
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
留
米
市
北
野
町
十
郎
丸
は
、

久
留
米
市
東
部
の
筑
後
平
野
に
位

置
し
、
小
松
菜
や
ほ
う
れ
ん
草
な

ど
の
田
畑
が
一
面
に
広
が
る
農
業

が
盛
ん
な
場
所
で
す
。 

こ
こ
で
は
、
県
道
久
留
米
筑
紫

野
線
の
建
設
工
事
に
先
立
ち
、
令

和
２
年
１１
月
か
ら
令
和
３
年
６
月

ま
で
の
間
、
発
掘
調
査
を
行
い
ま

し
た
。 

今
回
の
調
査
に
よ
り
、
遺
跡
か

ら
は
弥
生
時
代
後
期
（
１
～
３
世

紀
頃
）
の
竪
穴

た
て
あ
な

遺
構

い

こ

う

や
甕か

め

棺か
ん

墓ぼ

、
奈

良
時
代
（
８
世
紀
頃
）
の
竈

か
ま
ど

が
つ

い
た
竪
穴
住
居
跡
や
井
戸
、
ま
た

江
戸
時
代
（
17
世
紀
～
１９
世
紀
）

の
溝
が
多
数
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

遺
跡
か
ら
は
弥
生
土
器
の
甕か

め

や

壺つ
ぼ

・
土
師
器

は

じ

き

・
須
恵
器
の
坏
な
ど
の

遺
物
が
６０
箱
出
土
し
ま
し
た
。 

        

 

十郎丸
じゅうろうまる

長谷
は せ こ

遺跡から甕
かめ

棺
かん

が出土 

 

 

 

弥
生
時
代
の
甕
棺
墓
と 

奈
良
時
代
の
集
落
跡
を
発
見 

 

発
掘
新
聞 

十郎丸長谷古遺跡 

 

 

ま
た
、
遺
跡
近
く
に
あ
る
北
野
天
満
宮

（
祭
神 

菅
原
道
真
）
で
は
、
福
岡
県
無
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
北
野
く
ん
ち

が
例
年
１０
月 

第
３
日
曜
日
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
御
神
輿
の
下
を
く
ぐ
る
と
無
病
息

災
で
い
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
の
で
、
、
今

年
の
秋
見
学
に
行
か
れ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
（
坂
本
記
者
） 

 

多量に土器が出土した竪穴遺構 

 
北野くんちの御神輿 

 

復元中の甕棺 
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遺
跡
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
遺

構
と
し
て
、
方
形
に
掘
ら
れ
た
弥
生
時

代
後
期
の
竪
穴
遺
構
が
あ
り
ま
す
。
５

箱
以
上
の
弥
生
土
器
の
甕
や
壺
が
大

量
に
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
圃
場
整
備

で
上
部
を
壊
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
卑

弥
呼
が
生
き
て
い
た
時
代
に
作
ら
れ

た
甕
棺
が
１
基
検
出
し
ま
し
た
。
残
念

な
が
ら
内
部
に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
甕
棺
の
内
側
に
朱
が
塗
ら

れ
た
痕
跡
を
確
認
し
ま
し
た
。 

周
辺
に
は
、
弥
生
時
代
の
集
落
や
墓

地
が
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
た
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。
今
後
の
調
査
で
新
た
な

発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、

続
報
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 


