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細田遺跡の弥生のムラを発掘する（平成3年）

発
見
さ
れ
た

  

弥
生
の
イ
エ
と
ム
ラ

縄
文
時
代
の
終
末
、
日
本
列
島
に
食
糧
革
命
が
起
き
た
。
朝
鮮
半

島
よ
り
、
渡
来
人
に
よ
っ
て
稲
作
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
の
植
物
採
集
や
狩
り
の
暮
ら
し
か
ら
、
農
耕
を
中
心
と
し
た

暮
ら
し
へ
と
大
き
く
チ
ェ
ン
ジ
し
、
弥
生
時
代
が
幕
を
開
け
た
。

稲
作
は
西
日
本
か
ら
次
第
に
東
進
し
、
や
が
て
こ
の
信
州
に
も
到

達
し
た
。
信
州
の
高
冷
地
に
稲
作
を
根
付
か
せ
る
苦
労
は
、
相
当
な

も
の
だ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。

こ
こ
御
代
田
と
い
う
と
、
重
文
焼や
け

町ま
ち

土
器
の
出
た
川
原
田
遺
跡
の

存
在
が
示
す
よ
う
に
縄
文
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
加
え
て
、
信
州
で

も
御
代
田
の
よ
う
な
よ
り
標
高
の
高
い
地
域
で
は
、
初
期
の
稲
作
技

術
で
は
対
応
が
で
き
ず
、
弥
生
遺
跡
存
在
の
可
能
性
は
低
い
と
み
ら

れ
た
。

 

し
か
し
、
そ
の
予
測
は
平
成
３
年
、
塩
野
細
田
遺
跡
の
調
査
で
も

ろ
く
も
崩
れ
さ
っ
た
。
お
よ
そ
２
０
０
０
年
前
の
弥
生
時
代
の
住
居

９
軒
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
１
軒
に
５
人
程
度
が
暮
ら
し
て
い

た
と
す
る
と
45
人
の
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
ム
ラ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
人
々
の
耕
す
田
ん
ぼ
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
発

掘
調
査
で
は
、
近
隣
か
ら
水
田
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

住
居
か
ら
発
見
さ
れ
た
た
だ
一
つ
の
コ
メ
粒
は
、
コ
メ
を
食
し
た

人
々
の
存
在
を
確
実
に
証
明
し
て
い
た
。

コメなどを調理した弥生のナベ
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