
J：COM東上に生まれ変わりました。 

西久保・宮山遺跡出土の縄文時代晩期の土器

縄
文
時
代
の
村
跡
数
は
中
期
と
呼
ば

れ
る
５
０
０
０
年
ほ
ど
前
を
ピ
ー
ク
に

し
て
減
少
し
て
い
く
傾
向
が
認
め
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
、
気
候
の
寒
冷
化
が
も

た
ら
し
た
食
料
事
情
の
変
動
に
伴
な
う

人
口
の
減
少
が
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
気
候
の
寒
冷
化
に
よ
っ

て
、
今
ま
で
温
暖
な
気
候
の
中
で
、
豊

か
な
生
活
を
支
え
て
い
た
ク
ル
ミ
や
ド

ン
グ
リ
等
の
木
の
実
が
次
第
に
減
少
し
、

そ
れ
に
伴
い
動
物
も
数
を
減
ら
し
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
海
岸

線
も
陸
か
ら
遠
ざ
か
り
、
内
陸
で
は
海

の
幸
を
得
る
こ
と
も
困
難
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
生
活
が
不
安
定
と
な

り
人
口
が
減
少
し
た
の
で
す
。
朝
霞
市

内
で
も
今
か
ら
約
３
０
０
０
年
前
の
縄

文
時
代
晩
期
の
村
跡
は
数
え
る
ほ
ど
し

か
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

浜
崎
２
・
３
丁
目
に
所
存
す
る
西
久

保
・
宮
山
遺
跡
は
、
現
在
ま
で
１４
か
所

で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
数
少
な
い
晩

期
の
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
発

見
さ
れ
た
晩
期
の
遺
構
・
遺
物
は
土
器

と
住
居
跡
が
あ
り
ま
す
。
土
器
は
い
ず

れ
も
小
片
ば
か
り
で
復
元
し
て
形
が
分

か
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
住

居
跡
は
柱
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
の
み
で

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
朝
霞
で
も
人

口
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
な
り
出
土
数

が
増
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

土
偶
、
土
版
、
石
棒
と
い
う
遺
物
で
す
。

土
偶
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に

不
明
な
点
が
多
く
、
土
版
や
石
棒
は
祭

り
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

き

ど

市
内
で
は
、
城
戸
遺
跡（
岡
３
丁
目
・

岡
の
城
山
）
で
戦
前
に
土
偶
が
発
見
さ

れ
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
現
在
は
遺
物
自
体
の
所
在
が
不

明
な
た
め
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ

の
ほ
か
に
土
偶
は
市
内
で
は
見
つ
か
っ
あ
ぶ
み

て
い
ま
せ
ん
が
、
近
隣
の
新
座
市
鐙

だ田
遺
跡
か
ら
は
土
偶
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。

１
万
年
以
上
続
い
た
縄
文
時
代
も
急

激
な
気
候
の
変
化
に
は
対
応
で
き
ず
、

狩
猟
・
採
集
を
中
心
と
し
た
生
活
は
限

界
を
む
か
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
水
稲

農
耕
と
い
う
新
た
な
技
術
の
出
現
に
よ

り
、
縄
文
時
代
は
幕
を
閉
じ
、
弥
生
時

代
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
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