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郷

土

の

文

化

財

午
戻
遺
跡 

（
大
坪
町
　
平
成
９
・
10
年
度
調
査
）

ら
約
１
８
０
０
年
前
ま
で
の
時

期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
土
壙

墓
は
石
棺
墓
よ
り
や
や
前
の
時

期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
２
月
号
で
は
、
午
戻
遺
跡
の

副
葬
品
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
午う

ま

戻
も
ど
し

遺
跡
で
は
弥
生
時
代
の

甕か
め

棺か
ん

墓ぼ

（
甕
を
棺

ひ
つ
ぎ

に
し
た
墓
）
14

基
や
土ど

壙こ
う

墓ぼ

（
地
面
に
穴
を
掘

り
、
直
接
遺
体
を
収
め
た
墓
、

も
し
く
は
木
の
棺
が
使
用
さ
れ

て
い
た
が
朽
ち
て
墓は

か

穴あ
な

だ
け
が

残
っ
た
墓
）
２
基
、
石せ

っ

棺か
ん

墓ぼ

（
石

を
並
べ
て
棺
に
し
た
墓
）
13
基
を

確
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
墓
の

大
半
は
成
人
男
性
用
の
も
の
で

す
が
、
中
に
は
小
児
用
あ
る
い
は

女
性
用
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

小
型
の
墓
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
部
の
墓
は
写
真
の
よ
う
に

集
中
し
て
分
布
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
石
棺
墓
は
小こ

口ぐ
ち

を
共
有

し
て
い
る
も
の
や
墓
の
側
面
に

配
置
し
て
い
る
側
石
が
間
隔
を

空
け
て
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
特

殊
な
形
態
の
石
棺
が
見
ら
れ
る

非
常
に
興
味
深
い
状
況
を
確
認

し
ま
し
た
。

　
甕
棺
墓
は
約
２
２
０
０
年
前

か
ら
約
２
１
０
０
年
前
ま
で
、

石
棺
墓
は
約
２
１
０
０
年
前
か

　
伊
万
里
の
遺
構
シ
リ
ー
ズ
〜
埋
葬
遺
構
を
中
心
と
し
て
〜
③

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係（
☎
㉒
１
２
６
２
）↑午戻遺跡の墓群の発掘状況

　「『
権
利
』
は
『
義
務
』
を
果
た

し
て
か
ら
主
張
す
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」。
こ
れ
は
、
人
権
教

育
の
現
場
で
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

寄
せ
ら
れ
る
意
見
で
す
。
果
た
し

て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本

国
憲
法
が
定
め
る
『
国
民
の
三
大

義
務
』
を
通
し
て
、
権
利
と
義
務

の
関
係
を
子
ど
も
の
目
線
で
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
一
つ
目
は
『
勤
労
の
義
務
』
で

す
。
ま
だ
働
く
こ
と
が
で
き
な
い

子
ど
も
に
義
務
は
果
た
せ
ま
せ

ん
。
二
つ
目
は
『
納
税
の
義
務
』

で
す
。
ま
だ
働
け
な
い
子
ど
も
に

課
税
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
義
務
を
果
た
す
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
三
つ
目
は
『
教
育
の
義

務
』
で
す
。
こ
こ
で
言
う
義
務
と

は
、
大
人
が
子
ど
も
に
教
育
を
受・

け・

さ・

せ・

る・

責
任
の
こ
と
で
す
か

ら
、
そ
も
そ
も
子
ど
も
に
義
務
は

発
生
し
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
義
務
を
果
た
せ
な

い
子
ど
も
に
は
権
利
は
与
え
ら
れ

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
え
、

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
、
権
利
は
日
本
国
憲
法
で

す
べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。
権
利
は
義
務
を
果
た

し
た
人
へ
の
ご
褒
美
で
は
な
い
の

で
す
。

　
一
方
で
、
権
利
に
は
『
責
任
』

が
伴
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
み
ん
な
が
身
勝
手
に
権
利

を
主
張
す
れ
ば
、
権
利
を
巡
っ
て

争
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
す

べ
て
の
人
の
権
利
を
保
障
す
る
日

本
国
憲
法
は
、
争
い
の
歴
史
の
反

省
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
権
利
を

奪
う
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
。
権
利

を
行
使
す
る
際
に
は
責
任
を
持
た

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

　
私
た
ち
が
幸
せ
に
な
る
た
め
の

権
利
で
あ
る
『
人
権
』
に
つ
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
自
分

の
人
権
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
誰

か
の
人
権
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
許

さ
れ
ま
せ
ん
。
相
手
を
思
い
や
る

想
像
力
が
責
任
感
に
つ
な
が
り
、

人
権
の
ま
ち
を
つ
く
る
『
創
造
力
』

に
な
る
の
で
す
。

『
権
利
』
と
『
義
務
』
と
『
想
像
力
』

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo. ２５０
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