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古代の役人の落とし物
生涯学習課 文化財係  ☎ 0986-76-8873

左から提砥（末吉町前之迫頭遺跡）、提砥（大隅町西之園遺跡）、
巡方（大隅町広津田城跡）
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古
墳
時
代
が
終
わ
り
、
倭わ

か
ら
日

本
へ
と
国
名
が
変
わ
っ
た
古
代

の
時
代
。
日
本
で
は
当
時
の
先
進
国
で

あ
っ
た
唐と

う

（
中
国
）
を
手
本
と
し
、
律り

つ

令り
ょ
う

制せ
い

度ど

の
も
と
新
た
な
国
作
り
が
始
ま

り
ま
し
た
。
天
皇
を
中
心
と
し
た
中
央

集
権
国
家
と
し
て
、
国
内
の
統
制
や
地

方
の
整
備
が
と
り
わ
け
重
要
な
事
業
と

な
り
ま
す
。
国
内
が
国こ

く

・
郡ぐ

ん

・
里り

の
行

政
区
に
分
け
ら
れ
、
曽
於
市
が
あ
る
大

隅
国
も
こ
の
頃
に
成
立
し
、
現
代
に
至

る
ま
で
名
前
が
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

　

国
内
各
地
に
は
国こ

く

衙が

・
国こ

く
ち
ょ
う庁
・
曹ぞ

う

司し

と
い
っ
た
、
現
代
で
言
う
役
所
が
造
ら

れ
、
多
く
の
役
人
が
勤
め
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
役
人
は
官か

ん

位い

令り
ょ
う
に
よ
り
階
級

や
被
服
、
持
ち
物
が
細
か
く
決
め
ら
れ

て
お
り
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
上
級

貴
族
出
身
の
役
人
か
ら
、
地
元
の
有
力

者
よ
り
採
用
さ
れ
た
地
方
役
人
ま
で
幅

広
い
人
材
が
登
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

市
内
の
発
掘
調
査
で
は
、
ま
れ
に
役

人
の
持
ち
物
が
出
土
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
写
真
の
２
点
は
提さ

げ

砥と

と
呼
ば
れ

る
も
の
で
、
孔あ

な

に
ヒ
モ
を
通
し
、
帯
か

ら
つ
り
下
げ
て
い
た
も
の
で
す
。
当
時

は
書
き
物
に
木
簡
を
使
用
し
て
い
ま
し

た
が
、
書
き
損
じ
が
あ
っ
た
時
、
木
簡

を
削
り
取
る
た
め
の
刀と

う

子す

（
小
刀
）
と

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

深
緑
色
の
正
方
形
の
タ
イ
ル
の
よ
う

な
も
の
は
、
役
人
が
締
め
て
い
た
石せ

き

帯た
い

と
呼
ば
れ
る
革
製
ベ
ル
ト
の
装
飾
品
で

す
。
巡

じ
ゅ
ん

方ぽ
う

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
上
級

の
役
人
は
金
銀
宝
玉
を
用
い
て
い
た
こ

と
に
対
し
、
下
級
の
役
人
は
雑ざ

っ

石せ
き

を
用

い
て
い
ま
し
た
。
出
土
し
た
巡
方
は
碧へ

き

玉ぎ
ょ
く

製
で
、持
ち
主
は
下
級
の
役
人
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
、
古
代
の

行
政
機
関
に
か
か
る
直
接
的
な
遺
構
の

発
見
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
内
で

は
古
代
以
降
の
遺
跡
が
増
加
し
、
新
し

い
時
代
に
準
じ
て
い
く
様
相
が
う
っ
す

ら
う
か
が
え
ま
す
。


