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三内丸山遣跡（育森県）の発掘風景

現在、日本全国で約九干件の遺跡が発掘されている。古代

史上の大きな発見のあっだ佐賀県吉野ヶ里遺跡や青森県三

内丸山還跡なとの大々的な報道の影響もあって、発掘風景

は一般人にとってもけっこう馴染みのあるものとなつだの

ではないだろうか。こうしだ背景から文化庁では令年度頂斤

発見考古速報展」をスタートする。そこで、その事業内容

と考古学の最新情報などについて担当調査官に話を聞いだ。
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Qハ

卑弥師の鏡？ （京都府大田南5号讃）

「
新
発
見
考
古
速
報
展
L

の
概
要

喜
業
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
。

遺
跡
と
は
、
つ
ま
り
「
昔
の
人
々
が
暮

ら
し
て
い
た
跡
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど

珍
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、

各
市
町
村
で
遺
跡
台
帳
を
作
成
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
台
帳
に
載
っ
て
い
る
遺
跡
の

数
は
全
国
で
約
三
七
万
箇
所
。
発
掘
調
査

を
し
て
い
る
の
は
年
間
約
九
千
箇
所
で
す
。

そ
の
中
で
も
縄
文
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
が
ら

さ
ん
な
い
ま
る
や
ま

り
と
変
え
た
三
内
丸
山
遺
跡
（
青
森
県
）

や
卑
弥
呼
の
鏡
か
？
・
と
話
題
に
な
っ
た
大

田
南
5
号
墳
（
京
都
府
）
な
ど
は
全
国
紙

の
一
面
の
扱
い
で
、
テ
レ
ビ
で
も
大
々
的

に
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
影

響
も
あ
っ
て
発
掘
調
査
の
成
果
と
い
う
も

の
に
、
皆
さ
ん
た
い
へ
ん
興
味
を
持
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

調
査
が
終
了
す
る
と
、
大
勢
の
人
に
見

て
も
ら
う
た
め
遺
跡
説
明
会
を
現
地
で
開

催
し
ま
す
が
、
三
内
丸
山
の
場
合
に
は
毎

日
何
千
人
と
い
う
人
が
防
れ
ま
し
た
。
た

だ
実
際
に
は
、
出
土
品
を
目
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
人
は
ほ
と
ん
ど
地
元
の
人
に
限

ら
れ
て
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
注
目
さ
れ
て

い
る
の
に
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
し
か
見
ら

ー
，
発
掘
の
手
順
を
教
え
て
い
だ
だ
け
ま

・
可
力
。
ま
だ
、
三
七
万
箇
所
の
う
ち
、

ど
う
い
う
き
っ
力
け
で
嬰
査
が
行
わ

れ
る
の
で
芍
力
。
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発
掘
現
揚
で
は

れ
な
い
の
で
は

r

、
あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い

な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
発
想
か
ら
、
注

目
さ
れ
た
遺
物
を
中
心
に
展
示
を
構
成
し

て
全
国
を
巡
回
し
、
た
く
さ
ん
の
人
に
見

て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。

ー
ー
三
七
万
菌
所
の
遺
跡
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ガ
、
な
ぜ
発
掘
し
て
み
る

前
力
ら
「
こ
こ
に
は
遺
跡
ガ
あ
る
」

と
わ
力
る
の
で
1
9
カ。

古
墳
の
よ
う
に
地
形
に
現
れ
て
い
る
も

の
や
~
貝
塚
で
地
表
に
遺
物
が
出
土
し
て

い
る
も
の
は
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

畑
な
ど
を
歩
い
て
土
器
や
石
器
と
い
っ
た

遺
物
の
広
が
り
を
見
て
、
遺
跡
が
あ
る
場

所
を
確
認
す
る
わ
け
で
す
。

日
本
列
島
は
山
地
も
含
め
て
三
七
万
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
か
ら
、
実
に
一
キ

ロ
四
方
の
中
に
―
つ
は
遺
跡
が
あ
る
と
い

う
計
算
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
平
野
部
に

集
中
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん

ど
遺
跡
だ
ら
け
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。

1995. 5 



三内丸山遺跡力ら出土しだ糸魚川産のヒスイ

定
で
き
ま
す
。

ー
ー
逆
に
考
え
れ
ば
、
遺
物
ガ
文
献
の
裏

付
け
に
な
る
場
合
も
あ
る
と
。

今
回
の
展
示
品
の
中
で
そ
の
象
徴
的
な

例
が
あ
り
ま
す
。

は
ち
ま
ん
ば
ゃ
し

9
叫
口
調
い
霜

（
表
）
淳
足
柵
を
つ
く
っ
た
と
い
う
記
事
が
で
て

く
る
の
で
す
が
、
一
部
で
は
実
在
が
疑
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
発
掘
調
査
の

結
果
、
実
際
に
文
字
に
書
か
れ
て
出
て
き

た
。
し
か
も
「
養
老
（
西
暦
七
二

0
頃）」

と
い
う
文
字
も
一
緒
に
記
さ
れ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
七
、
八

0
年
ぐ
ら
い
の
間
、
実
際

に
存
続
し
た
城
だ
と
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
も
実
際
に
掘
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ

か
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
、
文
献
で
は
っ
き

り
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
発
掘
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
出
て
き
た
と
き

は
ど
れ
ほ
ど
感
動
し
た
か
言
葉
で
は
言
い

表
せ
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
八
幡
林
遺
跡
か

ら
五

0
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
「
ぬ

っ
た
り
」
と
い
う
地
名
の
町
が
あ
る
の
で
．

す
が
、
そ
こ
で
は
お
祭
り
の
よ
う
な
騒
ぎ

9 文化庁月報 1995.5 

（

裏

）

幻の城「沼垂城」の存在
を立証しだ木暦（新潟県
八幡林遺跡）

こ
の
遺
跡
も
国
道
の
バ
イ
パ
ス
建
設
に

伴
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
重

要
性
が
認
め
ら
れ
て
保
存
措
置
が
と
ら
れ
、

国
の
史
跡
に
な
り
ま
し
た
。

古
代
人
の
生
活
が
見
え
て
き
だ

4
ー
他
に
発
掘
に
携
わ
っ
て

r
あ
も
し
ろ

い
な
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
。

や
は
り
古
代
人
た
ち
の
交
流
の
跡
、
物

の
流
れ
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
お
も
し

ろ
い
で
す
ね
。
例
え
ば
、
宮
城
県
の
鳴
瀬

町
里
浜
貝
塚
で
出
土
し
た
土
器
と
同
時
代

で
同
じ
作
り
方
の
も
の
を
探
し
て
い
く
と
、

少
し
北
の
石
巻
市
の
沼
津
貝
塚
と
同
じ
だ

と
わ
か
り
ま
す
。
話
と
か
釣
り
針
の
作
り

方
も
同
じ
で
、
二
つ
の
貝
塚
の
関
係
が
も

の
す
ご
く
強
い
ら
し
い
。
実
際
に
今
で
も

地
元
の
人
に
聞
い
て
み
る
と
、
お
嫁
に
行

っ
た
り
来
た
り
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る

と
い
う
。
そ
う
す
る
と
こ
の
二
つ
の
土
地

で
は
、
古
代
か
ら
ず
っ
と
婚
姻
圏
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
ま
す
。や

じ
り

そ
う
い
う
交
流
は
狩
り
に
使
う
鏃
の
材

料
の
石
を
山
間
の
村
か
ら
調
達
し
て
く
る

と
い
う
よ
う
な
物
資
の
交
流
が
文
化
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
て
い
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

現
代
の
よ
う
に
電
話
や
テ
レ
ビ
な
ど
の

便
利
な
通
信
手
段
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

情
報
の
伝
達
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
だ

ろ
う
と
考
え
る
の
は
現
代
人
の
思
い
込
み

で
す
。
非
常
に
活
発
に
交
流
し
て
い
た
形

跡
は
全
国
の
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。

|
|
交
流
の
わ
力
り
や
す
い
例
は
。
（

今
回
の
速
報
展
の
リ
ス
ト
の
中
に
、
北

海
道
の
入
江
貝
塚
で
出
土
し
た
二
千
キ
ロ

も
離
れ
た
南
の
島
で
と
れ
た
貝
製
品
が
は

い
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
も
の
で
は
、
新
潟
県
の
糸
魚
川
周
辺

ひ
す
い

で
し
か
採
れ
な
い
翡
翠
が
青
森
県
や
北
九

州
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
例
で
す
ね
。

物
の
動
き
は
日
本
の
中
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
に
、
大
陸
か
ら
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
わ

今
回
展
示
す
る
常
呂
川
河
口
遺
跡
か
ら
は

こ
は
く

ロ
シ
ア
産
の
琥
珀
が
出
土
し
ま
し
た
。
伊

豆
七
島
に
も
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
あ
り
ま

す
。
古
代
か
ら
丸
木
船
で
遠
洋
漁
業
に
ち

か
い
よ
う
な
こ
と
も
や
っ
て
い
た
ら
し
い

証
拠
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
現
代
人
の

よ
う
に
定
住
生
活
を
し
て
い
る
と
想
像
も

つ
か
な
い
け
れ
ど
、
定
住
が
進
め
ば
そ
の

あ
い
だ
を
結
び
付
け
る
役
目
の
人
が
出
て

き
た
り
し
て
、
非
常
に
発
達
し
た
伝
達
シ

（芍葬儀の様子をあらわす埴輔
（群馬県世良田諏訪下遺跡）

困上高森「原人」がのこしだ約
50万年前の石器（宮城県上高
森遺跡）

発
掘
調
査
の
動
機
は
、
遺
跡
の
内
容
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
将
来
の
史
跡

指
定
に
向
け
て
範
囲
を
定
め
よ
う
と
す
る

も
の
、
遺
跡
を
史
跡
公
園
と
し
て
整
備
す

る
た
め
の
資
料
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
な

ど
様
々
で
す
が
、
今
日
最
も
多
い
の
は
開

発
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
る
遺
跡
を
あ
ら
か
じ

め
調
査
し
、
記
録
を
残
し
て
お
く
と
い
う

も
の
で
す
。

遺
跡
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
歩
い
て
み

れ
ば
あ
る
程
度
の
見
当
は
つ
け
ら
れ
ま
す

が
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
ま
ず

細
長
い
溝
や
四
角
い
小
発
掘
区
を
設
定
し

て
試
し
掘
り
を
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

そ
の
遺
跡
の
深
さ
が
ど
の
く
ら
い
か
、
時

代
は
い
つ
の
も
の
か
、
ど
う
い
う
性
格
の

も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
ま

す
。
そ
れ
か
ら
開
発
に
伴
っ
て
ど
の
部
分

が
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
調
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
範
囲
を
確
定
し
て
本

調
査
に
は
い
り
ま
す
。
地
層
は
下
か
ら

順
々
に
積
も
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
新
し
い

も
の
か
ら
一
枚

l

枚
て
い
ね
い
に
剥
い
で

い
く
よ
う
に
掘
り
進
め
て
い
く
わ
け
で
す
。

何
千
年
も
残
っ
て
い
る
遺
跡
を
将
来
に

伝
え
て
い
く
こ
と
は
と
て
も
重
要
な
こ
と

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
開
発
計
画
が
明
か

に
な
っ
て
き
た
段
階
で
、
で
き
る
だ
け
遺

跡
を
残
す
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
調
整
を
し
ま

す
が
、
ど
う
し
て
も
壊
れ
て
し
ま
う
場
合

は
、
発
掘
を
行
い
、
遺
跡
の
代
わ
り
に
デ

ー
タ
を
後
世
に
残
し
て
い
く
方
法
を
と
ら

ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

ケ
ー
ス
は
九
千
件
の
調
査
の
う
ち
実
に
九

七
％
に
及
ん
で
い
ま
す
。
調
査
が
済
む
と
、

写
真
や
図
面
な
ど
の
記
録
と
遺
物
を
、
壊

れ
る
遺
跡
の
代
わ
り
に
保
存
し
ま
す
。
た

だ
遺
跡
は
平
均
し
て
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

の
広
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
部
分

が
開
発
計
画
地
と
重
な
る
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
、
遺
跡
全
体
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
例

は
約
七
％
で
す
。

ー
そ
も
そ
も
と
う
い
う
根
拠
で
何
年
＜

ら
い
前
の
遺
跡
だ
と
推
定
す
る
の
で

す
力
。

基
本
的
に
は
出
土
し
た
土
器
な
ど
の
遺

物
が
語
っ
て
く
れ
る
情
報
を
つ
ぶ
さ
に
調

査
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
の
積
み
重
ね
の
結
果
、

こ
う
い
う
文
様
、
形
の
土
器
は
い
つ
頃
の

も
の
か
と
い
う
編
年
表
が
全
国
レ
ベ
ル
で

出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
当
．

て
は
め
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

今
、
日
本
で
い
ち
ば
ん
古
い
遺
跡
は
五

0
万
年
前
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

正
確
に
は
五
一
万
年
な
の
か
四
九
万
年
な

の
か
、
簡
単
に
一
万
年
と
い
っ
て
も
実
際

の
年
月
に
す
れ
ば
た
い
へ
ん
な
時
間
な
わ

け
で
す
。
そ
う
い
う
絶
対
年
代
を
確
認
し

た
い
と
き
に
使
わ
れ
る
の
が
、
炭
素
1
4
測

定
法
や
フ
ィ
シ
ョ
ン
ト
ラ
ッ
ク
法
、
熱
ル

ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
法
な
ど
の
理
化
学
的
な
方

法
で
す
。

炭
化
し
た
木
に
は
含
有
量
が
ず
っ
と
不

変
の
炭
素
1
6
と
徐
々
に
減
っ
て
い
く
炭
素

1
4
と
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
二
種
の

炭
素
の
差
を
測
定
し
判
定
す
る
の
が
炭
素

1
4
測
定
法
で
す
。
「
一
定
量
減
っ
て
い
く
」

と
い
う
法
則
を
利
用
し
た
わ
け
で
す
。
反

対
に
石
英
に
蓄
積
さ
れ
る
放
射
線
の
よ
う

に
「
一
定
量
増
え
て
い
く
」
法
則
を
利
用

し
た
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
法
も
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
、
発
掘
し
た
柱
な
ど
の
木
の

年
輪
の
様
子
を
よ
く
観
察
し
、
年
輪
の
幅

の
変
化
の
カ
ー
ブ
の
編
年
表
に
当
て
は
め

て
、
い
つ
伐
り
出
さ
れ
た
も
の
か
判
定
す

る
年
輪
年
代
測
定
法
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
か
ん

そ
れ
か
ら
木
簡
な
ど
に
文
字
が
記
さ
れ

た
も
の
が
出
土
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
「
養
老
何
年
」
と
書
か
れ
て
い
れ

D

ば
、
一
緒
に
出
土
し
た
遺
物
の
年
代
も
推
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慶
長
の
大
地
震
で
崩
れ
た
西
求
女
塚
古
墳
（
兵
庫
県
神
戸
市
）
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開催地と日程

開催地 開催舘 日 程

東京都 東京国立博物館 '95 6/20~7/23 
新潟県 上越市立総合博物舘 7/29~8/20 
山形県 山形県立博物館 8/26~9/17 
青森票 八戸市博物舘 9/23~10/15 
福岡票 福岡市博物館 10/22~11/12 
沖縄県 浦添市美術館 11/30~12/24 
兵庫票 姫路市立美術館 '961/ 9~1/28 

粘土の中にのこった rわらじ」
（東京都多摩ニュータウンNo.949遺跡）

ス
テ
ム
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
核
腰
の
見
と
こ
ろ

、
よ
際
に
展
示
を
み
る
と
き
に

r
弥
生

0
0式
土
器
」
な
ど
と
書
い
て
あ
る

と
ど
う
し
て
も
拒
否
反
応
が
出
て
し

ま
う
の
で
す
ガ
、
今
回
は
何
ガ
展
示

の
工
夫
は
。

今
回
は
そ
う
い
う
表
記
を
し
な
い
よ
う

に
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

土
器
や
石
器
だ
け
で
な
く
、
土
偶
、
装
飾

品
、
「
縄
文
ポ
シ
ェ
ッ
ト
（
編
み
物
）
」
、

ひ

の

し

鏡
、
火
炭
斗
（
古
代
の
ア
イ
ロ
ン
）
や
わ

脳みそを取り出された
5世紀の馬の頭
（埼玉隈諏訪木遺跡）

ら
じ
な
ど
の
日
用
品
、
馬
や
猪
の
頭
蓋
骨
、
も
の
な
ん
で
す
。
泥
湾
に
は
ま
る
と
い
う

犬
の
焼
き
物
な
ど
従
来
は
あ
ま
り
展
示
さ
の
は
誰
で
も
経
験
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
で
、

れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
昔
の
人
が
「
お
っ
と
っ
と
」
な
ん
て
言
っ

覧
に
な
っ
た
人
が
―
つ
の
出
土
品
か
ら
ど
て
あ
わ
て
て
い
る
様
子
が
想
像
で
き
て
お

”
ん
ど
ん
想
像
を
広
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

前ノ
例
え
ば
馬
の
頭
だ
け
発
見
さ
れ
て
い
る
ク
（
解
説
）
も
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

県
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
祭
祀
用
の
犠
牲
獣
．
ひ
ゆ
っ
く
り
見
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

西形，
山
、
と
し
て
使
わ
れ
た
と
か
、
脳
天
に
穴
が
あ
ー
ー
老
壬
足
子
11
土
器
や
石
器
の
研
究
、
と

偶
け
ら
れ
て
い
る
の
は
脳
髄
を
皮
な
め
し
に
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
か
な
り
変
わ
っ
て

土知
使
っ
た
と
か
い
ろ
い
ろ
と
想
像
で
き
ま
す
。
き
ま
し
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
物
が
研
究

最本
馬
は
い
っ
た
い
い
つ
頃
か
ら
飼
わ
れ
て
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

る
の
か
、
そ
の
出
土
品
に
よ
っ
て
歴
史
上
土
器
の
研
究
、
つ
ま
り
、
年
代
判
定
の

巳直4
5
ど
ん
な
発
見
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
研
究
が
い
ち
お
う
一
段
落
し
た
の
で
、
今

さ高
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
展
示
し
て
い
き
た
度
は
そ
の
遺
跡
で
人
間
の
ど
ん
な
行
為
が

い

と

思

い

ま

す

。

行

わ

れ

て

い

た

の

か

と

い

う

こ

と

に

思

い

l
ー
先
ほ
ど
の
「
婚
姻
圏
」
の
話
な
ど
を
が
及
ん
で
き
た
わ
け
で
す
。

う
ま
く
展
示
で
き
る
と
あ
も
し
ろ
そ
逆
に
、
一
般
の
人
の
関
心
が
高
ま
っ
て

う

で

す

ね

。

き

て

、

例

え

ば

「

昔

の

ト

イ

レ

は

ど

ん

な

そ
う
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
予
備
知
識
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
日
常
レ
ベ
ル
の
こ

が
な
い
と
見
た
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
と
を
知
り
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
出
て
き

部
分
が
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
回
の
た
。
遺
跡
を
見
学
に
き
た
人
に
「
こ
こ
に

展
示
で
は
、
日
本
で
い
ち
ば
ん
大
き
い
土
家
を
造
っ
て
住
ん
で
い
た
の
は
わ
か
っ
た

偶
と
い
ち
ば
ん
小
さ
い
土
偶
を
並
べ
て
み
け
ど
、
ト
イ
レ
は
ど
ん
な
ん
で
す
か
」
と

る
と
か
目
で
見
て
楽
し
め
る
も
の
、
と
い
聞
か
れ
て
、
今
ま
で
の
考
古
学
で
は
答
え

う
配
慮
を
し
ま
し
た
。
「
最
古
の
わ
ら
じ
」
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
村
の
中
に
ト
イ

は
、
昔
の
人
が
粘
土
に
足
を
と
ら
れ
て
、
レ
が
な
い
わ
け
が
な
い
。
そ
う
い
う
意
味

そ
こ
に
わ
ら
じ
を
残
し
て
き
て
し
ま
っ
た
で
み
ん
な
考
え
は
じ
め
て
い
た
こ
と
な
ん

で
す
が
。

丸
く
掘
ら
れ
た
穴
の
中
の
土
を
い
ろ
い

ろ
な
方
法
で
調
べ
て
み
る
と
、
未
消
化
の

瓜
の
種
と
か
寄
生
虫
の
卵
と
か
出
て
く
る
。

鮭
に
寄
生
し
て
い
る
虫
が
出
て
く
れ
ば
、

「
生
で
食
べ
て
い
た
ん
だ
な
」
と
、
ど
ん

な
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
調
理
し
て
い

た
か
も
わ
か
っ
て
く
る
。
紅
花
の
花
粉
を

虫
く
だ
し
の
薬
に
し
て
い
た
ら
し
い
と
な

る
と
、
「
昔
の
人
も
け
っ
こ
う
苦
労
し
て
い

た
ん
だ
な
」
と
か
、
当
時
の
人
の
健
康
状

態
も
わ
か
る
。

用
を
た
し
た
後
、
昔
の
人
は
ど
う
し
て

い
た
の
か
、
と
思
え
ば
「
ち
ゅ
う
木
」
と
い

う
尻
を
拭
う
た
め
の

細
長
い
板
が
出
て
く

る
。
ト
イ
レ
の
ス
タ

イ
ル
も
い
ろ
い
ろ
で

ど
う
や
ら
水
洗
便
所

も
あ
っ
た
ら
し
い
。

そ
う
い
う
こ
と
を

調
べ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
関
連
諸

科
学
と
連
携
し
て
研

究
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
大
き
い
ん

で
す
。

遺
跡
で
わ
か
る
災
害
の
歴
史

ー
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
関
逮
し
て
「
地

震
考
古
学
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま

し
だ
が
。

に
し
も
と
め
づ
か

今
回
展
示
す
る
西
求
女
塚
古
墳
（
神
戸

市
）
出
土
の
鏡
は
、
慶
長
元
年
(
-
五
九
六
）

に
お
き
た
大
地
震
を
体
験
し
て
い
る
も
の

な
ん
で
す
。
発
掘
調
査
し
た
と
き
に
、
最

初
の
う
ち
は
掘
っ
て
も
掘
っ
て
も
ど
う
も

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
埋
葬
施
設

の
石
室
の
と
こ
ろ
で
四
＼
五
メ
ー
ト
ル
の

段
差
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ん
だ
ろ

う
と
地
震
の
専
門
家
に
み
て
も
ら
っ
た
ら
、

大
地
震
で
で
き
た
断
層
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

今
で
は
、
全
国
各
地
の
発
掘
現
場
で
地

震
の
痕
跡
が
出
る
と
専
門
家
に
参
加
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
液
状
化
現
象
、
断
層
、

地
割
れ
と
い
っ
た
地
震
の
痕
跡
は
た
く
さ

ん
出
て
き
ま
す
。

文
献
上
で
最
も
古
い
地
震
は
七
世
紀
で

す
が
、
遺
跡
な
ら
何
万
年
と
い
う
古
い
も

の
か
ら
わ
か
る
わ
け
で
、
災
害
史
の
解
明

に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
群
馬
県
の
遺
跡
は
浅
間
山
や

榛
名
山
の
噴
火
に
何
度
も
み
ま
わ
れ
た
跡

が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
火
山
灰
を
か
ぶ
っ

た
田
圃
が
驚
く
ほ
ど
早
く
復
旧
し
て
い
た

り
す
る
。
お
こ
っ
た
災
害
に
対
し
て
ど
う

人
々
が
対
応
し
、
復
旧
し
て
い
る
か
を
い

う
の
を
見
る
と
、
た
く
ま
し
い
な
と
思
い

ま
す
ね
9

地
域
腰
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
だ
し
て

l

—
巡
回
す
る
中
核
展
と
あ
わ
せ
て
、
開

催
地
の
特
色
を
出
し
だ
地
戚
展
も
あ

る
そ
う
で
す
ガ
、
見
ど
こ
ろ
は
。

地
域
展
示
は
、
そ
の
開
催
地
の
地
域
色

を
生
か
し
た
内
容
で
構
成
し
て
も
ら
う
予

定
で
す
。
地
域
に
は
地
域
の
歴
史
が
あ
る

し
、
そ
の
地
域
で
出
た
も
の
は
地
元
の
人

が
い
ち
ば
ん
興
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま

た
全
国
的
に
メ
ジ
ャ
ー
で
な
く
て
も
地
域

に
と
っ
て
貴
重
な
発
見
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
沖
縄
県
浦
添
市
で
は
沖
縄
に
関
係

す
る
出
土
品
を
全
国
か
ら
集
め
て
見
て
も

ら
お
う
と
い
う
企
画
を
し
て
い
ま
す
し
、

福
岡
市
で
は
別
途
に
縄
文
展
を
企
画
し
、

後
半
に
中
核
展
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
い

ま
す
。
こ
の
展
覧
会
を
き
っ
か
け
に
博
物

館
に
訪
れ
る
人
が
少
し
で
も
多
く
な
る
よ

う
、
起
爆
剤
の
役
目
を
果
た
せ
れ
ば
い
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
話
し
手
／
岡
村
道
雄
、
松

村
恵
司
、
西
田
健
彦
、
坂
井
秀
弥
／
編
集
係
ま
と
め
）
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表紙解説

菩訟域は、豊臣秀吉の奥蜘土置きにより、重臣であっだ蒲生氏郷ガ会津に入り、文

禄2(1593)年に本洛的城郭として築ガれ、襄京16年 (1639)に加藤朋成により出丸

の整備や天守なとの増改築が行われて、硯在みられる若松城の形になっだといわれて

おり、褻応 4年 (1867)の戊辰戦争では、ーカ用に及ぶ籠城、西軍の攻撃にも耐え抜

いだc

往時の本苅は、天守閤や本汎御殿などが立ち並ぶ所であっだかり月治時代初期に百

べての建物が失われた。このうち天守闇ガ昭和40年に再建され、内部は郷土愕物館と

して武家文化資詞を中心と可る170点余りの資科ガ展示されている。まだ、少霞ゆかり

の茶室「麟閣」ガ平成 2年に本丸内の18地に再租築されだガ、麟陸1よ干利休の自害の

後、利休の茶造ガ途絶えるのをI昔しんだ氏郷が、子の干少鹿を若桧域に力くまい、そ

(I)時造らせだといわれている。その少裔の遠徳を思ひ月命日の缶月七日に茶会ガ開カ

れている。

ヵつての本丸御殿なとのあとは、現在市民の公圏として憩いの楊所となっているが、

麟閤毬築記念茶会や薪能、会津秋まつりの際には白虎隊剣舞、天然理｝じ＼流演武をはじ

め大砲や火縄銃の実演ガ行われるなど歴史にふさわしい場所として大勢の方に利用さ

れている。（表紙写真（E）／大桃だつみ撮影）

（会津若松市教育委員会主査近藤真佐夫）

会津若松城と茶会
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編集後記

青葉繁れる今日この頃、元気いっぱい仕事に、勉学に励んでいら

っしゃることと思います。

さて、今月号は考古学の特集です。事例で取り上げた造跡は、い

ずれも見学したことがありますか、ちょうど発掘鯛査の真っ最中で、

とこからどこまでが遣湖、の範囲なのかもよくわからない状態でした。

いずれは、吉封ケ里追跡や登呂退跡等のように史跡公園として整備

されるなり、展示施設等が設隧されるなりして、見学者への便ヵ；固

られるようになると思われます。発掘調査の成果物を展示する施設

が当該追跡の近辺にあるということは、実1まかなり：貴重なことで、

何千年•もの間土中に埋もれていた逍物や造構を目のあたりにすると、

復売された住居や標柱等を見るよりも、はるかに強力な説待力をも

って我々に当時の時代や生活を語りかけてきてくれるような気がし

ます。しかし、なかなかこうした出土品を見る機会というのは限ら

れており、今年度からはじまる新発見考古速報展は、まさに待望(l)

新事業だという気がします。乞う御期待。 （栗）

広告の問い合せ。申し込み先

闊ぎょうせい営業第一課宣伝係
電話03(5349) 6657（ダイヤルイン）
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