Ｔ
字
状
立
石
と
弥
生
時
代
後
期
の
甕
棺
墓
（
単
棺)

、
土
壙
墓

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
時
期
に
は
、
中
期
の
折
れ
た
立
石
を
模
倣
し
て
、
２
枚
の
板
石
を
組
み

合
わ
せ
て
Ｔ
字
状
の
立
石
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
遺
跡
は
北
九
州

甕
棺
葬
の
伝
播
の
南
限
に
も
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　
古
墳
時
代
に
は
、
集
落
共
同
の
埋
葬
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
墓
域
は
尾
根
の
南

斜
面
に
広
が
り
、
面
積
は
１・５
ｈ
ａ
に
達
し
ま
す
。

　

４
世
紀
か
ら
６
世
紀
に
い
た
り
、
墓
壙
が
１
４
３
基
、
被
葬
者
の
数
は

３
４
８
体
に
達
し
ま
す
。
墓
域
の
東
南
部
に
２
０
基
あ
ま
り
の
立
石
が
設
け
ら

れ
て
い
る
た
め
、「
立
石
土
坑
墓
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
埋
葬
は
土
中
に
遺
体
を
埋
め
た
の
ち
、
地
表
面
に
土
器
や
石
器
を
供
献
す
る

方
法
で
行
わ
れ
、
１
４
１
基
の
土
壙
墓
が
発
見
さ
れ
た
昭
和
５
６
年
の
調
査
で

は
６
基
だ
け
に
鉄
器
が
副
葬
さ
れ
て
お
り
、鉄
剣
１
が
１
基
、鉄
鏃
１
が
４
基
、

鉄
鏃
２
が
１
基
で
す
。
頭
部
に
朱
の
ま
か
れ
た
墓
も
あ
り
ま
し
た
。
供
献
に
は

土
器
・
鉄
器
が
あ
り
ま
す
。
土
器
で
は 

、
高
杯
、
坩
、
鉄
器
で
は
剣
５
４
・

刀
１
２
・
矛
３
・
鏃
１
５
０
・
大
型
鏃
９
・
異
形
鉄
器
６
な
ど
武
器
多
く
用
い

ら
れ
、
装
飾
品
は
金
環
が
１
点
あ
る
の
み
で
す
。

　
ほ
か
に
斧
１
・
刀
装
具
・
刀
子
・
や
り
が
ん
な
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
な

か
で
剣
に
蛇
行
剣
が
多
く
含
ま
れ
る
の
は
特
徴
の
一
つ
で
す
。
蛇
行
剣
は
全
国

で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
１
遺
跡
で
複
数
出
土
し
て
い
る
例
は
珍
し
い
も
の
で

す
。

　
成
川
遺
跡
で
は
３
４
８
体
の
人
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
成
人
骨
が
多

い
・
男
性
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
人
骨
を
調
査
し
た
金
関
丈
夫

博
士
は
「
身
長
低
く
頭
形
短
く
、
顔
面
が
低
い
と
い
う
点
で
、
成
川
遺
跡
人

は
北
九
州
地
方
の
弥
生
人
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

１
９
８
０
年
の
調
査
で
は
、
墓
域
の
南
隣
接
地
の
下
層
で
縄
文
時
代
後
期
の
指

宿
式
土
器
に
伴
う
遺
構
と
多
量
の
遺
物
、
最
下
層
か
ら
縄
文
時
代
中
期
の
春
日

式
土
器
に
伴
う
遺
構
と
遺
物
が
検
出
さ
れ
、縄
文
時
代
前
期
の
土
器
（
曽
畑
式・

深
浦
式
）
や
中
期
の
土
器
（
阿
高
式
・
岩
崎
下
層
式
・
並
木
式
）
も
若
干
出
土

し
て
い
る
。
土
製
品
と
し
て
円
盤
形
土
製
品
が
出
て
い
ま
す
。
石
器
に
は
片
刃

を
含
む
磨
製
石
斧
２
７
、
磨
石
４
４
が
あ
り
ま
す
。
石
製
品
に
は
玦
状
耳
飾
を
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( 有 ) 成川石油店

お豆富 sweets emifuii

福崎自動車整備工場

成川遺跡

再
加
工
し
た
垂
飾
品
、
有
孔
軽
石

製
品
な
ど
も
あ
る
。

特
徴

　
丘
陵
に
つ
く
ら
れ
た
古
墳
時
代

の
土
坑
墓
群
で
あ
る
。
南
九
州
特

有
の
多
く
の
土
器
・
鉄
器
が
出
土

し
、
成
川
式
土
器
の
標
識
遺
跡
で

あ
る
。
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尾 　　
おお

長 　　
ばば

谷 せせ

迫 ざざ
　　
ここ

遺 　　
いい

跡 せせ
　　
きき

遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所

　
尾お
ば
せ
ざ
こ

長
谷
迫
遺
跡
は
、
指
宿
市
西
方
尾お
ば
せ
ざ
こ

長
谷
迫・尾お
ば
せ
が
わ
ざ
こ

長
谷
川
迫
に
所
在
し
ま
す
。

遺
跡
は
標
高
４
０
ｍ
前
後
の
海
に
面
し
た
台
地
上
に
立
地
す
る
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
か
ら

近
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
、
特
に
古こ
ふ
ん墳

時
代
の
鍛か
じ
い
こ
う

冶
遺
構
が
発
見
さ
れ
た

遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
遺
跡
？

ど
ん
な
遺
跡
？

　
昭
和
６
０
年
、
県け
ん
え
い
は
た

営
畑

地ち
た
い
そ
う
ご
う
と
ち
か
い
り
ょ
う
じ
ぎ
ょ
う

帯
総
合
土
地
改
良
事
業

に
伴
い
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
が
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
古
墳
時
代

の
竪た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ
あ
と

穴
住
居
跡
２
基
が
検

出
さ
れ
、
う
ち
１
つ
に

鍛か
じ
い
こ
う

冶
遺
構
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
竪た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

穴
住
居
の
内
部

に
は
、
中
央
部
に
鍛か

じ

ろ
冶
炉

が
設
け
ら
れ
、
鉄て
っ
さ
い滓

、

金か
な
と
こ
い
し

床
石
、
砥と
い
し石

、
高た
か
つ
き杯

の

脚き
ゃ
く
ぶ部

を
転て
ん
よ
う用

し
た
ふ
い
ご

の
羽は
ぐ
ち口

等
が
出
土
し
ま
し

た
。

ふいごのふいごの羽羽
は ぐ ちは ぐ ち

口口
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竪た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ
あ
と

穴
住
居
跡
の
性
格
に
つ
い
て
は
、日に
ち
じ
ょ
う
ざ
っ
き

常
雑
器
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
生
活
の
一
環
と
し
て
の
鍛か
じ
こ
う
い

冶
行
為
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
橋は
し
む
れ
が
わ

牟
礼
川
遺

跡
の
竪た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

穴
住
居
か
ら
も
鉄て
っ
さ
い滓

、
金か
な
と
こ
い
し

床
石
、 

砥と
い
し石

を
伴
う
鍛か
じ
い
こ
う

冶
遺
構
が
検
出
さ

れ
て
い
る
他
、
豊
富
な
鉄て
っ
き
る
い

器
類
が
出
土
し
て
お
り
、
当
時
、
指
宿
に
お
い
て

は
、
鍛か
じ
ぎ
じ
ゅ
つ

冶
技
術
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
え
ま
す
。
な
お
、
鉄
素
材
に

は
、砂さ
て
つ鉄

と
鉄て
っ
こ
う
せ
き

鉱
石
の
２
つ
の
可
能
性
が
指し
て
き摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、今
後
、

製せ
い
て
つ
い
こ
う

鉄
遺
構
の
発
見
や
鉄
素
材
の
入
手
の
問
題
な
ど
解
決
す
る
べ
き
課
題
も
多
く

あ
り
ま
す
。

発掘調査で発掘調査で検検
けんしゅつけんしゅつ

出出された多量のされた多量の住住
じゅうきょぐんじゅうきょぐん

居群居群

尾長谷迫遺跡

宮ヶ浜防波堤
（捍海提）

徳田自動車整備工場

大迫製作所
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西 にに
　　
しし

多 　　
たた

羅 らら

ヶ 　　
がが遺 　　

いい

跡 せせ
　　
きき 迫 ささ

　　
ここ

遺
跡
の
場
所

遺
跡
の
場
所

　
西に
し
た
ら
が
さ
こ

多
羅
ヶ
迫
遺
跡
は
、
指
宿
市
大お
お
あ
ざ
こ
ま
き
に
し
た
ら
が
さ
こ

字
小
牧
字
西
多
羅
ヶ
迫
に
所
在
し
、
標
高

１
０
３
メ
ー
ト
ル
の
幅
の
狭
い
尾
根
上
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
が
立
地
す

る
尾
根
の
北
西
面
は
、
緩
や
か
な
斜
面
で
あ
り
鹿
児
島
市
喜き
い
れ入

の
帖ち
ょ
う
ち地

方
向
へ

延
び
て
い
ま
す 

。 

ま
た
、
南
東
側
に
は
浅
い
谷
が
あ
り
ま
す
。

ど
ん
な
遺
跡
？

ど
ん
な
遺
跡
？

　
西に
し
た
ら
が
さ
こ

多
羅
ヶ
迫
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
～
後
期
、
早そ
う
き期
、
草そ
う
そ
う
き

創
期
と
後
期

旧
石
器
時
代
の
細さ
い
せ
き
じ
ん
ぶ
ん
か
き

石
刃
文
化
期
、
Ａ
Ｔ
上
位
の
ナ
イ
フ
形
石
器
文
化
後
半
期
、

Ａ
Ｔ
下
位
の
ナ
イ
フ
形
石
器
文
化
前
半
期
、
後
期
旧
石
器
時
代
初
頭
の
遺い
こ
う構

や

遺い
ぶ
つ物

が
出
土
し
ま
し
た
。

　
西に
し
た
ら
が
さ
こ

多
羅
ヶ
迫
遺
跡
は
、
尾お
ね
ち
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ

根
頂
上
部
に
位
置
し
て
お
り
、
北
西
と
南
東
方
向

が
谷
地
形
に
よ
っ
て
挟は
さ

ま
れ
て
い
ま
す
。 

縄
文
時
代
中
期
・
後
期
に
帰き
ぞ
く属

す

る
と
考
え
ら
れ
る
北
側
斜
面
で
検
出
さ
れ
た
ピ
ッ
ト
群
は
、
土
器
の
出
土
が
全

く
な
い
こ
と
や
遺い
こ
う構
の
検け
ん
し
ゅ
つ
は
ん
い

出
範
囲
か
ら
、
集
落
と
は
異
な
る
性
格
が
想
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
縄
文
時
代
草
創
期
に
つ
い
て
は
、
遣
構
は
未
発
見
で
す
が
、
無む
も
ん
ど
き

文
土
器
が
出

土
し
た
範
囲
が
な
ん
ら
か
の
窪く
ぼ
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
集
落
の
一
部
を
検
出
し

て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す 

。

　

後
期
旧
石
器
時
代
の
細さ
い
せ
き
じ
ん
ぶ
ん
か
き

石
刃
文
化
期
に
つ
い
て
、
細さ
い
せ
き
じ
ん
か
ん
せ
ん
い
ぶ
つ

石
刃
関
連
遺
物
が

細さ
い
せ
き
じ
ん
か
く

石
刃
核
が
主
体
で
あ
る
た
め
全
体
像
は
判
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、 

細さ
い
せ
き
じ
ん
か
く

石
刃
核

の
出
土
量
に
対
し
て
細さ
い
せ
き
じ
ん

石
刃
が
皆か
い
む無

で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
場
所
が
、
細さ
い
せ
き
じ
ん

石
刃



の
製
作
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す 

。
Ａ
Ｔ
上

位
の
ナ
イ
フ
形
石
器
文
化
後
半
期
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ス
パ
ー
や
シ
ル
ト
質

凝ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩
の
石せ
っ
き
せ
き
ざ
い

器
石
材
を
搬
入
し
、
石
器
を
製
作
し
、
そ
の
石
器
を
使
っ
た
場
所

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
Ａ
Ｔ
下
位
の
ナ
イ
フ
形
石
器
文
化
前
半
期
に
つ

い
て
は
、
石
器
製
作
と
そ
の
使
用
す
る
場
が
想
定
で
き
ま
す
。
後
期
旧
石
器
時

代
初
頭
に
つ
い
て
も
、
石
器
を
製
作
し
、
そ
の
石
器
を
使
用
し
た
場
所
で
す
。 

両
時
期
と
も
、
近
隣
で
良
質
な
ジ
ャ
ス
パ
ー
を
産
出
し
た
「
原げ
ん
さ
ん
ち
い
せ
き

産
地
遺
跡
」 

と

し
て
の
性
格
が
窺う
か
がえ
ま
す 

。
八幡神社
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