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一
︑
は
じ
め
に

子
持
勾
玉
は
︑
一
般
的
に
は
古
墳
時
代
︑
五
・
六
世
紀
の
産
物
と
さ
れ
て
い
る
︒
全

国
的
に
出
土
し
て
い
る
が
︑
用
途
に
つ
い
て
は
︑
今
の
と
こ
ろ
明
確
な
見
解
は
な
い
よ

う
で
あ
る
︒
一
方
︑
扁
平
な
体
部
に
︑
腹
に
だ
け
突
起
を
も
つ
滑
石
製
の
子
持
勾
玉
が

あ
り
︑
古
墳
時
代
の
も
の
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
私
は
新
し
い
子
持
勾
玉
と
呼
ん

で
き
た
︒

昭
和
四
五
︵
一
九
七
〇
︶
年
に
福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
の
沖
ノ
島
一
号
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
現
在
で
も
出
土
数
は
少
な

く
︑
位
置
づ
け
が
む
ず
か
し
い
︒
沖
ノ
島
か
ら
は
古
墳
時
代
の
子
持
勾
玉
も
多
く
出
土

し
て
い
る
が
︑
両
者
に
関
連
性
を
求
め
て
い
い
の
か
︑
時
代
は
大
き
く
離
れ
て
お
り
︑

今
も
っ
て
悩
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
︒

歴
史
時
代
の
子
持
勾
玉
は
︑
今
の
と
こ
ろ
︑
藤
原
京
・
難
波
宮
出
土
の
も
の
が
い
ち

ば
ん
古
い
よ
う
だ
が
︑
後
続
す
る
も
の
が
な
く
︑
特
殊
な
も
の
と
す
る
ほ
か
は
な
い
︒

祭
祀
品
で
あ
る
こ
と
は
確
実
な
の
で
結
論
は
で
な
い
が
︑
背
景
に
つ
い
て
︑
す
こ
し
考

え
て
み
た
い
︒

二
︑
分
布
と
出
土
状
況

知
見
す
る
も
の
は
︑
九
州
で
は
︑
一
二
ヶ

所
一
四
個
︑
九
州
以
外
で
は
︑
二
ヶ

所
三

個
で
あ
る
︒
九
州
で
も
北
部
九
州
域
が
ほ
と
ん
ど
で
︑
い
ち
ば
ん
南
で
も
福
岡
県
の
豊

前
市
で
︑
一
〇
例
が
筑
前
国
の
な
か
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
︒
九
州
以
外
で
は
︑
摂
津
国

と
遠
く
離
れ
た
毛
野
国
の
み
に
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
筆
者
の
収
集
能
力
の
欠
如

に
よ
る
可
能
性
も
あ
る
︒

一

福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
一
号
遺

(
１
)

跡

二

福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
参
道
採
集

三

福
岡
県
宗
像
市
宗
像
大
社
所
蔵
品

四

福
岡
県
鞍
手
町
火
ノ
尾
一
号

(
２
)

墳
︵
二
点
︶

五

福
岡
県
古
賀
市
大
田
町
遺

(
３
)

跡

六

福
岡
県
福
津
市
津
丸
五
郎
丸
遺

(
４
)

跡

七

福
岡
県
太
宰
府
市
都
府
楼
南
門

(
５
)

溝

八

福
岡
県
大
野
城
市
中
通
Ｓ
二
号

(
６
)

墳

九

福
岡
県
春
日
市
九
州
大
学
筑
紫
地

(
７
)

区

一
〇

福
岡
県
春
日
市
向
谷
遺

(
７
)

跡
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一
一

福
岡
県
豊
前
市
荒
堀
中
の
原
遺
跡
Ｓ
Ｂ
〇
九
住

(
８
)

居

一
二

福
岡
県
豊
前
市
荒
堀
中
の
原
遺
跡
Ｓ
Ｂ
三
一
住

(
８
)

居

一
三

大
阪
府
大
阪
市
難
波

(
９
)

宮
︵
二
点
︶

一
四

群
馬
県
高
崎
市
八
幡
遺

(

)
跡10

出
土
状
況
を
み
て
み
よ
う
︒
明
確
に
遺
構
に
伴
う
も
の
は
少
な
い
の
で
︑
む
ず
か
し

い
が
︑
或
る
程
度
わ
か
る
も
の
を
見
る
と
︑
京
跡
︑
祭
祀
遺
跡
︑
住
居
跡
︑
包
含
層
と

な
る
︒

祭
祀
遺
跡
出
土
は
︑
沖
ノ
島
一
号
遺
跡
で
あ
る
︒
沖
ノ
島
古
代
祭
祀
の
い
ち
ば
ん
最

後
で
︑
奈
良
・
平
安
時
代
の
遣
隋
使
・
遣
唐
使
派
遣
に
関
係
し
た
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
︒
具
体
的
に
第
何
次
派
遣
と
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
派
遣

期
間
を
通
じ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
出
土
遺
物
の
内
容
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

滑
石
製
形
代
︑
須
恵
器
な
ど
が
大
量
に
集
積
さ
れ
て
い
る
︒

一
号
遺
跡
は
︑
発
掘
調
査
報
告
書
で
露
天
祭
祀
と
さ
れ
て
以
来
︑
古
代
祭
祀
の
最
終

形
態
と
理
解
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
が
︑
私
自
身
は
祭
祀
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た

の
で
は
な
く
︑
供
献
さ
れ
た
品
々
を
祭
祀
終
了
後
に
集
積
し
た
場
所
と
考
え
て
い

(

)
る
︒

11

三
号
遺
跡
と
さ
れ
て
い
る
Ａ
号
巨
岩
の
岩
陰
に
も
一
号
遺
跡
と
同
じ
形
代
︑
土
器
が
見

ら
れ
る
︒
岩
陰
を
祭
場
と
し
て
使
用
す
る
の
は
︑
沖
ノ
島
で
は
︑
伝
統
的
な
祭
祀
形
態

で
︑
歴
史
時
代
の
祭
祀
が
︑
岩
陰
と
平
地
で
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
が
︑
巨
岩
を
磐
境
と
認
識
し
て
い
た
祭
祀
の
実
態
が
あ
る
の
で
︑
三
号
遺

跡
が
祭
祀
場
︑
一
号
遺
跡
が
供
献
品
の
集
積
場
所
と
区
別
し
た
方
が
数
百
年
に
及
ぶ
航

海
安
全
の
祈
願
所
と
し
て
の
役
割
も
理
解
し
や
す
い
︒

関
係
す
る
子
持
勾
玉
は
二
個
出
土
し
て
い
る
が
︑
滑
石
製
形
代
の
な
か
に
は
︑
バ
ナ

ナ
の
よ
う
な
大
形
の
扁
平
な
勾
玉
も
多
く
あ
り
︑
関
連
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
よ
く
わ
か

ら
な
い
︒

住
居
跡
出
土
は
︑
福
岡
県
豊
前
市
の
荒
堀
中
の
原
遺
跡
Ｓ
Ｂ
〇
九
住
居
︑
Ｓ
Ｂ
三
一

住
居
出
土
の
二
点
の
み
で
あ
る
︒
扁
平
半
月
形
の
も
の
で
あ
る
︒
住
居
出
土
は
︑
古
墳

時
代
の
も
の
で
は
︑
福
岡
県
太
宰
府
市
の
裏
ノ
田
遺
跡
六
号
住
居
・
二
一
号
住
居
︑
八

女
市
の
高
野
町
遺
跡
二
七
号
住
居
︑
佐
賀
県
吉
野
ヶ

里
町
の
下
石
動
遺
跡
Ｓ
Ｂ
〇
二
四

住
居
︑
瀬
ノ
尾
遺
跡
Ｓ
Ｈ
〇
六
六
四
住
居
に
み
ら
れ
︑
福
岡
県
粕
屋
町
の
松
ヶ

上
遺
跡
︑

福
岡
市
の
立
花
寺
遺
跡
で
は
︑
集
落
内
で
の
製
作
も
み
ら
れ
る
︒

荒
堀
中
の
原
遺
跡
は
︑
古
墳
時
代
後
期
と
奈
良
時
代
の
集
落
遺
跡
で
︑
竪
穴
住
居
三

二
棟
︑
堀
立
柱
建
物
二
六
棟
︑
倉
庫
一
六
棟
な
ど
が
調
査
さ
れ
て
い
る
︒
す
ぐ
近
く
に

は
︑
同
じ
性
格
の
荒
堀
車
地
遺
跡
も
あ
る
︒
Ｓ
Ｂ
〇
九
住
居
は
︑
平
面
台
形
の
竪
穴
住

居
で
︑
西
壁
中
央
に
カ
マ
ド
を
持
ち
︑
南
側
柱
穴
間
に
滑
石
製
子
持
勾
玉
一
個
と
小
玉

一
二
個
が
糸
で
連
な
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
状
況
で
出
土
し
て
い
る
︒

古
墳
か
ら
の
出
土
は
︑
福
岡
県
鞍
手
町
の
火
ノ
尾
一
号
墳
︑
大
野
城
市
の
中
通
Ｓ
二

号
墳
の
二
例
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
初
葬
に
伴
う
も
の
で
は
な
く
︑
追
葬
も
し
く
は
︑

後
の
何
ら
か
の
儀
式
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
中
通
Ｓ
二
号
墳
で
は
︑
六
個
の
土

師
器
と
共
伴
し
て
い
る
︒
土
師
器
は
鉢
形
で
︑
口
縁
が
大
き
く
開
き
︑
器
壁
も
厚
く
︑

底
も
丸
み
が
あ
る
︒
同
種
の
も
の
が
沖
ノ
島
一
号
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
︒
ほ
か

で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
器
形
の
も
の
で
︑
両
者
の
関
連
に
興
味
が
引
か
れ
る
︒
中

通
Ｓ
二
号
墳
の
あ
る
大
野
城
市
に
は
︑
九
州
最
大
の
牛
頸
窯
跡
群
が
あ
り
︑
こ
の
種
の

鉢
の
生
産
・
供
給
で
︑
沖
ノ
島
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
り
︑
太
宰
府

が
沖
ノ
島
祭
祀
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
の
証
し
に
も
な
る
︒

古
墳
か
ら
の
出
土
と
は
い
っ
て
も
︑
初
葬
よ
り
は
相
当
時
間
が
た
っ
て
か
ら
の
も
の

で
︑
先
祖
供
養
的
な
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒

遠
く
離
れ
た
群
馬
県
高
崎
市
の
八
幡
遺
跡
で
は
︑
楕
円
形
祭
祀
跡
の
中
央
上
層
部
か

歴史時代の子持勾玉
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１　福岡・太田町遺跡

２　福岡・都府楼南門溝 ３　群馬・八幡遺跡

４　福岡・沖ノ島参道

５　福岡・中通S2号墳

６　福岡・火ノ尾１号墳 ７　福岡・津丸五郎遺跡 8　福岡・宗像大社蔵

９　福岡・沖ノ島１号遺跡

10　福岡・九州大学筑紫地区

11　福岡・荒堀中の原遺跡SB09住居

12　福岡・火ノ尾１号墳

図１ 歴史時代子持勾玉実測図（１）（縮尺1/2）



ら
︑
須
恵
器
杯
︑
土
師
器
甕
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
︒
祭
祀
跡
は
︑
六
世
紀
後
半
と

報
告
さ
れ
て
い
る
︒

三
︑
形
状
と
分
類

歴
史
時
代
の
子
持
勾
玉
の
基
本
的
な
形
状
は
︑
体
部
が
扁
平
で
︑
背
︑
側
面
に
子
を

持
た
な
い
で
︑
腹
の
み
に
子
を
削
り
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

九
州
出
土
の
新
し
い
子
持
勾
玉
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て
︑
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別

し
た
こ
と
が
あ

(

)
る
︒
Ａ
︑
親
勾
玉
の
頭
部
は
す
こ
し
整
え
ら
れ
︑
背
の
方
が
幾
分
薄
く

12

な
り
︑
弦
の
部
分
に
三
ヶ

所
に
削
り
が
入
り
︑
勾
玉
の
名
残
が
あ
る
︒
背
に
は
鋸
歯
状

に
細
か
い
削
り
が
入
っ
て
い
る
︒
Ｂ
︑
親
勾
玉
の
頭
尾
が
整
え
ら
れ
︑
三
日
月
を
呈
し
︑

な
め
ら
か
な
印
象
の
あ
る
勾
玉
で
あ
る
︒
腹
に
鋸
歯
状
の
突
起
が
二
︑
三
ヶ

所
取
り
付

け
ら
れ
て
い
る
が
︑
勾
玉
形
を
し
て
い
な
い
︒
Ｃ
︑
親
勾
玉
は
半
月
状
で
︑
弦
の
部
分

に
三
ヶ

所
削
り
が
入
っ
て
お
り
︑
腹
の
子
が
勾
玉
の
名
残
を
残
し
て
い
る
も
の
︒
Ｄ
︑

親
勾
玉
は
半
月
形
で
︑
弦
の
部
分
に
二
ヶ

所
削
り
が
入
っ
て
お
り
︑
腹
の
子
が
方
形
を

し
て
い
る
も
の
︒
と
分
け
た
こ
と
が
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
︑
古
墳
時
代
の
子
持
勾
玉
に
引
き
ず
ら
れ
て
考
え
た
き
ら
い
が
あ

り
︑
改
め
て
分
類
基
準
を
考
え
て
み
よ
う
︒
Ⅰ
．

体
部
の
格
好
は
︑
頭
部
︑
尾
部
に
い

く
に
従
い
細
く
な
る
も
の
で
︑
一
般
的
な
勾
玉
の
形
状
に
近
い
︒
Ⅱ
．

体
部
は
幅
広

で
︑
半
月
形
を
基
本
と
し
︑
頭
部
端
︑
尾
部
端
︑
腹
の
子
前
面
の
ラ
イ
ン
が
直
線
に
な
っ

て
い
る
︒
半
月
形
の
弦
の
部
分
を
削
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
腹
の
子
を
つ
く
り
出
し

て
い
る
︒
に
大
別
さ
れ
る
︒

腹
の
子
の
格
好
は
︑
ａ
．

凸
形
︑
ｂ
．

Ｍ
字
型
︑
ｃ
．

波
形
︑
に
分
類
で
き
る
︒

こ
の
二
つ
の
形
態
が
︑
歴
史
時
代
の
子
持
勾
玉
の
形
式
分
類
の
主
な
要
素
と
な
る

歴史時代の子持勾玉
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13　奈良・藤原京
14　兵庫・三条岡山遺跡

15　大阪・難波宮

1976年

1964年

16　大阪・難波宮

図２ 歴史時代子持勾玉実測図（２）（縮尺1/2）
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沖ノ島１号遺跡

中通S２号墳

図３ 共通する土師器実測図（1/3）



が
︑
今
の
と
こ
ろ
時
期
差
に
よ
る
形
態
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
こ
れ
を

も
と
に
出
土
品
を
分
類
す
る
と
︑
微
妙
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
次
の
よ
う
に
な

る
︒

Ⅰ
ａ

大
田
町
遺
跡

Ⅰ
ｂ

太
宰
府
南
門
溝
︑
八
幡
遺
跡

Ⅰ
ｃ

沖
ノ
島
参
道

Ⅱ
ａ

火
ノ
尾
一
号
墳
︑
津
丸
五
郎
丸
遺
跡
︑
宗
像
大
社
蔵

Ⅱ
ｂ

沖
ノ
島
一
号
遺
跡
︑
九
州
大
学
筑
紫
地
区
︑
荒
堀
中
ノ
原
遺
跡
︑
火
ノ
尾
一
号

墳

本
論
で
述
べ
て
い
る
歴
史
時
代
の
子
持
勾
玉
と
は
異
な
っ
て
︑
古
墳
時
代
か
ら
使
用

さ
れ
た
子
持
勾
玉
で
︑
歴
史
時
代
ま
で
継
続
す
る
の
が
︑
私
が
三
輪
型
と
称
し
て
い
る

子
持
勾
玉
で
あ
る
︒
奈
良
県
三
輪
山
周
辺
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
子
持
勾
玉
は
︑
大
平
茂

氏
に
よ
れ
ば
︑
五
世
紀
後
葉
か
ら
七
世
紀
中
葉
ま
で
使
用
さ
れ
︑﹁
天
地
﹂
銘
の
あ
る
藤

原
京
出
土
の
も
の
で
終
わ
り
を
告
げ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
七
世
紀
代
に
お
さ
ま
る
も

の
と
し
て
︑
櫻
井
市
大
神
神
社
禁
足
地
出
土
の
二
点
︑
藤
原
京
出
土
一
点
︑
場
所
は
離

れ
る
が
︑
兵
庫
県
芦
屋
市
三
条
岡
山
遺
跡
出
土
の
一
点
を
挙
げ
て
い

(

)
る
︒

13

形
態
的
に
は
︑
背
に
山
形
の
子
を
持
ち
︑
側
面
に
方
形
の
削
り
出
し
を
も
っ
て
お
り
︑

同
地
出
土
の
古
墳
時
代
子
持
勾
玉
か
ら
の
変
化
を
た
ど
れ
る
し
︑
時
代
的
な
連
続
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
い
う
面
で
は
︑
古
墳
時
代
子
持
勾
玉
の
終
焉
を
示
し
て
い
る

も
の
と
理
解
で
き
︑
新
し
い
子
持
勾
玉
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る

が
︑
新
し
い
子
持
勾
玉
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
︒

四
︑
祭
祀
の
内
容

出
土
例
の
少
な
い
現
状
で
は
︑
祭
祀
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
は
極
め
て
む
ず
か
し
い

が
︑
可
能
性
を
求
め
て
考
え
て
み
よ
う
︒

沖
ノ
島
か
ら
最
も
大
型
の
子
持
勾
玉
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
︑
バ
ナ
ナ
型
の
扁
平
な

大
型
勾
玉
も
多
数
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
新
し
い
子
持
勾
玉
は
︑
沖
ノ
島

祭
祀
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒
沖
ノ
島
が
そ
の
後
神
社
祭
祀
へ
発
展

し
た
の
は
︑
宗
像
大
社
の
ル
ー
ツ
が
沖
ノ
島
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が

い
知
れ
る
︒
ほ
か
の
遺
跡
で
の
出
土
も
明
確
に
は
で
き
な
い
が
︑
類
似
し
た
祭
祀
が
行

わ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
︑
火
ノ
尾
一
号
墳
︑
中
通
Ｓ
二
号
墳
の
墳
墓
へ
の
供
献
も
埋

葬
に
伴
う
も
の
で
は
な
く
︑
祖
霊
信
仰
的
な
も
の
を
考
え
れ
ば
︑
極
端
に
異
な
る
も
の

で
は
な
い
︒
と
く
に
中
通
Ｓ
二
号
墳
の
鉢
形
の
土
師
器
は
︑
沖
ノ
島
一
号
遺
跡
の
も
の

と
よ
く
似
て
い
る
︒
福
岡
県
大
野
城
市
の
牛
頸
窯
跡
群
の
土
器
が
遠
く
離
れ
た
沖
ノ
島

に
供
献
さ
れ
た
可
能
性
さ
え
も
考
え
ら
れ
る
程
で
︑
律
令
時
代
に
は
︑
太
宰
府
も
沖
ノ

島
祭
祀
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

一
方
︑
畿
内
で
は
︑
三
輪
型
子
持
勾
玉
の
出
土
が
京
跡
︑
鳥
居
状
遺
構
︑
禁
足
地
に

み
ら
れ
︑
三
輪
山
と
大
神
神
社
の
関
係
は
︑
沖
ノ
島
と
宗
像
大
社
の
関
係
と
同
じ
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
︑
藤
原
京
井
戸
出
土
の
﹁
天
地
﹂
銘
は
︑
鍵
と
な
る
資

料
と
い
え
よ
う
︒

五
︑
お
わ
り
に

歴
史
時
代
の
子
持
勾
玉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
が
︑
何
せ
出
土
数
が
少
な
く
︑
特
殊
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な
祭
祀
品
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒

今
の
と
こ
ろ
︑
分
布
も
筑
前
︑
豊
前
︑
毛
野
に
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
な
か
で
も
筑
前

が
飛
び
抜
け
て
多
い
︒
と
は
い
っ
て
も
一
六
点
で
あ
る
︒
形
態
的
に
は
︑
腹
に
の
み
子

を
持
つ
の
が
基
本
で
︑
古
墳
時
代
の
背
︑
腹
︑
側
面
に
子
を
持
つ
も
の
と
は
異
な
っ
て

お
り
現
在
の
と
こ
ろ
︑
時
間
的
な
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
︑
三
輪

型
系
統
の
子
持
勾
玉
は
︑
古
墳
時
代
の
も
の
と
の
形
態
的
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
藤
原
京
出
土
の
も
の
は
︑
七
世
紀
第
三
四
半
期

と
さ
れ
て
お
り
︑
時
間
的
な
差
は
相
当
縮
ま
っ
て
き
つ
つ
は
あ
る
よ
う
だ
が
︒

祭
祀
の
対
象
が
何
な
の
か
は
︑
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
だ
が
︑
井
上
光
貞
氏
は
︑
沖
ノ

島
祭
祀
の
変
遷
か
ら
︑
﹁
﹁
葬
祭
未
分
化
の
状
態
﹂
で
は
︑
人
の
霊
魂
で
あ
る
と
神
で
あ

る
と
を
問
わ
ず
︑
同
じ
や
り
方
で
︑
そ
れ
を
礼
拝
し
︑
崇
敬
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
反
し
︑

﹁
葬
祭
分
化
﹂
の
状
態
に
は
い
る
と
︑
霊
魂
と
神
と
の
区
別
が
意
識
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

領
域
で
宗
教
儀
礼
が
お
こ
っ
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
葬
儀
と
祭
儀
と
が
成
立
す
る
︑
と
み

た
い
の
で
あ
る
︒
﹂
と
し
︑
一
号
遺
跡
を
祭
儀
の
成
立
し
た
段
階
と
捕
え
た
い
と
し
て
い

(

)
る
︒
天
神
地
祇
を
対
象
と
し
た
祭
儀
で
新
し
い
子
持
勾
玉
は
使
用
さ
れ
た
も
の
で
︑
藤

14原
京
出
土
の
子
持
勾
玉
の
﹁
天
地
﹂
銘
は
傍
証
に
な
ろ
う
︒

北
部
九
州
に
集
中
し
て
い
る
理
由
は
︑
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
沖

ノ
島
祭
祀
が
祭
儀
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
と
す
れ
ば
︑
理
解
で
き
な
い
こ

と
も
な
い
が
︑
決
定
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
︒
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︼
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学
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八
〇
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る

(
８
)

小
田
富
士
雄
編
﹃
豊
前
市
史
・
考
古
資
料
﹄

豊
前
市
役
所

一
九
九
三

(
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墳
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祭
祀
﹄
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文
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三
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土
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祀
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歴
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景
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﹃
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代
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の
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13
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﹄
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成
社
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〇
七

(

)

井
上
光
貞
﹃
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本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
﹄

東
京
大
学
出
版
会
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九
八
四
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︵
元
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学
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史
文
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究
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ン
タ
ー
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︵
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