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文
化
財
報
告
会
＆
講
演
会
「
胡
桃
館
遺
跡
と
古
代
仏
教
」�

　
市
教
育
委
員
会
が
主
催
す
る
文
化
財
報
告
会
が
２
月
14
日
、

市
中
央
公
民
館
で
開
か
れ
、訪
れ
た
歴
史
フ
ァ
ン
ら
が
市
の
文

化
財
に
つ
い
て
の
調
査
・
保
存
活
動
の
報
告
や
胡
桃
館
遺
跡
に

つ
い
て
の
興
味
深
い
講
演
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。そ
の
内
容
を

ご
紹
介
し
ま
す
。�

▲多くの歴史ファンらが詰めかけた胡桃館遺跡についての講演会

述
べ
ま
し
た
。�

 

ま
た
胡
桃
館
遺
跡
に
つ
い
て
は
、同
課
の

担
当
者
が
、昨
年
７
月
と
11
月
に
国
の
機

関
の
協
力
で
行
わ
れ
た
遺
跡
範
囲
確
定
の

た
め
の
地
中
レ
ー
ダ
ー
探
査
に
よ
る
調
査

成
果
を
紹
介
し
ま
し
た
。�

����

　
胡
桃
館
遺
跡
は
、昭
和
38
年
に
現
在
の

鷹
巣
中
学
校
の
野
球
グ
ラ
ン
ド
整
備
中
に

発
見
さ
れ
た
、今
か
ら
千
年
前（
平
安
時
代
）

の
遺
跡
。９
世
紀
後
半
か
ら
10
世
紀
初
め

の
役
所
跡
、ま
た
は
寺
院
だ
っ
た
建
物
と

み
ら
れ
、同
時
期
の
十
和
田
火
山
の
噴
火

に
よ
る
土
石
流
で
埋
没
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。発
見
当
時
の
発
掘
調
査
で
、４

棟
の
建
物
跡
や
、「
守
」「
寺
」な
ど
と
読
め

る
墨
書
土
器
片
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
ほ
か
、

最
近
の
研
究
で
も
建
材
の
一
部
に
書
か
れ

て
い
た
墨
書
の
解
明
が
進
む
な
ど
関
心
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
。 �

　
説
明
で
は
、レ
ー
ダ
ー
探
査
の
反
応
を

分
析
し
作
成
し
た
、建
物
跡
で
は
な
い
か

と
新
た
に
推
測
さ
れ
た
地
点
の
図
版
な
ど

も
紹
介
さ
れ
、さ
ら
に
広
が
り
を
見
せ
た

遺
跡
の
範
囲
に
、参
加
者
も
身
を
乗
り
出

し
て
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。�

保
護
か
ら
図
書
館
な
ど
の
施
設
運
営
、郷

土
芸
能
や
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
と
い
っ
た
広

い
事
業
に
加
え
、最
近
で
は
子
育
て
支
援

の
観
点
か
ら
家
庭
教
育
学
校
、放
課
後
子

ど
も
教
室
な
ど
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い

る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。�

　
そ
の
上
で
、「
４
月
の
機
構
改
革
で
公
民

館
と
も
組
織
が
一
体
化
に
な
る
。子
ど
も

か
ら
女
性
、高
齢
者
ま
で
広
い
世
代
に
対

応
し
た
事
業
を
手
が
け
て
い
く
こ
と
に
な

る
が
、市
民
と
一
緒
に
な
っ
て
文
化
の
ま

ち
づ
く
り
に
努
め
た
い
」と
活
動
方
針
を

　
報
告
会
は
、市
の
文
化
振
興
に
つ
い
て

の
取
り
組
み
や
昨
年
６
月
に
開
か
れ
た
第

59
回
全
国
植
樹
祭
で
も
そ
の
出
土
部
材
が

展
示
紹
介
さ
れ
た
胡
桃
館
遺
跡
の
調
査
発

掘
成
果
な
ど
を
紹
介
し
、関
心
を
持
っ
て

も
ら
お
う
と
開
か
れ
た
も
の
で
、胡
桃
館

遺
跡
に
つ
い
て
は
京
都
大
学
の
吉
川
真
司

教
授
に
よ
る
講
演
も
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
報
告
で
は
、市
教
委
の
長
岐
直
介
生
涯

学
習
課
長
が
、世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
に

登
録
さ
れ
た
伊
勢
堂
岱
遺
跡
や
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
金
家
住
宅
な
ど
の

担
当
事
業
の
取
り
組
み
を
紹
介
。文
化
財

生
涯
学
習
課
か
ら
の
報
告

多
彩
な
事
業
で
文
化
振
興
を�

報　告�

地
中
レ
ー
ダ
ー
探
査
成
果

新
た
な
埋
没
建
物
跡
か
？�

報　告�
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吉
川
教
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と
う
ぜ
ん�

く
る
み
だ
て�

北秋田市文化財報告会・講演会�

　
地
中
レ
ー
ダ
ー
探
査
で

建
物
ら
し
き
反
応
が
出
た
地
点（
青
い
部
分
）
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■全国でもまれな平安時代の埋没家屋�

　胡桃館遺跡は、現在の鷹巣中学校のグラン

ド整備中に発見された、今から千年前（平安時代）

の遺跡です。昭和４２年から３年間にわたり秋

田県教育委員会と当時の鷹巣町教育委員会に

よって発掘が行われました。校倉造りという

高度な技術が使われた建物がそのままの形で

出土したことで話題になりました。�
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■なぜ残ったのか？�

　普通、建物の柱や板などの木材は地中に埋

まっていると腐ってしまいます。なぜ当時の

建物が残っているのでしょうか。その理由は

十和田火山の噴火にあります。現在の十和田

湖は約千年前（一説によると西暦９１５年）に

噴火しました。その噴火の規模は有史以来の

日本最大級のものと言われています。

　北秋田市には火山灰はあまり降らなかった

ようですが、大量の土石流（シラス洪水）が米

代川を流れ、流域の村々を飲み込んでしまい

ました。火山灰を含んだ土に埋もれたことで

腐らずに残ったようです。

�

■どんな人が住んでいたのか�

　平安時代、この地域の人々は『蝦夷』と呼ば

れていて、天皇の支配が及んでいない土地で

した。そのような地域で高度な建築技術を用

いた建物がみつかったり、遺跡からは「寺」と

読める文字を書いた土器や、お経を読んだと

いう記録の落書きがみつかっています。この

ことから、この地域を治めるような人物や、僧

侶が住んでいたのではないか、と推測されて

います。

こ
れ
ら
の
解
釈
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
胡

桃
館
遺
跡
寺
院
説
に
つ
い
て
言
及
し
、「
建

物
が
ど
う
使
わ
れ
た
か
は
今
後
の
研
究
を

待
ち
た
い
」と
、現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
調

査
へ
の
期
待
を
寄
せ
ま
し
た
。�

　
そ
の
上
で
教
授
は
、イ
ン
ド
か
ら
中
国

に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
が
空
海
や
最
澄
に
よ
っ

て
日
本
に
伝
え
ら
れ
、さ
ら
に
最
東
部
と

も
い
え
る
秋
田
に
そ
の
証
が
あ
っ
た
こ
と

を
、「
当
時
、朝
廷
に
よ
る
蝦
夷
支
配
と
重

な
り
合
い
な
が
ら
、仏
教
が
こ
の
地
に
息

づ
い
て
い
た
。胡
桃
館
遺
跡
は
日
本
最
北

の
古
代
寺
院
で
あ
り
仏
教
東
漸（
東
方
に

伝
わ
っ
て
い
く
こ
と
）の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

だ
と
い
え
る
」と
述
べ
て
い
ま
し
た
。�

自
説
を
展
開
し
ま
し
た
。�

　
こ
の
ほ
か
、建
物
の
近
く
で
見
つ
か
っ

た
３
本
柱
が
、『
幢
竿
』と
呼
ば
れ
る
寺
院

な
ど
で
旗
や
シ
ン
ボ
ル
を
立
て
る
た
め
の

柱
と
そ
の
支
柱
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
や
、�

を
読
む
の
は
何
ら
か
の
災
い
に
対
し
て
の

加
護
を
祈
る
た
め
で
、災
い
と
は
、他
の
公

文
書
な
ど
の
記
録
か
ら
西
暦
９
１
５
年
に

起
き
た
と
さ
れ
る
十
和
田
火
山
の
噴
火
で

あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
」と
述
べ
て
、

胡
桃
館
遺
跡
の
全
体
か
、も
し
く
は
そ
の

一
部
が
常
設
の
寺
と
し
て
使
わ
れ
た
建
物

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。�

　
さ
ら
に
、「
建
物
の
周
囲
か
ら
見
つ
か
っ

た
土
器
片
に
書
か
れ
て
い
た『
守（
か
み
）

＝
役
人
を
表
す
こ
と
ば
』と『
寺
』の
文
字

の
う
ち
、『
守
』は
、一
見
そ
う
読
め
そ
う
だ

が
、う
か
ん
む
り
の
書
き
方
な
ど
か
ら
推

測
す
る
と
、文
字
の
一
部
が
消
え
て
い
る

だ
け
で
、こ
ち
ら
も『
寺
』で
は
な
い
か
」と

　
続
い
て
、「
胡
桃
館
遺
跡
と
古
代
仏
教
」

を
テ
ー
マ
に
、吉
川
教
授
の
講
演
が
行
わ

れ
ま
し
た
。吉
川
教
授
は
古
代
史
が
専
門
。

東
北
を
は
じ
め
秋
田
の
歴
史
に
も
造
詣
が

深
く
、胡
桃
館
遺
跡
に
も
何
度
も
訪
れ
研

究
さ
れ
て
い
ま
す
。�

����

　
吉
川
教
授
は
、胡
桃
館
遺
跡
の
性
格
や

出
土
し
た
建
物
の
扉
板
に
書
か
れ
て
い
た

墨
書
に
つ
い
て
触
れ
、「
扉
板
の
墨
書
は
、

お
坊
さ
ん
が
経
典
を
30
巻
ず
つ
３
日
間
読

ん
だ
記
録
と
解
釈
で
き
る
。僧
侶
が
経
典

胡桃館遺跡とは？�

▲発掘当時のようす（昭和４２年頃）

吉
川
教
授

寺
院
と
し
て
使
わ
れ
た
可
能
性
大�

講　演�

ど
う
か
ん�

え
み
し�

えみし�

あぜくら�

寺、守と書かれた

墨書土器（部分）。

「守」は「寺」の文字の一部が消えた

だけで、「寺」ではないかと吉川教授


