
町
内
で
は
ほ
ぼ
田
植
え
も
終
わ
り
、
収

穫
ま
で
が
待
ち
遠
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
稲
作
は
国
内
で
は
縄
文
時
代
後

期
頃
（
約
３
５
０
０
年
前
）
に
は
行
わ
れ

て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
稲

作
は
畑
で
栽
培
す
る
稲
（
陸
稲
）
で
し
た
。

現
在
の
よ
う
な
水
田
に
よ
る
水
稲
農
耕
が

始
ま
っ
た
の
は
、
縄
文
時
代
晩
期
に
入
っ

て
か
ら
で
、
約
２
５
０
０
年
前
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
も
う
少

し
遡
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

縄
文
時
代
晩
期
頃
に
大
陸
か
ら
九
州
へ

伝
わ
っ
た
水
稲
農
耕
技
術
は
、
数
百
年
と

い
う
時
間
を
か
け
て
、
日
本
列
島
各
地
へ

広
が
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
鏡
野
町
で
は
い

つ
頃
か
ら
稲
作
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

岡
山
県
で
は
、
岡
山
市
の
津
島
江
道
遺

跡
で
縄
文
時
代
晩
期
の
水
田
跡
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
県
北
で
は
苫
田
ダ
ム
の

建
設
に
伴
い
発
掘
調
査
さ
れ
た
、
久
田
堀

ノ
内
遺
跡
（
久
田
下
原
）
か
ら
見
つ
か
っ

た
弥
生
時
代
中
期
後
半
頃
（
約
２
０
０
０

年
前
）
の
水
田
が
唯
一
の
明
確
な
水
田
跡

に
な
り
ま
す
（
写
真
１
）。
こ
の
頃
に
は

す
で
に
県
北
で
も
至
る
所
で
水
稲
農
耕
が

行
わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
久
田
堀
ノ

内
遺
跡
の
水
田
は
、
１
枚
の
大
き
さ
や
形

も
不
揃
い
で
区
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
県
内
の
弥
生
時
代
中
期
水
田
の
傾
向
で

も
あ
り
ま
す
が
、
水
田
に
水
を
貯
め
や
す

い
よ
う
工
夫
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

写
真
２
は
杉
遺
跡
（
杉
）
の
弥
生
時
代

中
期
後
半
頃
の
土
器
の
底
に
付
い
て
い
た

籾
の
痕
で
す
。
土
器
を
作
る
時
に
地
面
に

落
ち
て
い
た
籾
が
付
着
し
た
も
の
で
し
ょ

う
か
。
杉
遺
跡
で
は
水
田
跡
は
見
つ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
穂
摘
具
で
あ
る
石
庖
丁

が
出
土
し
て
い
ま
す
の
で
、
付
近
に
水
田

が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

写
真
３
は
上
齋
原
上
ノ
郷
の
人
形
仙
川

で
採
集
さ
れ
た
石
庖
丁
（
町
指
定
重
要
文

化
財
「
歌
井
の
石
庖
丁
」）
で
す
。
上
齋

原
で
は
弥
生
時
代
の
集
落
は
発
見
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
石
庖
丁
の
存
在
に
よ

り
、
弥
生
集
落
の
存
在
と
、
稲
作
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
で
き
ま
す
。

縄
文
時
代
に
は
町
内
で
も
至
る
と
こ
ろ

に
人
々
が
生
活
し
て
い
た
形
跡
が
あ
り
ま

す
が
、
弥
生
時
代
前
期
に
な
る
と
遺
跡
は

激
減
し
ま
す
。
こ
れ
は
県
北
全
域
に
共
通

す
る
こ
と
で
、
色
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
水
稲
農
耕

の
開
始
に
よ
り
水
田
を
作
り
や
す
い
開
け

た
土
地
の
あ
る
、
県
南
の
沖
積
平
野
に

人
々
が
集
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
弥
生
時
代
中

期
後
半
頃
に
県
北
で
の
遺
跡
数
が
激
増
し

ま
す
が
、
こ
れ
は
稲
作
で
安
定
し
た
食
糧

供
給
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
人
口

の
増
加
や
、
金
属
器
の
普
及
な
ど
に
よ
る

潅
漑
技
術
の
向
上
で
、
山
間
部
で
も
水
田

を
作
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
お
よ
そ
２

０
０
０
年
前
に
中
国
山
地
の
最
深
部
に
ま

で
水
田
開
発
を
行
い
、
集
落
を
形
成
し
た

弥
生
人
の
マ
ン
パ
ワ
ー
恐
る
べ
し
で
す
。

〒
708－0421 岡
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毎
月
１
日
発
行

広
報
か
が
み
の

写真１　久田堀ノ内遺跡の弥生水田跡
（岡山県古代吉備文化財センター撮影）

写真２　杉遺跡の籾痕の残る土器

写真３　歌井の石庖丁

吉
井
川
上
流
域
の
稲
作
の
始
ま
り

『
久
田
堀
ノ
内
遺
跡
』・『
杉
遺
跡
』
発
掘
調
査

報
告
書

『
鏡
野
町
の
文
化
財
』

参
考
資
料
：

お
問
い
合
せ
先

　

生
涯
学
習
課　

日
下

　

電
話（
０
８
６
８
）５
４-

７
７
３
３

シ
リ
ー
ズ  

第
13
回

奥
津
歴
史
資
料
館
企
画
展

「
久
田
堀
ノ
内
遺
跡
」

開
催
中

　

奥
津
歴
史
資
料
館
で
は
、
現
在
企

画
展
「
ダ
ム
で
沈
ん
だ
遺
跡
Ⅲ　

久
田

堀
ノ
内
遺
跡
」
を
開
催
中
で
す
。
久

田
堀
ノ
内
遺
跡
は
平
成
11
〜
13
年
度
に

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
資
料

館
で
は
今
回
紹
介
し
た
県
北
初
と
な

る
弥
生
時
代
水
田
を
は
じ
め
、
堀
を

巡
ら
せ
た
中
世
の
居
館
跡
な
ど
、
注

目
さ
れ
る
遺

構
・
遺
物
を

パ
ネ
ル
や
実

物
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。

是
非
お
越
し

下
さ
い
。

奥
津
歴
史
資
料
館

　
鏡
野
町
奥
津
82-

１
（
奥
津
温
泉
街
北
端
）

　

電
話（
０
８
６
８
）５
２-

０
８
８
８

開
館
時
間
：
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

休
館
日
：
毎
週
月
曜
日
・
祝
日
の
翌
日

入
館
料
：
無
料

り
く 

と
う

も
み

あ
と

ほ　
つ
み　

ぐ

い
し
ぼ
う
ち
ょ
う

ち
ゅ
う
せ
き

か
ん 

が
い

さ
か
の
ぼ

え　

ど
う

す
い 

と
う 

の
う 

こ
う


