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曽於市に遺る

歴史的な住居跡
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し
い
形
式
の
土
器
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
縄
文
時
代
晩
期
に
使
用
さ
れ
て
い
た

土
器
の
形
式
分
類
学
や
南
九
州
の
考
古
学

に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
る

こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

出
土
し
た
土
器
は
遺
跡
名
か
ら
「
入
佐

式
土
器
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
入
佐

住
居
跡
は
、
よ
り
明
確
な
遺
跡
の
時
期
が

判
明
し
た
こ
と
、
考
古
学
研
究
上
の
基
準

と
な
る
形
式
の
遺
物
が
出
土
し
た
こ
と
に

よ
り
、
標

ひ
ょ
う

式し
き
遺い

跡せ
き
と
し
て
大
切
に
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。

末
吉
町
諏
訪
方
一
帯
、
特
に
入
佐
地

区
・
五
位
塚
地
区
・
胡
摩
地
区
で

は
縄
文
時
代
の
遺
物
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
出

土
す
る
こ
と
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

入
佐
住
居
跡
は
昭
和
38
年
の
道
路
建
設

に
よ
り
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
道
路
ぎ
わ
の

法の
り

面め
ん
か
ら
、
土
器
の
破
片
や
住
居
の
断
面

の
よ
う
な
層
が
露
出
し
て
い
た
の
を
地
域

の
住
民
が
発
見
し
、
同
年
７
月
29
日
か
ら

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
住
居
の
中
心
と
考
え
ら

れ
る
地
点
に
焼

し
ょ
う

土ど

と
木
炭
が
検
出
さ
れ
、

炉
を
持
つ
住
居
跡
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
工
事
で
住
居

の
大
部
分
は
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

出
土
遺
物
は
少
量
で
し
た
が
、
他
の
地

域
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
土
器
は
含
ま
れ
て

お
ら
ず
、
在
地
の
土
器
ば
か
り
で
、
し
か

も
縄
文
時
代
晩ば

ん

期き(

約
２
６
０
０
年
前)

の
一
時
期
の
み
利
用
さ
れ
た
住
居
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

入
佐
住
居
跡
の
よ
う
に
、
一
度
限
り
ま

た
は
極
め
て
短
い
期
間
の
み
の
人
間
の
活

動
が
残
さ
れ
た
遺
跡
を
、
単
純
遺
跡
と
呼

び
ま
す
。
ま
た
入
佐
住
居
跡
か
ら
出
土
し

た
土
器
は
、
研
究
の
成
果
に
よ
り
全
く
新

昭和 38 年 発掘調査風景（末吉郷土史より）

※ 

地
層
断
面
に
遺
物
が
見
つ
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
遺
物
発
見
時
に
は
教
育
委

員
会
に
ご
一
報
を
。

入佐式土器

（塚ヶ段遺跡出土）


