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第 1章　地中深くに貝塚が…

第
１
章　

地
中
深
く
に
貝
塚
が
…

１　

奇
跡
の
発
見

地
下
五
メ
ー
ト
ル
の
貝
塚

「
う
わ
ぁ
、
す
っ
、
す
ご
い
！
」「
こ
っ
、
こ
こ
に
も
、
あ
る
！
」

　
二
○
○
三
年
五
月
、
わ
た
し
と
当
時
嘱
託
職
員
だ
っ
た
黒
木
正
行
君
は
、
貝
殻
が
集
中
し
て
散
乱
す
る
箇
所

を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
み
つ
け
た
。
縄
文
土
器
や
石
器
、
動
物
の
骨
も
含
ま
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
の
貝
塚
だ
。
し
か

も
、
土
器
を
よ
く
み
る
と
縄
文
時
代
早
期
の
も
の
だ
。

　
こ
こ
は
治
水
対
策
用
の
巨こ

勢せ

川が
わ

調
整
池
建
設
工
事
で
地
下
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
掘
削
さ
れ
て
い
た
場
所
。
作
業

は
い
っ
た
ん
休
止
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
掘
削
を
継
続
す
る
た
め
に
溜
ま
っ
て
い
た
水
を
排
出
し
、
底
が
露
出

し
た
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
水
に
洗
わ
れ
た
貝
層
が
露
出
し
、
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
図
1
）。

　
こ
れ
が
国
内
最
古
、
最
大
級
の
湿
地
性
貝
塚
発
見
の
瞬
間
で
あ
る
。
埋
蔵
文
化
財
の
仕
事
を
は
じ
め
て
一
五

図1 ●巨勢川調整池の底にあらわれた貝層
上：広大な調整池の内部は5 m掘削されている（遠方に草の生えた土
手がみえる）。発見時の第2貝塚は一部、掘削工事で破壊されている。
下：発見時の第3貝塚。貝殻がびっしり詰まった貝層が露出している。
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確
認
す
る
た
め
の
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
と
な
っ
た
（
図
2
）。
そ
し
て
、
こ
の
調
査
に
来
て
い
た
作
業
員
さ

ん
か
ら
、「
調
整
池
の
な
か
で
魚
を
捕
っ
て
い
た
ら
、
こ
こ
と
同
じ
よ
う
に
貝
殻
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
」
と
聞
き
、
ま
さ
か
と
思
い
な
が
ら
黒
木
君
と
現
地
へ
む
か
い
、
冒
頭
に
記
し
た
発
見
に
い
た
っ
た

の
で
あ
る
。

　
た
ま
た
ま
掘
削
工
事
が
貝
層
上
部
を
少
し
削
る
高
さ
（
地
下
五
メ
ー
ト
ル
）
で
い
っ
た
ん
止
ま
り
、
近
く
の

現
場
で
発
掘
し
て
い
た
作
業
員
さ
ん
が
貝
殻
の
散
ら
ば
り
を
偶
然
み
つ
け
な
け
れ
ば
、
貝
塚
は
発
見
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
奇
跡
の
発
見
で
あ
る
。
し
か
し
、「
一
次
調
査
区
（
居
住
域
）
と
同
時
に
発
見
さ
れ

て
い
れ
ば
、
す
ご
い
遺
跡
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
に
…
…
」
と
い
う
後
悔
に
も
似
た
気
持
ち
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。

じ
つ
は
、
発
見
し
た
貝
塚
の
す
ぐ
近
く
で
、
縄
文
人
の
生
活
の
痕
跡
を
す
で
に
発
掘
し
て
い
た
の
だ
。

２　

居
住
域
の
調
査
（
一
次
調
査
）

大
規
模
な
治
水
工
事

　
こ
こ
は
佐
賀
平
野
の
中
央
部
（
図
3
）。
北
の
福
岡
県
と
の
県
境
と
な
る
脊せ

振ふ
り

山
系
か
ら
南
へ
派
生
す
る
台

地
が
低
地
に
移
り
変
わ
る
境
付
近
に
立
地
す
る
。
平
坦
な
土
地
が
広
が
り
、
大
部
分
が
水
田
に
利
用
さ
れ
て
い

る
（
図
4
）。
調
整
池
の
た
め
に
掘
削
し
な
け
れ
ば
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
あ
る
な
ん
て
想
像
も
つ
か
な
い
。
　

　
佐
賀
平
野
は
、
古
く
か
ら
有
明
海
の
潮
汐
の
影
響
に
よ
っ
て
河
川
や
排
水
路
が
水
を
さ
ば
き
き
れ
な
く
な
っ

て
溢
れ
る
内
水
害
が
発
生
し
、
一
九
七
○
年
代
以
降
は
都
市
化
に
よ
る
水
質
の
悪
化
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

年
目
の
わ
た
し
も
、
さ
す
が
に
興
奮
し
身
ぶ
る
い
し
た

の
を
憶
え
て
い
る
。

き
っ
か
け
は
作
業
員
さ
ん
の
情
報

　
こ
こ
を
検
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
別

の
現
場
の
発
掘
調
査
を
し
て
い
た
作
業
員
さ
ん
の
情
報

だ
っ
た
。

　
一
年
前
の
二
○
○
二
年
四
月
に
さ
か
の
ぼ
る
。
調
整

池
の
建
設
を
管
轄
し
て
い
る
国
土
交
通
省
佐
賀
河
川
総

合
開
発
工
事
事
務
所
（
以
下
、
佐
賀
河
川
事
務
所
）
か

ら
「
貝
殻
が
露
出
し
て
い
る
」
と
い
う
一
報
を
受
け
た
。

場
所
は
、
貝
塚
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
か
ら
西
に
三
○
○

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ
た
地
点
。
水
路
建
設
の
た
め
現
地

表
面
か
ら
一
○
メ
ー
ト
ル
以
上
掘
削
さ
れ
て
い
た
法
面

に
、
貝
層
が
数
十
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
帯
状
に
露
出

し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
た
。

　
工
事
は
そ
れ
以
上
掘
削
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、「
久ひ

さ

富ど
み

二に

本ほ
ん

杉す
ぎ

遺
跡
」
と
名
づ
け
、
遺
跡
の
内
容
と
範
囲
を

図2 ●久富二本杉遺跡の調査
写真中央、手前の水路の法面に4本のトレンチを設定して調査。貝層の
堆積状況から時期は縄文時代早期後葉で、貝塚本体ではなく、流水の影
響によって貝塚からの貝殻が移動して二次的に堆積した貝層と判断でき
た。トラックが3台止まっている堤防の右上が調整池本体。
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お
け
る
遺
跡
の
確
認
調
査
で
、
地
表
下
一
・
五
～
二
メ

ー
ト
ル
の
地
点
（
標
高
三
メ
ー
ト
ル
前
後
）
か
ら
、
縄

文
時
代
早
期
の
遺
物
包
含
層
が
確
認
さ
れ
た
。

　
き
っ
か
け
は
対
象
地
を
斜
め
に
横
切
っ
て
い
た
黒
川

の
浚
渫
土
の
な
か
で
発
見
し
た
縄
文
土
器
だ
っ
た
。
そ

の
土
器
は
ほ
と
ん
ど
摩
耗
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
周

辺
に
縄
文
遺
跡
が
存
在
す
る
可
能
性
が
浮
上
し
た
。
そ

こ
で
追
加
の
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
、
再
調
査
し
た
結
果
、

確
認
さ
れ
た
の
だ
。

　
佐
賀
県
内
で
は
縄
文
遺
跡
の
確
認
例
は
少
な
く
、
ま

し
て
や
こ
の
よ
う
な
低
地
に
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
存
在

す
る
こ
と
は
異
例
だ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
低
地

に
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
存
在
す
る
の
か
な
ど
は
解
明
さ

れ
な
い
ま
ま
、
土
地
の
名
か
ら
「
東

ひ
が
し

名み
ょ
う

遺
跡
」
と
名

づ
け
、
開
発
側
で
あ
る
佐
賀
河
川
事
務
所
と
遺
跡
の
と

り
扱
い
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
地
保
存

は
む
ず
か
し
く
、
一
九
九
三
年
四
月
か
ら
記
録
保
存
を

目
的
と
し
た
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
建
設
省
（
現

国
土
交
通
省
）
は
、
筑

後
川
（
福
岡
県
境
）
か

ら
嘉か

瀬せ

川が
わ

ま
で
の
流
況

を
調
整
す
る
佐
賀
導
水

を
計
画
し
、
そ
の
一
環

の
治
水
施
設
と
し
て
調

整
池
の
建
設
を
計
画
し

た
。
調
整
池
周
辺
は
江

戸
時
代
初
期
の
治
水
事

業
に
よ
っ
て
遊
水
地
帯

（
千ち

布ふ

沖
田
）
と
な
っ

て
お
り
、
遺
跡
の
存
在

は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
九

○
年
に
お
こ
な
わ
れ
た

調
整
池
建
設
予
定
地
に

図3 ●東名遺跡の位置と西北九州・有明海沿岸の主要縄文遺跡
青線は縄文海進ピーク時期の海岸線。公表されている地域のみ示したが、
諫早、熊本、八代地域なども内陸まで入り込んでいたと考えられる。

図4 ●東名遺跡周辺の景観（2006年撮影）
中央に巨勢川調整池の建設が進む広大で平坦な水田地帯。上方の山並み
は脊振山系。8000年前の地形景観はまったくわからない。
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め
調
査
区
周
縁
の
調
査
を
先
行
し
、
そ
こ
を
排
水
路
と
し

て
確
保
し
た
う
え
で
大
型
ポ
ン
プ
を
設
置
し
た
。
そ
の
後
、

排
水
問
題
は
か
な
り
改
善
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
遺
物
包

含
層
の
掘
削
が
進
ん
だ
下
部
で
は
、
湧
水
の
た
め
道
板
を

交
互
に
並
べ
て
調
査
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
図
5
）。

　
遺
物
包
含
層
の
調
査
は
五
セ
ン
チ
ず
つ
掘
削
し
、
出
土

し
た
遺
物
の
三
次
元
情
報
を
記
録
し
た
う
え
で
と
り
上
げ

る
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
。

　
遺
物
は
泥
ま
み
れ
で
量
も
多
く
、
土
器
、
石
器
、
礫
を

そ
の
場
で
す
ば
や
く
区
別
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た

た
め
、
す
べ
て
連
番
で
と
り
上
げ
た
。
と
り
上
げ
た
遺
物

の
洗
浄
は
現
地
の
横
を
流
れ
て
い
た
黒
川
の
水
を
使
用
し
、

現
地
調
査
と
並
行
し
て
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
乾
燥
さ
せ

袋
詰
め
す
る
前
に
、
土
器
、
石
器
、
礫
な
ど
の
種
別
を
台

帳
に
記
録
し
て
い
っ
た
。

　
記
録
作
業
は
、
現
地
作
業
が
終
了
し
た
夕
方
、
乾
燥
さ

せ
て
い
る
薄
暗
い
テ
ン
ト
の
な
か
で
毎
日
の
よ
う
に
お
こ

な
っ
た
。
来
る
日
も
来
る
日
も
同
じ
よ
う
な
作
業
が
え
ん

水
と
の
闘
い

　
当
時
佐
賀
市
で
は
、
ほ
か
に
も
大
規
模
調
査
を
予
定
し

て
い
た
た
め
、
職
員
に
な
っ
て
四
年
目
の
わ
た
し
が
調
査

を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
縄
文
遺
跡
の
調
査
経
験
は

な
く
、
ま
し
て
や
謎
だ
ら
け
の
遺
跡
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
っ
て
、
正
直
気
が
進
ま
な
い
ま
ま
調
査
を
開
始
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　
ま
ず
出
土
遺
物
の
量
や
掘
削
土
量
な
ど
の
情
報
を
得
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
予
備
調
査
か
ら
開
始
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
包
含
層
中
の
遺
物
量
が
予
想
を
上
ま
わ
る

こ
と
が
判
明
し
、
新
た
に
集

し
ゅ
う

石せ
き

遺
構
も
み
つ
か
っ
た
。
予

定
さ
れ
て
い
た
単
年
度
で
の
調
査
完
了
は
困
難
で
あ
り
、

佐
賀
河
川
事
務
所
と
協
議
を
重
ね
な
が
ら
、
最
終
的
に
三

年
間
と
い
う
長
き
に
わ
た
り
調
査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
現
地
は
湿
地
帯
で
調
査
は
難
航
し
た
。
雨
期
に
は
現
場

へ
行
く
途
中
の
進
入
路
ま
で
冠
水
し
、
毎
年
一
カ
月
程
度

の
調
査
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
と
に
か

く
排
水
処
理
が
調
査
進
捗
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
。
そ
の
た

図5 ● 1次調査の状況
湧水のため道板を交互にならべ、その上にのって調査している様子。直接土の上に
のると足が沈み込み、遺物が原位置から動いてしまうために必要な作業だった。

図6 ●塞ノ神Ｂ式土器
口が開いた平底のバケツのような形の土器。ハイガイなどの
フネガイ科の二枚貝で文様をつけているのが特徴。
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こ
の
よ
う
に
一
次
調
査
の
成
果
は
、
縄
文
遺
跡
の
希

薄
な
佐
賀
平
野
は
も
と
よ
り
、
北
部
九
州
の
縄
文
文
化

の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
資
料
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
縄
文
人
が
こ
こ
に
生
活
の
場
を

設
け
た
の
か
は
発
掘
調
査
中
か
ら
ず
っ
と
疑
問
に
思
っ

て
い
た
。
そ
れ
が
後
に
貝
塚
が
み
つ
か
る
こ
と
で
、
よ

う
や
く
疑
問
に
思
っ
て
い
た
遺
跡
立
地
の
謎
が
解
け
る

こ
と
に
な
る
。

地
中
深
く
埋
も
れ
た
縄
文
人
の
暮
ら
し

　
九
州
大
学
の
下
山
正
一
氏
が
作
成
し
た
縄
文
海
進
最

盛
期
の
海
岸
線
復
元
図
（
図
8
）
と
、
貝
塚
周
辺
で
お

こ
な
っ
た
確
認
調
査
の
結
果
お
よ
び
調
整
池
建
設
に
と

も
な
う
ボ
ー
リ
ン
グ
デ
ー
タ
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
八

○
○
○
年
前
の
旧
地
形
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
当
時
の
東
名
遺
跡
は
、
海
岸
線
が
も
っ
と
も
内
陸
に

入
り
込
ん
だ
河
口
付
近
で
、
脊
振
山
地
か
ら
の
び
る
丘

陵
の
先
端
付
近
に
立
地
し
て
い
た
。

え
ん
と
続
き
、
変
化
の
な
い
調
査
に
正
直
嫌
気
が
さ
し

た
。
一
九
九
六
年
八
月
の
調
査
終
了
ま
で
、
埋
葬
人
骨

が
発
見
さ
れ
る
な
ど
多
少
の
変
化
は
あ
っ
た
も
の
の
、

本
当
に
忍
耐
が
必
要
な
三
年
間
だ
っ
た
。

定
住
生
活
を
予
感
さ
せ
る
遺
物
・
遺
構

　
最
終
的
に
と
り
上
げ
た
遺
物
は
約
二
一
万
点
と
膨
大

で
、
定
住
生
活
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
の
分
類
作
業
に
は
長
大
な
時
間
を
要
し
た
。
内
訳
は

土
器
約
四
万
四
〇
〇
〇
点
、
石
器
約
四
万
三
〇
〇
〇
点
、

人
為
的
に
も
ち
込
ま
れ
た
礫
約
一
二
万
点
を
数
え
た
。

土
器
の
ほ
と
ん
ど
が
早
期
後
葉
の
塞せ

ノ
神か

ん

Ｂ
式
土
器

（
図
6
）
で
、
少
量
で
は
あ
る
が
早
期
中
葉
の
押お

し

型が
た

文も
ん

土
器
や
早
期
末
葉
の
轟

と
ど
ろ
き

Ａ
式
土
器
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
遺
構
は
、
集
石
遺
構
一
六
七
基
、
石
器
集
積
遺
構
一
九
基
、
八
体
分
の
埋
葬
人
骨
を
確
認
し
た
。
集
石
遺
構

は
構
成
礫
の
大
き
さ
か
ら
二
種
に
大
別
さ
れ
、
加
熱
に
よ
り
赤
化
し
た
礫
が
数
多
く
出
土
し
た
（
使
用
法
は
第

4
章
で
み
る
）。
石
器
集
積
遺
構
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
剝は

く

片へ
ん

の
集
積
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
。
埋
葬
人
骨
は
、
縄
文

時
代
早
期
と
い
う
点
で
全
国
的
に
み
て
も
希
少
価
値
が
高
く
、
い
ず
れ
も
屈く

っ

葬そ
う

状
態
で
検
出
さ
れ
た
（
図
7
）。

一
○
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
範
囲
に
集
中
し
て
お
り
、
墓
地
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

図7 ●埋葬人骨のとり上げ
3体同時に埋葬された人骨。板枠をとりつけ柱状に
残した土を切断しているところ。この後、底にコン
パネを差し込みとり上げた。

図8 ●縄文海進最盛期の海岸線
縄文海進がピークに達したころ（いまからおよそ7000年前）の海岸線
を復元したもので、当時、東名遺跡は大きな河口付近に立地していた。

東名遺跡東名遺跡
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後
、
弥
生
時
代
に
入
る
ま
で
貝
塚
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
海
面
上
昇
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
広
大
な
干

潟
や
湿
地
は
、
縄
文
人
た
ち
に
と
っ
て
利
用
し
が
た
い
環
境
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
七
○
○
○
年
も
の

あ
い
だ
、
縄
文
人
の
生
活
の
痕
跡
は
地
上
に
い
っ
さ
い
残
さ
ず
眠
り
つ
づ
け
た
。
そ
れ
が
調
整
池
建
設
の
掘
削

工
事
に
よ
っ
て
、
突
然
わ
た
し
た
ち
の
目
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

湿
地
性
貝
塚
の
調
査
（
二
次
調
査
）

発
見
さ
れ
た
貝
塚
の
と
り
扱
い

　
二
○
○
三
年
五
月
に
露
出
し
た
貝
塚
を
発
見
し
た
後
、
七
～
一
一
月
に
か
け
て
貝
塚
が
発
見
さ
れ
た
調
整
池

北
半
部
を
中
心
に
調
査
し
、
四
地
点
（
第
二
～
第
五
貝
塚
）
で
貝
塚
の
存
在
を
確
認
し
た
。
こ
の
間
、
佐
賀
河

川
事
務
所
と
は
協
議
を
重
ね
て
い
た
。
す
で
に
確
認
調
査
お
よ
び
本
調
査
（
一
次
調
査
）
を
お
こ
な
っ
て
開
発

を
許
可
し
た
場
所
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
摯
に
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
佐
賀
河
川
事
務
所
の
方
々
に

は
感
謝
の
言
葉
し
か
な
い
。

　
協
議
の
結
果
、
標
高
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
常
時
貯
水
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
工
事
計
画
上
掘
削
を
ま
ぬ

が
れ
な
い
箇
所
が
あ
る
こ
と
、
貝
層
が
露
出
し
た
状
態
で
の
現
状
保
存
は
困
難
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

す
べ
て
の
貝
塚
に
つ
い
て
本
調
査
を
実
施
し
、
記
録
保
存
で
対
応
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
調
査
は
、
こ
れ
ま
で

の
経
緯
を
ふ
ま
え
て
筆
者
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
個
人
的
に
は
縄
文
時
代
は
専
門
で
は
な
か
っ
た
が
、

縄
文
時
代
早
期
の
大
規
模
な
貝
塚
で
あ
り
、
不
安
よ
り
も
調
査
へ
の
期
待
の
ほ
う
が
上
ま
わ
っ
て
い
た
。

　
氷
期
の
最
盛
期
が
す
ぎ
、
約
一
万
六
○
○
○
年

前
か
ら
世
界
的
な
温
暖
化
が
徐
々
に
は
じ
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
七
○
○
○
年
前
ま
で
に
海
面
が
一
○
○

メ
ー
ト
ル
以
上
上
昇
、
海
水
が
陸
地
の
奥
深
く
進

入
し
、
複
雑
な
海
岸
線
を
も
つ
入
江
が
多
く
つ
く

ら
れ
た
（
縄
文
海
進
）。
縄
文
人
た
ち
は
、
海
の

幸
を
求
め
て
東
名
の
地
に
約
八
○
○
○
年
前
に
住

み
着
い
た
。
そ
し
て
定
住
し
、
貝
塚
を
築
い
て
い

っ
た
（
図
9
）。

　
そ
う
し
た
暮
ら
し
も
、
約
七
四
○
○
年
前
以
降
、

高
温
多
雨
に
よ
る
土
石
流
や
急
速
な
海
面
上
昇
に

よ
る
浮
泥
の
堆
積
な
ど
に
よ
り
土
砂
で
埋
没
し
て

し
ま
う
。
傾
斜
面
に
あ
っ
た
貝
塚
の
上
部
に
は
五

メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
砂
が
堆
積
し
、
元
の
地
形
の

凹
凸
を
埋
め
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
。

　
現
在
み
ら
れ
る
広
大
で
平
坦
な
地
形
（
低
平

地
）
は
、
約
七
○
○
○
年
前
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
賀
平
野
周
辺
で
は
そ
の

図9 ●東名遺跡周辺の旧地形
丘陵地の先端に集落をいとなみ、傾斜面に6つの貝塚が形成された。
東名遺跡の対岸には久富二本杉遺跡がある。確認はできなかったが、
丘陵地の他地点にも居住域があった可能性がある。

東名遺跡東名遺跡
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た
っ
て
は
排
水
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
が
、
佐
賀
河
川
事
務
所
の
協
力
で
現
地
に
電
源
を
引
き
込
ん
で
も
ら

い
、
三
イ
ン
チ
の
排
水
ポ
ン
プ
三
基
を
設
置
し
た
。
こ
れ
で
常
時
排
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ド

ラ
イ
の
状
態
で
調
査
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
貝
層
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
西
日
本
で
大
規
模
な
貝
塚
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
滋
賀
県
の
粟あ

わ

津づ

湖
底
遺

拡
大
す
る
貝
塚
群

　
ま
ず
は
貝
層
の
規
模
お
よ
び
調
査
方
法
・
期
間
・
費
用
を
明
確
に
す
る
た
め
の
予
備
調
査
を
二
○
○
四
年
五

月
か
ら
九
月
に
か
け
て
お
こ
な
っ
た
。
同
時
に
「
東
名
遺
跡
群
調
査
指
導
委
員
会
」
を
組
織
し
た
。
佐
賀
市
で

は
じ
め
て
設
置
さ
れ
た
調
査
指
導
委
員
会
で
、
会
長
は
熊
本
大
学
の
甲
元
眞
之
先
生
に
お
願
い
し
た
。
調
査
が

無
事
に
終
了
で
き
た
の
も
、
こ
の
委
員
会
の
お
か
げ
で
あ
る
。

　
予
備
調
査
の
結
果
、
貝
塚
だ
け
で
な
く
貯
蔵
穴
や
編
み
か
ご
が
み
つ
か
っ
た
。
調
査
量
は
膨
大
に
な
る
。
さ

ら
に
、
新
た
に
貝
層
が
露
出
し
て
い
な
か
っ
た
第
一
貝
塚
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
掘
削
工
事
が
完
了
し
た
調
整

池
南
半
部
で
貝
層
が
露
出
し
た
第
六
貝
塚
を
発
見
し
た
。
み
る
み
る
う
ち
に
貝
塚
群
が
拡
大
し
て
い
っ
た
（
図

10
）。
最
終
的
に
、
旧
微
高
地
の
傾
斜
面
に
形
成
さ
れ
た
六
つ
の
地
点
貝
塚
を
確
認
し
た
。
貝
塚
の
延
長
は
約

五
○
○
メ
ー
ト
ル
、
総
面
積
は
約
一
七
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
び
、
縄
文
時
代
早
期
段
階
で
は
西
日
本
最

大
級
の
貝
塚
群
と
な
っ
た
。

　
こ
の
予
備
調
査
の
結
果
を
も
と
に
佐
賀
河
川
事
務
所
と
協
議
し
、
調
査
費
の
増
額
や
調
査
期
間
の
延
長
な
ど

の
対
策
が
は
か
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
調
整
池
建
設
事
業
は
二
○
○
八
年
度
完
了
予
定
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
拡

大
し
た
貝
塚
群
の
調
査
を
事
業
に
合
わ
せ
て
完
了
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
記
録
保
存
の
調
査

（
発
掘
調
査
）
と
並
行
し
て
現
状
保
存
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

編
み
か
ご
の
発
見

　
本
調
査
は
、
工
事
工
程
上
さ
ら
な
る
掘
削
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
第
一
・
第
二
貝
塚
か
ら
実
施
し
た
。
実
施
に
あ

図10 ●第1～第6貝塚の位置図
予備調査によって第1・第6貝塚が新たに確認された。
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上
げ
に
は
、
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
、
想
像
以
上
の
労
力
が
必
要
と
な
っ
た
。

　
調
査
体
制
の
強
化
が
急
務
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
担
当
職
員
二
人
以
外
に
、
調
査
員
二
人
、
調
査
補
助
員
三
人

（
測
量
中
心
）
を
民
間
委
託
に
よ
り
確
保
し
、
さ
ら
に
嘱
託
職
員
三
人
を
採
用
し
た
。
整
理
調
査
も
時
間
的
な

制
約
の
た
め
二
○
○

五
年
度
か
ら
調
整
池

敷
地
内
に
仮
設
プ
レ

ハ
ブ
を
建
て
、
現
地

調
査
と
並
行
し
て
実

施
し
た
（
図
20
参
照
）。

現
地
調
査
の
作
業
員

は
五
○
人
程
度
、
ピ

ー
ク
時
の
整
理
作
業

員
の
数
は
三
○
人
を

超
え
て
い
た
。

　
こ
の
大
所
帯
を
な

ん
と
か
運
営
し
、
迅

速
性
を
追
求
し
な
が

ら
も
緻
密
な
作
業
を

跡
の
調
査
方
法
を
参
考
に
し
た
。
貝
層
を
中
心
に
、

地
形
に
沿
う
よ
う
に
五
メ
ー
ト
ル
間
隔
の
ト
レ
ン

チ
を
設
定
し
、
断
面
で
堆
積
状
況
を
確
認
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
平
面
的
に
広
げ
、
一
層
一
層
、
上
層

か
ら
順
番
に
掘
削
し
て
い
く
方
法
だ
（
図
11
）。

　
調
査
指
導
委
員
会
の
松
井
章
委
員
の
紹
介
で
、

粟
津
湖
底
遺
跡
の
調
査
員
で
あ
っ
た
伊
庭
功
さ
ん

に
現
地
で
指
導
・
助
言
を
受
け
た
こ
と
は
非
常
に

心
強
く
、
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
調
査
を
開
始
す
る
と
、
貝
層

よ
り
も
低
い
位
置
に
堆
積
し
て
い
る
粘
土
層
か
ら

予
想
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
貯
蔵
穴
や
編
み
か
ご

類
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
（
図
12
）。

　
貝
層
調
査
に
も
ま
し
て
、
湿
地
調
査
の
比
重
が

し
だ
い
に
高
く
な
っ
て
い
っ
た
。
貝
層
に
つ
い
て

は
あ
る
程
度
作
業
量
の
計
算
は
で
き
た
が
、
粘
土

層
か
ら
出
土
す
る
植
物
性
遺
物
は
、
脆
弱
な
う
え

日
本
最
古
級
の
も
の
ば
か
り
。
そ
の
検
出
と
と
り

図11 ●第2貝塚調査区の全景
上方中央にうっすらと白く三日月状にみえるのが貝層。右端は掘削工
事によって消失していた。5 m間隔で先行トレンチを入れ調査している。
下方が貝層より低い位置の粘土層側。

図12 ● 2次調査の状況
上：第2貝塚の貝層とその下部に広がる粘土層調査の様子。
下：貯蔵穴のなかに残っていた編みかご検出の様子。
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お
こ
な
い
、
い
か
に
調
査
成
果
を
あ
げ
る
か
と
い
う
課
題

に
と
り
組
ん
だ
。
一
方
で
調
査
の
進
展
と
と
も
に
、
日
本

最
古
、
最
古
級
の
発
見
が
相
次
ぎ
、
遺
跡
の
重
要
性
が
高

ま
る
と
同
時
に
調
査
の
作
業
量
も
増
加
し
て
い
っ
た
。

　
工
事
計
画
に
合
わ
せ
た
調
査
完
了
の
可
能
性
も
日
に
日

に
低
く
な
っ
て
い
き
、
調
査
工
程
に
つ
い
て
い
く
ど
と
な

く
佐
賀
河
川
事
務
所
と
協
議
し
、
そ
し
て
二
○
○
五
年

一
一
月
、
つ
い
に
調
査
未
着
手
の
第
三
～
六
貝
塚
に
つ
い

て
現
地
保
存
を
す
る
こ
と
で
話
が
ま
と
ま
っ
た
。

　
二
○
○
六
年
度
か
ら
、
調
査
と
並
行
し
て
保
存
対
策
工

事
が
施
工
さ
れ
、
現
地
調
査
は
第
一
・
第
二
貝
塚
を
対
象

に
完
掘
に
む
け
て
急
ピ
ッ
チ
で
お
こ
な
わ
れ
た
（
図
13
）。

調
査
レ
ベ
ル
を
落
と
す
こ
と
な
く
、
最
終
段
階
で
は
休
日

返
上
で
作
業
し
、
な
ん
と
か
二
○
○
七
年
八
月
末
に
現
地

調
査
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
三
年
半
の

長
き
に
わ
た
り
悪
戦
苦
闘
し
た
二
次
調
査
に
よ
う
や
く
終

止
符
を
打
つ
こ
と
が
で
き
た
。

図13 ●発掘調査と保存対策
急ピッチで発掘調査が進む第1・第2貝塚（手前）。
保存対策工事が進む第3 ～第5貝塚（奥側）。
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