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平
成
16
年
６
月
１
日
か
ら
11
月
19
日

ま
で
、
国
道
13
号
「
主
寝
坂
道
路
改
築

事
業
」
の
実
施
に
と
も
な
い
、
中
田
地

域
で
大
規
模
な
遺
跡
の
緊
急
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
調
査
は
、
道
路
改
築
事
業
の
実

施
主
体
で
あ
る
国
土
交
通
省
が
、
財
団

法
人
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に

依
頼
し
た
も
の
で
す
。 

　
調
査
箇
所
は
、
全
部
で
４
箇
所
。
総

面
積
で
約
１
万
８
千
㎡
に
お
よ
ぶ
大
規

模
な
発
掘
調
査
で
し
た
。
具
体
的
な
発

掘
場
所
は
、
外
沢
地
区
の
入
り
口
付
近

（
地
坂
台
遺
跡
）
、
下
中
田
の
中
田
春

木
川
と
外
沢
川
が
合
流
す
る
地
点
（
下

中
田
遺
跡
）
、
下
中
田
の
集
落
に
大
き

く
カ
ー
ブ
し
な
が
ら
下
り
坂
に
な
る
箇

所
の
山
林
（
太
郎
水
野
１
遺
跡
・
太
郎

水
野
２
遺
跡
）
で
す
。 

 

　
詳
し
い
発
掘
結
果
は
、
現 

在
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で 

分
析
中
で
す
が
、
特
に
今
回 

の
発
掘
か
ら
３
つ
の
注
目
す 

べ
き
結
果
が
出
て
い
ま
す
。 

　
１
つ
目
は
、
縄
文
時
代
の 

遺
跡
だ
と
予
想
し
て
発
掘
し 

た
結
果
、
太
郎
水
野
２
遺
跡 

か
ら
、
縄
文
時
代
よ
り
も
さ 

ら
に
古
い
旧
石
器
時
代
後
期
の
石
器
が

約
50
点
ほ
ど
出
て
き
た
こ
と
で
す
。
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
話
で
は
、
今
回

の
よ
う
に
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
を
調
査

す
る
こ
と
は
、
県
内
で
も
た
い
へ
ん
珍

し
い
こ
と
だ
そ
う
で
す
。 

　
縄
文
時
代
は
、
今
か
ら
２
千
３
百
年

前
か
ら
１
万
２
千
年
前
ま
で
の
時
期
で

す
が
、
旧
石
器
時
代
後
期
は
、
１
万
２

千
年
前
か
ら
３
万
５
千
年
前
ま
で
の
時

期
に
な
り
ま
す
。
こ
の
旧
石
器
時
代
の

石
器
に
つ
い
て
は
、
金
山
町
史
で
安
沢

遺
跡
か
ら
２
点
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
分
析

が
進
む
に
つ
れ
て
、
今
回
発
見
さ
れ
た

石
器
が
い
つ
の
時
代
の
も
の
か
、
も
っ

と
は
っ
き
り
し
て
く
る
こ
と
と
思
わ
れ

ま
す
。 

　
２
つ
目
は
、
同
じ
太
郎
水
野
２
遺
跡

か
ら
、謎
の
柱
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
す
。 

　
こ
の
柱
は
、
自
然
に
生
え
て
い
た
樹

木
の
一
部
が
土
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た

も
の
な
の
か
、
古
代
人
が
わ
ざ
と
埋
め

た
も
の
な
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
分
か
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
発
掘
担
当
者
の
話

で
は
、
「
自
然
の
樹
木
が
土
に
埋
も
れ

た
も
の
で
あ
れ
ば
、
木
の
下
の
方
に
根

っ
こ
の
跡
が
分
か
る
が
、
こ
こ
で
は
根

っ
こ
の
跡
は
確
認
で
き
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
樹
木
が
埋
も
れ
て
い
る

地
層
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
旧
石
器
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
ま
す
ま
す
謎
は
深
ま
る
ば
か
り
で

す
。
も
し
か
す
る
と
、
旧
石
器
時
代
の 

人
が
な
ん
ら
か
の
目
的
で
、
わ
ざ
わ
ざ

柱
を
立
て
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　
３
つ
目
は
、
沢
山
の
穴
の
開
い
た
土

器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
い
っ
た

い
こ
の
よ
う
な
土
器
を
何
に
使
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
「
現
在
で
あ
れ
ば
、
何
か

を
蒸
す
と
き
に
使
う
〝
こ
し
き
〞
と
い

う
道
具
に
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
話
で
し
た
が
、
こ
れ
も
謎
に
包
ま

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
穴
開
き
土

器
も
、
今
後
研
究
が
進
め
ば
何
に
使
っ

た
か
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。 

　
そ
の
他
に
も
、
縄
文
時
代
の
住
居
や

い
ろ
り
の
跡
、
ゴ
ミ
を
捨
て
た
穴
、
動

物
を
捕
ま
え
る
た
め
の
落
と
し
穴
、
昔

の
人
が
使
っ
た
多
く
の
石
器
や
土
器
な

ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、

さ
ら
に
研
究
が
進
み
、
様
々
な
こ
と
が

分
か
っ
て
く
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

　
と
こ
ろ
で
、
今
回
の
遺
跡
発
掘
で
は
、

町
内
の
小
・
中
学
生
も
現
場
に
行
っ
て
、

具
体
的
な
話
を
聞
い
た
り
、
古
代
人
の

よ
う
に
石
器
を
使
っ
た
料
理
づ
く
り
を

体
験
し
ま
し
た
。 

　
さ
ら
に
は
、
木
と
木
を
こ
す
り
合
わ

せ
て
火
起
こ
し
に
も
挑
戦
し
ま
し
た
。

石
器
を
使
っ
て
古
代
人
の
よ
う
に
野
菜

や
肉
を
切
っ
て
み
る
と
、
け
っ
こ
う
切

れ
味
が
良
い
こ
と
に
驚
き
ま
す
。
そ
れ 

            

で
は
、
こ
の
よ
う
な
石
器
は
ど
の
よ
う 

に
し
て
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
石
器
は
、
石
と
石
を
打
ち
合
わ
せ
て

加
工
さ
れ
る
こ
と
は
ご
存
じ
の
方
が
多

い
と
思
い
ま
す
。
専
門
家
の
話
に
よ
る

と
、
古
代
人
は
、
石
の
性
質
を
よ
く
知

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
そ
う
で
す
。
石
器
の
材
料
は
、〝
け
つ

岩
〞
と
い
う
固
い
石
で
す
。
こ
の
石
は
、

す
る
ど
く
割
れ
る
た
め
に
、
弓
矢
の
先

に
付
け
た
り
、
木
の
先
に
付
け
て
槍
と

し
て
使
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、
中
田
で
発
掘
さ
れ
た
も
の
は
、

上
山
市
に
あ
る
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

に
運
ば
れ
、
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
今
回
の
発
掘
で
は
、
金
山
町
の
旧
石

器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
ま
で
の
謎
を
解 

            

く
多
く
の
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

発
掘
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
近
日
中
に

中
間
報
告
会
を
開
催
す
る
予
定
で
す
の

で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
参
加
く
だ

さ
い
。 

■
発
掘
結
果
か
ら
注
目
す
る
も
の

■
発
掘
結
果
か
ら
注
目
す
る
も
の 

■
発
掘
結
果
か
ら
注
目
す
る
も
の 

～中田地区の発掘作業が終了～ ～中田地区の発掘作業が終了～ 

金山町の原始時代が見えてきた！ 金山町の原始時代が見えてきた！ 金山町の原始時代が見えてきた！ 

太郎水野２遺跡の全景太郎水野２遺跡の全景 

▲謎の柱跡？ ▲金山小学校６年生の遺跡学習会 

▲明安小学校･中田小学校合同見学会 

▲旧石器時代の道具 

▲謎の穴開き土器？ 

■
石
器
の
作
ら
れ
方
と
は
？

■
石
器
の
作
ら
れ
方
と
は
？ 

■
石
器
の
作
ら
れ
方
と
は
？ 

太郎水野２遺跡の全景 


