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鳴神遺跡の埋納石斧

定
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
の
人
々
が
複
数
の
遺

物
を
意
図
的
に
埋
め
た
遺
構
は
、
埋
納
、

集し
ゅ
う

積せ
き

、
デ
ポ
（depot

・
仏
語
）
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
埋
納
の
理
由
は
諸
説
あ
り
、

完
成
し
た
製
品
や
材
料
な
ど
を
将
来
使
用

す
る
た
め
の
ス
ト
ッ
ク
、
移
動
生
活
で
運

び
き
れ
な
い
も
の
を
埋
め
て
保
存
し
た
も

の
、
祭さ
い

祀し

な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

日
本
で
は
後
期
旧
石
器
時
代
か
ら
石

槍
・
石
斧
の
埋
納
例
が
見
ら
れ
、
弥
生
時

代
で
は
銅ど
う
た
く鐸
・
武ぶ

器き

型が
た

祭さ
い

器き

の
埋
納
例
が

多
く
、
中
世
で
は
経
き
ょ
う

典て
ん

や
経
き
ょ
う

筒づ
つ

と
い
っ
た

仏
教
思
想
に
基
づ
く
埋
納
、
銭
貨
を
壺
や

箱
に
納
め
た
埋
納
が
見
ら
れ
、
近
世
以
降

に
も
若
干
埋
納
例
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
離

島
地
域
で
は
、
交
易
品
の
貝
殻
を
埋
納
し

て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
。

　

鳴
神
遺
跡
の
埋
納
石
斧
は
使
用
が
可
能

な
も
の
が
多
い
の
で
、
将
来
使
用
す
る
た

め
に
埋
納
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鳴
神
遺
跡
は
大
隅
町
八
合
原
台
地
の

北
端
に
あ
り
、
縄
文
時
代
早
期
か

ら
近
世
に
か
け
て
の
大
規
模
な
集
落
遺
跡

で
す
。
平
成
５
年
か
ら
４
年
半
に
わ
た
り
、

区
画
整
備
事
業
と
旭
ヶ
丘
公
営
住
宅
立
替

工
事
に
と
も
な
い
約
７
万
５
千
平
方
メ
ー

ト
ル
が
発
掘
調
査
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
成
果
で
は
、
縄
文

時
代
晩
期
の
終
末
期
か
ら
弥
生
時
代
に
入

る
頃
の
遺
物
が
大
量
に
出
土
し
、
時
代
の

変
遷
が
う
か
が
え
ま
す
。
古
代
か
ら
中
世

に
か
け
て
は
、
規
則
的
な
敷
石
の
道
路
状

遺
構
を
中
心
に
、
建
造
物
に
と
も
な
う
柱

穴
群
が
大
量
に
検
出
し
て
い
ま
す
。

　

八
合
原
台
地
は
、
現
在
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

と
し
て
民
家
や
商
業
施
設
が
建
ち
並
ん
で

お
り
、
大
昔
か
ら
生
活
に
都
合
の
良
い
土

地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
鳴
神
遺
跡
か
ら
は
、
や
や
変
わ
っ

た
遺
構
も
検
出
し
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代

晩
期
の
夜ゆ

臼う
す

式し
き

土ど

器き

と
共
伴
し
て
、
22
本

の
石
斧
が
ま
と
ま
っ
て
埋
め
ら
れ
た
状
態

で
出
土
し
ま
し
た
。
出
土
し
た
石
斧
の
内

訳
は
、
磨
製
石
斧
13
点
・
打
製
石
斧
９
点

で
、
使
用
痕
の
無
い
新
品
、
長
期
の
使
用

に
よ
り
刃
部
が
磨
滅
ま
た
は
欠
損
し
た
も

の
、
丸
ノ
ミ
状
石
斧
と
呼
ば
れ
る
刃
部
が

ア
ー
チ
状
の
も
の
と
様
々
で
、
全
て
市
指
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