
は
な
く
、
農
耕
に
近
い
作
業
を
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ヒ
ス
イ
製
垂
飾
・
小
玉

　

ヒ
ス
イ
製
垂
飾
と
小
玉
は
、
新

潟
県
の
糸
魚
川
で
産
出
す
る
も
の

で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代

の
ヒ
ス
イ
は
県
内
で
も
数
少
な
い

出
土
で
す
が
、
す
べ
て
糸
魚
川
の

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
か

ら
広
域
な
交
流
・
交
易
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も

の
で
す
。

竪
穴
住
居
跡

　

竪
穴
住
居
跡
は
、
１
軒
だ
け
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。
3.6
ｍ
×
４
ｍ

の
ほ
ぼ
円
型
を
し
て
い
ま
す
。
住

居
の
中
か
ら
は
、
中
岳
式
土
器
や

石
器
が
数
多
く
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
期
の
住
居
跡
の
発
見

は
、
珍
し
く
貴
重
な
資
料
で
す
。

太
古
の
記
憶
が
蘇
る

～
町
田
堀
遺
跡
～

　

東
九
州
自
動
車
道
の
計
画
路
線
上
に
あ
る
串
良
町
細
山
田
で
は
、

縄
文
時
代
・
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
の
人
々
の
生
活
の
跡
や
、亡
く
な
っ

た
豪
族
を
埋
葬
し
た
跡
が
発
見
さ
れ
、
平
成
26
年
２
月
ま
で
発
掘
作

業
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
こ
の
地
に
、
墓
が
造
ら
れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
人
が
埋
葬

さ
れ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
町
田
堀
遺
跡
に
眠
る
豪
族
達
の
集

落
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

　

興
味
の
尽
き
な
い
太
古
の
ロ
マ
ン
。
秋
の
夜
長
、
串
良
の
地
に
眠

る
歴
史
を
想
像
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】  

町
田
堀
遺
跡
発
掘
現
場
事
務
所
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５
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縄
文
時
代

　

縄
文
時
代
は
、
約
１
万
３
千
年

前
に
土
器
が
作
ら
れ
始
め
て
か

ら
、
約
２
千
５
百
年
前
に
稲
作
農

耕
が
始
ま
る
弥
生
時
代
ま
で
約

１
万
年
間
続
き
ま
す
。

　

町
田
堀
遺
跡
で
は
、
約
３
千
年

前
の
縄
文
時
代
の
遺
構
や
遺
物

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

埋
設
土
器

　

埋
設
土
器
と
は
、
鉢
型
の
広
口

の
土
器
を
地
中
に
埋
め
た
も
の

で
す
。
亡
く
な
っ
た
人
が
骨
だ
け

に
な
っ
た
段
階
で
骨
だ
け
を
入

れ
て
埋
葬
す
る
再
葬
墓
で
は
な

い
か
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
町
田
堀
遺
跡
で
は
４
か
所
で

発
見
さ
れ
ま
し
た
。

石せ
き

斧ふ

集
積
遺
構

　

石
斧
集
積
遺
構
と
は
、
石
斧
を

12
本
ま
と
め
て
埋
め
た
も
の
で

す
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
石
斧
を

ま
と
め
て
埋
め
た
の
か
よ
く
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
祭
り

的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
石
斧
は
す
べ
て
扁
平
な
も
の

で
、
木
を
切
る
に
は
適
さ
な
い
も

の
で
す
。
お
そ
ら
く
土
を
掘
る
道

具
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
狩
猟
・
採
集
だ
け
で

古
墳
時
代

　

古
墳
時
代（
約
１
千
５
百
年
前
） 

は
、
前
方
後
円
墳
な
ど
の
古
墳
が

全
国
に
造
ら
れ
た
時
代
で
、
大
和

政
権
が
成
立
し
て
い
く
時
代
で

す
。
県
内
で
も
唐
仁
古
墳
群
（
東

串
良
町
）・
横
瀬
古
墳
（
大
崎
町
）・

塚
崎
古
墳
群
（
肝
付
町
）
な
ど
多

く
の
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
に
志
布
志
湾
沿
岸
部
に
は
、
大

型
の
前
方
後
円
墳
や
円
墳
な
ど

の
古
墳
群
が
密
集
し
て
い
ま
す
。

地
下
式
横
穴
墓

　

南
九
州
に
は
、
地
下
式
横
穴
墓

と
呼
ば
れ
る
こ
の
地
域
特
有
の

墓
が
あ
り
ま
す
。
地
下
式
横
穴
墓

は
、
地
表
か
ら
た
て
に
穴
を
掘
り

（
竪
坑
）、
そ
の
最
下
部
か
ら
横
方

向
に
掘
り
進
め
、
地
下
に
空
洞
を

造
り
ま
す
。
こ
の
空
洞
（
玄
室
）

に
遺
体
を
安
置
し
、
入
り
口
を
ふ

さ
い
で
竪
坑
は
埋
め
戻
し
ま
す
。

玄
室
内
に
は
鉄
で
で
き
た
鏃
や
じ
り
や

剣
な
ど
を
埋
葬
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

町
田
堀
遺
跡
で
も
、
こ
れ
ま
で

に
地
下
式
横
穴
墓
50
基
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
人
骨
の
残
っ
て
い

る
墓
も
６
基
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

副
葬
品
と
し
て
、
鉄
鏃
・
鉄

剣
・
槍
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま

す
。
当
時
で
は
鉄
は
大
変
貴
重
な

も
の
で
、
鉄
製
品
を
持
っ
て
い
る

こ
と
は
権
力
者
だ
っ
た
こ
と
を
裏

付
け
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
鉄
鏃

の
形
態
か
ら
５
世
紀
代
で
横
瀬
古

墳
と
ほ
ぼ
同
じ
年
代
と
考
え
ら
れ

ま
す
。 ｉｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉｅ
ｗ

●

町
田
堀
遺
跡
で

　
発
掘
さ
れ
た
出
土
品

▲鉄剣
　40 号墓に副葬されていた長さ 78 ㎝と
長い鉄剣。鞘には、桜の木の皮が巻かれ
ています。

▲ 37 号墓人骨
　37 号墓（地下式横穴墓）で出土
した保存状態の良い人骨。壮年
男子のようで、歯の残りも非常
に良く、32 本全部揃っています。

▲石斧集積遺構▲埋設土器

　

大
型
異
形
鉄
鏃や
じ
り

　
異
常
に
大
き
く
、形
も
特

殊
な
鉄
鏃
。実
用
的
な
も
の

で
は
な
く
、儀
式
や
祭
祀
、副

葬
用
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

▲

▲赤色顔料
　「火」あるいは「血」の色に通じる古くより
様々に使用されてきた赤色顔料。地下式横穴
墓でも、顔や体、羨門などに塗られています。

▲竪穴住居跡

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

中
村 

耕
治 

氏

　

志
布
志
湾
岸
一
帯
は
、
昔
か

ら
古
墳
が
多
い
こ
と
で
有
名
で

す
が
、
近
年
発
見
さ
れ
た
祓
川

や
立
小
野
堀
、
町
田
堀
な
ど
の

内
陸
部
に
位
置
し
て
い
る
遺
跡

で
は
、
地
下
式
横
穴
墓
の
群
集

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

両
者
の
違
い
で
分
か
っ
て
い

る
こ
と
は
、
地
下
式
横
穴
墓
は

規
模
が
小
さ
い
こ
と
、
形
態
が

多
少
異
な
る
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
出
土
し
た
鉄
器
な
ど
の
副

葬
品
は
見
劣
り
し
ま
せ
ん
。

　

そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

鉄
器
な
ど
の
入
手
方
法
が
謎
と

な
り
ま
す
。
中
央
政
権
と
繋
が

り
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
九

州
で
も
１
・
２
を
争
っ
た
志
布
志

湾
岸
一
帯
の
権
力
者
か
ら
分
け

与
え
ら
れ
た
の
か
…
。

　

解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
発
掘

し
な
け
れ
ば
分
か
り
ま
せ
ん
。

未
だ
残
る
多
く
の
課
題
を
追
求

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

ココ

細山田
中学校

細山田
小学校

細山田
郵便局

269

67
▲ヒスイ製垂飾

平 日 の 9 時 〜 17 時
まで見学できます。
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