
日本最古の発見

　八
日
市
地
方
遺
跡
は
、
小
松
駅
の
東
側
に

広
が
る
弥
生
時
代
の
と
て
も
大
き
な
遺
跡
で

す
。
平
成
５
年
か
ら
小
松
市
が
行
っ
た
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
、
今
か
ら
２
４
０
０
年
前
ご

ろ
か
ら
お
よ
そ
３
０
０
年
も
の
間
栄
え
た
北

陸
最
大
級
の
集
落
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
市
が
大
切
に
し
て
い
る
多
く
の
出
土

品
の
内
、
１
０
２
０
点
は
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　そ
の
八
日
市
地
方
遺
跡
か
ら
今
年
７
月
、

大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し

た
。
公
益
財
団
法
人
石
川
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
が
北
陸
新
幹
線
の
建
設
予
定
地

で
発
掘
調
査
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
木

の
柄
が
つ
い
た
鉄
製
の「
鉇（
以
下『
ヤ
リ
ガ

ン
ナ
』と
表
記
）」が
出
土
し
た
の
で
す
。
日

本
最
古
と
な
る
ほ
ぼ
完
全
な
姿
で
の
発
見

で
し
た
。

　こ
の
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
は
、
日
本
で
鉄
器
の
生

産
が
始
ま
る
以
前
に
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
す
。
日
本
列
島
に
鉄
器
が
ど
の
よ

う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
を
調
べ
る
上

で
、
と
て
も
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。
　

　ヤ
リ
ガ
ン
ナ
と
は
、
木
材
の
表
面
を
削
る

工
具
の
一
つ
で
す
。
柄
に
刻
ま
れ
た
繊
細
な

八
日
市
地
方
遺
跡
か
ら

新
た
な
発
見

貴
重
な
工
具
「
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
」

八
日
市
地
方
遺
跡
が
魅
せ
る
弥
生
の
技
と
美

八
日
市
地
方

縄文後期

春秋
戦国

秦

後漢

前漢

新

紀元後

紀元前

弥生後期

弥生
中期後半

弥生
中期前半

縄文
晩期

弥生
前期

集落誕生

集落廃絶

日
　本

中
国
大
陸

愛媛大学 
東アジア古代鉄文化
研究センター長
村上 恭通 教授

模
様
や
洗
練
さ
れ
た
形
か
ら
は
、
当
時
、
八

日
市
地
方
で
暮
ら
し
た
人
々
の
、
大
切
な
道

具
へ
の
感
謝
と
敬
う
思
い
、
美
し
さ
に
こ
だ

わ
る
心
の
豊
か
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
　

　使
用
し
て
い
た
２
３
０
０
年
前
の
姿
の
ま

ま
で
出
土
し
た
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
。
小
松
の
も
の

づ
く
り
と
交
流
の
ル
ー
ツ
に
新
た
な
歴
史
を

刻
ん
だ
大
発
見
に
つ
い
て
、
そ
の
価
値
と
魅

力
を
紹
介
し
ま
す
。

特集

「
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
」使
用
時
期　待

望
の
発
見
！
と
叫
び
た
い
ほ
ど
の

逸
品
が
出
土
し
ま
し
た
。
八
日
市
地
方

遺
跡
で
は
、
こ
れ
ま
で
大
量
の
木
製
品

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
中
に

鉄
で
加
工
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い

木
器
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
て
、
こ

の
遺
跡
に
お
け
る
鉄
の
道
具
の
存
在
が
確
実
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時

期
は
弥
生
時
代
中
期
前
半
で
あ
り
、
日
本
列
島
で
鉄
器
づ
く
り（
鍛
冶
）が
始
ま
る
時

期
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
従
っ
て
今
回
発
見
さ
れ
た
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
は
、
中
国
あ
る

い
は
朝
鮮
半
島
か
ら
遠
来
し
た
鉄
の
道
具
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　一
般
的
に
木
器
が
た
く
さ
ん
残
る
よ
う
な
遺
跡
は
地
下
水
の
影
響
も
あ
っ
て
鉄
が

残
り
に
く
い
と
い
え
ま
す
。
そ
の
点
で
は
今
回
の
発
見
は
奇
跡
的
で
、
鋭
い
鉄
の
刃

が
美
し
く
加
工
さ
れ
た
八
日
市
地
方
特
製
の
木
柄
に
装
着
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
事

に
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

た
だ
、
こ
の
時
代
、
こ
う
い
っ
た
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
を
入
手
す

る
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
小
松
の
八
日
市
地
方
に
住
ん
だ

人
々
が
最
先
端
の
舶
来
道
具
を
入
手
す
る「
力
」を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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　これまでの市の調査により、貴重な出
土品が数多く見つかりました。

石川考古学研究会と後藤長平氏による調査風景

　八日
市
地
方
遺
跡
は
、
全
国
有
数
の
大

規
模
弥
生
集
落
跡
で
す
。
平
野
部
の
低
湿

地
に
あ
る
た
め
遺
物
が
良
好
な
状
態
で

残
っ
て
お
り
、
得
ら
れ
る
情
報
は
と
て
も

多
く
、
全
国
的
に
も
魅
力
あ
る
発
掘
調
査

現
場
の
一
つ
で
す
。

　今回
小
松
市
が
行
っ
て
い
る
発
掘
調
査

は
、
開
発
に
伴
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
学

術
的
な
見
地
か
ら
と
聞
い
て
い
ま
す
。
先
人

か
ら
の
大
切
な
遺
産
を
地
域
が
自
ら
掘
り

研
究
す
る
こ
と
は
、
全
国
で
も
極
め
て
先
進

的
な
取
り
組
み
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
学

生
達
も
研
究
を
深
め
た
い
と
い
う
自
ら
の
思

い
で
、
東
京
や
京
都
、
奈
良
な
ど
各
地
の
大

学
か
ら
12
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。

知
り
た
い
か
ら
掘
る…

八日市地方遺跡
発掘調査の歩み

現
在
、
市
で
は
小
松
駅
東
駐
車
場
内
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
調
査
に
携
わ
っ
た
2
人
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　小さ
い
頃
は
宇
宙
物
理
学
者
を
目
指
し

て
い
ま
し
た
が
、
勉
強
し
て
い
く
う
ち
に

人
類
学
に
興
味
が
湧
き
、
た
ど
り
着
い
た

の
が
考
古
学
で
し
た
。

　八日
市
地
方
遺
跡
の
出
土
品
は
、
機
能

美
と
形
態
美
を
兼
ね
備
え
た
も
の
が
多
く
、

道
具
の
変
化
を
考
え
る
上
で
も
大
変
興
味

深
い
遺
跡
で
す
。
私
に
と
っ
て
発
掘
の
魅

力
は
、
遺
物
の
出
土
状
況
を
自
分
の
目
で

確
か
め
、
そ
の
意
味
を
推
察
で
き
る
こ
と
、
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も
の
づ
く
り
発
祥
の
地
で

ひ
と
づ
く
り

発
掘
の
現
場
に
携
わ
っ
て
み
て

そ
し
て
自
分
で
発
掘
し
た
出
土
品
に
愛
着

を
持
っ
て
調
査
を
行
え
る
こ
と
で
す
。

　今回
の
発
掘
調
査
で
は
、
人
の
活
動
し

た
痕
跡
か
ら
様
々
な
可
能
性
を
考
察
し
、

今
後
の
研
究
に
つ
な
げ
て
い
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
一
緒
に
作
業
し
た
仲
間

達
と
は
、
専
門
は
違
っ
て
も
こ
れ
か
ら
も

継
続
し
て
意
見
交
換
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。

八日市地方遺跡
発掘調査
現地説明会を開催!
　現在、小松駅東駐車場内で進めてい
る八日市地方遺跡の発掘調査状況を調
査担当者が説明します。

と　き 9月9日(土)
10時～と14時～の２回開催　

ところ 小松駅東市営駐車場内
（下図参照）

※雨天の場合は順延します。
※発掘調査区域内に一般車両は入れません。
　周辺の駐車場から徒歩でお越しください。
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ヒルズ
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東
口
ロ
ー
タ
リ
ー

ロータリー
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立体
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鉄
製
工
具
で
仕
上
げ
た

八
日
市
地
方
遺
跡
の

木
製
品

　発見された当時、その美しさが全国
的な話題となりました。柄の先端に立
体的な装飾を加えるな
ど、高い技術力とセ
ンスが光ります。

　取っ手を含めて一つの木から筒形の
本体を削り出し、円形の底板を組み合
わせて使用していまし
た。ゆるやかにくびれ
たフォルムは芸術的
といえます。

　木をくり抜いて作った箱型の容器で
す。高さのある台を丁寧に作り出し、
等間隔の透かし穴で飾る
といった手の込んだ
デザインです。

スプーン（イヌガヤ製）

ジョッキ形容器（クワ製）

透かし高台付容器（クワ製）

　発掘
は
知
識
だ
け
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

学
生
は
現
場
で
精
密
な
発
掘
方
法
と
、
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を
身
に
着
け
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
ま
た
、
発
掘
は
1
人
で
は
な

く
多
く
の
人
と
の
共
同
作
業
で
成
り
立
ち

ま
す
。
今
回
も
作
業
や
飲
食
を
長
期
間
共

に
す
る
こ
と
で
、
学
生
達
の
間
に
強
い
絆

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
つ
な
が
り
は
彼

ら
が
将
来
研
究
者
や
文
化
財
保
護
の
仕
事

に
就
い
た
と
き
に
必
ず
役
立
つ
大
き
な
財

産
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　発掘
調
査
は
貴
重
な
発
見
が
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
と
て
も
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
今
回
小
松
市
が
学
生

を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
こ
と
は
、
未
来

の
研
究
者
を
育
て
る
上
で
素
晴
ら
し
い
取

り
組
み
だ
と
思
い
ま
す
。
2
4
0
0
年
前

か
ら
続
く
八
日
市
地
方
遺
跡
が
、
学
び
の

場
・
人
づ
く
り
の
場
と
し
て
更
に
発
展
し

て
い
く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

小松駅東土地区画整理事業に伴う発掘調査

民間開発に伴う発掘調査

日本最古の発見
～小松のものづくりの新たなルーツ～

未
来
の
研
究
者
を
育
て
る

　
こ
れ
ま
で
八
日
市
地
方
遺
跡
か
ら
は
、
農

具
や
祭
り
の
道
具
、
様
々
な
生
活
用
品
か
ら

建
築
部
材
に
至
る
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
優
れ

た
木
製
品
が
発
掘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
中
で

も
、
ス
プ
ー
ン
や
容
器
に
は
細
か
い
装
飾
と

加
工
が
見
ら
れ
、
そ
の
あ
ま
り
に
美
し
い
仕

上
が
り
か
ら
、
研
究
者
の
間
で
は
、
鉄
製
の

工
具
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
鋳
造
鉄
斧
の

柄
が
国
内
で
最
も
多
く
出
土
し
て
い
る
点
で

も
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
鉄
器

自
体
の
出
土
が
無
か
っ
た
た
め
証
明
に
は
至

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
う
し
た
中
で
今
回
の
発
見
は
、
八
日
市

地
方
に
住
ん
で
い
た
人
達
が
日
本
列
島
で
も

い
ち
早
く
最
先
端
の
鉄
器
を
仕
入
れ
る
力
を

持
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
ま
し
た
。
そ
の

力
の
源
は
、
小
松
産
碧
玉
を
使
っ
た
玉
つ
く

り
と
そ
の
交
易
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
松
の
も
の
づ
く
り
の
ル
ー
ツ
と
し
て
だ
け

で
な
く
、日
本
海
交
流
の
歴
史
を
解
明
す
る

上
で
も
重
要
な
発
見
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

ち
ゅ
う
ぞ
う
て
っ
ぷ

へ
き
ぎ
ょ
く

平成18年平成29年

平成5年～平成12年

昭和36年

いずれも弥生時代中期。国指定の重要文化財。
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