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第 1章　縄文集落がみつかった

第
１
章　

縄
文
集
落
が
み
つ
か
っ
た

１　

梅
之
木
遺
跡
の
発
見

さ
わ
や
か
な
風
が
吹
く
丘

　
茅か

や

ヶが

岳た
け

西
麓
は
気
持
ち
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
。
標
高
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
丘
陵
地
か
ら
は
西
に
南
ア
ル
プ

ス
が
広
が
り
（
図
1
上
）、
北
に
は
八
ヶ
岳
、
南
に
は
富
士
山
を
望
む
。
東
を
ふ
り
む
く
と
金か

な

ヶが

岳た
け

と
茅
ヶ
岳

が
そ
び
え
る
。

　
こ
こ
は
山
梨
県
北
西
部
の
北ほ

く

杜と

市
明あ

け

野の

町
。
な
だ
ら
か
な
山
麓
斜
面
に
は
畑
地
が
つ
づ
く
（
図
1
下
）。
集

落
は
控
え
め
に
点
在
し
現
在
の
人
口
は
四
八
〇
〇
人
ほ
ど
。
一
〇
月
に
な
る
と
農
家
の
人
た
ち
が
特
産
の
浅
尾

ダ
イ
コ
ン
を
忙
し
く
収
穫
し
、
さ
わ
や
か
な
秋
風
が
労
を
ね
ぎ
ら
う
。
地
形
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
開
か
れ
た
畑

地
は
江
戸
時
代
に
開
墾
さ
れ
村
人
た
ち
が
営
々
と
耕
作
し
て
き
た
。
し
か
し
農
業
の
機
械
化
、
経
営
の
規
模
拡

大
に
対
応
で
き
な
く
な
り
、
一
九
九
〇
年
代
を
む
か
え
る
こ
ろ
大
規
模
な
土
地
改
良
事
業
が
計
画
さ
れ
た
。

図1 ●梅之木遺跡の景観
上：茅ヶ岳山麓、梅之木遺跡から西方の眺望。南アルプスが目の前に広がる。
下：休火山金ヶ岳と茅ヶ岳の西麓、標高800 mに梅之木遺跡がある。
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こ
ん
な
光
景
は
み
た
こ
と
な
い

　
二
〇
〇
三
年
初
夏
、
以
前
か
ら
土
器
片
な
ど
が

み
つ
か
っ
て
い
て
「
梅う

め

之の

木き

遺
跡
」
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
場
所
に
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
迫
っ

て
き
た
。
す
で
に
二
〇
〇
一
年
冬
か
ら
梅
之
木
遺

跡
の
一
角
で
発
掘
調
査
が
は
じ
ま
り
、
平
安
時
代

の
集
落
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
三
年
も

つ
づ
い
て
平
安
時
代
集
落
を
発
掘
調
査
す
る
つ
も

り
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
発
掘
を
は
じ
め
て
み
る
と
、
平
安

時
代
の
竪
穴
住
居
は
わ
ず
か
だ
け
。
か
わ
り
に

円
形
の
落
ち
込
み
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
み
つ
か
っ
た

（
図
3
）。
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
の
平
面
形
は
方

形
。
円
形
の
竪
穴
住
居
と
な
る
と
縄
文
時
代
の
遺

構
で
あ
る
。
縄
文
時
代
中
期
の
土
器
も
た
く
さ
ん

出
土
し
て
い
た
。
注
意
し
て
掘
り
す
す
め
る
と
遺

構
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
（
図
4
）。
住
居
跡
が

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ド
ー
ナ
ツ
状
に
な
ら
ん

図2 ●梅之木遺跡周辺地図
梅之木遺跡は茅ヶ岳の西麓、標高800 mにある。霧ヶ峰の黒曜石原産地まで
直線距離で約50 km、三峰川の石斧製作遺跡まで約35 kmである。

図3 ●つぎつぎにみつかる竪穴住居跡
白い丸が直径5 m前後の竪穴住居跡。小さな丸は土坑。遺跡の左側、林の
なかを湯沢川が流れる。中央広場には縄文時代の遺構がない。
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２　

保
存
か
開
発
か

優
良
農
地
で
み
つ
か
っ
た
環
状
集
落

　
農
業
は
明
野
村
の
基
幹
産
業
で
あ
る
。
高
度
成
長
期
以
降
、
専
業

農
家
が
減
り
つ
つ
あ
っ
た
が
農
業
は
依
然
と
し
て
重
要
な
地
域
産
業

で
あ
り
、
農
家
は
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
農
地
を
荒
廃
さ
せ
ず
に
子

孫
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
土
地
改
良
事
業
は
、
江
戸
時

代
以
来
の
不
整
形
な
農
地
と
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
権
利
関
係
を
清
算

し
て
広
く
か
た
ち
が
整
っ
た
農
地
に
改
良
し
、
か
つ
灌
漑
設
備
を
整

備
す
る
事
業
で
あ
る
。

　
火
山
性
丘
陵
地
に
立
地
す
る
明
野
村
は
水
利
の
便
が
悪
い
。
安
定

し
た
水
利
を
と
も
な
う
畑
地
の
造
成
は
、
江
戸
時
代
か
ら
水
利
の
便

の
悪
さ
に
苦
し
ん
で
き
た
農
家
の
悲
願
で
も
あ
っ
た
。
梅
之
木
遺
跡

が
発
見
さ
れ
た
畑
地
は
、
最
上
級
の
浅
尾
ダ
イ
コ
ン
が
育
つ
、
山
麓

き
っ
て
の
優
良
農
地
で
あ
る
と
い
う
（
図
5
）。
地
元
農
家
は
、
畑

一
筆
ご
と
に
ダ
イ
コ
ン
の
品
質
が
異
な
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。

よ
り
に
よ
っ
て
最
優
良
農
地
で
環
状
集
落
が
み
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た

の
だ
。

で
い
る
。
こ
れ
は
縄
文
時
代
中
期
の
環
状
集
落
だ
。
縄
文
時
代
の
集

落
跡
が
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
さ
れ
、
眼
前
に
広
が
っ
て
い
る
。
縄

文
遺
跡
の
発
掘
に
は
慣
れ
て
い
る
が
、
こ
ん
な
光
景
は
み
た
こ
と
が

な
い
。

発
掘
す
べ
き
か
？

　
発
見
さ
れ
た
縄
文
時
代
の
住
居
跡
は
一
〇
〇
軒
を
優
に
超
え
る
。

遺
構
確
認
面
は
長
年
の
耕
作
で
乱
れ
、
住
居
跡
が
重
な
り
あ
っ
て
い

る
か
ら
調
査
は
む
ず
か
し
そ
う
だ
。
平
安
時
代
集
落
の
残
り
を
発
掘

す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
調
査
期
間
も
予
算
も
ま
っ
た
く
不
足

し
て
い
る
。
旧
明
野
村
の
大お

お

柴し
ば

邦く
に

昭あ
き

村
長
（
当
時
）
は
郷
土
の
歴
史

と
文
化
を
大
切
に
す
る
人
で
、
地
域
の
誇
り
に
な
る
よ
う
な
史
跡
が

ほ
し
い
と
よ
く
話
し
て
い
た
。
二
〇
〇
三
年
、
大
柴
村
長
は
す
で
に

退
任
し
篠し

の

原は
ら

真ま

清す
が

村
長
が
就
任
し
て
い
た
。

　
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
環
状
集
落
は
、
明
野
村
は
お
ろ

か
山
梨
県
内
で
も
二
度
と
発
見
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
貴
重
な
遺
構
で
あ
る
。
土
地
改
良
事
業
を
推
進
す
る

た
め
に
発
掘
調
査
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
遺
跡
を
現
状
保
存
す
べ
き
か
。
文
化
財
担
当
者
ひ
と
り
で
決
め
ら
れ

る
こ
と
で
は
な
い
。

図4 ●住居の重複
縄文時代の住居跡は激しく重複している。

図5 ●ダイコン畑の風景
特産浅尾ダイコンを栽培する畑が広がる。夏から秋にかけての山麓
の風景である。写真後方の山は金ヶ岳（左）と茅ヶ岳（右）。
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突
如
、
出
現
し
た
縄
文
時
代
の
環
状
集
落
跡
。
梅
之
木
遺
跡
の
発
見
は
地
元
紙
記
者
の
目
に
た
だ
ち
に
と
ま
っ

た
。
記
者
の
関
心
は
遺
跡
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
遺
跡
の
発
見
が
処
分
場
建
設
に
ど
う
影
響
す
る
か

に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
遺
跡
発
見
の
報
道
を
受
け
て
、
山
梨
県
考
古
学
協
会
が
い
ち
早
く
保
存
運
動
に
動
い
た
。
長
野
県
と
競
い
あ

う
よ
う
に
縄
文
王
国
を
自
称
す
る
山
梨
県
だ
が
、
典
型
的
な
縄
文
集
落
遺
跡
は
保
存
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
同

じ
く
北
杜
市
に
あ
る
金き

ん

生せ
い

遺
跡
が
す
で
に
史
跡
指
定
さ
れ
て
い
た
が
、
縄
文
時
代
晩
期
の
特
殊
な
性
格
を
帯
び

た
遺
跡
で
、
保
存
さ
れ
た
面
積
は
限
定
的
だ
っ
た
。
土
偶
一
一
一
六
体
が
出
土
し
た
釈し

ゃ

迦か

堂ど
う

遺
跡
は
甲
府
盆
地

東
部
の
代
表
的
な
中
期
集
落
跡
で
、
発
見
当
時
、
熱
烈
な
保
存
運
動
が
展
開
さ
れ
た
が
、
中
央
自
動
車
道
建
設

と
い
う
国
策
的
事
業
の
前
に
保
存
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
い
き
さ
つ
が
あ
っ
て
、
縄
文
時
代
中
期
の
典
型
的
な
集
落
跡
を
保
存
す
る
こ
と
は
山
梨
県
考
古
学

関
係
者
の
悲
願
と
い
え
、
梅
之
木
遺
跡
は
、
悲
願
達
成
の
最
後
の
機
会
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
地
元
で
は
郷
土
研

究
会
が
中
心
と
な
っ
て
遺
跡
を
保
存
す
る
た
め
の
署
名
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
署
名
運
動
は
廃
棄
物
最
終
処
分

場
の
反
対
運
動
と
も
絡
み
合
い
な
が
ら
、
し
か
し
静
穏
に
進
め
ら
れ
、
人
口
わ
ず
か
四
八
〇
〇
人
の
小
さ
な
明

野
村
で
三
七
六
〇
人
分
の
署
名
が
集
ま
っ
た
。

平
成
の
大
合
併

　
梅
之
木
遺
跡
を
め
ぐ
る
情
勢
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
た
の
が
、
平
成
の
大
合
併
で
あ
る
。
明
野
村
を
含
む
旧
北き

た

巨こ

摩ま

郡
九
町
村
で
一
九
九
八
年
ご
ろ
か
ら
合
併
が
話
題
に
の
ぼ
り
は
じ
め
、
二
〇
〇
三
年
に
は
明
野
村
を
は
じ

産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場

　
過
疎
高
齢
化
に
悩
む
明
野
村
は
、
農
業
の
将
来
に

限
界
も
感
じ
て
い
た
。
南
ア
ル
プ
ス
を
臨
む
風
光
明

媚
な
景
観
に
地
域
振
興
の
活
路
を
み
い
だ
そ
う
と
、

県
営
花
き
栽
培
試
験
場
、
通
称
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー

の
誘
致
、
温
泉
保
養
施
設
の
建
設
を
進
め
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
観
光
施
設
と
引
き
換
え
な
の
か
、

明
野
村
は
公
共
関
与
の
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の

受
け
入
れ
を
求
め
ら
れ
た
。

　
産
業
廃
棄
物
の
自
県
内
処
理
は
山
梨
県
の
重
要
課

題
。
建
設
候
補
地
は
梅
之
木
遺
跡
の
北
を
流
れ
る
湯ゆ

沢ざ
わ

川
の
谷
と
決
め
ら
れ
る
と
、
村
民
を
二
分
す
る
激

し
い
議
論
が
わ
き
あ
が
っ
た
。
梅
之
木
遺
跡
は
不
穏

な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
処
分
場
候
補
地
の
す
ぐ
隣
で

発
見
さ
れ
た
の
だ
っ
た
（
図
6
）。

悲
願
の
中
期
遺
跡
保
存

　
優
良
農
地
と
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
、
そ
し
て

図6 ●梅之木遺跡と処分場
写真中央上方から斜め左に流れる湯沢川の対岸（写真上方）には
古墳時代と平安時代の集落跡が発見されたが、記録保存の発掘調
査を実施した後、産業廃棄物最終処分場が建設された。

処分場
処分場

湯沢川
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め
七
町
村
が
合
併
協
議
会
を
発
足
さ
せ
た
。
合
併
後
の
市
役
所
庁
舎
の
位
置
、
首
長
選
挙
、
市
議
会
議
員
選
挙
、

町
村
間
の
主
導
権
争
い
と
駆
け
引
き
。
行
政
関
係
者
、
住
民
の
思
惑
が
交
錯
し
た
。

国
史
跡
に
値
す
る
か

　
梅
之
木
遺
跡
の
保
存
に
慎
重
な
意
見
も
あ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
一
一
月
、
梅
之
木
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
ば
か

り
の
段
階
で
は
、
梅
之
木
遺
跡
は
環
状
集
落
で
あ
る
、
と
い
う
情
報
し
か
な
か
っ
た
。
中
部
地
方
か
ら
関
東
地

方
の
縄
文
時
代
中
期
に
あ
っ
て
環
状
集
落
は
一
般
的
な
集
落
形
態
で
あ
る
。
山
梨
県
で
も
釈
迦
堂
遺
跡
、
桂か

つ
ら
の野

遺
跡
、
酒さ

け

呑の
み

場ば

遺
跡
、
原
町
農
業
高
校
前
遺
跡
、
甲か

ぶ
つ
っ
ぱ
ら

ッ
原
遺
跡
、
寺て

ら

所ど
こ

第
２
遺
跡
、
平
林
遺
跡
、
諏
訪
原
遺
跡

な
ど
の
環
状
集
落
が
調
査
さ
れ
て
い
た
（
図
35
参
照
）。

　
遺
跡
保
存
に
は
土
地
の
購
入
費
、
史
跡
整
備
費
な
ど
多
額
の
経
費
が
か
か
る
。
広
い
遺
跡
を
保
存
す
る
た
め

に
は
国
史
跡
の
指
定
を
受
け
、
国
補
助
金
に
頼
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
青
森
県
の
三
内
丸
山
遺
跡
が
縄
文
時

代
遺
跡
の
代
表
と
み
な
さ
れ
て
い
た
当
時
、
環
状
集
落
と
い
う
だ
け
で
国
史
跡
に
な
る
の
か
と
疑
念
を
抱
く
の

は
、
国
史
跡
の
「
相
場
感
」
に
照
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
土
地
改
良
事
業
、
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
、

町
村
合
併
の
重
要
施
策
に
照
ら
し
て
、
梅
之
木
遺
跡
は
保
存
に
値
す
る
の
か
。
文
化
財
と
し
て
の
価
値
の
証
明

が
強
く
求
め
ら
れ
た
。
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