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は

じ

め

に

縄
文
時
代
は
信
川
の
歴
史
の
な
か
で
、　
一
万
年
の
長
き
に
お
よ
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
も
縄

文
中
期
は
豊
か
な
文
化
が
発
展
し
た
時
代
で
し
た
。
こ
の
時
期
は
温
暖
な
気
候
で
、
現
代
よ
リ

ニ
度

ほ
ど
気
温
が
高
く
、
大
量
の
大
陸
水
河
が
融
け
た
た
め
に

「
縄
文
海
道
」
と
い
っ
て
、
海
水
面
が
六

屑
も
上
昇
し
ま
し
た
。
信
州
で
は
標
高

一
六
〇
〇
屑
ま
で
出
地
帯
と
な
り
、
ヤ
マ
グ
リ
、
オ
ニ
グ
ル

ミ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ト
チ
な
ど
の
疼
葉
広
葉
樹
林
が
繁
茂
し
て
、
豊
富
な
木
の
実
を
供
給
Ｌ
、
ま
た
こ

の
よ
う
な
食
物
逹
鎖
で
野
生
動
物
を
大
量
に
増
殖
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
信
州
に
は
茅
野
市
の

尖
石
を
は
じ
め
、
縄
文
の
大
遺
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
縄
文
土
器
に
示
さ
れ
て
い
る
活
動
的
な

デ
ザ
イ
ン
に
、
現
代
人
は
魅
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
後
期
か
ら
弥
生
時
代
は
小
氷
期
で
、
対
馬
海
流
の
勢
力
は
衰
退
し
て
、
日
本
海
側
の
積
雪
量

が
減
り
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
が
現
代
の
深
雪
地
帯
ま
で
生
息
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
サ
ケ

や
マ
ス
が
大
量
に
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
古
信
川
人
の
生
活
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

本
田
で
灌
漑
し
て
米
を
つ
く
る
稲
作
は
、
麦
類
や
雑
穀
に
比
較
し
て
生
産
力
が
高

い
の
で
す
。
稲

作
が
い
ち
早
く
発
展
し
た
長
野
、
松
本
、
伊
那
な
ど
の
諸
盆
地
で
は
、
家
族
た
ち
が
小
国
家
を

つ
く

り
、
古
墳
文
化
を
形
成
し
ま
し
た
。
や
が
て
か
れ
ら
は
大
和
三
朝
の
傘
下
に
入
り
、
さ
ら
に
律
今
国

家
の
政
治
体
制
に
組
み
こ
ま
れ
て
、
信
濃

の
国
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

原
始
時
代
は
人
び
と
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
が
深
く
、
風
土
に
根
ざ
し
た

ロ
マ
ン
に
富
む
歴
史
が

展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の

『信
濃

の
風
土
と
歴
史
②
ｌ
原
始
時
代
の
シ
ナ
ノ
』
は
、
当
時
の
歴
史
を
や
さ
し
く
解
説
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
読
ん
で
歴
史
の
も

つ
お
も
し
ろ
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

一
九
九
六
年
二
月

館
長
　
市
川
　
健
夫
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次

は
じ
め
に

こ
の
本
に
登
場
す
る
長
野
県
内

の
遺
跡

目
　
　
次

文
字
が
な
い
の
に
ど
う
し
て
歴
史
が
わ
か
る
の
で
し
よ
う

歴
史
を
た
ど
る

歴
史
を
調
べ
る

「
か
た
ち
」
か
ら
歴
史
を
読
む
考
古
学

先
土
器
時
代

縄
文
時
代

弥
生
時
代

古
墳
時
代

歴
史
の
意
味

環

境

ф
環
境
の
変
化
に
適
応
し
た
人
び
と

大
む
か
し
の
気
候
変
化
は
ど
う
や

っ
て
調
べ
る
の

水
河
時
代
に
人
び
と
は
ど
う
や

つ
て
暮
ら
し
て
い
た
の

縄
文
時
代
の
気
候
は
暖
か
か

っ
た
の

シ
ナ
ノ
で
稲
作
が
始
ま

っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の

☆
野
辺
山
高
原
の
先
人
に
学
ぶ

災

室
目

ф
災
害
を
し
の
い
だ
人
び
と
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していたの力ヽしら。

当時の人たち:ょ 、

どん7生活を

原始時代のことって、

どうやって

調べるのか7.

大
昔
は
長
野
県
の
火
山
も
爆
発
し
て
い
た
の

地
震
の
跡
は
遺
跡
で
も
み
つ
か
る
の

火
事
に
あ

っ
た
家
の
跡
も
み
つ
か

っ
て
い
る
の

洪
水
に
埋
ま

っ
た
遺
跡
は
あ
る
の

☆
浅
間
山
の
噴
火
と
県
遺
跡

口
Ⅲ
閣
日
□

戦

ф
は
じ
め
て
戦
争
を
し
た
人
び
と

弓
矢
や
槍
は
戦
い
の
道
具
じ
ゃ
な
い
の

戦
争
は
い
つ
ご
ろ
始
ま

っ
た
の

森
将
軍
塚
古
墳
に
ほ
う
む
ら
れ
た
人
は
将
軍
だ

っ
た
の

よ
ろ
い
を
着
た
古
墳
時
代
の
人
た
ち
は
い
つ
も
戦

っ
て
い
た
の

☆
濠
に
囲
ま
れ
た
篠
ノ
井
の
弥
生
ム
ラ

工

夫

ф
日
常
生
活
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
人
び
と

草
本
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
に
利
用
さ
れ
た
の

暮
ら
し
に
役
立

っ
た
動
物
も

い
た
の

壊
れ
て
し
ま

っ
た
道
具
は
す
ぐ
に
捨
て
て
し
ま

っ
た
の

ゴ
ミ
は
ど
う
や

つ
て
処
理
し
て

い
た
の

☆
石
に
働
き
か
け
た
遺
跡

協
力
者

の
み
な
さ
ん

あ
と
が
き

歴
史
館
利
用
案
内
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文
字
が
な
い
の
に
ど
う
し
て
歴
史
が
わ
か
る
の
で
し
ょ
う

歴
史
を
た
ど
る

長
野
県
に
は
野
尻
湖
の
ナ
ウ

マ
ン
ゾ
ウ
の

時
代
以
来
、
お
よ
そ
四
万
年
の
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
私
た
ち
の
祖
先
は
、　
い
つ
の
時
代
も

多
か
れ
グ
な
か
れ
、
豊
か
な
自
然
と
か
か
わ

り
な
が
ら
歴
史
を
築

い
て
き
ま
し
た
。

こ
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長

い
歴
史
の

流
れ
を
わ
か
り
や
す
く
理
解
す
る
た
め
に
、

そ
れ
を

一
日
と
い
う
時
間

（
二
四
時
間
）
に

置
き
か
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

人
類
が
地
球
上
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
四
〇

〇
万
年
前
で
す
か
ら
、
現
代
の
今

の
時
間
を

起
点
に
二
四
時
間
に
換
算
Ｌ
て
み
る
と
、
明

治
維
新
は
わ
ず
か
二
秒
前
、
豊
臣
分
吉
が
大

坂
城
を
条

い
た
四
〇
〇
年
前
は
約
た
秒
前
、

平
成
京

（奈
良
）
か
ら
平
安
京

（京
都
）
に

都
が
移

っ
た
七
た
四
年
は
約

二
六
秒
前
に
相

当
Ｌ
ま
す
。
ま
た
、
日
本
最
大
の
前
方
後
円

墳
で
あ
る
大
山
古
墳

（仁
徳
天
皇
陵
）
が
つ

く
ら
れ
た
の
は
三
二
秒
あ
ま
り
前
、
そ
し
て

稲
作
農
業
が
は
じ
ま

っ
た
弥
生
文
化
の
開
始

が
約
五
〇
秒
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
Ｌ
て
み
る
と
、
人
類
が
誕
生
し
て
か

ら
日
本
で
食
料
を
本
格
的
に
栽
培
す
る
晨
業

が
は
じ
ま
る
ま
で
に
は
、
人
び
と
は
、
じ
つ

に
ニ
ニ
時
間
五
た
分
あ
ま
り
も
の
長

い
あ
い

だ
、
狩
猟
や
採
集
生
活
を
続
け
な
が
ら
、
そ

れ
を
基
盤
に
し
て
歴
史
を
築
き
あ
げ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
人
び
と
が
み
ず
か
ら
食
料
を
栽
培

し
て

「
待

つ
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ

て
か
ら
、
人
類
の
歴
史
は
恙
速
に
文
明
化
し

て
き
た
こ
と
を
こ
の
数
字
が
示
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
祖
先
が
や
っ
て
き
た
こ
と
、
残

し
て
き
た
も
の
に
は
か
な
ら
ず
意
味
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
時
代
や
社
会

の
あ
り
方

に

よ

っ
て
グ
Ｌ
ず

つ
変
化
し
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
を
た
く
さ
ん
集
め
て
変
化

の
あ
と
を
た

ど

っ
て
い
く
と
、
当
時
の
生
活
の
よ
う
す
や

祖
た
が
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
な
ど
が
明
ら

か
に
な

っ
て
き
ま
す
。

歴
史
を
調
べ
る

学
校
の
歴
史
の
授
業
な
ど
で
歴
史
に
興
味

を
も
ち
、
私
た
ち
が
歴
史
を
調
べ
よ
う
と
す

る
と
き
に
は
ど
う
す
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、

図
書
館
に
い
っ
て
本
を
調
べ
ま
す
。
百
科
事

共
な
ど
の
索
引
で
必
要
な
情
報
を
探
Ｌ
、
そ

こ
に
あ

っ
た
参
考

文
献
を
た
よ
り

に
検
索

カ
ー
ド
で
歴
史
の
専
門
書
を
探
す

こ
と
が
で

き
ま
す
。
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前の狩猟採集の時がどれほど長かったかがよくわかる.



自
分
た
ち
の
身
近
な
地
域
の
歴
史
に
つ
い

て
は
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、

近
所

の
物
知
り

の
お
年
寄
り
か
ら
昔

の
話
を

聞
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
自
分
た
ち
が
住
む
郷
上
の
歴
史

を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
明

治
時
代
ぐ
ら

い
ま
で
は
お
年
寄
り
か
ら
体
験

を
通
し
た
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ

れ
を

「
聞
き
取
り
調
査
」

と
よ
ん
で
い
ま
す
。

人
か
ら
も

の
を
さ
ぐ
り
、
Ｚ
も
な

い
庶
民

の

日
常
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
民
俗
学

の
調
査

は
、

こ
の
方
法
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

民
俗
学
は
現
在

の
生
活

の
な
か
に
な
ん
ら
か

の
か
た
ち
で
残
り
、
長

い
過
去
に
わ
た

っ
て

繰
り
か
え
し
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
対

象

に
、
私
た
ち
の
祖
先
の
生
活
様
式
や
文
化

内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
時
代
は
当
然
、
文
字
で
記
さ
れ
た
記
録

も
た
く
さ
ん
残

っ
て
い
ま
す
。

古

い
話
を
聞
け
る
人
の
い
な

い
明
治
時
代

以
前

の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
文
字
に
書
か
れ

た
古
文
書

（文
献
史
料
）
で
調

べ
ま
す
。

ふ

つ
う
の
村
で
は
江
戸
時
代
の
は
じ
め
ご
ろ
ま

で

の
歴
史

を
た
ど

る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

も

っ
と
も
古

い
の
は
、
奈
良
市
に
あ
る
工
倉

院
史
料
で
、
奈
良
時
代
の
長
野
県

に
関
す
る

も

の
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
ふ

え
て
き
た
も
の
に
、
平
城
京
跡
や
更
埴
市
の

屋
代
遺
跡
群
な
ど

の
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
、

木

の
札
に
文
字
を
書

い
た
木
簡
が
あ
り
、
文

書

に
は
記
録
さ
れ
て
い
な

い
歴
史
が
書
き
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
と
も
に
、
道

の
か
た
わ
ら
に
立

っ

て
い
る
石
仏
や
石
造
物
、
お
寺

の
鐘
な
ど
に

も
、　
つ
く
ら
れ
た
年
代
や
寄
進
者
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
資
料
を

「
金

石
文
」

と
よ
ん
で
い
ま
す
。
金
石
文
も
文
字

史
料

の
グ
な

い
村
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
う
え
で
、
た

い
へ
ん
貴
重
な
史
料
と
な

り
ま
す
。

「か
た
ち
」
か
ら
歴
史
を
読
む
考
古
学

文
字
の
な
い
古
墳
時
代
以
前
は
、
土
器
や

石
器
、
鉄
器
な
ど
の
か
た
ち
や
残
り
方
の
特

色
か
ら
歴
史
を
読
ん
で
い
き
ま
す
。

つ
ま
り

竪
穴
住
居
な
ど
の
遺
構
や
上
器
な
ど
の
遺
物

か
ら
人
間
の
営
み
を
導
き
だ
す
の
が
考
古
学

で
す
。

考
古
学
で
は
、　
一
定
の
時
期
や
地
域
的
な

は

こ

し

み
ず

広
が
り
を
示
す
土
器
や
石
器
に
箱
清
水
式
上

器
と
か
、
神
子
柴
型
石
斧
と
い
っ
た
型
式
老

を

つ
け
ま
す
。
型
式
Ｚ
は
、
化
石
で
い
え
ば

年
代
を
示
す
基
準
と
な
る
化
石
Ｚ
に
あ
た
る

も
の
で
、

こ
れ
に
よ

っ
て
ほ
か
と
区
別
す
る

方
法
を
と
り
、
時
間

の
尺
度
と
し
て
も
使

い

ま
す
。
そ
れ
は
Ｄ
５‐
な
ど
と
い
う
Ｓ
Ｌ

（蒸

気
機
関
車
）
の
型
式

や
自
動
車

の
型
式

（年

式
）
に
似
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら

の

型
式
か
ら

つ
く
ら
れ
た
年
代
が
わ
か
り
、
そ

し
て
そ
れ
ら
が
用

い
ら
れ
た
甘
後
に
あ
る
当

C12型
(1932年 )

C56型
(1935イ 11)

SLの型式変化
蒸気機関車は、型式の呼び名とともに変化できた。



時

の
社
会
や
文
化
も
読
み
と

っ
て

い
け
る
わ

け
で
す
。

こ
う
し
た
上
器
型
式
を
時
間
軸
に
し
て
、

土
器

の
使
わ
れ
た
時
期

の
住
居
跡
、
そ
の
家

で
使
わ
れ
た
食
器
な
ど

の
上
器
、
調
理
具
や

解
体
具
な
ど
に
使
わ
れ
た
石
器
、
ま
た
は
身

を
飾

っ
た
石
や
骨
角
器
な
ど

の
装
飾
品

の
出

土
状
態
を
て

い
ね
い
に
記
録
を
と
り
な
が
ら

発
掘
し
て
い
き
、
道
具
の
組
み
合
わ
せ
や
配

置
な
ど
か
ら
そ
の
家
に
暮
ら
し
た
人
び
と
の

よ
う
す
を
復
原
し
て
い
き
ま
す
。
考
古
学

の

発
掘
は
、
た
と
え
は
あ
ま
り
よ
く
あ
り
ま
せ

ん
が
、
警
察
の
鑑
識
課
の
仕
事
に
似
て
い
ま

す
。
鑑
識
課
は
犯
人
の
い
な
い
事
件
現
場
か

ら
犯
行
時
間
や
人
物
像
を
割
り
だ
Ｌ
、
特
定

の
犯
人
を
突
き
と
め
て
い
く
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
、
遺
構
や
遺
物
か
ら
歴
史
を
読

む
考
古
学
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
原
始

時
代
の
歩
み
を
、
最
物
に
簡
単
に
み
て
お
き

ま
ア
し
ょ
つヽ
。

せ
ん

ど
　
き

先
土
器
時
代

縄
文
土
器
が
出
現
す
る
以
前
の
、
日
本
列

島

の
歴
史
上
も

っ
と
も
古
い
時
代
を
先
土
器

時
代
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
旧
石
器
時
代
と
も

い
い
ま
す
。
こ
の
時
代
は
大
陸
と
陸
続
き
で

あ

っ
た
た
め
に
、
ア
ジ
ア
象

の
仲
間
で
あ
る

ナ
ウ

マ
ン
ゾ
ウ
も
波

っ
て
き
ま
し
た
。
今
か

ら
四
万
年
前
に
野
尻
湖
の
立
が
鼻
遺
跡

（上

水
内
郡
信
濃
町
）
に
暮
ら
し
た
野
尻
湖
人
た

ち
は
、
こ
の
ナ
ウ

マ
ン
ゾ
ウ
を
、
湖
や
周
辺

の
湿
地
に
追

い
こ
ん
で
狩
り
を
Ｌ
ま
し
た
。

こ
の
時
代
は
、
炒
高
出

・
黒
姫
出

・
飯
綱

出
な
ど
の
人
占
活
動
が
活
発
で
し
た
。
ま
た

気
候
は
現
在
の
北
海
道
並
み
の
寒
さ
で
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
和
田
峙
や
霧

ヶ
峰
付
近
か
ら

と
れ
る
黒
曜
石
で
つ
く

っ
た
ナ
イ
フ
形
の
石

器
や
槍

の
先
な
ど
、
石
の
道
具
を
使

っ
て
狩

猟
生
活
を
お
こ
な

い
、　
ハ
シ
バ
こ
な
ど

の
植

物
も
採
集
し
て
い
ま
し
た
。

黒
曜
石
は
割
れ

口
が
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
鋭

く
な
る
た
め
盛
ん
に
利
用
さ
れ
、
和
田
峠
付

近
か
ら
中
部

。
関
東
地
方
を
は
じ
め
、
近
畿

地
方
に
も
運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。
先
土
器

時
代
も
終
わ
り
ご
ろ
に
な
る
と
、
中
国
や
シ

ベ
リ
ア
な
ど
と
関
係

の
深

い
、
高
度
な
製
作

技
術
で
つ
く
ら
れ
た
細
石
器
や
神
子
柴
型
石

器
の
よ
う
な
狩
猟
具
が
生
み
だ
さ
れ
ま
す
。

縄
文
時
代

お
よ
そ

一
万
二
〇
〇
〇
年
前
に
な
る
と
、

大
陸
か
ら
離
れ
て
日
本
列
島
が
形
成
さ
れ
ま

す
。

こ
の
こ
ろ
列
島
内
に
、
栽
培
に
適
す
る

米
や
コ
ム
ギ
な
ど
の
植
物
が
な
く
、
飼
育

に

適
す

る
ウ

シ

・
ウ

マ
な
ど

の
動
物

が

い
な

か

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
日
本
列
島

の
歴

史
や
文
化
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
き

ま
す
。

粘
上
で
焼
き
あ
げ
た
縄
文
土
器
を
使

い
、

妙高焼山の噴火 新潟県妙高高原町 (宮川速雄氏提供)

先土器時代にはこのような噴火が各地で起こり、その火山灰が
堆積して赤土のローム層を形成した。



う
矢
で
鳥
や
け
も
の
を
狩
り
、
釣
り
針
や
錯

で
魚
を
と
り
、
落
葉
広
葉
樹
の
森
か
ら
木
の

実
を
集
め
る
、
狩
猟
採
集

の
縄
文
時
代
が
始

ま
り
ま
す
。

縄
文
時
代
は
お
よ
そ

一
万
年
も
の
長

い
期

間
で
す
。
そ
の
た
め
、
そ
の
な
か
を

（①
草
創
期

（
一
万
二
千
～
え
十
年
前
）

②
早
　
期

（え
十
～
七
十
年
前
）

③
前
　
期

（
七
十
～
二
十
年
前
）

④
中
　
期

（
五
十
～
四
十
年
前
）

⑤
後
　
期

（
四
十
～
二
十
年
前
）

⑥
晩
　
期

（二
千
～
ニ
ニ
〇
〇
年
前
）

の
六
時
期
に
分
け
て
い
ま
す
。

最
初
の
縄
文
土
器
は
も
の
を
入
れ
る
う

つ

わ
で
は
な
く
、
も
の
を
煮
る
た
め
の
道
具
で
、

九
底
か
と
が
り
底
の
上
器
で
し
た
。
中
期
に

な
る
と
、　
八
ヶ
岳
出
麓
な
ど
で
落
葉
広
葉
樹

の
森
を
舞
台
に
、
豊
か
な
出
の
幸
を
活
用
し

て
当
時
と
し
て
は
大
き
な
集
落
が
で
き
ま
し

た
。
豪
幸
な
縄
文
土
器
を

つ
く
り
、
人
口
も

ふ
え
ま
す
。

八
ヶ
岳
出
麓
に
代
表
さ
れ
る
中

央
高
地
は
、
当
時
日
本
列
島

一
の
人
口
密
集

地
帯
で
し
た
。

し
か
し
、
次
の
後

・
晩
期
に
な
る
と
、
気

候
の
寒
冷
化
に
と
も
な

っ
て
、　
ハ
ヶ
岳
出
麓

な
ど
高
地
の
道
跡
数
は
恙
激
に
減
少
し
、
十

由
川
な
ど
の
河
川
流
域
に
も
分
散
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
祭
り
の
た
め
に
石
を
大
量
に

使
用
し
た
施
設
が
あ
ら
わ
れ
、
石
を
み
が
い

て
つ
く
る
祭
り
の
道
具
が
数
多
く
み
ら
れ
、

土
器
以
上
に
石
に
関

心
が
出
て
き
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

弥
生
時
代

お
よ
そ
ニ
ニ
〇
〇
年
前
に
な
る
と
大
陸
か

ら
え
州
北
部
に
金
属
器
を
と
も
な
う
稲
作
文

化
が
伝
わ
り
、
そ
の
二
〇
〇
年
後
に
長
野
県

の
地
域
で
も
稲
作
の
暮
ら
し
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
弥
生
文
化
の
到
来
に
よ
り
、
縄
文
以
来

の
伝
統
が
薄
れ
て
い
き
ま
す
。

弥
生
中
期

（
二
〇
〇
〇
年
前
こ
ろ
）
の
長

野
県

の
地
に
は
、　
八
ヶ
岳
と
そ
れ
に
続
く
筑

摩
出
地
を
境
に
し
て
南
北
の
地
域
差
が
は
っ

き
り
し
て
き
ま
す
。
光
の
十
曲
川
か
ら
犀
川

水
系
に
か
け
て
は
赤

い
顔
料
を
塗

っ
た
箱
清

水
式
上
器
を
つ
く
り
、
沖
積
地
で
の
耕
作
に

木
製
晨
耕
具
を
用
い
ま
す
が
、
南
の
天

竜

川

水
系
で
は
中
島
式
上
器
を
つ
く
り
、
段
丘
で

の
耕
作
に
石
製
晨
耕
具
を
使

っ
て
い
ま
す
。

耕
地
を
開
き
、
用
水
を
利
用
し
て
定
住
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
暮
ら
し
は
作
物
の
で
き

具
合
に
左
右
さ
れ
ま
す
の
で
、　
つ
ね
に
天
文

や
気
象
に
関

心
を
も

っ
た
生
活
が

一
般
化
し

て
き
ま
す
。　
一
年
間
の
時
を
刻
む
節
日
に
は

晨
作
業
に
か
か
わ
る
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
、

卜
占
骨
で
う
ら
な

っ
た
り
、
銅
鐸
や
銅
剣
な

ど
の
青
銅
器
を
祭
り
の
道
具
と
し
て
使

っ
た

り
し
て
、
年
中
行
事
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な

赤米の稲穂 長野市篠ノ井石川 のご
弥告時代に栽培された稲に似て、長いきがある。実ったものか

ら靱が落ちて、翌年また発芽する。



り
ま
す
。

生
産
が
ふ
え
る
の
に
と
も
な

い
ム
ラ
び
と

の
な
か
に
身
分
の
差
が
生
ま
れ
、
祭
り
を
と

り
し
き

っ
た
ム
ラ
長
の
よ
う
な
指
導
者
も
登

場
し
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
ム
ラ
長
が
死
ぬ

と
、
ま
わ
り
を
溝
で
囲
む
方
形
周
溝
基
な
ど

に
ほ
う
む
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

土
地
や
水
な
ど
を
め
ぐ

っ
て
ム
ラ
の
あ

い

だ
で
争

い
が
お
き
、
防
御

の
た
め
、
ム
ラ
の

ま
わ
り
を
濠
で
囲
ん
だ
環
濠
集
落
や
高
地
に

設
け
た
集
落
が
登
場
し
て
き
ま
す
。

古
墳
時
代

四
世
紀
の
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
弥
生
文
化

が
栄
え
た
長
野
盆
地
の
南
部
に
、
森
将
軍
塚

古
墳
や
川
柳
将
軍
塚
古
墳
の
よ
う
な
前
方
後

円
墳
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
森
将
軍
塚
古
墳
か

ら
出
上
し
た
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
近
畿
地
方

の
大
和
政
権
と
の
密
接
な
関
係
を
告
げ
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
鏡
や
剣

・
工
に
よ

っ
て
、

ほ
う
む
ら
れ
た
人
（被
葬
者
）
は
祭
り
や
政
治

を

つ
か
さ
ど

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

五
世
紀
以
降
に
な
る
と
前
方
後
円
墳
は
小

さ
く
な
り
、
下
伊
那
や
諏
訪
、
小
県
地
方
な

ど
に
も

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
と
く
に

下
伊
那
の
古
墳
に
は
金
メ
ッ
キ
を
し
た
武
具

や
馬
具
を
も

つ
武
人
的
な
被
葬
者
が
あ
ら
わ

れ
ま
す
。

五
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
ろ
を
積
み
上
げ
て
つ

く
り
ヽ
ガ
梨
一〆

屋
根
形
の
が
難
協
税
賃
ど
も

つ
積
石
塚
古
墳
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

朝
鮮
半
島
か
ら
波
来
し
た
人
び
と
の
も
の
と

い
わ
れ
、
半
島
系

の
冠
や
耳
飾
り
な
ど
が
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
半
島
か
ら
は
ま

力

ま

　

　

　

　

　

　

す

　

え

　

き

た
、
カ

マ
ド
や
窯

で
焼
く
須
恙
器
、
馬
や
馬

具
も
伝
え
ら
れ
、

日
常
生
活

の
う
え
で
も
大

き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
と
く
に
長

野
県
の
馬
具
の
出
土
数
は
全
国

一
で
、
全
体

の
二
〇
拌
を
も
め
て
い
ま
す
。
長
野
県

の
地

が
い
か
に
馬
の
飼
育
が
盛
ん
で
、
騎
馬
文
化

が
栄
え
た
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

歴
史
の
意
味

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
の
Ａ

・
Ｊ

・
ト
イ

ン
ビ
ー
は
、
「
歴
史
と
は
後
ろ
向
き
に
な

っ

て
、
未
来
に
向
か
っ
て
歩

い
て
い
く
よ
う
な

も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
ま
た

「
過
去
に
お

け
る
経
験
は
、
未
来
を
照
ら
す
た
め
に
私
た

ち
に
得
ら
れ
る
唯

一
の
光
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。

こ
の
世
に
歴
史
家
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、

人
間
の
思

い
こ
み
に
よ
る
歴
史
的
な
記
憶
を

避
け
る
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。

現
代
に
た

っ
て
過
去
を
振
り
か
え
る
と
き
、

過
去
の
歴
史
の
な
か
に
は
未
来

へ
の
指
針
と

な
る
も
の
が
い
っ
ぱ

い
見
え
て
き
ま
す
。
歴

史
で
恙
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
歴
史
の

資
料
の
背
後
に
は
い
つ
も
、
精

い
っ
ぱ
い
生

き
て
そ
の
時
代
の
歴
史
を
築
き
あ
げ
た
人
間

た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

木曽馬 木曽郡開田村
体高が125～ 140cmと 中型で、日本の風土に適応した種
類の馬である。古墳時代の馬に体型が似ている。
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いたのね。



環
境

の
変
化

に
適
応
し
た
人
び
と

上 1冷害のため青刈 りされる稲
飯山市 1993年 10月

右 :猛暑のため枯れて しまった リンゴ

の枝 上水内郡三水村 1994年 8月

(信濃毎日新聞社提供)

◆
環
境
と
わ
た
し
た
ち

環
境
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
な
に
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。
公
害
、
人
気

汚
染
、
オ
ゾ
ン
層
の
破
攘
、
地
球
温
暖
化
…
…
、
そ
し
て

「地
球
に
や
さ
し

い
」
エ
コ
マ
ー
ク
。
こ
ん
に
ち
、
環
境
問
題
は
全
世
界
の
重
要
な
課
題
で
す
。

一
九
え
三
年
の
夏
を
お
ぼ
え
て
い
ま
す
か
。
低
い
気
温
、
多
い
雨
量
、
短

い
日
照
時
間
と
い
う
気
象
条
件
が
重
な
っ
た
こ
の
夏
は
、　
八
〇
年
ぶ
り
の
冷

夏
と
な
り
ま
し
た
。
米
は
戦
後
二
番
目
の
大
凶
作
で
、
そ
の
秋
か
ら
輸
入
米

が
売
り
だ
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
た
四
年
の
夏
は
、
出
梨
県
甲
府
市

な
ど
で
二
た

。
八
度
を
記
録
す
る
猛
暑
と
な
り
ま
Ｌ
た
。
降
水
量
は
平
年
の

半
分
以
下
で
、
節
水
が
さ
け
ば
れ
、
農
畜
産
物
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
ま
し

た
。
た
五
年
の
春
は
、
猛
暑
の
影
響
で
ス
ギ
花
粉
が
例
年
に
な
く
多
量
に
飛

散
Ｌ
、
ひ
ど
い
花
粉
症
で
苦
し
む
人
が
お
お
ぜ
い
出
ま
し
た
。

わ
ず
か
三
年
の
あ
い
た
に
、
環
境
の
変
化
が
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
や
体

に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
を
、
み
ん
な
が
実
感
Ｌ
ま
し
た
。

◆
寒
冷
気
候
へ
の
適
応

ヒ
ト
の
祖
先
は
お
よ
そ
四
〇
〇
万
年
前
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
あ
ら
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
猿
人
か
ら
原
人
に
進
化
し
た
ヒ
ト
は
、
人
を
使
う
こ
と
を
お

ぼ
え
、
北
緯
四
〇
度
の
実
冷ヽ
地
に
も
住
入
つ
き
ま
す
。
約
五
〇
万
年
前
に
は
、

北
京
原
人
の
仲
間
が
陸
続
き
の
日
本
列
島

へ
波
っ
て
き
ま
し
た
。
最
央
さ

期



上1敷石産地の小希施崎雁由面 印が穴繕沐遺跡

右 1縄文時代 中期 末の敷石住居跡

上高井郡高山村八幡添遺跡 (高 山村教育委員会提供 )

約4,000年 前、縄文人が住居の床に敷いた平石の産地は採石場と

なり、粉 じんなどの公害防止や自然保護問題がおきている

に
は
現
在
よ
リ
セ
度
も
平
均
気
温
が
低
か
っ
た
こ
と
も
あ
句
ま
す
。
人
出
灰

が
降
る
実
くヽ
乾
燥
Ｌ
た
気
候
の
な
か
で
、
人
び
と
は
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
な
ど
の

大
型
動
物
を
ね
ら
っ
て
、
狩
り
の
道
具
と
技
術
を
発
達
さ
せ
ま
し
た
。

礫
器
な
ど
の
よ
う
な
原
始
的
な
石
器
か
ら
、
約
二
万
年
前
以
降
に
は
ナ
イ

フ
形
石
器
の
よ
う
に
形
が
整
い
、
柄
を
つ
け
る
道
具
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

よ
り
す
る
ど
い
切
れ
味
を
求
め
て
、
黒
曜
石
な
ど
の
材
料
を
は
る
か
遠
方
の

限
ら
れ
た
産
地
か
ら
手
に
入
れ
る
方
法
さ
え
み
つ
け
ま
し
た
。

◆
温
暖
な
自
然

へ
の
適
応
、
そ
し
て
環
境
破
壊

約

一
万
二
十
年
前
、
日
本
列
島
は
暖
か
く
湿
濶
な
気
候
に
変
わ
り
ま
す
。

針
葉
樹
林
は
豊
か
な
木
の
実
を
つ
け
る
落
葉
広
茉
樹
の
森
に
変
わ
り
、
そ
の

林
床
に
は
出
来
や
き
の
こ
が
育
ち
、
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
の
す
み
か
と
な
り
ま

Ｌ
た
。
水
河
が
と
け
て
海
が
広
が
り
、
絶
好
の
漁
場
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し

て
上
器
が
発
明
さ
れ
、
縄
文
時
代
が
幕
を
あ
け
ま
す
。
気
候
の
変
化
に
左
右

さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
然
環
境
に
適
應
し
て
、
資
源
を
と

句
つ
く
さ
な
か
っ
た
縄
文
文
化
は
、
お
よ
そ

一
万
年
間
続
き
ま
し
た
。

約
ニ
ニ
〇
〇
年
前
、
西
日
本
に
稲
作
が
伝
わ
り
、
弥
生
時
代
が
始
ま
り
ま

す
。
鉄
器
で
森
が
切
り
倒
さ
れ
、
本
田
が
開
か
れ
ま
し
た
。
次
の
古
墳
時
代

に
は
、
鉄
の
精
錬
や
、
窯
を
使
っ
た
焼
き
物
の
生
産
が
伝
わ
り
、
た
き
ぎ
の

消
費
が
増
大
し
て
、
森
林
破
攘
や
土
壌
流
夫
が
起
こ
り
、
出
水
量
が
変
化
し

た
地
域
も
あ
り
ま
す
。
人
び
と
が
自
然
に
働
き
か
け
て
暮
ら
し
を
豊
か
に
し

た
歴
史
は
、
環
境
破
来
の
歴
史
と
い
う

一
面
も
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
す
。



大
む
か
し

の
気
候
変
化
は
ど
う
や

っ
て
調

べ
る
の

現在から約 3万年前 までの気候の変化 0 は現代の年平均気温を示している。

花粉の種類、湖水の結氷期、作物の出来ぐあい、古文書の記録などから、古い時代の気候が復原される。

′` ヽ~た
。

冗温 |`時代によって

こん年に変化 して

いるんだね。
わかるのかしら。

わけじゃ7い のに、

気温の変化が

温度言|で計った

◆
古
い
気
候
を
調
べ
る

長
い
人
類
の
歴
史
は
、
多
か
れ
ダ
な
か
れ
、
自
然
と
か
か
わ

り
な
が
ら
歩
み
を
追
め
て
き
ま
し
た
。
気
候
は
、
長
い
期
間
を

と
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
ま
す
。
数
万
年
以
上
の
ス
ケ
ー

ル
で
水
期
と
問
水
期
が
訪
れ
た
り
、
数
十
年
ほ
ど
の
短
い
時
間

の
な
か
で
も
、
温
曖
に
な
っ
た
り
、
実
冷ヽ
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

こ
う
し
た
変
化
を
気
候
変
動
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

先
土
器
時
代
や
縄
文
時
代
な
ど
の
古
い
時
代
の
気
候
変
化
を

明
ら
か
に
す
る
に
は
、
花
粉
化
石
の
分
析
や
水
河
の
水
床
コ
ア

の
酸
素
同
位
体
分
析

（原
子
番
号
が
同
じ
で
質
量
数
が
異
な
る
核
種

を
同
位
体
と
ヽ
ヽ
、
こ

な
ど
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

も
っ
と
も

一
般
的
な
の
は
、
植
物
の
花
粉
が
く
さ
ら
な
い
こ

と
を
利
用
し
た
、
花
粉
分
析
に
よ
る
気
候
変
化
の
解
明
で
す
。

花
粉
分
析
す
る
資
料
は
、
堆
積
し
た
上
の
中
か
ら
株
取
し
ま
す
。

信
濃
町
野
尻
湖
立
が
鼻
遺
跡
の
発
掘
調
査
や
野
辺
出
高
原
矢
出

川
湿
原
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
な
ど
で
花
粉
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

ま
ず
最
初
に
、
何
層
か
に
堆
積
し
た
上
の
層
に
含
ま
れ
て
い

る
炭
化
し
た
木
片
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
の
層
の
年
代
を

測
定
し
ま
す
。
つ
ぎ
に
年
代
の
わ
か
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
上
層
の
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ブナ林 とプナの花粉 トウヒの花粉

先土器時代 の 自然環境

下高井郡山ノ内町志賀高原

湖と湿原、その背後に針葉樹の森が広がる景

観は、ナウマンゾウがすんだ先土器時代の自

然のようすに似かよっている。



雪 におおわれた妙高 山 新潟県妙高高原町

日本列島が形成されると、日本海の暖流から蒸発し

た湿気を吸った季節風が高い山にあたり大雲を降ら

せた。この多雪化は縄文文化をはぐくむ基盤となっ

た。

鎗奨ぽ奨繊 の森 ヨヒ安曇郡小谷村栂池高原

縄 文時代になると、針葉樹にかわってクリ、ク

ヌギ、クルミ、 トチなどの明るい森が広がり、縄

文人の生活の舞台となった。

中
に
含
ま
れ
て
い
る
花
粉
を
顕
微
鏡
で
調
べ
、
そ
の
当
時
生
え

て
い
た
草
木
の
種
類
と
量
を
調
べ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
年
代
に
お
け
る
気
候
が
復
原
さ
れ
る
の
で
す
。

日
解
明
さ
れ
た
気
候
変
化

一
万
二
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
に
最
終
水
期
が
終
わ
る
と
、
や
が

て
日
本
海
が
形
成
さ
れ
、
日
本
列
島
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の

こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
の
寒
冷
で
雨
の
夕
な
い
大
陸
性
気
候
に
か

わ
っ
て
、
と
く
に
冬
の
日
本
海
側
に
は
大
雪
が
降
る
よ
う
に
な

り
、
落
葉
広
葉
樹
の
森
が
繁
茂
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

文
字
記
録
の
あ
る
歴
史
時
代
は
、
降
雨
や
降
雪
の
量
、
作
物

の
収
穫
量
、
植
物
の
開
花
時
期
、
河
川
や
湖
沼
の
結
水
、
湖
の

水
位
の
変
動
や
風
水
害
な
ど
の
記
録
か
ら
、
気
候
変
動
が
明
ら

か
に
な
り
ま
す
。

最
近
で
は
縄
文
杉
で
知
ら
れ
る
屋
久
杉
の
炭
素
同
位
体
比
の

変
動
か
ら
、
気
候
変
化
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
え
～

一
二
世
紀
の
あ
い
だ
は
現
在
よ
り

一
～
二
度
ほ

ど
温
暖
で
し
た
。
逆
に
、
セ
世
紀
代
と
、　
一
六
世
紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
は
寒
冷
で
し
た
。
と
く
に
後
者
の
寒
冷

化
は
い
ち
じ
る
し
く
、
小
水
期
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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露 蛹
屋久島の縄文杉 鹿児島県屋久町ゅ‖ぃ
根回りが43mも あるこの屋久杉は、樹齢が7200年 とされ
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縄文杉 とよばれている。

宅田J・ |お北朝時代 人 J:

屋久杉か らわかった気候変動

(北川浩之「屋久杉年輪の炭素同位体比変動からみた歴史時代の気候変動」1993年 )

屋久杉の年輪から飛鳥時代、平安時代前期、江戸時代前期は暖かく、古墳時代の終わりごろや鎌倉時

代の初期は寒かったことがわかる。

｀
|ら 成

この人き7木が

何十年 もの先温の
変化 を感 じて
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ひ
よ
う
が

こ
う
や

っ
て
暮
ら
し
て
い
た
の

一

北半球 をおおった氷河の広が り

約 1万 8000年 前

(A・ ホームズ :一般地質学H 1984年

東京大学出版会を修正)

現在の氷河
カナダ・アルバータ州アサバスカ氷河 (1日 本の自然|ア )11987年平几社)

０
氷
河
は
い
ま
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
し
て
い
る
か

水
河
期
と
か
氷
河
時
代
と
い
う
名
称
は
、
水
河
が
地
球
上
の

中
緯
度
付
近
ま
で
を
お
お
っ
た
寒
冷
な
水
期
と
、
南
北
両
極
付

近
だ
け
に
し
り
ぞ
い
た
温
暖
な
間
水
期
が
、
交
互
に
訪
れ
る
時

期
の
総
称
で
す
。
現
在
、
水
河
は
陸
地
の
約

一
一
訂
を
お
お
っ

て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
実
冷ヽ
だ
つ
た
二
万
年
前
は
、
約
二
五

智
に
逹
し
て
い
ま
し
た
。

水
河
の
よ
う
す
を
知
る
手
が
か
り
は
、
地
表
面
と
地
中
の
両

方
に
あ
り
ま
す
。
地
表
面
で
は
、
大
き
い
順
に
水
床
、
水
冠
、

谷
水
河
、
圏
谷

（カ
Ｉ
Ｌ

水
河
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
長
野
県

で
も
日
本
ア
ル
プ
ス
に
カ
ー
ル
や
Ｕ
字
谷
が
み
ら
れ
、
か
つ
て

水
河
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
地
中
に
あ
る
手

が
か
り
は
動
物
の
骨
、
化
石
や
花
粉
で
す
。
ラ
イ
チ
ョ
ウ
や
ト

ワ
ダ
カ
ワ
ゲ
ラ
な
ど
は
、
水
河
時
代
に
す
ん
で
い
た
動
物
が
生

き
残
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

０
氷
河
時
代
の
人
び
と
と
大
型
動
物

信
濃
町
立
が
鼻
遺
跡
で
は
、
約
四
万
～
二
万
年
前
の
地
層
か

ら
、
石
器
の
ほ
か
に
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
や
オ
オ
ツ
ノ
シ
カ
の
骨
を

カロ
エ
し
た
道
具
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
水
河
期
の
な
か
で
も
っ



氷河地形が残る北アルプスの穂高岳涸沢

南安曇郡安曇村 (本船 清氏提供)

サし例

′見イ1:ン )'11サ ||イ 泉

- 2 `F内
り′)'力 |卜 辛泉

||||1日  ,ヽ 力可′)''1,

でも、 こんりに

寒そうば時代に

悪らしていた人が

いるのか 7。

列く河時代の名残
が、アルプスの

占やまに残されて
いるりんて沖秘

約 2万年前の日本の地形 (貝塚爽平・成瀬 洋「古地理の変遷」1977年 を修正)



海 雑一一一お

上 :ナ ウマ ンゾ ウやオオッ ノシカ を解体 した場所 上水内郡信濃町仲町遺跡

(野尻湖遺跡調査団提供 )

氷河時代の狩人は、大型動物を湿地や沼地に追いこんで仕留めていた。野尻湖畔には、

動物を解体 した場所がいくつか発見されている。

右 :ナ ウマ ンゾ ウの自歯 複製

(原資料 信濃町立野尻湖博物館蔵)

と
も
寒
い
時
期
で
も
、
大
型
動
物
と
と
も
に
、
道
具
を
つ
く
り

そ
れ
を
狩
り
し
て
い
た
人
び
と
が
い
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
大
型
動
物
は
、
寒
冷
気
候
で
海
水
面
が
下
が
り
、

陸
格
で
今
の
日
本
列
島
が
中
国
人
陸
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
、

日
本
に
波
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
狩
人
た
ち

は
、
簡
単
な
道
具
を
た
ず
さ
え
て
、
移
動
す
る
動
物
を
追
い
求

め
て
暮
ら
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

日
氷
河
時
代
の
暮
ら
し
と
交
流

信
濃
町
日
向
林
Ｂ
遺
跡
か
ら
は
、
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
や
ニ
ホ
ン

ジ
カ
の
脂
肪
の
つ
い
た
石
斧
が
発
見
さ
れ
、
こ
う
し
た
道
具
が

木
を
き
る
だ
け
で
な
く
、
大
型
動
物
の
解
体
に
も
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
石
器
の
つ
く
り
か
す
も
大

量
に
み
つ
か
り
、
野
尻
湖
周
辺
で
狩
り
を
す
る
人
び
と
が
、
石

器
製
作
を
く
り
か
え
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

使
わ
れ
た
石
器
の
材
質
を
み
る
と
、
野
尻
湖
周
辺
で
採
取
さ

れ
た
も
の
は
夕
な
い
よ
う
で
す
。
和
田
峙
周
辺
の
黒
曜
石
は
も

ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
富
出
県
方
面
の
蛇
紋
岩
や
新
潟
県
方
面
の

安
出
岩
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
狩
人
た
ち
は
、
よ
り
よ
い
石
材
を

求
め
て
、
数
十
炉
に
も
お
よ
ぶ
旅
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。

ｎ
Ｕ
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妙高山と野尻湖 'ヽ印 が日向林B遺跡

(長野県埋蔵文化財センター提供)

石器づ くりをした遺跡

||  :il]「
:l::l:l[[[[1阜『:尻ふi永

磯靭場
ハ

″
い 000感 轟000脇鶴

大型動物を解体 した石斧 日向林B遺跡

(長野県埋蔵文化財センター提供)

石器 の材料 が運 ばれ て きた ところ

(長 野県埋蔵文化財センター『野尻湖周辺の先土器文化11995年 )

先土器時代の人びとは、石を運.Stだ けでなく、暮らしに役立つさま

ざまな情報を遠 くの人たちと交換していた。



コ
縄

文
時
代

の
気
候
は
暖
か
か

っ
た
の

じ
よ
う

も

ん

縄 文時代前期 の関東地方 の海 岸線

(『探訪縄文の遺跡 東日本編』1985年 有斐閣)

現在の都心部には海水が侵入し、現在の海岸線から約75kmは なれた栃木県

藤岡町にも貝塚が残された。

今よりずっと暖かい
8+Ff ara c t:0),f7"

縄支時代 |よ 、

圏
縄
文
時
代
の
気
候

お
よ
そ

一
万
年
続
い
た
縄
文
時
代
に
は
、
暖
か
な
時
期
や
寒

い
時
期
が
あ
り
ま
し
た
‐。　
一
番
曖
か
か
っ
た
の
は
前
期
か
ら
中

期
に
か
け
て
で
、
平
均
気
温
は
今
よ
リ
ニ
度
ぐ
ら
い
高
か
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、
中
期
の
終
わ
り
か
ら
後
期

に
か
け
て
は
、
気
温
が
低
下
し
て
小
水
期
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

温
暖
な
気
候
に
な
る
と
、
大
地
は
水
河
期
の
モ
ミ
や
ツ
ガ
な

ど
の
針
葉
樹
に
か
わ
っ
て
、
ヤ
マ
グ
リ
、
オ
ニ
グ
ル
ミ
や
ド
ン

グ
リ
の
実
が
な
る
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
広
葉
樹
の
森
に
変

化
し
ま
す
。
こ
う
し
た
森
に
は
当
然
、
野
生
動
物
た
ち
も
群
が

り
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、
気
候
が
冷
涼
に
な
る
と
木
の
実
も
グ
な

く
な
り
、
食
料
危
機
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。

□
豊
か
な
森
に
暮
ら
し
た
縄
文
人

茅
野
市
の
与
助
尾
根
遺
跡
は
、
温
暖
な
縄
文
中
期
の
遺
跡
で
、

標
高

一
〇
セ
○
肝
の
八
ヶ
岳
の
台
地
に
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
周

囲
に
は
ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ
ラ
の
森
が
広
が
り
、
台
地
の
南
側
に
は

清
水
が
湧
く
仏
湿
地
が
あ
り
ま
し
た
。

縄
文
人
は
、
煮
炊
き
が
で
き
る
土
器
を
発
明
し
、
植
物
を
食

料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
定
住
生
活
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

22



広葉樹林に囲 まれた縄文のムラ 茅野市与助尾根遺跡

(茅野市尖石博物館提供)

だ

メ
電

″

矢じ
‐
タ

4べ 444
氏44べ 1

ギ轟疏 尋
(石鏃 )

●
土掘 り具 (打製石斧)

石器の種類 別割合の移 り変わ り

前期は矢じりなど狩りの道具が中心だが、中期になると球根類など

を採集するための土掘り具や、木の実などを粉にする石皿・磨石が

多くなる。

石皿 と磨石 以上東筑摩郡明科町北村遺跡

(長野県立歴史館)

釧 Ю午前ごろ輌 期)tittL跡 嫌 伸   褥財
こ
IFl'

IJ製 イi斧 くはみィi

1500年 前ごろ(中 期1)―

":沢

lι 根遺跡 (原 村)



3,000

2,000

1,500

1,000

500

0中 りUI
O後期
。1晩期

八 が岳 山麓 の縄 文時代 中期 ～後期 の遺跡

(『 図解日本の人類遺跡』1992年 東京大学出版会)

八が岳の西南麓に広がる台地上には、縄文時代の遺跡が点在している。

等高線の位置とくらべると、後期の遺跡は中期よりも低い場所にあるこ

とがわかる。

長野 県 における縄 文時代の遺跡・ 住居数

(『長野県史 通史編 1』 1988年 )

と
く
に
中
期
は
、
植
物
の
株
集
具
で
あ
る
打
製
石
斧
や
カロ
エ
に

使
う
石
皿
、
磨
石
の
出
土
比
率
が
高
ま
り
ま
す
。
与
助
尾
根
の

人
び
と
も
、
周
囲
の
森
に
あ
る
豊
か
な
自
然
の
贈
り
物
を
生
活

の
糧
と
し
て
く
ら
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

長
野
県
は
、
こ
う
し
た
中
期
の
遺
跡
が
二
〇
〇
〇
か
所
を
こ

え
、
人
口
は
約
二
万
四
〇
〇
〇
人
く
ら
い
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
全
国
有
数
の
縄
文
集
溶
密
集
地
域
だ
っ
た
の
で
す
。

翻
気
温
の
低
下
と
縄
文
人

気
温
が
低
下
し
は
じ
め
た
縄
文
後
期
に
な
る
と
、
与
助
尾
根

を
は
じ
め
八
ヶ
岳
出
麓
に
あ
っ
た
四
〇
〇
あ
ま
り
の
集
落
は
、

三
分
の

一
以
下
に
激
減
し
て
し
ま
い
ま
す
。
新
た
な
食
料
資
源

を
求
め
て
住
み
慣
れ
た
土
地
を
離
れ
、
標
高
の
低
い
土
地
へ
移

動
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
竪
穴
住
居
が
環
状
に
並
ぶ
大
き

な
集
落
は
姿
を
消
し
、
小
規
模
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
は
、
数
十
、
数
万
の
河
原
石
を
敷
き
並
べ
た
広
場

が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
土
版

・
石
刀

・
独
鈷
ろ
な
ど
、
狩

り
や
植
物
採
集
に
直
接
か
か
わ
り
の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
も

つ
く
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
き
び
し
い
暮
ら
し
を
し
の
ぐ
た

め
、
ろ
を
並
べ
た
場
所
で
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
を
使
い
な
が
ら
、

祭
り
や
祈
り
を
お
こ
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。



´

1漁
,

1熱森鶴

祈 りと祭 りの場 伊男F市百駄メリ遺跡

無数の石のあちこちに、新しい命の誕生や野山からの豊かな恵みを願う石棒が林立している。

用途不明の石製品

右 :石冠  下伊那郡高森町鐘鋳原遺跡

(高森町立歴史民俗資料館蔵)

中 :石 冠 上田市下前沖遺跡

∫去甲市立信濃国分寺資料館蔵)

左 :御物石器

木曽郡上松町吉野出土 長さ34.4cm

(合 戸一美氏蔵)

仮 面  東筑摩郡波田町権現台

出上 高さ15.6cm 複製

(原 資料 東京国立博物館蔵)

ミニチ ュア土器

東筑摩郡明科町北村遺跡

(長 野県立歴史館)

土偶    tス |,.,
上伊那郡辰野町新町泉水遺跡

高さ20cm 複製

(原 資料県宝 辰野町立美術館蔵)

石棒  東筑摩郡明科町北村遺跡

左 :長 さ37¨ (長野県立歴史館)



シ
ナ
ノ
で
稲
作
が
始
ま

っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
な

の

上 :炭化物の出土状態 右下 :炭化物 諏訪市荒神山遺跡 左下

翻
縄
文
時
代
の
栽
培
植
物

縄
文
時
代
は
、
狩
り
や
採
集
を
し
て
自
然
に
あ
る
動
植
物
に

依
存
す
る
食
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
七
四

年
に
諏
訪
市
の
荒
神
出
遺
跡
で
エ
ゴ
マ

（荏
胡
麻
。
ンヽ
ソ
科
の
作

物
）
が
出
上
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
全
国
各
地
か
ら
ヒ
ョ
ウ
タ

ン
、
緑
豆
な
ど
の
栽
培
植
物
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
九
二
年
に
は
、
岡
出
県
総
社
市
の
南
溝
手
遺
跡
か
ら
出

上
し
た
縄
文
土
器
の
上
の
な
か
か
ら
、
稲
の
花
粉
化
石
が
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
約
二
五
〇
〇
年
前
に
は
、
日
本
列
島
の
な
か
に

す
で
に
稲
が
持
ち
こ
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

茅
野
市
の
御
社
官
司
遺
跡
や
岡
谷
市
の
経
塚
遺
跡
の
縄
文
時

代
晩
期
末

（約
〓
一一〇
〇
年
前
）
の
上
器
に
は
、
檄
の
く
っ
つ
い

た
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
長
野
県
に

も
稲
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

０
は
じ
め
の
米
づ
く
り

縄
文
人
は
、
食
料
を
手
に
入
れ
や
す
い
森
に
囲
ま
れ
た
台
地

き

ゆ
う
り

よ
う

や
丘
陵
の
上
に
集
落
を

つ
く
り
ま
し
た
。
ド
ン
グ
リ
や
ト
チ
の

実
は
、
ア
ク
を
抜
い
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
中
野
市

く
り
ば

や
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

の
采
林
遺
跡
で
は
、
集
落
の
近
く
に
湧
き
水
を
利
用
し
た
ア

エゴマ 東筑摩郡麻績村根尾

り
Ｅ



ドングリのアク抜 きをするための水さらし場 中野市栗林遺跡

土器についた籾の跡 右二つ :岡谷市経塚遺跡 左二つ :茅野市御社宮司遺跡

総

顕微鏡 でみ た稲 の花 粉化 石 稲の■粉は、

イチョウの葉っぱの形をしたガラス質の殻に守ら

れている。プラントオパールとよばれるこの般に

よって、稲があったかどうかを確認できる。

こん

“

ところに、

粗があった証拠が

隠されているん

だね。

，
′



上 1弥生時代の水田と水路

右 :稲 の穂首を刈 り取る石包丁 長野市石川条里遺跡

(長野県埋蔵文化財センター提供)

ク
抜
き
施
設
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

弥
生
時
代
の
は
じ
め
に
稲
作
が
伝
わ
る
と
、
縄
文
時
代
に
利

用
し
て
き
た
湧
き
水
の
近
く
の
湿
地
を
利
用
し
て
、
簡
単
な
水

田
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
長
野
県
で
は
、
こ
う
し
た
初
期
の
水
田

は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
長
野
市
伊
勢
官
遺
跡
や
松

節
遺
跡
な
ど
、
当
時
の
集
落
の
位
置
と
規
模
を
み
る
と
、
小
さ

な
水
田
が
出
発
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

０
発
達
す
る
稲
作

や
が
て
、
弥
生
時
代
中
期
後
半
か
ら
後
期
の
は
じ
め
に
か
け

て
、
広
大
な
後
背
湿
地
を
利
用
し
た
水
田
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

長
野
市
の
石
川
条
里
遺
跡
で
は
、
本
田
の
区
画
や
水
路
の
跡
な

ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
水
田
跡
の
標
高
は
二
四
〇
～
二
四
五

日
で
、
弥
生
時
代
の
稲
作
地
域
の
な
か
で
は
、
現
在
、
わ
が
国

で
最
も
高
い
場
所
で
す
。
ま
だ
、
品
種
が
統

一
さ
れ
な
い
稲
の

穂
を
、
実
っ
た
順
に
石
包
丁
で
刈
り
取
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

岡
谷
市
橋
原
遺
跡
で
は
、
五
八
軒
の
弥
生
時
代
後
期
の
住
居

跡
が
発
掘
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
五
軒
に
食
料
が
残
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
な
か
の
人
事
で
焼
け
た
住
居
跡
か
ら
炭
化
し
た
コ
メ

・
ア
ワ

・
マ
メ
が
み
つ
か
り
、
と
く
に
コ
メ
は
約
二
五
万
粒
も

あ
り
、
注
目
を
集
め
ま
し
た
。



上 :竪穴住居跡に残る炭化米
左 :土器のなかにつまった炭化米

岡谷市橋原遺跡 (岡谷市教育委員会提供)

表1 橋原遺跡から出土 した食料 (岡谷市教育委員会『橋原遺跡』1981年 )

住居跡にl`、

いろいろ7
食べ物が残って

いるのね。

単位 :粒牧、※は菫量か
',粒

数を計算

住居 Ftt 米 ム ギ ヒエ・アワ ユ́ ドングリ ク リ クル ミ

第 10子住居跡

第58‐3‐ 住居跡

第59子 住居跡

第64子 住居跡

370

571

350,000*

314

4

18

2, 100X

|

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 計 351,427 ! 2,30! l

そのft ノ`ノ アワ、 ヒエ、エゴマ、アサ、モモ、ブ ドウ属、サ クラ属



の
　
べ

や
ま

閣
寒
冷
地
の
先
人
た
ち

ハ
ヶ
岳
の
東
南
麓
に
あ
る
野
辺
出
高
原
は
、
現
在

で
は
全
国
で
も
有
数
の
高
原
野
菜

の
産
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
標
高

一
二
〇
〇
厨
以
上

の
高
冷
地
で
、
こ
れ
ま
で
晨
業
を
営
む
人
び
と
の
普

サ
は
、
並
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
で
し
た
。

野
辺
出
高
原
の
西
南
端
を
流
れ
る
矢
出
川
の
流
域

に
は
、
多
数
の
遺
跡
が
確
認
さ
れ
、
失
出
川
遺
跡
群

と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
約

一
万
四
十
年
前
の
先
土
器

時
代
、
人
び
と
は
こ
こ
で
長
さ
二
＝
、
幅
数
れ
と
い

う
長
方
形
の
ち

っ
ぽ
け
な
石
器

（細
石
器
）
を
、
狩
猟

の
道
具
と
し
て
使

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
石
器
は
骨

で
つ
く

っ
た
柄
に
、
ち
ょ
う
ど
安
全
カ
ミ
ソ
リ
の
替

刃
の
よ
う
に
植
え
こ
ん
で
使
う
も
の
で
、
刃
が
つ
ぶ

れ
れ
ば
新
し
い
も
の
に
簡
単
に
と
り
替
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
利
点
を
も

っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
石
器
を
使
う
文
化
は
細
石
器
文
化
と
よ

ば
れ
、
旧
石
器
（先
土
器
）時
代
か
ら
新
石
器
（縄

文
）

時
代
に
移
り
変
わ
る
過
渡
期
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
矢
出
川
遺
跡
は
、
日
本
で
最
初
に
細
石
器
文
化

の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

◆
先
人
か
ら
学
ぶ

野
辺
出
高
原
の
開
拓
が
本
格
化
し
た
の
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
で
す
。
食
料
不
足
を
補
う
た
め
、
政

府
が
開
拓
事
業
を
お
し
進
め
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

し
か
し
、
高
冷
地
の
き
び
し
い
自
然
条
件
の
も
と
、

数
年
に
し
て
入
植
戸
数
の
セ
○
計
も
の
人
び
と
が
脱

落
し
た
の
で
し
た
。

そ
ん
な
な
か
、
ひ
と
り
の
お
ば
あ
さ
ん
が
矢
出
川

遺
跡
の
調
査
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
胸
を
打
つ
お

話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
「
わ
た
し
た
ち
は
亡

く
な

っ
た
二
人
と
と
も
に
こ
の
土
地
に
来
て
、
と
き

に
は
死
ん
で
し
ま
い
た
い
ほ
ど
の
普
労
を
味
わ
い
ま

し
た
。
ふ
と
、　
こ
の
野
辺
出
で
生
活
を
し
た
の
は
私

た
ち
が
最
初
な
の
か
、
な
ど
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
と
き
に
皆
さ
ん
が
来
て
、
野
辺
出
に

は
私
た
ち
よ
り
ず

っ
と
大
昔
に
生
き
抜
い
た
人
た
ち

が
い
た
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
き
、
な
に
か
ほ
っ

と
し
た
気
持
ち
が
し
ま
し
た
」。
薔
労
し
た
の
は
自

野
辺
山
高
原

の
先
人
に
学
ぶ

l〕 |

細石器 と装着方法 南佐久郡南牧村矢出川遺跡 (左 :由井茂也氏蔵・右 :ム ラヤマ提供)

プ
ー
●

分
た
ち
だ
け
で
は
な
い
と
た
い
へ
ん
勇
気
づ
け
ら
れ

た
、
と
い
う
の
で
す
。
先
人
の
足
跡
は
、
今
も
し
っ

か
り
と
生
き
続
け
て
い
た
の
で
す
。

島

け

一轟

轟

ｒ
∫

ｎ
ｕ



テ
ー
マ

２

災

生
回

うわっ、

これ地む|れの

あとでしょ。

■
温

荒神山遺跡の地割れ 諏訪市

火LLの噴火や、

人洪水ぼんかt
あつたんで

゛
しょぅね。



三‐ 二五

寺

災
害
を
し

の
い
だ
人
び
とRヽ疹

ゞ

長野県西部地震による地すべ り
1984年 9月 14日 (信濃毎日新聞社提供)

諏訪湖の氾濫 1983年 9月 28日 (諏訪市教育委員会提供)

◆
自
然
災
害
の
お
そ
ろ
し
さ

地
震
、
落
雷
、
人
出
の
爆
発
、
長
雨
に
よ
る
崖
崩
れ
な
ど
の
自
然
災
害
は
、

ほ
と
ん
ど
子
告
な
し
に
突
然
お
そ
っ
て
き
ま
す
。
Ｌ
か
し
、
人
び
と
は
災
害

に
も
負
け
ず
た
く
ま
Ｌ
く
立
ち
あ
が
ろ
う
と
努
力
し
て
き
ま
し
た
。

県
歌

「信
濃
の
国
」
に
登
場
す
る
御
嶽
出

（一一一〇
さ
Ｆ
じ

の
南
斜
面
に

木
曽
郡
王
滝
村
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
村
を
中
走
に
発
生
し
た
長
野
県
西
部
地

震
は
、　
一
た
八
四
年
九
月
の
こ
と
で
Ｌ
た
。
地
震
発
生
の
一
週
間
ほ
ど
前
か

ら
長
雨
が
続
き
、
御
嶽
出
の
頂
上
か
ら
工
滝
村
に
延
び
る
恙
勾
配
の
谷
は
、

地
す
べ
り
を
起
こ
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。　
一
四
日
午
前
八
日寺
四
た
分

ご
ろ
、　
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六

。
た
の
地
震
が
発
生
し
ま
Ｌ
た
。
家
い
え
が
倒

れ
、
道
路
に
亀
裂
が
た
り
ま
し
た
。
ま
も
な
く
、
も
の
す
ご
い
量
の
上
石
流

が
二
つ
の
谷
筋
を

一
気
に
流
れ
下
り
ま
し
た
。
地
肌
を
削
り
、
木
曽
ヒ
ノ
キ

を
根
こ
そ
ぎ
例
し
、
民
家
や
公
民
館
な
ど
を
押
し
流
し
、
多
く
の
尊
い
人
命

を
も
奪
い
ま
し
た
。

◆
災
害
に
あ

っ
た
遺
跡
は
ど
ん
な
だ
ろ
う

火
出
の
多
い
日
本
で
は
火
出
爆
発
に
と
も
な
う
災
害
も
多
い
の
で
す
。
隣

の
群
馬
県
に
は
、
古
墳
時
代
後
期

（一（世
紀
中
一え

）
榛
名
出
ニ
ッ
岳
の
大

噴
人
で
、
ム
ラ
が
そ
っ
く
り
埋
ま
っ
た
黒
丼
峯
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時

の
噴
出
物
は
ほ
と
ん
ど
が
軽
石
で
、
〓
妻
川
の
谷
を
へ
だ
て
て
北
東
に
あ
る



榛名 山 を望 む古墳時代の ム ラ 群馬県手持村黒井峯遺跡 (子持村教育委員会提供)

約1500年前の榛名山の噴火によって壊滅的な打撃を受けた黒井峯のムラは、人びとの努力に

よって復興を遂げたく、

火山灰 に埋 もれた竪穴住居
群馬県黒井峯遺跡

火山灰か ら掘 り出された古墳の石室
群馬県子持村中ノ峯古墳 (桜場―寿氏提供)

黒
丼
峯
の
ム
ラ

一
帯
に
降
り
注
ぎ
ま
し
た
。
そ
Ｌ
て
、
わ
ず
か
な
あ
い
だ
に

二

‐――
余
り
の
厚
い
軽
石
層
の
下
に
埋
め
つ
く
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
紬
か

な
火
出
灰
は
、
凰
に
の
っ
て
遠
く
官
城
県
に
ま
で
逹
Ｌ
て
い
ま
す
。

一
た
八
二
年
か
ら
黒
丼
峯
遺
跡
の
発
掘
が
始
ま
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
木

や
植
物
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
約

一
四
〇
〇
年
前
の
ム
ラ
の
よ
う
す
が
そ
っ
く

り
出
て
き
ま
し
た
。
ひ
ん
ば
ん
に
使
わ
れ
た
水
汲
み
場

へ
の
道
は
、
よ
く
踏

み
固
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
し
、
く
さ
っ
て
茶
褐
色
に
な
っ
た
屋
根
や
柱
や
草

壁
の
跡
が
軽
石
の
層
に
は
っ
き
り
残
っ
て
い
ま
し
た
。
家
畜
小
屋
の
上
な
ど

を
調
べ
た
結
果
、
馬
や
牛
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
や
水
田
の
あ
ぜ
づ
く
り
の
最

中
に
噴
人
が
始
ま
り
、
途
中
で
作
業
を
中
止
し
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。

０
黒
井
筆
の
人
び
と
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う

軽
石
が
熱
く
て
家
屋
が
燃
え
た
、
と
い
う
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
紬

か
な
軽
石
が
し
だ
い
に
家
や
田
畑
を
埋
め
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
す
っ
か
り

埋
ま
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
噴
人
の
な
か
っ
た
日
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
ム
ラ
人

は
竪
穴
住
居
の
中
に
入
り
、
積
も
っ
た
軽
石
を
掘
り
返
し
て
日
常
使
っ
て
い

た
上
器
な
ど
を
持
ち
去
っ
て
い
ま
す
。

一
九
八
〇
年
に
、
黒
丼
峯
遺
跡
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
古
墳
が
調
査
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
古
墳
は
、
軽
石
が
積
も
る
前
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
が
、
軽

石
に
埋
ま
っ
た
後
で
も
、
亡
く
な
っ
た
家
族
を
横
穴
式
石
室
に
追
葬
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
人
び
と
は
利
な
場
所

へ
移
動
し
て
生
活
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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火tl■ 爆発の晨跡が

残つているのか 7。 これ じゃあ曰木中
火占だらけね。

0

日本の火山帯 (日 本大百科全書 1994年小学館を修正)

・が火山の位置

帯

ヽ
．、
、

、
、

口
卍

Ｌ
、

ヽ
‐

上

左

八ヶ岳 と富士山 (田中俊廣氏提供)

阿蘇山の火口湖 熊本県 (籾倉克幹氏提供)
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火山灰の厚 さ

・  <〔 10cm

● 10～ 50cm

O >50cm

ド~人
戸火砕11こ の おおよその分 1,範 |)‖
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姶良火山か らの火山灰 (町田 洋「火山灰考古学の最近の成果」1995年 を修正)

ら
れ
は
じ
め
ま
す
。
溶
岩
な
ど
の
人
口
か
ら
の
噴
出
物
は
、

コ
ッ
プ
か
ら
水
が
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
出
す
そ
に
向
か
っ
て
流
れ

出
て
、
な
だ
ら
か
な
曲
線
の
す
そ
野
が
広
が
る
地
形
に
な
り
ま

す
。
富
士
出
は
そ
の
代
表
例
で
す
。
約
五
万
年
前
に
な
る
と
、

と
ん
が
り
帽
子
形
の
出
の

一
部
が
、
泥
や
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
岩
な

ど
の
な
だ
れ
に
よ
っ
て
削
ら
れ
た
り
、
人
口
周
辺
が
盛
り
上
が

り
崩
れ
出
し
ま
す
。
そ
の
活
動
は
、
馬
の
ひ
ず
め
の
形
に
似
た

大
き
な
火
口
を
つ
く
り
出
し
、　
ハ
ヶ
岳
逹
峰
の
天
狗
岳
、
稲
子

岳
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

０
大
山
灰
と
い
う

「も
の
さ
し
」

い
っ
ぽ
う
、
全
国
に
わ
た
る
地
層
の
中
の
人
出
灰
の
調
査
か

ら
、
先
土
器
時
代
や
縄
文
時
代
に
南
九
州
の
姶
良
火
出

（現
在

の
鹿
児
島
湾
は
こ
の
人
出
の
力
生
τ
Ｚ

を
源
と
す
る
人
出
灰
が

降
り
落
ち
、
日
本
列
島
全
域
に
お
よ
ぶ
広
い
範
囲
に
層
を
つ

く
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
約
二
万
二
〇
〇
〇
年
前

と
、
約
六
〇
〇
〇
年
前
の
こ
と
で
す
。

信
濃
町
の
野
尻
湖
底
に
も
そ
の
二
万
二
〇
〇
〇
年
前
の
姶
良

火
出
灰
層
が
、
五
～

一
〇
け
”の
厚
さ
で
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
炒
高
出
や
黒
姫
出
の
人
出
反
層
も
み
つ
か
り
、
当

時
の
人
出
活
動
の
広
さ
と
大
き
さ
が
わ
か
っ
て
き
て
お
り
、
昔

を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。



陸上につもった火山灰層 湖底につもった火山灰層

野尻湖周辺 に積 もった火山灰

右 :上水内部信濃町立が鼻遺跡

左 :同 町貫ノ木遺跡

(野尻湖発掘調査団提供)

先土器時代 の石器  複製 (原資料 信濃町立野尻湖博物館蔵)

上 :立が鼻遺跡出土

右 :上水 内部 信 濃 町 杉 久保 遺 跡 出土

黒姫山 。妙高山からの火山灰

Ｌ

■

■

▼

上
部
野
尻
湖
層

中
部
野
尻
湖
層

下
部
野
尻
湖
層

|

姶 1ヽ 大山映

‖ 凩姫山の大山灰

‖

り品ulの 大山灰

l

B層

A層

あらい大山灰

こまかい大山灰



一跡
で
も
み

つ
か
る
の

栃原岩陰遺跡 (上)と

落盤死 した子供 (右 )

南佐久郡北視杏村

大きな集塊岩が浸食 されてできた

岩陰で、す ぐ下にはイワナがすむ

相木川の清流が流れている。

カタツム リなどをたべていたこ

どもが、本餐の地震による落盤で
圧死した悲惨なようすが伝わって

くる。

(F長野県史考古資料編―の(二 )|

19821F)

駐
地
震
災
害

一
え
た
二
年

一
月
に
お
こ
っ
た
阪
神

・
淡
路
大
震
災
の
よ
う

に
、
地
震
は
耐
震
技
術
の
進
ん
だ
現
代
の
文
明
社
会
に
も
大
き

な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。
縄
文
時
代
や
歴
史
時
代
で
も
、
も

ち
ろ
ん
地
震
に
と
も
な
う
災
害
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
し
た
。

自
遺
跡
の
な
か
の
地
震
跡

フ
ォ
ッ
サ

。
マ
グ
ナ
が
通
る
長
野
県
内
の
遺
跡
で
は
、　
い
く

つ
か
の
古
い
地
震
の
跡
が
遺
跡
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
早
期
の
南
佐
久
郡
北
相
木
村
栃
原
岩
陰
遺
跡
で
は
、
地

震
に
よ
る
落
盤
に
よ
っ
て
、
圧
死
し
た
二
人
の
子
ど
も
が
発
掘

さ
れ
て
い
ま
す
。

岡
谷
市
中
島
Ｂ
遺
跡
で
も
活
断
層
の
跡
が
発
見
さ
れ
、
地
質

学
者
の
調
査
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ

一
万
六
〇
〇
〇
年
前
以
降
、

少
な
く
と
も
五
回
の
断
層
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
ま
す
。

縄
文
前
期
の
茅
野
市
阿
久
尻
遺
跡
で
は
、
遺
跡
の
な
か
に
地

度
の
大
き
な
地
割
れ
が
い
く
筋
も
走
り
、
な
か
に
は
高
床
建
物

の
柱
跡
を
地
割
れ
が
切
っ
た
例
も
み
つ
か
り
ま
し
た
。

一
九
七
二
～
七
五
年
に
か
け
て
発
掘
さ
れ
た
諏
訪
市
荒
神
出

０
０

０
０



遺跡にしるされた
地震のつめ跡

縄 文の竪穴住居 に残 され た段差
諏訪市荒神山遺跡

90号住居跡の床面は、地震の断層により

10cmの段差が生じた。

1饒

阿久尻遺跡 の地割 れ 茅野市

(茅野市尖石考古館提供 )

この遺跡では地震による大きな地割れが

何ヶ所かで発生し、なかには高床建物の

柱穴を横切るものもみられた。

鶴ふヽ 1熱ヽ

弥生 の竪穴住居 に残 され た地割 れ

諏訪市一時坂遺跡 4号住居跡

(諏訪市教育委員会提供)

|゛|



諏訪湖周辺 の活断層 と遺跡

(寒川 旭『地震考古学』1992年  中公新書を修正)

1中島A遺跡 2曽根遺跡 3-時坂遺跡 4荒神山遺跡 5阿
久尻遺跡

フォッサマグナの通る諏訪盆地には、地震の痕跡を残す遺跡が多

い 。

中島 A遺跡の断層調査 岡谷市
最近は地震研究者が直接断層の発掘調査を実施して、古い地震の跡

を確認している。

遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
中
ご
ろ
の
住
居
跡
の
床
面
が
断
層

に
よ
り
切
断
さ
れ
、
垂
直
方
向
で
六
〇
罐
”も
下
が
っ
て
い
ま

し
た
。
日
本
の
縄
文
遺
跡
で
は
初
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

弥
生
時
代
で
も
、
諏
訪
市
の
一
時
坂
遺
跡
の
住
居
跡
で
は
、

床
面
に

一
〇
罐
いの
段
差
が
あ
り
、
活
断
層
に
よ
っ
て
地
面
が

相
対
的
に
上
昇
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

翻
土
壌
の
液
状
化
と
噴
砂

え

き
じ

よ
う

か

一
え
六
三
年
の
新
潟
地
震
で
水
分
を
含
ん
だ
砂
層
が
液
状
化

し
て
大
き
な
被
害
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
地
震
の
跡
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
液
状
化
し
た
砂
が
ひ
び
割
れ
を

通
し
て
地
上
に
噴
き
出
る
噴
砂
現
象
で
す
。

十
由
川
の
自
然
堤
防
上
に
あ
る
長
野
市
篠
ノ
井
遺
跡
で
は
、

四
・
二
屑
の
深
さ
か
ら
上
昇
し
た
幅
四
屑
の
、
古
代
に
お
け
る

液
状
化
現
象
を
物
語
る
噴
砂
の
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
対
岸
の
更
埴
市
窪
河
原
遺
跡
に
お
い
て
は
、　
一
人
四
七

（弘
化
四
）
年
の
善
光
寺
地
震
の
と
き
に
生
じ
た
幅
四
〇
博
けも

あ
る
規
模
の
大
き
な
噴
砂
跡
が
観
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
噴
砂
跡
は
、
そ
の
後
も
長
野
盆
地
の
自
然
堤
防
上

の
遺
跡
の
発
掘
で
多
数
発
見
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
地
震
対
策

に
菫
要
な
判
断
材
料
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

ｎ
ｕ

Л
喘



遺跡にこん跡が

残されると、いつごろ

起きた地震か推定

できるんだね。窪河原遺跡の噴砂  更埴市 (長野県埋蔵文化財センター提供)

遺跡発掘の断面に残された噴砂は、1847(弘化 4)年 3月 24日 の

マグニチュー ド7.4の 善光寺大地震のすごさを今に伝えている。

(上 図 寒川旭 1地震考古学 11992年中公新書)

「二月二十四日大地震火災、
地震で木造、瓦屋根の家が倒れ、

数万の人々群死苦痛の略図」 (真 田宝物館蔵)

火災から逃げまどう人びとのようすがリアルに描かれている。

■
“



火
事

に
あ

っ
た
家

の
跡
も
み

つ
か

っ
て
い
る
の

ル
‘
■
ヽ

一『

Ｌ
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◆
発
掘
さ
れ
た
焼
失
家
屋

遺
跡
の
発
掘
を
し
て
い
る
と
、
と
き
ど
き
炭
化
し
た
木
が
折

り
菫
な
っ
た
か
た
ち
で
発
見
さ
れ
る
住
居
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
人
事
で
焼
け
落
ち
た
家
の
跡
で
す
。
日
本
の
家
は
昔
か

ら
木
や
草
な
ど
の
材
料
を
使
っ
て
い
た
の
で
、
人
事
に
な
り
や

す
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
う
え
、
家
の
中
に
あ
る
炉
で
煮

た炊
き
し
て
い
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
で
す
ぐ
人
事
に

な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
で
し
よ
う
。

火
災
に
な

っ
た
家
は
、
柱
や
屋
根
の
材
木
が
焼
け
残

っ
て
い

た
り
、
上
器
や
石
器
な
ど
の
生
活
用
具
が
使

っ
て
い
た
状
態

の

ま
ま
に
置
か
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
、
当
時
の
生
活
の
よ
う
す

が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

◆
復
原
で
き
る
屋
根
の
形

長
野
市
の
二
輪
遺
跡
で
発
福
さ
れ
た
暁
失
家
屋
で
は
、
四
本

の
柱
の
ほ
か
に
、
直
後
が
四
～
た
●
の
た
人
が
何
本
も
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
屋
根
に
波
し
た
垂
木
で
、
中
央
部
か
ら

放
射
状
に
並
ん
で
発
掘
さ
れ
、
よ
く
み
る
と
、
そ
の
中
央
付
近

の
も
の
は
中
央
部
へ
向
か
っ
て
直
角
に
交
わ
っ
て
い
ま
す
。
他

の
炭
化
材
と
の
位
置
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
入
母
屋
風
の
屋
根



床 に焼 け落 ちた柱 や屋根材 長野市三輪遺跡

(長 野市教育委員会提供 )

不幸にして火事にあった住居から、当時の建物のつくり方や、材

料にした木の種類を調べることができる̀
、

●
０

■
９

火事 に あ った古 墳 時 代 の ム ラ 松本市山影遺跡 (松本市教育委員会 :山 影遺跡11993年 を修正)



復原 され た竪 穴住居 と住居 の構造

長野県立歴史館

まず、地面を40～ 50cln程 度掘ってから、 4本の柱を立

てて桁を渡す。次に、放射状に垂木を架けて、その上

＼
から茅を葺いている。

だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

岡
谷
市
橋
原
遺
跡
で
は
、
厚
さ

一
――
い、
幅
二
〇
――
〕、
長
さ

四
〇
――
〕ほ
ど
の
板
材
が
、
壁
の
傾
斜
に
そ
っ
た
か
た
ち
で
何

枚
か
み
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
壁
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
し
た

板
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
竪
穴
住
居
の
床
や
壁
の
よ
う
す
を
み
た
り
、
焼

け
残
っ
た
建
築
材
を
も
と
に
、
太
さ
や
長
さ
、
そ
の
組
み
合
わ

せ
を
細
か
に
観
察
し
て
、
建
物
の
形
を
復
原
し
て
い
く
の
で
す
。

翻
家
の
中
の
よ
う
す
や
道
具
の
使
い
方

歴
史
館
に
は
、
縄
文
時
代
の
復
原
住
居
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
諏
訪
郡
原
村
阿
久
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
二
四
号
住
居
跡
を

モ
デ
ル
に
、
各
地
の
焼
失
家
屋
の
状
況
を
参
考
に
し
て
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。
竪
穴
住
居
の
ま
わ
り
の
上
子
は
、
最
近
更
埴
市

屋
代
遺
跡
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
し
、
炉
の
上
に
あ
る
棚
は
、
諏

訪
郡
富
士
見
町
藤
内
遺
跡
の
住
居
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
出
入
リ
ロ
や
床
に
あ
る
炉
を
目
じ
る
し
に
し
て
、

土
器
、
石
斧
や
矢
じ
り
な
ど
の
道
具
の
位
置
か
ら
、
竪
穴
住
居

に
暮
ら
す
人
の
居
場
所
を
推
測
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

上
田
市
林
之
郷
遺
跡
で
は
、
焼
失
住
居
跡
の
か
ま
ど
の
近
く

に
、
大
量
の
壺
や
か
め
が
散
乱
し
て
い
ま
し
た
。
不
定
の
事
故

に
あ
っ
た
古
墳
時
代
の
よ
う
す
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

Л
崎
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縄気時代 t

ぼくの家 と同じ

4人家族だつた

ah,rib"

復原 された竪穴住居の内部

長野県立歴史館

昔の悪らしを知る

たいせつ7
手掛かりに

“

るのね。

たきぎ
7-"J) LU 人 4(

た
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た

1lヵ

，

マ
カ
快
物
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皮
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力の●
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かまどの近 くに散乱する土器

上田市林之郷遺跡 (上 田市教育委員会提供)

シカ′)

l_'k
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竪穴住居 内の住 みわ け

竪穴住居跡に残された遺物を

手がかりにして、そこに暮ら

した家族の誰がどこをおもに

使つたかを探ってみた。歴史

館の堅穴住居では、入り口正

面がお父さん、右はお母さん

左は子どもが座つていたと想

定している。

比

鸞
一

Ｅ
Ｕ
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発掘調査された屋代田んぼ 更埴市更埴条里遺跡 (長野県埋蔵文化財センター提供)

」
椰
悧
―――‐―‐ｒ”

枷̈

一

圃
遺
跡
の
上
を
通
過
す
る
高
速
道

じ

よ
う

し

ん
え

つ

上
信
越
自
動
車
道
は
、
更
埴
市
森
将
軍
塚
古
墳
の
ふ
も
と
に

広
が
る
水
田
地
帯
を
条
里
の
南
北
軸
に
平
行
に
丈
り
、
十
由
川

を
越
え
て
き
た
長
野
自
動
車
道
と
い
っ
し
ょ
に
な
り
、
十
由
川

の
右
岸
を
北
へ
進
み
ま
す
。
こ
の
高
速
道
路
は
、
縄
文

・
弥
生

。
古
墳

。
平
安
時
代
の
遺
跡
の
上
を
通
過
し
て
い
ま
す
。

日
自
然
堤
防
の
上
に
で
き
た
屋
代
遺
跡
群
の
ム
ラ

こ
の
周
辺

一
帯
は
、
屋
代
の
住
宅
街

。
工
場

。
畑
が
つ
づ
い

て
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
十
由
川
の
た
び
か
さ
な
る
洪
水
に
よ
っ

て
で
き
た
小
高
い
場
所
で
、
自
然
堤
防
と
い
い
ま
す
。

自
然
堤
防
の
断
面
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
シ
マ
も
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
は
洪
水
が
運
ん
で
き
た
土
や
砂
が
た
ま
っ
て
で

き
た
上
の
層
で
、　
一
番
下
の
層
、　
つ
ま
り
も
っ
と
も
古
い
層
は

今
か
ら
五
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
縄
文
時
代
の
人
び
と
が
暮
ら
し

て
い
た
地
面
で
す
。
そ
の
こ
ろ
の
上
器
は
、
現
在
の
地
面
か
ら

六
厨
も
下
か
ら
出
ま
し
た
。
そ
の
少
し
上
に
は
、
縄
文
時
代
中

期
後
半
の
上
の
層
が
あ
り
ま
し
た
。
今
か
ら
四
〇
〇
〇
年
前
の

ム
ラ
が
こ
こ
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
広
場
を
囲
む
よ
う
に
住

居
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
竪
穴
を
掘
り
あ
げ
た
上
を

０
０

■
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更 1直 市 屋 代 遺 跡群 の 土 層 の 重 な り

(長 野県埋蔵文化財センター提供 )

砂や泥、植物が くさ って黒 くな った上の

層がなん枚 も重なっている 人の大きさ

とくらべると、その厚 さがよ くわかる

:■ ギ■
■|:r●こ・
i泰

'時

Pヽ:「

ま:

蛹 翼

平安時代の水田の発掘調査

縄 文時代の ムラの発掘調査

(長 野県埋蔵文化財センター提供 )

現 在 の 地 面 か ら、平 安 時 代 の ム ラの 地 面 まての 深

さ は約 07m、 縄 文 時 代 まて は 約 4 nnぁ る こ れ

だ けの土 砂 を運 ん だの は千 曲 川 た

|,l llヽ |へ,4‐ Ⅲ´

ヽ象

摯

‐。■´

菫亀炉警や 一ヾ

1磯
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平安時代の水 田

長野市石川条里遺跡 (長 野県埋蔵文化財センター提供)

水 田に残 され た人の足跡
ひたひたと押し寄せる泥水が水田を覆いつくした。泥を取り除 くと

当時の人びとの足跡があらわれた。

ま
わ
り
に
積
ん
だ
周
堤
も
み
つ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
上

か
ら
弥
生
、
古
墳
、
奈
良

・
平
安
の
各
時
代
の
ム
ラ
の
跡
が
発

掘
さ
れ
ま
し
た
。

た
び
か
さ
な
る
洪
水
は
、
ム
ラ
や
田
畑
を
砂
の
下
に
埋
め
ま

し
た
。
し
か
し
、
人
び
と
は
負
け
ず
に
ま
た
新
し
い
ム
ラ
を
自

然
堤
防
の
上
に
築
き
、
砂
に
埋
ま
っ
た
水
田
を
掘
り
起
こ
し
、

水
路
を
開
い
て
、
本
田
と
し
て
利
用
し
て
き
ま
し
た
。

Ｄ
洪
水
で
埋
ま
っ
た
平
安
時
代
の
水
田
跡

な
か
で
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
更
埴
市
屋
代
の
条
里
水
田
地

帯
の
下
か
ら
、
厚
い
砂
に
埋
も
れ
た
平
安
時
代
の
水
田
跡
が
み

つ
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
砂
は
八
八
八

（仁
和
３

年
に
十

由
川
水
系
で
お
き
た
大
洪
水
に
よ
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

厚
く
積
も
っ
た
砂
の
下
か
ら
幅

再
，レ‐
く
ら
い
の
大
き
な
あ
ぜ

や
そ
の
あ
い
だ
を
区
切
る
幅
二
〇
隣
けく
ら
い
の
細
い
あ
ぜ
が

発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
大
き
な
あ
ぜ
で
囲
ま
れ
た

一
〇
え
厨
四
方

の

「
坪
」
と
よ
ば
れ
る
区
画
内
は
、
さ
ら
に
細
い
あ
ぜ
で

一
〇

等
分
さ
れ
、
長
地
型
と
よ
ば
れ
る
水
田
区
画
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

長
野
市
川
田
条
里
遺
跡
で
も
、
洪
水
で
埋
ま
っ
た
本
田
跡
が

発
掘
さ
れ
、
弥
生
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
水
田
の
区
切
り
方
が

わ
か
り
ま
し
た
。

０
０



今の口んぼの下に、

昔の口んぼが

いくつ もあるのね。

イ可態[tイ alttL t

洪水を受けても、
一生懸命口んぼを

イ乍
`,(売

けて

きたんだね。

土層の重 な り 長野市川田条里遺跡

(長野県埋蔵文化財センター提供)

たび重なる洪水で、繰り返し水田は埋ったが、同じ場所にまた

新しい水田がつくり直された。

鰤 鷹菫鮒浩野県埋酬し財センター提ω

■
■



あ
が
た

浅
間
山
の
噴
火
と
県
遺
跡

回
頃
人
の
記
録
と
年
代
の
目
じ
る
し

い

・
ヽ

つ

金
属
器
や
遺
構
な
ど
の
年
代
が
判
断
で
き
、
そ
の
遺

浅
間
出
は
、
長
野

。
群
馬
県
境
に
そ
び
え
る
、
標

　

跡
の
よ
う
す
が
み
え
て
き
ま
す
。

高
二
五
六
八
屑
の
活
火
出
で
す
。
そ
の
噴
人
は
、
六
　
　
回
県
遺
跡
が
問
い
か
け
る
こ
と

八
五
年
以
降
、
現
在
ま
で
断
続
的
に
起
き
て
い
ま
す
。
　
　

一
九
た
二

（平
成
五
）
年
、
北
佐
人
郡
軽
井
沢
町

こ
と
に

一
一
八
〇
年
前
後

（平
安
時
代
木
期
）、　
一
六
　
　
の
県
遺
跡
を
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
発
掘

〇
〇
年
前
後

（安
土
桃
出
時
代
木
～
江
戸
時
代
初
め
）
　

調
査
し
ま
Ｌ
た
。
そ
れ
ま
で
の
調
査
で
、　
一一軒
の
竪

や

一
八
〇
〇
年
前
後
、
幕
末
か
ら

一
九
六
〇
年
代
は
、
　
穴
住
居
跡
と

一
層
の
テ
フ
ラ
層
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

ひ
ん
ば
ん
に
噴
火
し
、
江
戸
時
代
の

一
七
八
二

（天

　

し
た
。
今
回
の
調
査
で
、
新
た
に
住
居
跡

一
軒
と
土

明
二
）
年
に
は
、
死
者
十
人
以
上
を
出
す
被
害
を
も

　

師
器
が
み
つ
か
り
、
得
ら
れ
た
情
報
を
合
わ
せ
て
み

た
ら
Ｌ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
、
こ
の
遺
跡
が
古
墳
時
代
前
期
は
じ
め
の
小
さ

火
出
の
噴
人
に
と
も
な

っ
て
人
気
中
に
噴
き
上
げ

ら
れ
た
人
出
仄
、
人
出
砂
、
軽
石
な
ど

（ギ
リ
シ
ャ

語
で

フ
ア
フ
ラ
」
と
い
い
ま
す
）
は
、
地
上
に
降
り

落
ち
ま
す
。
風
や
気
流
の
影
響
を
受
け
る
と
、
よ
り

広
範
囲
に
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
も
噴

人
の
年
代
や
そ
の
時
の
テ
フ
ラ
の
特
徴
が
わ
か
っ
て

い
れ
ば
、
地
上
に
降
り
落
ち
、
長

い
年
月
の
あ
い
だ

に
層
を

つ
く

っ
た
地
層
の
断
面
の
調
査
か
ら
、
逆
に

地
層
の
年
代
が
わ
か
り
ま
す
。
地
層
の
年
代
が
わ
か

れ
ば
、
こ
の
地
層
か
ら
発
掘
さ
れ
た
石
器

。
上
器

・

な
集
落
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
住
居
跡
を
覆

っ
て
い
た
地
層
の
中
の
テ

フ
ラ
を
分
析
し
た
結
果
、
平
安
時
代
、　
一
一
〇

八

（天
仁
元
）
年
の
浅
問
出
噴
人
の
時
の
も
の
と
同
じ

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ど

う
考
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

古
墳
時
代
前
期
は
じ
め
ご
ろ
、
人
の
住
ん
で
い
た

家
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
使
わ
れ
な
く
な
り
、
や
が

て
建
物
が
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
跡

（竪
穴
）
だ
け

が
凹
ん
だ
ま
ま
残
さ
れ
、
お
よ
そ
七
五
〇
年
後
の

一

二
世
紀
は
じ
め
の
こ
ろ
に
埋
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

竪穴住居跡に積 もった浅間山の火山灰  (長野県埋蔵文化財センター提供)
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カブ トとヨロイ 複製 (原資料 右 :飯 田市開善寺蔵 左 :県宝 飯田市教育委員会蔵)

うちにある五月人形の

よろいかぶ とと

ちょっ と違 うよ。

ところて
゛
平k子 とか

い くさとか、 どうし

て起 こるのか 7。



は
じ
め
て
戦
争
を
し
た
人
び
と

湾岸戦争 戦車の向こうで燃える油田 (毎 日新聞社提供)

◇
戦
争
の
き

っ
か
け

人
類
の
歴
史
に
は
、
平
和
な
と
き
ば
か
り
で
な
く
、
残
念
な

が
ら
戦
争
の
あ
っ
た
時
代
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。

戦
争
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
き
っ
か
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、第
二
次
世

界
大
戦
は

一
た
二
〇
年
代
の
世
界
的
な
大
不
況
が
引
き
金
に
な

り
ま
し
た
。ま
た

一
九
た
〇
年
代
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
内
戦

は
、
複
雑
な
民
族
問
題
や
宗
教
問
題
が
か
ら
ん
で
い
ま
す
。

◇
農
耕
社
会
と
戦
争

し

ゆ
り

よ
う

狩
猟
採
集
生
活
を
離
れ
、
晨
料
を
始
め
た
人
間
が

一
番
熱

心

に
つ
く
り
は
じ
め
た
食
料
は
穀
物
で
す
。
穀
物
は
、
あ
る
程
度

保
存
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
た
く
わ
え
が
で
き
ま
す
。

た
く
わ
え
ら
れ
た
穀
物
は
、
お
金
の
か
わ
り
を

つ
と
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
生
活
に
必
要
な
衣
類
や
よ
そ
の
国
の
珍
し

い
物

品
も
、
穀
物
と
代
替
え
で
手
に
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
び
と
は
便
利
で
快
適
な
生
活
を
求
め
て
、
穀
物
を
よ
り
多

く
確
保
し
よ
う
と
、
土
地
や
水
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
土
地
争

い
、
水
争

い
が
始
ま
り
ま
し
た
。
狩
猟
休
集

生
活
を
し
て
い
た
時
代
に
は
な
か

っ
た
争

い
の
原
因
で
す
。
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上 :見 張 り台が立つ弥生ムラ 佐賀県神埼町・三田川町

吉野ケ里遺跡 (佐賀県教育委員会提供)

右 :大量の銅剣 を埋めた遺跡 島根県斐川町荒神谷遺跡
1島根県教育委員会提供)

い
■

ド

、

一∫

・

や
か
て
、
人
と
人
あ
る
い
は
ム
ラ
と
ム
ラ
と
の
あ

い
た
に
、

貧
官

の
差
や
支
配

。
従
馬
と
い
っ
た
新
た
な
社
会
関
係
が
生
ま

れ
ま
Ｌ
た
。
豊
か
な
ム
ラ
ム
ラ
は
貧
し

い
ム
ラ
を
従
え
な
が
ら

手
を
組
ん
で
、
よ
り
大
き
な
集
団

（ク
こ

を
形
づ
く

っ
て
い

き
ま
す
。
グ
ニ
は
よ
り
強
力
な
支
配
力
を
も

つ
た
め
に
、
よ
そ

の
ク
ニ
を
従
え
た
り
同
盟
関
係
を
結
ん
で
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
世
界

の
国
ぐ
に
の
歴
史
を
み
て
も
、
人
の
集

団
と
集
団
が
ぶ
つ
か
り
あ

っ
て
殺
Ｌ
あ
う
と
い
う
事
例
は
、
お

お
む
ね
農
耕
社
会
が
始
ま

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

◆
倭
国
の
大
乱

中
国
の
歴
史
書

の

一後
漢
書

（二
五
～
二
一一〇
年
の
記
録
）
に

「
倭
国
人

い
に
乱
る
」

と
あ
り
、
一塊
恙
」
倭
人
伝

（
ニ
ニ
○

～

二
六
五
年
の
記
録
）
に
も

「倭
国
乱
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
考
古
学
の
上
で
も
高
地
に
つ
く

っ
た
集
落
や
濠
で
囲
ま
れ

た
集
落
の
跡
が
弥
生
時
代
の
措
一跡
に
登
場
Ｌ
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
日寺
代
の
基
地
か
ら
戦
間
に
使
わ
れ
た
矢
じ
り
が
体
に
さ
さ

っ

た
遺
体
が
み

つ
か

っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
弥
生

日寺
代
の
社
会
の
よ
う
す
が
う
か
が
え
ま
す
．

わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
す
日
本
で
も
、
稲
作
と
金
属
器
の
使
用

が
も
た
ら
さ
れ
た
弥
生
時
代
に
な

っ
て
、
は
じ
め
て
戦
争
を
お

こ
な
う
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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上 :矢の先につけられた矢 じり 諏訪市曽根遺跡 (宮坂光昭氏蔵)

右 :弓  長さ120cm 福井県三方町鳥浜員塚 (福井県立若狭歴史民俗資料館蔵)

矢の先につけた矢じり (石鏃)は、 3 cln、 2g以下と小さいが、その威力は鉄にも劣

らず、遠くの獲物を射止めた。

狩猟 の絵 が描 かれ た石

茅野市尖石遺跡 複製

(原 資料 茅野市尖石考古館蔵)

道具のひとつだった

つてわけね。

生活に必要ば

給や弓夫をもって
るヽから、原始時代

の人ってもっと野奎
か と思って



茅野市稗 田頭 B遺跡 の落 と し穴群

(茅野市尖石考古館提供 )

台地のへりに沿って多 くの落とし穴がつくられた。

大人がスッポリと入るほどの大きさで、底には逆茂

木まである。
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矢 じりの大 きさの変化

(佐原真「遺跡が語る日本人のくらし」1994年 岩波書店を修正)
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じ
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人
を
殺石
すの
た矢
めじ
のり

8

:| |
◆◆ ◆

:: :
◆◆ ◆

i l:: :

狩
り
の
た
め
の
石
の
矢
じ
り

く
く
く

□

◆
◆
◆

草
創
期

（
一
万
三
〇
〇
〇

～

一
万

年
前

）

早
期

（
一
万
～
六
〇
〇
〇

年
前
）

前
期

（六
〇
〇
〇
～

五
〇
〇
〇
年
前
）

中
期

（五
〇
〇
〇
～

四
〇
〇

〇
年
前

）

後
期

（四
〇
〇
〇
～

三
〇
〇
〇
年
前
）

晩
期

（三
〇
〇
〇
～

四
〇
〇
〇
年
前
）

Ｉ
期

（前

４

～
前

２

世

紀

）

Ｈ
～
Ⅳ
期

（前
２
～

後
１
世
紀
）

古
墳
時
代

縄 文 時 代 動: 」ュ 田寺 |ヽ

武器 としての弓矢狩 りの道具 としての弓矢

ラ
矢
は
、
飛
び
道
具
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
遠
く
か
ら
正
確

に
獲
物
を
射
止
め
る
こ
と
が
で
き
、
狩
猟
の
効
率
を
飛
躍
的
に

高
め
ま
し
た
。
遠
く
か
ら
で
す
か
ら
狩
人
の
身
も
安
全
で
す
。

な
お
、
落
と
し
穴
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
追
い
こ
ん
で
獲
物
を
捕

ら
え
る
と
い
う
こ
と
も
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
う
矢
も
あ
く
ま
で
狩
り
の
道
具
で
あ
っ
て
、
縄

文
時
代
は
戦
争
の
な
い
時
代
で
し
た
。

翻
狩
猟
具
か
ら
武
器
ヘ

そ
れ
で
は
、
槍
や
ラ
矢
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
武
器
と
し
て
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
弥
生
時
代
に
な
っ
て
か

ら
、
と
い
う
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。

矢
の
先
に
は
る
で
つ
く
っ
た
矢
じ
り
を
つ
け
ま
す
が
、
縄
文

時
代
と
弥
生
時
代
の
も
の
を
比
べ
る
と
、
と
て
も
興
味
深
い

デ
ー
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
縄
文
時
代
に
比
べ
て
、
弥
生
時
代
の

矢
じ
り
の
ほ
う
が
菱
形
で
大
き
く
菫
い
も
の
が
多
く
な
る
の
で

す
。
こ
れ
は
よ
ろ
い
な
ど
を
打
ち
抜
い
て
人
を
殺
し
傷
つ
け
る

た
め
に
大
型
化
し
、
武
器
へ
変
わ
っ
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
生
活
の
た
め
の
道
具
が
、
殺
人
の
道
具
に
変
わ
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
文
明
の
進
歩
と
は
い
っ
た
い
何
か
を
考
え
さ

せ
る
事
実
で
す
ね
。



防御をかためた弥生ムラ

愛知県清洲町朝日遺跡 (愛知県埋蔵文化財センター提供)

復原 された高床倉庫

静岡県静岡市登呂遺跡 (静岡市立登呂遺跡博物館提供)

□
土
地
と
水
な
ど
を
め
ぐ
る
争
い

今
か
ら
約
ニ
ニ
〇
〇
年
前
、
わ
が
国
に
も
大
陸
か
ら
稲
作
が

伝
わ
り
ま
し
た
。
人
び
と
は
米

（椒
）
を
財
産
と
し
て
大
切
に

た
く
わ
え
ま
し
た
。
ま
た
、
条
件
の
よ
り
よ
い
耕
地
や
水
を
確

保
し
よ
う
と
努
力
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
財
産
や
耕
地

・
用
水
を
め
ぐ
っ
て
ム
ラ
の
あ
い

だ
に
格
差
が
生
れ
、
争
い
が
お
こ
る
も
と
に
な
り
ま
し
た
。

日
守
り
の
ム
ラ

弥
生
時
代
中
期
に
な
る
と
、
各
地
で
ム
ラ
を
守
る
た
め
濠
を

め
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
愛
知
県
清
洲
町
の
朝
日
遺
跡

で
は
、
濠
の
内
側
に
土
塁
が
築
か
れ
、
外
側
に
は
鋭
く
と
が
っ

た
杭
先
が
周
囲
に
向
け
て
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
ム
ラ

を
環
濠
集
落
と
い
い
ま
す
。
ま
た
神
奈
川
県
横
浜
市
の
大
塚
遺

跡
の
よ
う
に
、
丘
の
上
や
出
頂
に
も
ム
ラ
（高
地
性
集
落
）が
営

ま
れ
ま
す
。
こ
れ
も
防
御
を
優
先
的
に
考
え
た
も
の
で
す
。

長
野
県
で
も
、
長
野
市
の
松
原
遺
跡
や
塩
尻
市
の
上
木
戸
遺

跡
な
ど
で
環
濠
集
落
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
、
稲

作
を
始
め
た
弥
生
時
代
は
、
紛
争
や
戦
闘
が
多
く
発
生
し
、
平

和
で
牧
歌
的
な
せ
の
中
と
は
い
え
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

０
０

Ｅ
Ｕ



高台につ くられた弥生ムラ

神奈川県横浜市大塚遺跡

(横浜市.S、 るさと歴史財団提供)

環濠防御モデル 長野市松原遺跡

(長野県埋蔵文化財センター『いま信濃の歴史はよみがえる』1991年 )

松原遺跡の石剣 (右)と 石支 石剣の長さ12.4crn

(長野県埋蔵文化財センター提供)

濠がめ ぐる弥生ムラ

長野市松原遺跡

(長野県埋蔵文化財セン

ター提供)

稲作を1:じめた
ころって、もっと
のどが7時代だと
思つてたのに。

０
コ



弓と盾 長野市川田条里遺跡 弓の長さ166cm

(長野県埋蔵文化財センター提供)

首の ない人骨 佐賀県神埼町 。三田川町吉野ケ里遺跡

(佐賀県教育委員会提供)

土器でできたひつぎにほうむられたこの人には、首がない。

戦闘の末に、切り落とされてしまったのだろうか。

□
武
器
の
登
場

佐
賀
県
神
埼
町
と
二
田
川
町
に
ま
た
が
る
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で

は
、
鉄
製
の
剣
が
折
れ
て
刺
さ
っ
た
り
、
首
を
失
っ
た
り
し
た

人
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
じ
つ
は
松
原
遺
跡
で
も
、
胸
の

あ
た
り
に
矢
じ
り
の
あ
る
人
骨
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら

は
お
そ
ら
く
、
ム
ラ
と
ム
ラ
と
の
争
い
に
参
加
し
た
兵
士
の
基

だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

剣
や
矢
じ
り
の
ほ
か
に
も
、
鉾
や
大
な
ど
殺
傷
能
力
の
高
い

武
器
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
武
器
の
素
材
も
石

の
ほ
か
、
鉄
、
木
、
骨
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
長
野
市
の
石
川

条
里
遺
跡
か
ら
は
、
木
製
の
盾
も
出
上
し
て
い
ま
す
。

武
器
が
多
量
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
戦
勝
祈
願
な

ど
の
新
た
な
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
剣
や

大
な
ど
の
形
に
な
ぞ
ら
え
た
青
銅
製
の
祭
り
の
道
具
が
、
儀
式

な
ど
に
使
わ
れ
ま
し
た
。本
県
に
も
、長
野
市
の
松
節
遺
跡
の
銅

鉾
や
北
安
曇
郡
小
谷
村
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
銅
大
が
あ
り
ま
す
。

戦
い
の
時
の
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
や
祭
り
を
つ
か
さ
ど
る
人
は
、

ふ
く
そ
う
ひ
ん

豊
富
な
副
葬
品
と
と
も
に
、
ム
ラ
の
一
画
に
あ
る
区
画
溝
を
巡

ら
せ
た
特
別
な
基
に
ほ
う
む
ら
れ
ま
す
。
や
が
て
、
彼
ら
は
ム

ラ
ム
ラ
の
有
力
者
に
成
長
し
て
、
巨
大
な
古
墳
に
ほ
う
む
ら
れ

る
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。

ｎ
Ｕ

０
０
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銅支 伝北安曇郡小谷村出土

長さ24.4cln 複製

(原資料 大町市海ノロ上諏訪社蔵)

下にでっぱった長方形の部分を、柄の側

面に差しこんで、 2つの穴を通したひも

でくくりつけた。柄と刃の向きは直交す

る。相手を引っかけ倒す武器である。

銅剣 埴科郡戸倉町若宮箭塚遺跡 長さ

13.5cln 複製 (原 資料 佐良志奈神社蔵)

下にでっばった長方形の部分を、柄の先に

つけ、 2つの穴を通したひもでくくりつけ

た。相手を突きさす武器である。

弥生時代の武器と武器形祭器

さまざ まな矢 じりと槍 の柄

長野市松原遺跡ほか

(長野県埋蔵文化財センター提供)

上二段は打製の矢 じり (石 鏃)、 下二段

は磨製石鏃、最下段右は銅鏃

鉄鉾  上田市上田原遺跡 長さ22.5cln

(上国市教育委員会提供)

下の筒状の茎に長い柄を差しこんで使つ

た。相手を突きさす武器である。やがて

下の写真のような非実用的な武器に変化

する。

覇 轟 長野市松節遺跡 長さ20.2m

複製 (原資料 小島貞雄氏蔵)

刃の幅が広 くなり、するどさを失った武

器形の祭りの道具。祭りのときは、集団

のシンポルとして使われたのだろう。

●
Ｕ



理
歴史館の裏山にある森将軍塚古墳 国史跡 更埴市屋代

っ
た

の

□
森
将
軍
塚
古
墳
の
ほ
か
に
将
軍
塚
は
あ
り
ま
す
か

「森
将
軍
と
い
つ
の
は
、
い
つ
ご
ろ
の
か
た
で
す
か
」
と
、

歴
史
館
に
み
え
た
お
年
寄
り
に
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
平
安
時
代

の
初
め
に
信
濃
を
通
っ
て
東
北
地
方

へ
攻
め
て
い
っ
た
征
夫
大

将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
を
逹
想
さ
れ
、
「森
」
も

「
坂
上
」
と
同

じ
よ
う
に
将
軍
の
名
字
だ
と
思
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

歴
史
館
は
、
長
野
盆
地
南
部
の
ほ
ぼ
中
央
を
流
れ
る
十
由
川

の
東
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
域
に
は
、
森
将
軍
塚
、
有
明
出
将

軍
塚
、
倉
科
将
軍
塚
、
土
口
将
軍
塚
と

「将
軍
」
が
つ
く
古
墳

が
四
基
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
十
由
川
の
西
に
も
川

柳
将
軍
塚

と
越
将
軍
塚
が
あ
り
ま
す
。
じ
つ
は
、
将
軍
塚
の
上
に
つ
く
森
、

川
柳
な
ど
は
名
字
で
は
な
く
地
Ｚ
な
の
で
す
。

□
将
軍
塚
と
い
う
呼
び
名
は
い
つ
か
ら

長
野
県
内
に
あ
る
古
墳
で
、
将
軍
塚
と
い
う
名
前
が
最
初
に

使
わ
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代
末
の
一
九
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
で
し

た
。
穂
刈
吉
右
衛
間
が

「
万
伝
党
書
恨
」
と
い
う
書
物
で
石
川

村
の

「し
ょ
う
ぐ
ん
づ
か
」
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
の

ち
の
川
柳

（石
川
村
と
一ラ

柳
村
が
合
併
）
将
軍
塚
で
す
。
ほ
か

の
古
墳
に
も

「将
軍
塚
」
が
つ
く
の
は

一
八
八
二

（明
治

一

Ｏ
Ｃ

Ｏ
Ｕ



県立歴史館の

東占にある

古墳だね。

川柳1専軍塚古墳 長野市川柳 県史跡 全長93mの前方後円墳

貧 こ

。ヽ
√

じ イ

初
瘤

長野盆地南部の古墳時代のおもな遺跡

(更埴市教育委員会『森将軍塚古墳発掘調査報告書』1993を修正)

千曲川の両側には古墳時代のムラが帯状に連なり、それを見下ろす周囲の山の

尾根上に古墳が点在している。

■ 鮒
六
物

8｀

｀
と〈

/ヽ

は
グ
‘
Ｌ
ｔ

ζ

Ｌ

ヘ
ノ

1 森将軍塚古墳  2 有明山将軍塚古墳

4 土口将軍塚古墳 5 川柳将軍塚古墳

7 越将軍塚古墳

A 屋代・埴生遺跡群  B 屋代・ 雨宮遺跡群

D 塩崎遺跡群

3 倉科将軍塚古墳

6 中郷古墳

C 篠 ノ井遺跡群

土口将軍塚古墳の石室 更埴市土口 全長66m
の前方後円墳 (長野市・更埴市教育委員会提供)



管
次
多
有
え
巧
瑞
の
ど
く
見
ゆ
る
台
と
も
ポ
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川柳将軍塚古墳出土資料にかかわる

江戸時代の記録
(鎌倉桐山 ∫朝陽館漫筆1巻之十二1810年 )

0おお

料租麹:ご 卜ヽl
川柳1平軍塚古墳から出土 した鏡と装身具類 複製 (原資料県宝 布制神社蔵)

五
）
年
ご
ろ
書
か
れ
た
村
誌

（『長
野
県
町
村
誌
し

か
ら
で
、
そ

れ
以
前
は
ど
の
よ
う
に
よ
ば
れ
て
い
た
の
か
記
録
が
な
く
て
わ

か
り
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
に
は
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
勾
工
や
銅

鏡
な
ど

を
集
め
た
り
、
研
究
し
た
り
す
る
人
が
出
て
き
ま
し
た
。
墳
丘

の
大
き
な
古
墳
で
し
た
か
ら
、
村
人
た
ち
は
、
遠
い
昔
、
兵
士

を
逹
れ
て
都
か
ら
き
た
将
軍
を
ほ
う
む
っ
た
基
で
あ
ろ
う
と
想

像
し
て

「将
軍
塚
」
と
よ
ん
だ
よ
う
で
す
。

ち
な
み
に
森
将
軍
塚
古
墳
は
、
屋
代
村
の
将
軍
塚
と
よ
ば
れ

て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
Ｚ
称
が
定
着
し
た
の
は

一

九
七
八

（昭
和
五
一こ

年
の
こ
と
で
す
。

□
将
軍
塚
に
ほ
う
む
ら
れ
た
人
び
と

長
野
盆
地
南
部
の
将
軍
塚
は
四
、
五
世
紀
代
の
古
墳
で
す
。

ほ
う
む
ら
れ
た
人
は
、
お
そ
ら
く
自
分
が
死
ぬ
前
に
、
支
配
し

た
土
地
を
見
波
せ
る
よ
う
な
高
い
出
の
上
に
古
墳
を
つ
く
ら
せ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
と
に
森
将
軍
塚
古
墳
の
あ
る
じ
は
、
四

世
紀
ご
ろ
こ
の
地
域
の
ム
ラ
ム
ラ
を
治
め
た
有
力
な
人
で
し
た
。

ま
た
三
角
縁
神

獣

鏡
を
分
け
て
も
ら
え
る
ほ
ど
、
大
和
政
権

と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

か
れ
の
後
継
者
が
、
土
口
、
倉
科
、
有
明
出
の
古
墳
に
ほ
う

む
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

Л
“

ａ
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‐   慾 瞥
石 室 か ら出土 した遺 物 右上から鉄の矢 じり、三

角緑神獣鏡の破片、鎌、勾玉、刀の破片

(更埴市教育委員会蔵)

森将 軍塚古墳 の 1号石室 更埴市 長さ7.66m

(更埴市教育委員会提供)

平らな石を積んだ石室の床にひつぎを安置した。石室の

内部は赤 く塗られている。大きさは東日本最大級である。

:ふ

・̈̈̈
【̈　・″

菫女事

森 2号古墳 更埴市

全長約20mの円墳

同古墳 出土遺物

(更埴市教育委員会蔵 )

右から素焼きの高不 高さH.5cm

硬い焼きの注ぎビン (は そう)高
さ9.7cln

硬い焼きの高不 高さ12.2cm

・鸞

毒》
．



よ
ろ

い
を
着
た
古
墳
時
代

の
人
た
ち
は

い

つ
も
戦

っ
て
■

た

の

よろいが出土 したようす
大阪府藤井寺市野中古墳

野中古墳の全景 ―辺28m高 さ4mの方墳

(大阪大学考古学研究室・北野耕平氏提供)

□
古
墳
時
代
の
よ
ろ
い
と
か
ぶ
と

長
野
県
で
は
五
世
紀
の
な
か
ば
以
降
の
古
墳
か
ら
、
剣
道
の

胴
の
よ
う
な
よ
ろ
い
が
出
上
し
ま
す
。
中
野
市
七
瀬
双
子
塚
古

墳
か
ら
出
上
し
た
よ
ろ
い
は
、
長
方
形
の
鉄
板
を
単
紐
で
つ
な

ぎ
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
飯
田
市
鎧
塚
古
墳
出
上
の
も
の
は
鋲
で

つ
な
ぎ
と
め
て
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
新
し
い
技
術
を

駆
使
し
た
武
具
で
す
。

一
方
、
頭
を
ま
も
る
か
ぶ
と
に
は
船
の
舶
先
の
形
を
し
た
衝

角
付
冑

と
野
球
帽
の
よ
う
な
眉
庇
付
冑

が
あ
り
ま
す
。
前
者

は
松
本
市
桜
ケ
丘
古
墳
、
後
者
は
飯
田
市
炒
前
大
塚
古
墳
か
ら

出
て
い
ま
す
。
と
く
に
炒
前
大
塚
の
も
の
は
、
鉄
板
の
上
に
金
銅

板
が
重
ね
て
あ
り
、
装
飾
品
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
か
ぶ
と
で
す
。

長
野
県
下
に
は
約
二
五
〇
〇
の
古
墳
が
あ
り
ま
す
が
、
今
の

と
こ
ろ
成
片
も
含
め
て
よ
ろ
い
は
三
四
領
、
か
ぶ
と
は

一
四
鉢

し
か
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
て
も
貴
菫
な
品
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

□
つ
く
っ
た
人
と
身
に
着
け
た
人

日
本
で
出
土
す
る
五
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
の
鉄
製
よ
ろ
い

か
ぶ
と
は
、
朝
鮮
半
島
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
も
ち
こ
ま
れ
た

●
Ｕ

●
Ｕ



長野県内の武具を出土し おもな古墳

＼ヽ
′     

｀` ~

上 :眉庇付 冑 高さ30cln

飯田市妙前大塚古墳 複製

(原資料県宝 飯田市開善寺蔵)

下 :短 甲 高さ44crn

飯田市鎧塚古墳 複製

(原 資料 飯田市教育委員会蔵)

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
ヽ

、

√

＼

ぐ

―

ノ

／

‐

‐

′

ｔ

メ́/

拶
ヂ

サ

´

‘

一

一

一

一

一

一

【

）

〕

（
ヽ ；

「

‐
、

―
′
丘ケ

上

下

衝角付冑 高

短甲 高さ42.4cm 松本

古墳 (松 本市立考古博物館蔵)

群馬県大田市 高さ130.5oll

(東 京国立博物館蔵 )
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し
世
紀
後
半

し
世
紀
前
半

六
世
紀
後
半

六
世
紀
前
半

ｌｉ
世
紀

馬具の着装場所 と名まえ
(岡安光彦「馬具―副葬古墳分布からみるJ1995年 )

GH前方後円墳

馬具 出土古墳 とその大 きさ   ●
麗 翌

m以上

● 直径20m未満

の円墳

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
五
世
紀
後
半
に
は
、
大
和
政

権
の
有
力
者
た
ち
の
も
と
で
武
具
づ
く
り
の
技
術
集
団
が
組
織

さ
れ
、　
つ
く
り
方
や
形
が
統

一
さ
れ
て
き
ま
す
。

ふ
じ

い
で
ら

大
阪
府
藤
井
寺
市
の
野
中
古
墳
に
は
、　
一
一
領
も
よ
ろ
い
が

副
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
中
央
の
有
力
者
は
、
完
成
し
た
武
具

ご
う
ぞ
く

を
集
中
的
に
管
理
し
、
配
下
の
者
や
地
方
の
大
家
族
た
ち
に
あ

た
え
て
、
政
権
を
支
え
る
た
め
に
利
用
し
て
い
き
ま
し
た
。
か

れ
ら
は
、
実
戦
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
権
威
の
象
徴
と
し
て
、

よ
ろ
い
や
か
ぶ
と
を
手
に
入
れ
、
身
に
着
け
た
よ
う
で
す
。

き
　
ば

□
大
和
政
権
の
騎
馬
軍
団
ヘ

同
じ
こ
ろ
朝
鮮
半
島
か
ら
馬
と
と
も
に
未
馬
と
馬
産
の
技
術

が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
長
野
県
で
も
二
四
〇
あ
ま
り
の
古
墳
か

ら
馬
具
が
出
上
し
て
い
ま
す
。
松
本
市
南
方
古
墳
に
は
、
馬
の

動
き
を
制
御
す
る
た
め
の
く
つ
わ
や
、
騎
手
の
か
ら
だ
を
安
定

さ
せ
る
あ
ぶ
み
、
馬
の
体
を
飾
る
金
具
な
ど
が
副
葬
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

長
野
県
の
場
合
、
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
直
後
二
〇
属
以
上
の

大
型
古
墳
に
ほ
う
む
ら
れ
る
有
力
者
に
馬
具
が
副
葬
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
セ
世
紀
以
降
に
な
る
と
、

中

・
小
型
の
古
墳
に
も
副
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

か
れ
ら
は
逹
合
し
て
、
強
力
な
騎
馬
軍
団
と
し
て
大
和
政
権

の
軍
事
力
の

一
翼
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

０
０



馬鐸 (ば た く) 高さ16.6cm 飯田市鎧塚古墳

(飯 田市教育委員会蔵)

古墳から出上したさまざまな馬具

轡 (く つわ) 佐久市東一本柳古墳

(佐 久市教育委員会蔵 馬事文化財団提供)

さまざまな飾 り金具 右下3.4cm

佐久市東一本初p古墳 (同上)

杏葉 (ぎ ょうよう) 長さ10.6cln 佐久市東一本柳古墳 (同上)

三環鈴 (さ んかんれい)縦 15.4m

飯田市金山二子塚古墳 (飯田市教育委員会蔵)

闘

■

◆

◇

◆

顧

軍
・む
一◆

◆

Ｕ

鳳

◆
．一

〇
鎧 (あ しいみ)高 さ26.4cm 松本市南方古墳

(松本市立考古博物館蔵)
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ほ

り濠
に
田
ま
れ
た
篠
ノ
井
の
弥
生
ム
ラ

圃
ム
ラ
を
巡
る
濠
　
　
　
　
　
　
　
、

一
九
八
九
年
、
長
野
市
篠
ノ
丼
二
崎
の
十
由
川
左

岸
で
弥
生
時
代
後
期
後
半
の
ム
ラ
が
発
掘
調
査
さ
れ

ま
し
た
。
警
赳
住
居
跡
が

ヽ
集
彙
ぃ
て
発
見
さ
れ
た
場

所

，
の
撮
げ
И
唯
糠
が
ぁ
へ
ぎ
し
た
。
以
後
、
数
年
に

わ
た
る
周
辺
の
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
濠
を
結

ん
で
み
る
と
、
立
ち
並
ぶ
竪
穴
住
居
を
取
り
囲
む
楕

円
形
の
環
濠
が
復
原
で
き
ま
し
た
。

濠
は
、
深
さ
二
・
二
屑
、
幅
二

・
六
屑
あ
り
ま
し

た
。
濠
を
横
に
切
っ
た
形
は
台
形
で
、
底
に
は
さ
ら

に
垂
直
の
細
い
溝
が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。
濠
に
崩
れ

落
ち
た
上
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
濠
の
内
側
に
は
掘

り
上
げ
た
上
で
築
い
た
土
手
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

日
住
ま
い
と
墓

ム
ラ
は
、
十
由
川
が
運
ん
だ
土
砂
に
よ
っ
て
で
き

た
堤
防

（自
然
堤
防
）
の
上
に
あ
り
ま
す
。
環
濠
に

囲
ま
れ
た
場
所
の
広
さ
は
、
お
よ
そ
二
万
六
二
〇
〇

平
方
屑
で
す
。
こ
れ
は
長
野
市
に
あ
る
ビ
ッ
ク
ハ
ッ

ト
の
二
倍
強
に
あ
た
り
ま
す
。

ム
ラ
の
な
か
に
は
、
堅
穴
住
居
は
も
ち
ろ
ん
、
丼

戸
や
貯
蔵
用
の
穴
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
竪
穴
住
居
は

方
形
で
、
大
き
さ
は

一
辺

一
〇
屑
か
ら
四
～
五
屑
程

度
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
こ
れ
ら
の
施
設
の
あ
い
だ

に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
畑
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

墓
は
環
濠
の
外
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
遺
体

は
、
ふ
？
つ
長
方
形
の
穴
に
し
つ
ら
え
た
本
の
ひ
つ

ぎ
に
ほ
う
む
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
な
か
に
は

一

辺

一
一
・
セ
屑
を
こ
え
る
四
角
い
区
画
溝
と
盛
り
上

を
も
つ
基

（方
形
周
溝
墓
）
も
あ
り
、
ム
ラ
の
中
に

有
力
な
人
が
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

日
赤
い
土
器
と
銅
鏃

竪
穴
住
居
や
丼
戸
、
濠
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の
弥

生
土
器
が
出
上
し
て
い
ま
す
。
こ
の
な
か
に
は
種
も

み
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
願
っ
て
赤
く
塗
ら
れ
た
土
器

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
土
器
と
混
じ
っ
て
装
飾
品
の

ガ
ラ
ス
小
二
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
切
に
し
て
い
る
種
も
み
な
ど
は
、
外
敲
か
ら
守

ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
篠
ノ
丼
遺
跡
で
は
、
大

型
の
竪
穴
住
居
跡
か
ら
青
銅
製
の
矢
じ
り

（銅
鏃
）

が
出
上
し
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
に
な
る
と
、
石
製

の
矢
じ
り
か
ら
、
や
が
て
よ
り
殺
傷
能
力
の
高
い
金

属
製
の
矢
じ
り
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な

か
で
も
銅
鏃
は
、
後
期
に
な
っ
て
実
用
的
な
武
器
と

し
て
利
用
さ
れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
波
は
確
実
に
篠

ノ
丼
遺
跡
に
も
お
よ
ん
で
い
た
の
で
す
。

弥生時代のムラ 復原画 (ム ラヤマ提供)


