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森
吉
の
発
掘
調
査
を
語
る
会
が
３
月
22
日
、
森
吉

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
発

掘
調
査
に
携
わ
っ
た
約
60
名
が
参
加
し
、
調
査
の
喜

び
や
苦
労
を
語
り
、
思
い
出
を
振
り
返
り
ま
し
た
。 

　
森
吉
山
ダ
ム
建
設
に
係
る
発
掘
調
査
は
平
成
７
年

か
ら
始
ま
り
、
今
ま
で
に
51
ヶ
所
の
遺
跡
が
調
査
さ

れ
、
旧
石
器
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
の
遺

物
や
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
出
土
し
た
遺
物
の
量
は
、

コ
ン
テ
ナ
ケ
ー
ス
で
約
８
千
箱
分
に
も
な
り
ま
す
。 

　
発
掘
さ
れ
た
遺
物
や
遺
構
に
は
、
１
万
年
以
上
前

の
生
活
の
痕
跡
が
色
濃
く
残
さ
れ
、
当
時
の
森
吉
山

の
懐
に
抱
か
れ
た
山
間
の
地
で
山
川
の
恵
み
を
享
受

し
、
外
の
地
域
と
共
通
し
た
文
化
の
一
翼
を
担
っ
て

い
た
様
子
が
伺
え
ま
す
。 

　
住
宅
火
災
警
報
器
設
置
の
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
を
利
用

し
た
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
講
習
会
が
３
月
７
日
、

吉
田
分
館
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
講
習
会
は
、
火
災
の
早
期
発
見
、
死
傷
者
の

抑
制
の
た
め
平
成
23
年
５
月
末
ま
で
に
設
置
が
義
務

付
け
ら
れ
た
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
普
及
、
啓
発
の

た
め
市
消
防
本
部
阿
仁
分
署
が
開
催
し
た
も
の
。 

　
実
際
に
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
の
１
階
部
分
で
煙
を
発
生

さ
せ
、
２
階
階
段
の
感
知
器
が
煙
を
感
知
す
る
の
を

見
て
、
参
加
し
た
約
30
名
の
住
民
ら
は
、
各
地
で
火

災
に
よ
る
死
者
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
早
速

警
報
器
を
注
文
し
て
取
り
付
け
な
け
れ
ば
」
と
、
住

宅
火
災
の
恐
ろ
し
さ
と
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
必

要
性
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
。 

　
こ
の
ほ
ど
行
な
わ
れ
た
全
国
サ
ン
マ
ッ
シ
ュ
生
産

協
議
会
の
品
評
会
で
、
佐
藤
哲
也
（
鶴
田
）
さ
ん
が

金
賞
、
武
石
恒
夫
（
日
栄
）
さ
ん
が
銀
賞
、
金
隆
三

（
本
城
）
さ
ん
、
九
嶋
善
一
（
鶴
田
）
さ
ん
が
銅
賞

と
輝
か
し
い
成
績
を
収
め
ま
し
た
。 

　
米
内
沢
地
区
で
菌
床
シ
イ
タ
ケ
を
栽
培
し
て
い
る

農
家
は
４
農
家
で
、
元
々
は
原
木
を
使
用
し
て
の
シ

イ
タ
ケ
栽
培
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
労
力
の
軽
減

や
シ
イ
タ
ケ
の
肉
厚
、
食
味
の
良
さ
か
ら
菌
床
シ
イ

タ
ケ
に
経
営
を
転
換
。
１
農
家
約
６
〜
７
千
床
で
稲

作
期
間
が
終
わ
る
10
月
か
ら
３
月
末
ま
で
シ
イ
タ
ケ

を
採
取
し
て
い
ま
す
。 

　
金
賞
を
受
賞
し
た
佐
藤
さ
ん
は
「
今
後
、
地
元
の

栽
培
農
家
を
増
や
し
、
菌
床
シ
イ
タ
ケ
を
も
っ
と
全

国
に
広
め
た
い
」
と
豊
富
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
春
彼
岸
の
中
日
に
あ
た
る
３
月
20
日
夜
、
合
川
・

下
小
阿
仁
川
流
域
の
各
地
区
で
伝
統
行
事
「
万
灯
火
」

が
行
わ
れ
、
迎
え
火
の
放
列
が
残
雪
の
山
間
に
浮
か

び
上
が
り
ま
し
た
。 

　
万
灯
火
は
、
墓
地
の
他
、
山
の
尾
根
づ
た
い
や
沢

づ
た
い
、
川
原
で
た
い
ま
つ
を
灯
し
、
精
霊
が
そ
の

火
を
道
し
る
べ
と
し
て
家
々
に
舞
い
戻
り
子
孫
の
も

て
な
し
を
受
け
る
と
さ
れ
、
豊
年
満
作
、
家
内
安
全

を
祈
願
し
ま
す
。 

　
最
近
で
は
、
「
ま
と
び
」
、
「
中
日
」
の
火
文
字
や
、

回
転
式
の
車
万
灯
火
な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
た
仕
掛
け

も
登
場
し
、
万
灯
火
を
一
目
見
よ
う
と
遠
方
か
ら
訪

れ
る
人
も
増
え
て
い
ま
す
。 

上
　
郷
土
料
理
を
生
か
す
心
意
気
と
調
理
技
術
を
学
ん
だ
調
理
実
演 

下
　
山
の
芋
を
は
じ
め
郷
土
の
食
材
の
魅
力
に
つ
い
て
の
意
見
交
換 

 
ス
ロ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
セ
ミ
ナ
ー
が
３
月
17
日
、
市
内

の
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
、
野
菜
生
産
農
家
、
料
理
店
経
営

者
な
ど
約
１
０
０
人
が
参
加
し
、
地
域
の
食
材
を
使
っ

た
調
理
講
習
会
や
座
談
会
な
ど
で
、
観
光
素
材
と
し
て

の
「
食
」
の
あ
り
方
を
探
り
ま
し
た
。 

　
セ
ミ
ナ
ー
は
、
滞
在
型
・
体
験
型
観
光
を
推
進
し
て

い
る
北
秋
田
地
域
振
興
局
が
、
誘
客
手
段
と
し
て
重
要

な
「
食
」
の
部
分
に
着
目
し
、
大
館
・
北
秋
田
地
域
の

郷
土
食
材
の
魅
力
を
和
食
料
理
人
の
調
理
技
術
を
学
ぶ

こ
と
で
地
元
の
食
材
を
再
認
識
し
、
商
品
開
発
や
地
域

振
興
に
つ
な
げ
よ
う
と
開
催
し
た
も
の
で
す
。 

　
セ
ミ
ナ
ー
は
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
幕
張
で
和

食
料
理
長
を
務
め
る
井
川
比
呂
志
さ
ん
の
調
理
実
演
と
、

市
民
が
井
川
さ
ん
と
郷
土
料
理
の
魅
力
な
ど
を
語
り
合

う
座
談
会
の
２
部
構
成
で
行
わ
れ
、
Ｊ
Ａ
、
商
工
会
、

北
秋
田
森
林
組
合
の
関
係
者
、
野
菜
生
産
農
家
、
料
理

店
・
仕
出
し
店
の
経
営
者
な
ど
約
１
０
０
人
が
参
加
し

ま
し
た
。 

　
調
理
実
演
で
井
川
さ
ん
は
、
「
比
内
地
鶏
の
山
の
芋

蒸
し
山
菜
添
え
」「
山
の
芋
と
ベ
イ
ナ
ス
の
揚
げ
出
し
」

の
２
品
を
調
理
。
下
ご
し
ら
え
か
ら
味
付
け
、
盛
り
付

け
な
ど
各
段
階
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
を
加
え
な
が
ら
、

郷
土
料
理
を
生
か
す
心
意
気
と
調
理
技
術
を
伝
え
、
具

体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
参
加
者
は
メ
モ
を
取
り
な
が
ら

聴
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。  

　
続
い
て
行
わ
れ
た
「
持
ち
寄
り
郷
土
料
理
を
囲
ん
で

座
談
会
」
で
は
、
地
元
・
鷹
巣
地
域
で
山
の
芋
の
生
産

と
販
売
に
関
わ
っ
て
い
る
Ｊ
Ａ
鷹
巣
町
婦
人
部
の
主
婦

ら
６
名
が
講
師
を
囲
ん
で
、
山
の
芋
の
上
手
な
調
理
方

法
や
販
売
促
進
な
ど
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
を
行
な
い
、

井
川
氏
は
「
郷
土
料
理
の
良
さ

は
、
足
元
で
は
分
か
ら
ず
外
へ

出
さ
れ
て
そ
の
値
打
ち
が
出
て

く
る
」
な
ど
と
述
べ
、
特
産
品

は
地
元
で
愛
さ
れ
て
は
じ
め
て

外
へ
向
か
っ
て
成
長
し
て
い
く

も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
。
ま

た
、
「
よ
い
も
の
は
地
元
の
皆

さ
ん
が
こ
よ
な
く
愛
し
、
い
い

素
材
に
し
て
い
い
調
理
品
に
仕

上
げ
て
い
く
地
道
な
努
力
が
大

切
。
こ
れ
か
ら
も
自
身
を
持
っ

て
生
産
に
、
販
路
拡
大
に
精
を

出
し
て
ほ
し
い
」
と
熱
い
エ
ー

ル
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。 

職員手作りのモデルハウスで住宅用火災警報器 
の必要性を訴えた講習会 

入賞した菌床シイタケ栽培農家のみなさん（前列左から 
佐藤さん、九嶋さん、後列右から金さん、武石さん） 

芹沢地区で行なわれた「万灯火」。８月14日には 
合川橋付近で「合川まと火」が行われます 

13年間の発掘調査の歴史をスライドで上映し、 
思い出を振り返った語る会 


