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前
の
旧
石
器
時
代
か
ら
近
代
の
140
年
前
ま
で

の
出
土
品
で
す
。
そ
し
て
、
文
化
庁
が
実
施

し
た
奈
良
県
奈
良
市
の
「
特
別
名
勝
平
城
宮

東
院
庭
園
」
の
発
掘
調
査
と
保
存
整
備
事
業

に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
す
。

　

旧
石
器
時
代

二
万
八
千
年
前
～
一
万
四
千
年
前
の
石
器
製
作
遺
跡

鹿
児
島
県
南
九
州
市
宮み

や
ノの

上う
え

遺
跡

  

薩さ
つ

摩ま

半
島
の
中
央
部
の
台
地
上
に
営
ま
れ

た
宮
ノ
上
遺
跡
は
、
平
成
16
・
17
年
に
調
査

が
実
施
さ
れ
三
万
五
千
点
以
上
の
石
器
が
出

土
、
石
器
の
素
材
と
な
っ
た
頁け

つ

岩が
ん

の
産
地
も

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
総
数
770
個
体
以
上
の
接

合
資
料
が

出
土
し
て

お
り
、
石

器
の
技
術

や
工
程
の

解
明
、
製

作
過
程
に

お
け
る
遺
跡
内
で
の
人
の
移
動
も
復
元
が
可

能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
北
地
方
最
北
部
で
出
土
し
た
細
石
刃
石
器
群

青
森
県
三
沢
市
五い

つ

川か
わ

目め

（
６
）
遺
跡

　

五
川
目
遺
跡
は
、
二
万
一
千
～
一
万
七
千

県
か
ら
の
展
示
資
料
が
あ
り
ま
す
。
河か
わ

沼ぬ
ま

郡

湯ゆ

川が
わ

村
桜さ

く
ら

町ま
ち

遺
跡
〈
弥
生
時
代
〉・
南
相
馬

市
の
史
跡
横よ

こ

大だ
い

道ど
う

製
鉄
遺
跡
〈
古
代
〉
の
2

件
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
文
化
庁
編
『
発
掘

さ
れ
た
日
本
列
島
２
０
１
１　

新
発
見
考
古

速
報
』の
図
録
中
で
文
化
庁
記
念
物
課
は「
出

展
は
不
可
能
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
福

島
県
教
育
委
員
会
か
ら
、
で
き
る
だ
け
予
定

通
り
出
展
し
た
い
と
い
う
声
を
い
た
だ
き
ま

し
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　
「
埋
蔵
文
化
財
と
は
土
地
に
刻
ま
れ
た
地

域
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、地
域
の
誇
り
」

（
同
図
録
）
で
す
。
私
た
ち
も
本
展
の
開
催

が
被
災
地
の
方
々
に
少
し
で
も
希
望
を
も
た

ら
し
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
関
心
を
も
っ

て
い
た
だ
く
機
会
と
な
れ
ば
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
今
回
の
図
録
は
、
東
日
本
大
震
災
後

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
学
史
上
貴
重
な
図

録
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◆｢
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島｣

の
展
示
資
料
か
ら

　

今
回
の
展
示
資
料
の
中
か
ら
い
く
つ
か
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
展
示
さ
れ
る
遺
跡

は
21
遺
跡
、
総
数
約
520
点
と
な
り
ま
す
。
展

示
会
場
は
、
3
階
総
合
展
示
室
と
な
り
ま
す
。

　

展
示
さ
れ
る
遺
物
の
年
代
は
、
約
2
万
年

◆
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
か
ら
も
出
品

　

文
化
庁
と
開
催
館
主
催
の
「
発
掘
さ
れ
た

日
本
列
島
」
展
は
、
平
成
7
年
度
よ
り
始
ま

り
ま
し
た
。
毎
年
、
全
国
で
発
掘
さ
れ
る
最

新
の
発
掘
成
果
を
巡
回
す
る
展
示
会
で
、
本

県
で
は
平
成
8
・
16
・
21
年
度
と
開
催
さ
れ
、

平
成
23
年
度
で
4
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

本
年
度
は
、
6
月
に
東
京
都
江
戸
東
京
博

物
館
を
皮
切
り
と
し
て
新
潟
市
歴
史
博
物
館

→
静
岡
市
立
登
呂
博
物
館
→
九
州
歴
史
資
料

館
（
福
岡
県
）
を
へ
て
当
館
へ
と
巡
回
し
て

き
ま
す
。

　

本
年
、
3
月
11
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
（
東
日
本
大
震
災
）
は
歴
史
上
、
未
曾

有
の
大
災
害
と
な
り
、
多
く
の
人
命
が
奪
わ

れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
震
災
の
影
響
が
残

る
な
か
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
で
第
1

回
の
会
議
が
4
月
の
中
旬
に
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
江
戸
東
京
博
物
館
も
震
災
の
影
響
に
よ

り
一
時
休
館
と
さ
れ
、
地
域
展
の
開
催
は
中

止
と
な
り
、
地
震
の
大
き
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と

み
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
我
々
は
地
震
後
の

博
物
館
の
状
況
を
垣
間
み
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

今
年
度
出
品
さ
れ
た
出
土
品
の
中
に
福
島

会　

期　

２
０
１
２
年
１
月
２
日（
月
）～
２
月
14
日（
火
）

巡 回 展
特
別
展　

文
化
庁・開
催
館
主
催

　
　
　
「
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
２
０
１
１
」

　
　
　

 　
　
　
　

 

岡
豊
山
に
全
国
か
ら
貴
重
な
出
土
品
が
集
合

製作過程で割られた剥片を
接合した資料　宮ノ上遺跡
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年
前
の
東
北
地

方
の
最
北
部
に

位
置
す
る
細さ

い

石せ
き

刃じ
ん

を
製
作
し

た
遺
跡
で
約

１
３
０
０
点
の

遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

縄
文
時
代

日
本
最
古
級
の
土
偶　

豊
満
な
乳
房
を
し
た

ビ
ー
ナ
ス　

大
型
竪
穴
建
物
跡
か
ら
み
つ
か
る

滋
賀
県
東
近
江
市
相あ

い

谷だ
に

熊く
ま

原は
ら

遺
跡

　

琵び

琶わ

湖こ

の
東
部
の
鈴す

ず

鹿か

山
地
の
麓
に
縄
文

時
代
草
創
期
か
ら
晩
期
の
集
落
跡
、
相
谷
熊

原
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
縄
文
時
代
草
創
期
後

半
の
竪た

て

穴あ
な

建
物
が
5
棟
確
認
さ
れ
、
そ
の
1

棟
か
ら
高
さ
3.2
㎝
の
土
偶
が
み
つ
か
り
ま
し

た
。（
写
真
左
）
頂
部
に
は
孔
が
穿う

が

た
れ
て

い
ま
す
。
２
０
１
０
年
12
月
20
日
付
『
高
知

新
聞
』「
考
古
学
こ
の
１
年
」
に
も
掲
載
さ

れ
て
い
た
の
で
記
憶
し
て
い
る
方
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。わ
た
し
も
そ
の
一
人
で「
あ

の
土
偶
だ
」
と
声
を
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

現
段
階
で
の
本
州
中
心
部
の
縄
文
時
代
草
創

期
の
土
偶
は
、
三
重
県
松
阪
市
粥か

ゆ

見み

井い

尻じ
り

遺

跡
、
縄
文
時
代
早
期
初
頭
の
土
偶
は
三
重
県

亀
山
市
大お

お

鼻は
な

遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
発
生
段
階
の
土
偶
が
、
本
州
の
中
心

部
の
山
麓
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
こ
と
は
土
偶
が
作
り
出
さ
れ
た
背

景
を
さ
ぐ
る
糸
口
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

レ
モ
ン
形
の
土
器
を
使
う
南
九
州
の
縄
文
人

鹿
児
島
県
曽そ

於お

市
定じ

ょ
う

塚づ
か

遺
跡

　

定
塚
遺
跡
は
、
大お

お

隅す
み

半
島
の
北
部
に
広
が

る
シ
ラ
ス
（
火
山
灰
）
台
地
上
に
営
ま
れ
た

縄
文
時
代
早
期
前
葉
（
約
一
万
年
か
ら
九
千

年
前
）
の
集
落
跡
で
す
。
約
五
万
点
の
南
九

州
を
代
表
す
る
土
器
、
石
器
や
石
製
品
な
ど

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
南
九
州
で
は
短
い
煙

突
の
よ
う
な
形
を
し
た
土
器
が
多
く
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。（
写
真
右
）
こ
れ
ら
は
円
筒

土
器
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
角
柱
状

の
角か

く

筒と
う

形
土
器
を
伴
う
時
期
も
あ
り
ま
す
。

で
は
レ
モ
ン
形
土
器
と
い
う
の
は
？
レ
モ
ン

が
日
本
に
渡
来
し
た
の
は
明
治
期
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
か
ら
関
係
は
な
さ
そ
う
で
す
。
実

は
上
か
ら
見
た
形
が
レ
モ
ン
に
似
て
い
る
こ

と
か
ら
つ
い
た
名
前
で
す
。
破
片
で
出
土
す

る
例
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
初
は
レ
モ

ン
形
だ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
形
の
土
器
を
使
っ
た
南
九
州
の

縄
文
人
、
心
の
中
を
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て
み

た
い
気
が
し
ま
す
。

　

日
本
海
側
の
貝
塚
と
し
て
縄
文
時
代
早
期

末
の
秋
田
県
由ゆ

利り

本ほ
ん

荘じ
ょ
う

市し

菖し
ょ
う

蒲ぶ

崎ざ
き

貝
塚
の
出

土
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
貝
塚
は

２
３
７
５
ヶ
所
、
日
本
海
側
の
貝
塚
は
43
ヶ

所
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
菖
蒲
崎
貝

塚
は
、
日
本
海
側
で
は
最
も
古
い
低
湿
地
の

貝
塚
な
の
で
す
。
な
お
、
ア
サ
の
実
が
付
着

し
た
土
器
も
展
示
さ
れ
ま
す
。

　

弥
生
時
代

ベ
ン
ガ
ラ
で
シ
カ
を
土
器
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
く

愛
知
県
稲い

な

沢ざ
わ

市
一い

っ

色し
き

青あ
お

海か
い

遺
跡

　

弥
生
時
代
で
は
福
岡
県
の
史
跡
田た

熊ぐ
ま

石い
し

畑は
た
け

遺
跡
（
パ
ネ
ル
展
示
）、
愛
知
県
の
一
色

青
海
遺
跡
・
福
島
県
の
桜さ

く
ら

町ま
ち

遺
跡
の
3
遺
跡

を
展
示
し
ま
す
。
一
色
青
海
遺
跡
は
、
愛
知

県
南
西
部
の
濃の

う

尾び

平
野
に
営
ま
れ
た
弥
生
時

代
中
期
末
の
大
集
落
跡
で
す
。
竪た

て

穴あ
な

建
物
約

260
棟
、
掘ほ

っ

立た
て

柱ば
し
ら

建た
て

物も
の

約
30
棟
、
方ほ

う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

30
基
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
時
期
で
は
東
日
本

最
大
級
の
大
型
掘
立
柱
建
物
や
床
面
積
50
㎡

の
大
型
竪
穴
建
物
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
集
落
の
最
終
段
階
の
大
型
土
坑
か

ら
9
㎝
の
筒
形
土
器
が
出
土
。
外
面
に
6
頭

の
頭
を
右
に
し
た
シ
カ
が
描
か
れ
て
い
ま
し

た
。
全
長
3.1
㎝
の
土
製
垂た

れ

飾
り
に
も
シ
カ
の

絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
赤
彩
カ
ゴ

も
出
土
し
て
い
ま
す
。
高
知
県
香こ

う

南な
ん

市
野の

市い
ち

町
兎う

さ

田い
だ

八
幡
宮
の
絵
画
の
あ
る
銅
剣
（
重
要

文
化
財
）
に
も
シ
カ
が
３
頭
描
か
れ
て
い
ま

す
。
会
場
で
描
き
方
を
是
非
比
べ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

東
北
で
い
ち
早
く
西
日
本
と
交
流
を
も
っ
た
集
落

福
島
県
湯
川
村
桜さ

く
ら

町ま
ち

遺
跡

　

福
島
県
会あ

い

津づ

盆
地
の
中
央
部
に
位
置
す
る

弥
生
時
代
後
期
の
遺
跡
で
、
居
住
区
と
墓
域

で
構
成
さ
れ
た
遺
跡
で
す
。
遺
跡
か
ら
は
、

東
北
南
部

地
域
の
土

器
や
北
陸

地
域
の
土

器
、
北
関

東
地
域
の

特
徴
を
も

つ
土
器
も

出
土
し
て

お
り
、
広

い
範
囲
で

交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
鍬く

わ

な
ど
の
木
製
農
耕
具
や
建
物
部
材
も

土偶　相谷熊原遺跡

定塚遺跡の土器

シカの絵画土器　一色青海遺跡

桜町遺跡でみつかった弥生土器

細石刃核として使用した状況のわ
かる接合資料　五川目（6）遺跡
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出
土
、
西
日
本
で
み
ら
れ
る
周し

ゅ
う

溝こ
う

墓
も
築
造

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

古
墳
時
代

藤ふ
じ

原わ
ら

京き
ょ
う

造
営
で
壊
さ
れ
た
古
墳
群　

力
士
形

埴は
に

輪わ

や
墳
丘
に
立
て
ら
れ
た
木
製
品
も

奈
良
県
橿か

し

原は
ら

市
四し

条じ
ょ
う

古
墳
群

　

奈
良
県
橿
原
市
の
奈
良
盆
地
南
部
に
位
置

す
る
古
墳
群
で
す
。
5
世
紀
後
半
か
ら
6
世

紀
前
半
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
、
藤
原
京
を

造
営
す
る
時
に
壊
さ
れ
、
古
墳
の
周し

ゅ
う

濠ご
う

の
み

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
は
12
基
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
調
査
の
結

果
、
墳ふ

ん

丘き
ゅ
う

が
壊
さ
れ

た
後
に
そ

の
土
で
周

濠
が
埋
め

ら
れ
た
こ

と
が
わ

か
っ
て
い

ま
す
。
力

士
形
埴は

に

輪わ

や
盾た

て

形
埴

輪
、
靫ゆ

ぎ

形

埴
輪
、
円
筒
埴
輪
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

コ
ウ
ヤ
マ
キ
製
の
鳥
形
木
製
品
や
笠
形
木
製

品
は
、
古
墳
の
墳
丘
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で

す
。
埋
葬
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
儀ぎ

仗じ
ょ
う

形
木
製
品
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

古
墳
築
造
か
ら
埋
葬
時
に
ど
の
様
な
木
製
品

が
使
わ
れ
た
の
か
が
わ
か
る
古
墳
群
で
す
。

他
に
滋
賀
県
高
島
市
の
田た

中な
か

36
号
墳
、
そ
し

て
男
性
の
頭
蓋
骨
か
ら
ハ
エ
の
蛹さ

な
ぎ

殻が
ら

が
検
出

さ
れ
、
殯も

が
り

と
い
う
埋ま

い

葬そ
う

儀ぎ

礼れ
い

を
考
え
る
上
で

貴
重
な
発
見
の
あ
っ
た
愛
媛
県
史
跡
葉は

佐ざ

池い
け

古
墳
の
出
土
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

古
代　

飛
鳥
時
代
の
川
跡
か
ら
馬ま

鍬ぐ
わ

が
出
土

富
山
県
氷ひ

見み

市
稲い

な

積づ
み

川か
わ

口ぐ
ち

遺
跡

　

稲
積
川
口
遺
跡
は
、
氷
見
市
を
流
れ
富
山

湾
に
注
ぐ
余よ

川か
わ

川
下
流
で
見
つ
か
っ
た
7
世

紀
前
半
の

川
跡
を
中

心
と
す
る

遺
跡
で
す
。

木き

杭ぐ
い

と
横

板
を
組
み

合
わ
せ
た

護
岸
遺
構
か
ら
は
、
構
築
部
材
に
用
い
ら
れ

た
馬
や
牛
に
引
か
せ
代し

ろ

掻か

き
を
さ
せ
る
農
耕

具
の
馬
鍬
、
田
舟
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
把と

っ

手て

付つ
き

刳く
り

物も
の

槽そ
う

な
ど
が
出
土
、
こ
れ
ら
も
展
示

し
ま
す
。
古
代
で
は
他
に
神
奈
川
県
茅ち

ヶが

崎さ
き

市
・
寒
川
町
の
下し

も

寺て
ら

尾お

官か
ん

衙が

遺
跡
群
、
福
島

県
南
相
馬
市
史
跡
横よ

こ

大だ
い

道ど
う

製せ
い

鉄て
つ

遺
跡
、
京
都

府
京
都
市
法ほ

っ

勝し
ょ
う

寺じ

跡
が
あ
り
ま
す
。
史
跡
横

大
道
製
鉄
遺
跡
は
、
福
島
県
の
太
平
洋
沿
岸

に
位
置
す
る
奈
良
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て

の
製
鉄
遺
跡
で
、
砂
鉄
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。

日
本
最
大
級
の
鉄
生
産
地
帯
で
、
約
60
ト
ン

の
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
次
頁

に
「
相
馬
の
古
代
製
鉄
遺
跡
」
と
い
う
一
文

を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

中
世
・
近
世
・
近
代

  

中
世
で
は
徳
島
県
徳
島
市
の
大
規
模
な
護

岸
施
設
が
確
認
さ
れ
た
川か

わ

西に
し

遺
跡
、
新
潟
県

糸い
と

魚い

川が
わ

市
の
北
条
一
門
名な

越ご
え

氏
に
関
連
す
る

遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
山や

ま

岸き
し

遺
跡
、
東
京
都
葛か

つ

飾し
か

区
葛か

西さ
い

城
跡
、
山
梨
県
韮に

ら

崎さ
き

市
隠お

岐き

殿ど
の

遺

跡
の
出
土
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

近
世
で
は
、
瀬
戸
内
か
ら
玄
界
灘
の
地

域
に
み
ら
れ
る
大お

お

坂さ
か

城じ
ょ
う

石い
し

垣が
き

石い
し

切き
り

丁ち
ょ
う

場ば

跡あ
と

、

近
代
で
は
史
跡
佐さ

渡ど

金き
ん

銀ぎ
ん

山さ
ん

遺
跡
を
紹
介
し

ま
す
。

特
別
名
勝

奈
良
県
奈
良
市　

平へ
い

城じ
ょ
う

宮き
ゅ
う

東と
う

院い
ん

庭て
い

園え
ん

　

奈
良
時
代
の
都
、
平へ

い

城じ
ょ
う

京き
ょ
う

の
北
辺
の
中
央

部
に
あ
る
平へ

い

城じ
ょ
う

宮き
ゅ
う

跡
に
は
東
方
向
に
張
り
出

し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
部
分
は
天て

ん

平ぴ
ょ
う

勝し
ょ
う

宝ほ
う

～
神じ

ん

護ご

景け
い

雲う
ん

年
間
（
749
～
770
年
）
に

は
東
院
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
42
年

（
１
９
６
７
）
に
庭
園
跡
が
発
見
さ
れ
、
発

掘
調
査
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
庭
園

遺
跡
は
「
平
城
宮
東
院
庭
園
」
と
呼
ば
れ
、

8
世
紀
の
庭
園
文
化
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

貴
重
な
遺
跡
で
す
。
曲き

ょ
く

水す
い

の
宴え

ん

に
用
い
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
舟ふ

な

形が
た

木
製
品
や
土
器
も
出

土
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
は
平
成
5
～
12
年
に

か
け
て
修
復
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

発
掘
成
果
と
「
平
城
宮
東
院
庭
園
」
の
2.7
ｍ

四
方
の
模
型
も
展
示
し
ま
す
。（
岡
本
）

力士形埴輪　四条古墳群

鳥形木製品　四条古墳群

東院庭園の出土遺物

復元された東院庭園

馬鍬　稲積川口遺跡
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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

福
島
県
の
太
平
洋
に
面
し
た
浜は

ま

通ど
お

り
地
方

は
、
さ
ら
に
相そ

う

馬ま

地
区
、
双ふ

た

葉ば

地
区
、
い
わ

き
地
区
の
３
地
区
に
細
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
３
地
区
の
う
ち
、
相
馬
地
区
（
現
在

の
相
馬
郡
新し

ん

地ち

町
・
相
馬
市
・
南
相
馬
市
）

か
ら
は
、
東
日
本
で
も
最
大
規
模
を
誇
る
古

代
製
鉄
遺
跡
群
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
稿
で
は
、
筆
者
が
調
査
し
ま
し
た
新
地

町
向む

か
い

田だ

Ｃ
・
Ｄ
遺
跡
と
南
相
馬
市
鹿
島
区

唐か
ら

神か
み

遺
跡
を
中
心
に
当
地
区
の
製
鉄
遺
跡
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

Ⅱ　

相
馬
の
主
要
製
鉄
遺
跡

　
ａ
向
田
Ｃ
・
Ｄ
遺
跡
（
第
１
図
参
照
）

　

向
田
遺
跡
群
（
Ａ
～
Ｆ
遺
跡
）
は
、

す
べ
て
製
鉄
遺
跡
で
す
。
１
９
８
６
年

に
発
掘
し
た
向
田
Ｃ
・
Ｄ
遺
跡
で
は
、

製
鉄
炉
１
基
（
１
号
製
鉄
炉
）、
木
炭

窯
13
基
、住
居
跡
５
棟
（
工
房
跡
含
む
）、

廃は
い

滓さ
い

場ば

な
ど
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
特

に
製
鉄
炉
（
１
号
炉
、９
世
紀
後
半
）
は
、

丸
み
を
持
っ
た
方
柱
状
の
半
地
下
式
竪た

て

型が
た

炉ろ

で
外
幅
1.48
ｍ
、
内
幅
0.62
ｍ
、
深
さ

が
1.12
ｍ
で
す
。
向
田
遺
跡
群
を
含
む
新

地
町
武ぶ

井い

地
区
に
は
、
洞ほ

ら

山や
ま

遺
跡
・
武
井
遺

跡
な
ど
の
製
鉄
遺
跡
が
密
集
し
て
い
ま
す
。

こ
の
、
向
田
Ｃ
・
Ｄ
遺
跡
か
ら
は
、
13
点
の

鋳
型
（
獣じ

ゅ
う

脚き
ゃ
く

・
錫し

ゃ
く

杖じ
ょ
う

・
火か

舎し
ゃ

胴ど
う

部ぶ

）
が
出
土

し
て
い
ま
す
。

　

ｂ
唐か

ら

神か
み

遺
跡
（
第
２
図
参
照
）

　

唐
神
遺
跡
は
、
唐
神
溜
池
底
か
ら
菅
原
文

也
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
踏と

う

査さ

の

結
果
、
４
基
の
製
鉄
炉
を
確
認
し
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
１
号
製
鉄
炉
が
竪
型
炉
、
２
号

製
鉄
炉
は
長
方
形
の
箱は

こ

型が
た

炉ろ（
９
世
紀
前
半
）

の
タ
イ
プ
の
も
の
で
す
。
付
近
か
ら
は
風ふ

う

字じ

硯け
ん

も
採
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅲ　

ま
と
め

　

こ
れ
ら
、
相
馬
地
区
の
古
代
製
鉄
遺
跡
群

に
は
、
住
居
風
の

工
房
跡
も
伴
っ
て

い
ま
す
。
向
田
遺

跡
群
で
は
、獣
脚
・

錫
杖
・
梵ぼ

ん

鐘し
ょ
う

の
鋳

型（
向
田
Ａ
遺
跡
）

が
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
当
地
区
で
は
、

古
代
陸
奥
国
北
半

の
開
拓
に
関
わ
る

鉄
製
農
具
用
の
鉄て

つ

鋌て
い

ば
か
り
で
な
く
、

官
営
的
性
格
の
強
い
仏
具
を
製
作
し
た
ア
ト

リ
エ
と
し
て
の
側
面
を
有
し
た
と
推
定
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
南
相
馬
市
の
国
指
定
史
跡
横よ

こ

大だ
い

道ど
う

製
鉄
遺
跡
を
含
め
た
相
馬
地
区
の
製
鉄
遺
跡

群
は
、
原
発
事
故
を
起
こ
し
た
東
京
電
力
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
よ
り
北
方
へ
30
㎞
か

ら
50
㎞
圏
内
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

参
考
文
献

菅
原
文
也
・
大
竹
憲
治
『
唐
神
遺
跡
調
査
報
告
』

　

鹿
島
町
教
育
委
員
会
（
１
９
８
０
年
）

大
竹
憲
治
・
菅
原
文
也
『
向
田
Ｃ
・
Ｄ
遺
跡　

向

　

田
経
塚
』
新
地
町
教
育
委
員
会
（
１
９
８
７
年
）

第2図　唐神遺跡2号製鉄炉（菅原･大竹 1980年）

第3図　向田Ａ遺跡出土の梵鐘鋳型

相
馬
の
古
代
製
鉄
遺
跡

い
わ
き
地
方
史
研
究
会
会
長　

福
島
県
考
古
学
会
理
事　

大
竹　

憲
治

第1図　向田Ｃ･Ｄ遺跡1号製鉄炉（大竹･菅原 1987年）
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文
化
庁
・
開
催
館
主
催
の
「
発
掘
さ
れ
た

日
本
列
島
」
は
、
各
地
の
会
場
で
開
催
地
域

の
発
掘
調
査
に
関
連
す
る
展
示（
地
域
展
示
）

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
高
知
県
内

の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
南
海
地
震
跡
な

ど
に
つ
い
て
紹
介
、
過
去
の
地
震
の
歴
史
を

知
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
記

憶
に
あ
た
ら
し
く
、
こ
れ
以
後
日
本
は
活
動

期
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
知
県

で
も
南
海
地
震
の
発
生
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
２
０
１
１
年
3
月
9

日
午
前
11
時
45
分
、
三
陸
海
岸
南
端
沖
合
で

地
震
（
Ｍ
7
・
2
）
が
発
生
、
そ
の
2
日
後

の
11
日
午
後
2
時
46
分
、
Ｍ
9
・
0
と
い
う

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
地
震
、
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
（
東
日
本
大
震
災
）
が
発
生
し

ま
し
た
。
震
度
6
～
7
と
い
う
揺
れ
が
２
分

以
上
も
続
き
、
巨
大
な
津
波
が
東
北
地
方
か

ら
関
東
の
太
平
洋
岸
を
襲
い
、
言
葉
で
は
あ

ら
わ
せ
な
い
ほ
ど
の
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
東
京
電
力
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
が
大
津
波
に
襲
わ
れ
る
と
い

う
歴
史
上
に
大
き
な
刻
印
を
残
す
事
故
が
発

生
、
多
く
の
住
民
の
方
が
避
難
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
地
震
に
よ

る
原
発
事
故
は
、
世
界
中
の
原
発
に
大
き
な

問
題
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
過
去
の
地
震
に
つ
い
て
は
、
文
書

や
金
石
文
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
遺
跡
の
発

掘
調
査
で
は
地
震
の
痕
跡
は
発
見
さ
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
発
掘
調
査
で
地
震

の
痕
跡
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

１
９
８
６
年
以
降
の
こ
と
な
の
で
す
。
滋

賀
県
高
島
市
北き

と

仰げ

西に
し

海か
い

道ど
う

遺
跡
で
現
産
業

技
術
研
究
所
招し
ょ
う

聘へ
い

研
究
員
の
寒さ

ん

川が
わ

旭あ
き
ら

氏
に

よ
り
は
じ
め
て
噴ふ

ん

砂さ

（
縄
文
時
代
後
期
）
が

確
認
さ
れ
、
そ
の
後
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
寒
川
氏
は
、
遺
跡
か
ら

検
出
さ
れ
て
い
た
地
震
の
痕
跡
に
注
目
し
、

１
９
８
７
年
「
地
震
考
古
学
」
を
提
唱
、
こ

れ
が
嚆こ

う

矢し

と
な
り
各
地
で
地
震
の
痕
跡
が
確

認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

  

西
日
本
の
太
平
洋
側
に
は
、
プ
レ
ー
ト
の

境
界
で
あ
る
南
海
ト
ラ
フ
が
あ
り
、
こ
こ
で

破
砕
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
巨
大
地
震
が
発

生
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

南
海
地
震
な
ど
の
記
録
は
江
戸
時
代
は
史

料
が
多
く
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
と

な
れ
ば
極
め
て
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

明
応
7
（
１
４
９
８
）
年
に
東
海
地
震
が

発
生
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

南
海
地
震
が
発
生
し
た
痕
跡
は
確
認
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
１
９
８
８

年
8
月
、
四
万
十
市
（
旧
中
村
市
）
の
ア
ゾ

ノ
遺
跡
を
発
掘
調
査
し
て
い
た
高
知
県
教
育

委
員
会
の
松
田
直な

お

則の
り

氏
は
、
そ
の
地
震
に
よ

る
砂
脈
を
発
見
、
寒
川
氏
に
連
絡
し
、
南
海

地
震
の
噴
砂
跡
と
確
認
さ
れ
た
の
で
す
。
砂

脈
は
配
石
遺
構
（
上
写
真
）
も
引
き
裂
い
て

い
ま
し
た
。
こ
の
配
石
遺
構
は
遺
物
よ
り
14

世
紀
後
半
か
ら
15
世
紀
前
半
に
想
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
噴
砂
は
15
世
紀
の
終
わ

り
頃
の
生
活
面
ま
で
及
ん
で
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
遺
跡
の
集
落
は
15
世
紀
後
半
に
は
終

焉
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
遺
跡
で
確
認
さ

れ
た
噴
砂
は
、
史
料
で
は
不
明
確
で
あ
っ
た

巨
大
地
震
、
南
海
地
震
の
存
在
を
明
ら
か
に

し
た
考
古
学
史
上
に
残
る
大
き
な
発
見
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
し
て
伴
う
土
器
の
編
年
に
も

重
要
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

今
後
の
発
掘
調
査
で
は
、
噴
砂
な
ど
の
地

震
の
痕
跡
を
意
識
し
た
調
査
が
望
ま
れ
ま
す
。

そ
の
成
果
は
地
震
や
津
波
か
ら
の
被
害
を
さ

け
る
手
助
け
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

参
考
文
献

高
知
県
教
育
委
員
会
『
後
川
・
中
筋
川
埋
蔵
文
化

　

財
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ　

風
指
遺
跡
・
ア
ゾ
ノ

　

遺
跡
』
１
９
８
９

寒
川
旭
「
遺
跡
が
語
る
巨
大
地
震
の
過
去
と
未
来
」

　
『Synthesiology

』
2
︱
2 

２
０
０
９

寒
川
旭
『
地
震
の
日
本
史
』
２
０
１
１　

噴砂と配石遺構　四万十市アゾノ遺跡

特
別
展  

「
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
２
０
１
１
」高
知
の
地
域
展
示
か
ら

　
 　

    

― 

土
佐
の
地
震
と
考
古
学 

―　

考
古
学
史
上
に
残
る
四
万
十
市
ア
ゾ
ノ
遺
跡
の
噴
砂
跡

２
０
１
２
年
１
月
２
日（
月
）～
２
月
14
日（
火
）

上の配石遺構を走る噴砂跡2本の実測図
（四万十市アゾノ遺跡）

岡
本　

桂
典
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

評
価
さ
れ
る
企
画
展
図
録

考
古

歴
史

民
俗

　

今
回
は
連
続
で
掲
載
し
て
い
ま
す
「
岡
豊
山
の
遺
跡
」
は
、

お
休
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
番
組
で
刑
事
が
事
件
の
捜
査
を
す
る
時
に
、「
現

場
１
０
０
回
」
と
い
う
言
葉
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
実
は
考
古
学
の
世
界
も
同
じ
で
す
。『
岡
豊
風
日
』

第
75
号
の
「
歴
民
ニ
ュ
ー
ス
」
で
「
収
蔵
資
料
の
調
査 

高

知
市
東
久
万
出
土
の
銭
貨
約
７
万
枚
の
再
調
査
と
整
理
」
と

題
し
て
一
文
を
書
い
た
と
こ
ろ
、
出
土
地
を
再
調
査
し
た
と

い
う
ご
連
絡
と
と
も
に
、
そ
の
報
告
文
を
頂
き
ま
し
た
。
念

の
た
め
当
遺
跡
の
所
在
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
高
知

県
教
育
委
員
会
の
平
成
４
年
３
月
の
『
高
知
県
遺
跡
地
図
︱

土
佐
・
吾
川
ブ
ロ
ッ
ク
︱
』
に
は
消
滅
し
た
遺
跡
の
た
め
か

記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
報
告
文
に
よ
る
と
平
成
５

年
５
月
に
秦
史
談
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
出
土
地
を
確
認
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
左
記
の
「
古
銭
碑
」
が
建
て
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
碑
は
、
昭

和
38
年
（
１
９
６
３
）
８
月
に
発
見
者
の
息
子
さ
ん
の
朝
日

寿
男
氏
に
よ
り
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
土
佐
の
考

古
学
史
の
一ひ
と

齣こ
ま

を
見
る
よ
う
で
し
た
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
新

た
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。　
　

 　
（
岡
本
）

　

当
館
は
年
に
３
、４
回
の
企
画
展
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
以
前
は
必
ず
刊
行
し
て
い
た
企
画
展
の
図
録
が
最

近
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
薄
っ
ぺ
ら
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
程

度
と
い
う
寂
し
い
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

図
録
は
、
担
当
学
芸
員
が
調
査
・
研
究
し
た
成
果
を
ふ
ん

だ
ん
に
盛
り
込
ん
だ
こ
だ
わ
り
の
本
で
あ
り
、
一
種
の
学
術

図
書
だ
と
個
人
的
に
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
の
関
わ
っ
た
図
録
で
最
も
思
い
出
深
い
の
は
、｢

絵
葉

書
の
な
か
の
土
佐｣

展
の
解
説
図
録
で
す
。
こ
れ
は
明
治
以

降
に
製
作
さ
れ
た
古
い
絵
葉
書
か
ら
、
移
ろ
い
ゆ
く
世
相
を

切
り
取
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
し
た
。
展
示
で
は
、

絵
葉
書
に
使
用
さ
れ
た
１
０
０
年
前
の
県
内
の
風
景
写
真
を

現
在
と
比
較
対
象
さ
せ
る
こ
と
を
柱
に
据
え
ま
し
た
。

　

こ
の
困
難
な
作
業
を
前
に
、
私
は
迷
う
こ
と
な
く
民
俗
分

野
の
２
人
の
学
芸
員
に
応
援
を
頼
み
ま
し
た
。
聞
き
取
り
調

査
や
こ
だ
わ
り
の
写
真
撮
影
な
ど
、
歴
史
系
の
私
な
ど
が
諦

め
て
し
ま
い
そ
う
な
仕
事
を
実
に
粘
り
強
く
や
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
こ
の
図
録
は
歴
史
と
民
俗
と
い
う
２
分
野
の
協
業
の

成
果
と
し
て
生
ま
れ
た
図
録
な
の
で
す
。 　

 　
　
（
野
本
）

　

こ
の
度
、
平
成
24
年
の
年
賀
切
手
に
高
知
県
の
「
土
佐
和

紙
雁が

ん

皮ぴ

張
り
子　

龍
」
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
年
賀
切
手
に
は

昭
和
29
年
（
午う

ま

年ど
し

）
の
福
島
県
の
三み

春は
る

駒ご
ま

か
ら
毎
年
の
よ
う

に
郷
土
玩
具
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

高
知
県
か
ら
は
平
成
３
年
に
羊
土
鈴
、
平
成
６
年
に
闘
犬

が
選
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
「
香こ

う

泉せ
ん

人
形
」
で
す
。

香
泉
人
形
は
、
山
本
香
泉
さ
ん
が
戦
後
作
り
は
じ
め
ま
し
た
。

　

当
館
で
は
、
山
﨑
茂
さ
ん
か
ら
昨
年
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た

郷
土
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
コ
ー
ナ
ー
展
「
干
支
の
玩
具 

辰
」
で
展
示
し
て
お
り
、
香
泉
人
形
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

道
成
寺
伝
説
に
材
を
と
っ
た
「
釣
り
鐘
土
鈴
」
を
は
じ
め
色

彩
や
か
で
造
形
が
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
ば
か
り
で
す
。

　

来
年
の
年
賀
切
手
の
龍
張
り
子
を
作
っ
て
い
る
草そ

う

流り
ゅ
う

舎し
ゃ

は
、

土
佐
民
芸
店
と
と
も
に
香
泉
人
形
の
復
元
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。
そ
の
ご
努
力
と
作
品
の
魅
力
が
今
回
の
選
定
に
つ

な
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
11
月
23
日
に
は
、
草
流
舎
の
田
村

多
美
さ
ん
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
ワ
ク
ワ
ク
ワ
ー
ク
「
龍
張

り
子
の
絵
付
」
を
行
な
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
体
験
講
座
は
、

郷
土
玩
具
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
良
い
機
会
で
す
。

　

今
後
も
展
示

や
体
験
講
座
で
、

郷
土
玩
具
の
魅

力
を
お
伝
え
し

て
ゆ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。　

　
　
　
（
中
村
）

遺
跡
現
場
１
０
０
回

郷
土
玩
具
を
伝
え
る

とぼけた表情がかわいい龍張り子。
草流舎作。当館受付で販売中。

東久万の古銭碑拓本
『秦史談』第55号より掲載

本
図
録
は
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
よ
り
、
企
画
展
図
録
に
対
し
て

は
異
例
の
特
別
賞
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
国
立
国
会
図
書

館
月
報
５
９
６
号
、 ｢

本
屋
に
な
い
本｣

コ
ー
ナ
ー
で
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
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11
月
６
日
に
開
催
さ
れ
た
カ
ル
チ
ャ
ー
ウ
ォ
ー
ク
は
、
国
府
の
貫
之
時
代
絵
巻
の
見
学
か
ら

始
ま
り
、
新
し
く
整
備
さ
れ
た
久
礼
田
城
跡
へ
登
り
ま
し

た
。

　

久
礼
田
地
区
は
史
跡
の
整
備
・
保
存
、
そ
し
て
活
用
す

る
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
地
区
の
方
々
が
山
道
の

草
を
刈
り
、歩
道
を
整
備
し
案
内
板
も
立
て
て
あ
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
久
礼
田
史
談
会
の
方
々
に
解
説
ガ
イ
ド
を
行
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
写
真
は
ガ
イ
ド
さ
ん
の
後
ろ
を
参

加
者
が
久
礼
田
城
跡
の
詰
に
登
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

カ
ル
チ
ャ
ー
ウ
ォ
ー
ク
は
四
季
折
々
に
、
県
内
各
地
の

史
跡
を
中
心
に
宅
間
館
長
の
ガ
イ
ド
解
説
で
巡
っ
て
い
ま

す
が
、
時
折
県
外
へ
も
足
を
伸
ば
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

開
催
前
に
は
当
館
Ｈ
Ｐ
等
で
お
知
ら
せ
を
し
て
い
ま
す

の
で
、ぜ
ひ
機
会
が
あ
れ
ば
ご
参
加
下
さ
い
。　
　
（
猪
野
）

　

今
年
９
月
か
ら
始
ま
っ
た
新
し
い
企
画
で
、
土
佐
の
戦
国

史
跡
を
訪
ね
て
各
地
に
埋
も
れ
て
い
る
歴
史
遺
産
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
よ
う
！
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
各
地
を
訪
ね
代
表
す
る
城
跡
を
巡
り
ま
す
。

　

こ
の
時
代
（
戦
国
時
代
）
の
城
跡
は
ほ
と
ん
ど
が
山
城

で
、
戦
い
に
備
え
て
険
し
い
場
所
に
あ
る
た
め
、
見
学
に

行
く
の
も
大
変
で
す
が
、
地
元
の
方
々
が
遊
歩
道
を
整
備

し
た
り
し
て
協
力
を
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

合
計
８
ヶ
所
を
巡
り
ま
す
が
、
既
に
全
行
程
が
満
席
と

な
る
ほ
ど
の
評
判
を
呼
ん
で
お
り
、
こ
の
た
め
に
現
在
は

来
年
度
４
月
以
後
の
ツ
ア
ー
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
立
中
で

す
。
今
回
参
加
出
来
な
か
っ
た
方
は
ぜ
ひ
お
申
し
込
み
下

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
猪
野
）

　
「
土
佐
を
撮
る　

田
辺
寿
男
の
民
俗
写
真
３
」
の
関
連
企
画
と
し
て
ピ
ン
ホ
ー
ル
カ
メ
ラ
づ
く

り
を
10
月
30
日
に
行
な
い
ま
し
た
。
武
吉
孝
夫
さ
ん
を
講
師
に
お
迎
え
し
、
作
り
方
や
構
造
を

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
武
吉
さ
ん
の
写
真
仲
間
の
小
林
勝
利
さ
ん
も
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
８
名
の
方
が
参
加
し
、
銅
板
に
穴
を
開
け
る
と
こ
ろ
な
ど
を
体
験
さ
れ
ま

し
た
。
カ
メ
ラ
が
出
来
る
と
、

早
速
撮
影
で
す
。
曇
り
だ
っ
た

の
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
ス
ピ
ー
ド

は
20
分
前
後
で
し
た
。
そ
の

後
、
暗
室
で
焼
き
付
け
ま
し
た

が
、
段
ボ
ー
ル
の
カ
メ
ラ
な
の

に
よ
く
写
っ
て
い
て
皆
さ
ん

驚
い
て
い
ま
し
た
。
カ
メ
ラ
の

原
点
に
ふ
れ
る
楽
し
い
一
日

で
し
た
。　
　
　
　
　
（
中
村
）

れきみんニュース
長
宗
我
部
元
親
と
土
佐
の
戦
国
史
跡
巡
り

  

　
　
　
―
一
條
家
と
土
佐
七
守
護
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て
―

ピ
ン
ホ
ー
ル
カ
メ
ラ
を
つ
く
ろ
う

コ
ー
ナ
ー
展
　
干
支
の
玩
具
　
辰
　
2011･

11
／
12 
～ 
12
／
18

ま
ほ
ろ
ば
カ
ル
チ
ャ
ー
ウ
オ
ー
ク 

（
国
府
・
久
礼
田
コ
ー
ス
）

津野町　姫野々城跡巡りの写真

ピンホールカメラで撮影
（イスにのっているのがピンホールカメラ）

ピンホールカメラで撮った写真

　

山
﨑
茂
さ
ん
に
昨
年
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
郷
土

玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
竜
の
玩
具
を
約

１
０
０
点
展
示
し
て
い
ま
す
。
宝
の
玉
を
握
っ
た

竜
や
弁
財
天
を
乗
せ
た
竜
、
船
に
彫
ら
れ
た
竜
な

ど
全
国
各
地
の
竜
の
玩
具
が
勢
揃
い
し
ま
し
た
。

　

張
り
子
の
首
を
振
る
竜
や
か
わ
い
い
音
が
す
る

土
鈴
、
車
付
き
の
木
地
玩
具
な
ど
、
素
材
を
活
か

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

産
地
や
作
り
手
に
よ
る
違
い
な
ど
も
、
ご
来
館
の

皆
さ
ん
に
お
楽
し
み
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

干
支
の
玩
具
展
は
、
山
﨑
さ
ん
が
高
知
市
民
図

書
館
で
毎
年
展
示
さ
れ
、
そ
の
後
、
草
流
舎
に
引

き
継
が
れ
ま
し
た
。
当
館
も
長
く
続
け
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
）

え

と
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◦予約不要（講師:担当学芸員）

◦電話・メールで申込（定員各140名）

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
77
号

平
成
23
年
12
月
１
日

編
集
・
発
行　

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

〒
783

－

0044　

南
国
市
岡
豊
町
八
幡
１
０
９
９

－

１

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
８
８(

８
６
２)

２
２
１
１

　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
８
８(

８
６
２)

２
１
１
０

開
館
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

休
館
日　

年
末
年
始
12
月
27
日
～
１
月
１
日　

　
　
　
　
　

臨
時
休
館
あ
り

観
覧
料　

通
常
期[

常
設
展]

大
人(

18
才
以
上)

　
　
　
　
　

450
円
・
団
体 (

20
人
以
上)

360
円

　
　
　
　
　
〔
企
画
展
〕常
設
展
示
込
500
円
・
団
体

　
　
　
　
　

(

20
人
以
上)

400
円

無　

料
：
高
校
生
以
下
、
高
知
県
及
び
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お知らせ
臨時休館等について
　３階総合展示室は特別展「発掘され
た日本列島2011」の展示と館内メン
テナンス及び常設展示復元作業のため
下記の期間、臨時休館･年末年始休館･
臨時閉室します。なお、臨時閉室の期
間は２階長宗我部展示室のみ見学でき
ます。また、１階企画展示室は、ケース修繕のため
今年度中は閉室としております。ご理解のほどよろ
しくお願いします。
◦臨時休館（展示替えと館内メンテナンスのため）
　2011年12月19日(月) ～ 12月26日(月）
◦年末年始休館
　2011年12月27日(火) ～ 2012年1月1日(日）
◦３階総合展示室臨時閉室（展示替えのため）
　2012年2月15日(水) ～ 2月21日(火）

発掘された日本列島2011

展示室トーク

講演会

ワクワクワーク

特別展

１月 ８ 日（日）13:00～14:00
２月11日（土）13:00～14:00

平成24年1月14日（土）14:00～16:00
講師：文化庁文化財部記念物課　文化財調査官　近江俊秀先生
演題「発掘された日本列島2011」
平成24年1月28日（土）13:00～15:00
講師：東京文化財研究所保存修復科学センター　副センター長　岡田健先生
演題「東日本大震災と文化財レスキュー」
平成24年2月4日（土）14:00～16:00
講師：国文学研究資料館　准教授　青木睦先生
演題「東日本大震災における被災文化財等の救助･復旧活動」

※上記の催しは全て観覧料が必要です

◦１月２日(月）10:00～12:00
　｢昔あそび｣（コマまわしやおはじき、
　あやとりなどをします｡）

◦１月９日(月･祝）10:00～12:00　※電話等で要予約
　｢鋳

い

型
がた

を使ってミニチュア龍馬像を作ろう｣
　定員30名　材料費1,000円
◦２月５日(日）10:00～12:00　※電話等で要予約
　｢琥

こ

珀
はく

で勾
まが

玉
たま

を作ろう｣　定員30名　材料費840円

平成24年 １月～３月の催し

郷土玩具のおひなさまや
大正時代の華麗な内裏
雛、昭和の段飾りなどを
展示します。

津
つ

屋
や

崎
ざき

人形（福岡県）

新年のご案内
平成24年１月２日（月）より開館します。
新年もイベントを
ご用意しております。
皆様のご来館を
お待ちしています。

　全国的に注目された発掘品の
数々、本年度は東京都江戸東京博
物館を皮切りに、新潟市歴史博物
館、静岡市立登呂博物館、九州歴
史資料館と巡回、最後に高知に
やってきます。高知には、お正月
に巡回してきます。全国から新発
見の出土品が岡豊山に集結します。
　地域展「土佐の地震と考古学」
も同時開催します。お正月は、特
別展「発掘された日本列島2011」
に初詣をしてみてはいかがでしょ
うか。 　　　　　観覧料500円

コーナー展

2012年１月２日(月)～２月14日(火）

 文化庁編

『発掘された
日本列島2011
新発見考古速報』
図録
（B5版　カラー72頁 
　朝日新聞出版）　 
　1,700円　販売中　
　当館受付で販売して
　います。

図録のご案内

おひなさま
2012年 2月22日(水)～3月25日(日)


