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熊
野
神
社
階
段
下
西
側
で
行
っ
た
須
玖
岡
本
遺
跡
岡
本
地
区
30
次

調
査
で
、
住
居
跡
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

須
玖
坂
本
Ｂ
遺
跡
11
次
調
査
で
遺
構
、
遺
物
を
確
認
。

　

「
奴
国
の
丘
研
究
所(

奴
国
ラ
ボ)

」
第
２
期
研
究
員
。

令和六年十二月二十四日
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図
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←裏面につづく

熊
野
神
社
階
段
下
西
側
を
調
査

　

熊
野
神
社
一
帯
は
、
須
玖
岡
本
遺
跡
に
含
ま
れ
ま
す
。

今
回
発
掘
調
査
し
た
史
跡
地
は
、
同
遺
跡
の
岡
本
地
区
の

東
部
に
位
置
し
ま
す
。
岡
本
地
区
は
、
奴
国
王
墓
や
王
族

墓
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
弥
生
時
代
の
有
力
者
の
墓
地
と

し
て
全
国
的
に
も
有
名
な
遺
跡
で
す
。

　

調
査
前
の
当
地
は
住
宅
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、

ど
の
よ
う
な
遺
跡
が
、
ど
の
く
ら
い
の
深
さ
に
あ
る
の
か

も
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
令
和
３
・
４

年
度
に
行
っ
た
当
地
北
側
の
23
・
25
次
調
査
の
結
果
か
ら

考
え
て
、
弥
生
時
代
の
墓
地
で
は
な
く
、
住
居
跡
や
青
銅

器
工
房
跡
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま

し
た
。

　

そ
こ
で
、
将
来
的
な
整
備
工
事
に
先
立
ち
、
遺
跡
の
現

状
を
確

認
す
る

た
め
に

30
次
調

査
と
し

て
発
掘

調
査
を

行
い
ま

し
た
。

須
玖
岡
本
遺
跡
岡
本
地
区
30
次
調
査

住
居
な
ど
か
ら
は
、
弥
生
時
代
中
・

後
期
の
土
器
や
石
器
が
出
土
し
、

残
存
状
態
の
良
い
壺
も
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
と
共
に
奈
良

時
代
の
瓦
も
出
て
い
ま
す
。

　

西
部
は
、
地
表
下
170
㎝
ま
で
盛

土
さ
れ
、
そ
の
下
は
造
成
工
事
で

ほ
ぼ
水
平
に
な
っ
て
お
り
、
遺
跡

は
残
念
な
が
ら
全
く
残
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
の
調
査
で
当
地
が
、
弥
生
時
代
に
は
集
落
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
南
側
の

熊
野
神
社
は
墓
地
で
あ
り
、
弥
生
時
代
ど
の
よ
う
に
土

地
利
用
さ
れ
た
の
か
が
徐
々
に
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

▲調査区東部

　

発
掘
調
査
は
、
令
和
６
年
５
～
８
月
に
行
い
ま
し
た
。

対
象
地
は
、
高
低
差
が
あ
り
、
東
部
の
上
段
と
西
部
の

下
段
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
調
査
は
、
弥
生
時
代
の
遺

跡
や
地
形
が
ど
の
く
ら
い
残
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
す

る
た
め
に
実
施
し
ま
し
た
。

　

東
部
は
、
南
側
の
道
路
と
同
じ
高
さ
で
、
北
側
の
23

次
調
査
地
よ
り
も
約
２
ｍ
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
数
十
㎝
掘
る
と
南
か
ら
北
側
に
傾
斜
す
る
地
面
に

遺
跡
が
確
認
さ
れ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
遺
跡
は
地
表
下
170
㎝
で
よ
う
や
く
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
遺
跡
が
確
認
で
き
た
面
は
、

南
か
ら
北
側
に
か
け
て
緩
や
か
に
下
が
っ
て
お
り
、
北

側
に
は
包
含
層(
土
器
な
ど
が
堆
積
し
た
層)

が
残
り
、

そ
こ
に
も
遺
跡
が
掘
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

深
い
場
所
に
遺
跡
が
あ
っ
た
た
め
、
安
全
面
を
考
え

て
十
分
な
広
さ
を
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
保
存
を
前

提
と
し
た
部
分
的
な
調
査
の
た
め
、
遺
跡
の
詳
細
は
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
遺
跡
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
の
遺
跡
が
中
心
で
、
平
面
形
や
円
形
、
方

形
の
竪
穴
住
居
跡
を
２
軒
、
掘
立
柱
建
物
の
柱
穴
と
考

え
ら
れ
る
穴
な
ど
を
検
出
で
き
ま
し
た
。

　

▲須玖岡本遺跡地区分図



▲４人の研究員と成果

▲土器出土状況

▲調査区全景
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▶
土
器
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査
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▶

展
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準
備

　

春
日
北
小
学
校
に
あ
る
須
玖
坂
本
Ｂ
遺
跡
は
、
奴
国

王
の
王
宮
な
ど
の
重
要
遺
跡
の
発
見
が
期
待
さ
れ
る
遺

跡
で
す
。
令
和
４
年
度
か
ら
は
夏
休
み
期
間
中
に
確
認

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
ま
で
は
グ
ラ
ウ
ン
ド

南
部
を
対
象
に
調
査
し
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
北
部
で

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

11
次
調
査
は
、
５

×

８
ｍ
程
度
の
調
査
区
を
設
定
し

ま
し
た
。
深
さ
40
～
100
㎝
掘
削
す
る
と
弥
生
時
代
の
遺

跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
柱
穴
や
大
溝
か
落
ち
込
み
と

考
え
ら
れ
る
遺
構
が
確
認
さ
れ
、
大
き
な
破
片
を
含
む

弥
生
土
器
な
ど
が
大
量
に
出
土
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か

に
は
青
銅
器
生
産
に
関
す
る
銅
矛
中
型
や
送
風
管
も
あ

り
ま
し
た
。
特
に
送
風
管
は
、
春
日
市
で
も
十
数
個
し

か
出
て
い
な
い
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

現
地
指
導
に
訪
れ
た
専
門
家
た
ち
は
、
「
今
回
の
調
査

は
重
要
施
設
発
見
の
糸
口
に
な
る
。
継
続
調
査
を
お
願

い
し
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
春
日
市
奴
国
の
丘
歴
史
資
料
館

　

０
９
２
（
５
０
１
）
１
１
４
４

　
０
９
２
（
５
７
３
）
１
０
７
７
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須
玖
坂
本
Ｂ
遺
跡
11
調
査

つ
い
に
重
要
遺
構
発
見
か
？

　

令
和
６
年
度
も
「
奴
国
ラ
ボ
」
の
研
究
員
を
、
春
日

北
中
学
校
生
徒
を
対
象
に
募
集
し
ま
し
た
。
昨
年
度
に

引
き
続
き
大
槻
直
人
主
任
研
究
員
、
安
藤
妃
芽
香
研
究

員
、
大
江
竜
弘
研
究
員
。
そ
し
て
、
新
た
に
矢
口
莉
奈

研
究
員
を
迎
え
５
月
26
日
に
入
所
式
を
行
い
、
12
月
９

日
か
ら
研
究
成
果
を
展
示

(

ミ
ニ
展
示
会

)

し
ま
す
。

そ
の
間
、
須
玖
遺
跡
群
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
、
須
玖
坂

本
Ｂ
遺
跡
11
次
調
査
へ
参
加
し
た
り
、
市
外
博
物
館
を

見
学
し
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
興
味
を
も
っ
た
遺
物
を
研

究
し
た
り
し
ま
し
た
。

　

坂
本
Ｂ
遺
跡
11
次
調
査
で
は
、
昨
年
度
の
調
査
と
異

な
り
、
土
器
な
ど
の
遺
物
が
大
量
に
出
土
し
た
た
め
、

研
究
員
た
ち
は
大
興
奮
で
し
た
。
大
江
研
究
員
は
、
こ

の
時
の
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
弥
生
土
器
に
感
動
し
、

土
器
に
つ
い
て
調
べ
、
甕
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

第
２
期

奴
国
の
丘
研
究
所(

奴
国
ラ
ボ)

　

４
名
の
研
究
員
が
約
半
年
間
学
ん
だ
成
果
を
ミ
ニ
展

示
会
で
公
開
し
ま
し
た
。
大
槻
主
任
研
究
員
は
弥
生
時

代
の
大
き
な
甕
棺
、
安
藤
研
究
員
は
古
墳
の
副
葬
品
で

あ
る
捩
文
鏡
、
大
江
研
究
員
は
ス
ス
が
つ
い
た
弥
生
時

代
の
甕
、
矢
口
研
究
員
は
不
思
議
な
形
を
し
た
古
墳
時

代
の
須
恵
器
の
子
持
壺
と
器
台
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
見
た

り
、
触
れ
た
り
し
て
不
思
議
に
思
っ
た
も
の
、
感
動
し

た
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

　

展
示
会
は
、
職
員
か
ら
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
原

稿
を
仕
上
げ
パ
ネ
ル
に
し
、
ケ
ー
ス
を
協
力
し
て
移
動

さ
せ
て
設
置
し
、
自
分
た
ち
で
遺
物
や
パ
ネ
ル
の
置
き

方
を
工
夫
し
ま
し
た
。
展
示
を
終
え
た
研
究
員
た
ち
は
、

と
て
も
良
い
顔
を
し
て
い
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
奴
国
ラ
ボ
研
究
報
告
展


