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養よ
う
海か
い
山さ
ん
遺
跡　

江
南
区
茅
野
山
一
丁
目

　

養
海
山
遺
跡
は
茅ち

野の

山や
ま

本ほ
ん

慶き
ょ
う寺じ

と
大
蔵
神
社
を
中
心
と
す
る
、
亀
田
砂

丘
に
沿
っ
た
細
長
い
遺
跡
で
あ
る
。
大
蔵
神
社
が
あ
る
標
高
約
七
メ
ー
ト

ル
の
丘
を
昔
は
要
害
山
と
呼
び
、「
養
海
山
」
は
こ
の
「
要
害
山
」
が
変
化

し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
慶
寺
の
山
号
も
「
養
海
山
」
で
あ
る
。

現
在
、
遺
跡
周
辺
は
宅
地
や
田
ん
ぼ
に
な
っ
て
い
る
。

図163 遺跡の位置
５万分1地形図「新潟」

　

遺
跡
の
発
見
当
初
、
大
蔵
神
社
の
斜
面
で
砥と

石い
し

・
鉄て

つ

鏃ぞ
く

・
鉄て

っ

滓さ
い

な
ど
が
採
集
さ
れ
た
た
め
、
上
杉
氏
家
臣
の

荒
木
五
郎
左
衛
門
の
言
い
伝
え
や
、「
要
害
山
」
の
名
前
と
相
ま
っ
て
、
中
世
の
城
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
に
亀
田
町
教
育
委
員
会
が
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
標
高
の
高

い
砂
丘
上
で
は
な
く
、
砂
丘
下
の
平へ

い

坦た
ん

な
土
地
の
地
下
約
三
メ
ー
ト
ル
の
所
か
ら
、
縄
文
時
代
晩
期
か
ら
弥
生

時
代
中
期
に
か
け
て
の
土
器
や
石
器
が
大
量
に
出
土
し
た
。
砂
丘
に
営
ま
れ
た
遺
跡
が
、
地
盤
沈
下
に
よ
り
埋

没
し
、
そ
の
上
層
に
形
成
さ
れ
た
粘
土
層
に
パ
ッ
ク
さ
れ
て
、
ほ
ぼ
無
傷
の
状
態
で
残
っ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

調
査
で
は
、
西
区
の
緒
立
遺
跡
（
一
一
二
ペ
ー
ジ
）
の
土
器
と
同
じ
特
徴
の
あ
る
、
変
形
工
字
文
と
呼
ば
れ

る
模
様
が
施
さ
れ
た
弥
生
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
土
器
が
多
く
見
つ
か
っ
た
ほ
か
、
遠
く
東
北
北
部
か
ら
運
ば

れ
て
き
た
と
み
ら
れ
る
土
器
も
見
つ
か
っ
た
。
石
器
は
鏃や

じ
りや

錐き
り

、
小
形
の
磨
製
石せ

き

斧ふ

な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。
ま
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た
、
製
作
途
中
の
石
器
や
石
器
の
材
料
と
な
る
石
、
石
器
を
作
る
と
き
に
出
る
石
片
な
ど
も
あ
り
、
こ
の
場
所

で
石
器
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
養
海
山
遺
跡
か
ら
は
木
材
や
動
物
の
骨
な
ど
の
自
然
遺
物
も
た

く
さ
ん
見
つ
か
っ
た
。
粘
土
層
に
よ
っ
て
パ
ッ
ク
さ
れ
て
空
気
に
触
れ
な
か
っ
た
た
め
、
普
通
は
朽
ち
て
し
ま

う
木
や
骨
の
残
り
が
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
遺
跡
に
暮
ら
し
て
い
た
人
々
が
食
べ
た
と
思
わ
れ
る
ク
ル

図164　養海山遺跡と茅野山集落

図165　東北北部から運ばれた土器

ミ
な
ど
の
種
実
や
、イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
と
思
わ
れ
る
骨
も
小
片
で
は
あ
る
が
、

多
く
出
土
し
た
。
弥
生
時
代
に
な
っ
て
も
、
し
ば
ら
く
は
狩
猟
・
採
集
の
生

活
を
営
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

養
海
山
遺
跡
の
付
近
に
は
、
地

下
数
メ
ー
ト
ル
か
ら
弥
生
土
器
が

発
見
さ
れ
た
西に

し

郷ご
う

遺
跡
や
、
日ひ

水み
ず

南み
な
み遺

跡
、
武ぶ

左ざ

衛え

門も
ん

裏う
ら

遺
跡
と
い

う
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
あ
る
。
こ

の
地
域
の
砂
丘
周
辺
の
地
下
深
く

に
は
、
弥
生
前
期
か
ら
中
期
の
集

落
が
眠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。


