
1

意
外
と
豊
か
で
「
格
差
も
存
在
」

増

山

雄

三

「

縄

文

時

代

」

と

聞

け

ば

、

私

な

ど

、

厳

し

い

自

然

の

中

で

、

貧

し

い

け

れ

ど

も

格

差

が

な

い

平

等

な

世

界

で

、

精

神

生

活

は

極

め

て

幼

稚

な

段

階

に

あ

っ

て

、

富

や

権

力

の

発

生

を

促

が

す

蓄

積

は

、

ま

ず

不

可

能

だ

っ

た

時

代

た

っ

た

と

い

う

、

遥

か

遠

い

昔

の

イ

メ

ー

ジ

し

か

わ

い

て

こ

な

い

。

そ

れ

で

も

、

そ

の

後

、

各

地

で

発

掘

調

査

が

進

む

に

つ

れ

、

「

自

然

と

共

生

し

た

豊

か

な

狩

猟

採

集

社

会

」

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

が

広

が

り

、

九

十

年

代

に

、

青

森

市

で

「

三

内

丸

山

遺

跡

」

を

始

め

幾

つ

か

の

遺

跡

が

発

掘

さ

れ

る

と

、

「

縄

文

都

市

」

と

か

「

縄

文

文

明

」

と

い

っ

た

言

葉

も

使

わ

れ

、

む

し

ろ

、

そ

れ

が

理

想

郷

で

あ

っ

た

様

に

も

言

わ

れ

た

。

だ

が

、

近

年

に

な

っ

て

科

学

分

析

が

進

ん

で

見

え

て

き

た

の

は

、

厳

し

く

も

な

け

れ

ば

、

理

想

郷

で

も

な

く

、

た

く

ま

し

く

自

然

を

利

用

し

て

、

生

活

技

術
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を

革

新

し

続

け

た

暮

ら

し

ぶ

り

が

分

っ

て

き

だ

。

こ

の

縄

文

時

代

は

、

Ｂ

Ｃ

一

万

三

千

年

に

始

ま

り

Ｂ

Ｃ

三

百

年

ま

で

約

一

万

二

千

年

以

上

も

続

く

が

、

そ

の

期

間

は

お

よ

そ

六

期

に

分

け

ら

れ

、

各

期

の

詳

細

な

年

代

が

、

放

射

性

炭

素

年

代

測

定

に

よ

り

、

あ

る

程

度

割

り

出

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

研

究

者

に

よ

っ

て

解

釈

に

違

い

も

あ

る

も

の

の

、

ま

ず

「

草

創

期

」

が

約

三

千

七

百

年

、

続

い

て

「

早

期

」

が

約

三

千

五

百

年

間

あ

り

、

三

期

目

に

あ

た

る

「

前

期

」

が

約

二

千

年

間

、

四

期

の

「

中

期

」

が

約

九

百

年

間

あ

り

、

「

後

期

」

及

び

六

期

目

に

あ

た

る

「

晩

期

」

は

、

そ

れ

ぞ

れ

八

百

年

間

あ

り

、

そ

の

期

間

は

次

第

に

短

く

な

っ

て

き

て

い

る

。

明

治

大

学

の

阿

部

芳

郎

教

授

は

、

「

こ

の

よ

う

に

期

間

が

短

く

な

り

、

変

化

が

加

速

し

て

い

る

事

が

重

要

で

、

変

化

の

加

速

は

、

社

会

の

発

達

の

加

速

を

意

味

し

、

長

け

れ

ば

千

五

百

年

も

同

じ

場

所

に

定

住

し

た

狩

猟

採

集

民

は

、

世

界

的

に

も

ま

れ

で

、

気

候

も

変

わ

る

中

で

、

長

期

間

住

み

続

け

る

た

め

に

、

様

々

な

技

術

を

生

み

出

す

必

要

が

あ

っ

た

」

と

話

す

。
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こ

こ

で

、

各

期

毎

の

特

徴

を

み

る

と

、

先

ず

「

草

創

期

」

は

、

旧

石

器

時

代

に

近

い

石

や

り

で

狩

り

を

行

な

い

、

土

器

は

ま

だ

少

な

か

っ

た

も

の

の

、

次

の

「

早

期

」

に

な

る

と

、

土

器

の

使

用

が

増

え

、

貝

塚

も

現

れ

る

様

に

な

り

、

第

三

期

に

あ

た

る

「

前

期

」

で

は

、

温

暖

化

に

よ

っ

て

海

岸

線

が

内

陸

ま

で

入

り

込

む

よ

う

に

な

っ

て

き

て

、

「

中

期

」

に

は

集

落

が

大

規

模

化

し

、

火

焔

型

土

器

な

ど

の

よ

う

な

、

派

手

な

装

飾

の

土

器

が

作

ら

れ

始

め

た

。

更

に

「

後

期

」

に

な

る

と

、

塩

や

装

身

具

な

ど

を

地

域

間

で

分

業

し

て

作

り

、

そ

れ

ら

を

交

易

す

る

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

が

発

達

し

、

最

後

の

「

晩

期

」

に

な

る

と

、

東

北

地

方

で

は

、

精

巧

な

遮

光

土

器

な

ど

を

作

っ

た

、

「

亀

ヶ

岡

文

化

」

が

栄

え

る

様

に

な

っ

た

。

こ

う

し

た

縄

文

時

代

の

推

移

の

中

で

、

従

来

は

、

こ

の

時

代

を

、

「

狩

猟

や

漁

労

そ

れ

に

採

集

の

段

階

に

留

ま

っ

て

い

て

、

社

会

は

複

雑

で

は

な

く

、

収

穫

物

は

公

平

に

分

け

あ

い

、

身

分

の

上

下

関

係

や

貧

富

の

差

は

な

か

っ

た

」

と

考

え

ら

れ

て

い

た

。

そ

れ

が

今

で

は

、

「

温

暖

化

で

資

源

が

増

え

て

暮
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ら

し

は

安

定

し

た

が

、

自

然

の

中

で

生

き

延

び

て

い

く

た

め

、

生

活

技

術

の

革

新

が

絶

え

ず

行

わ

れ

る

様

に

な

り

、

動

植

物

資

源

を

上

手

に

利

用

す

る

高

度

な

管

理

も

行

わ

れ

、

『

格

差

』

も

存

在

し

始

め

社

会

が

複

雑

化

し

た

」

と

考

え

ら

れ

る

様

に

な

っ

た

。

格

差

の

存

在

が

あ

っ

た

と

い

う

の

は

、

墓

の

「

副

葬

品

」

で

知

る

事

が

で

き

る

が

、

富

山

市

に

あ

る

縄

文

前

期

の

小

竹

貝

塚

で

は

、

多

数

の

磨

製

石

斧

と

共

に

大

量

の

人

骨

が

出

土

し

、

ま

た

、

北

海

道

の

カ

リ

ン

バ

遺

跡

で

は

、

赤

漆

で

塗

ら

れ

た

ク

シ

や

腕

輪

の

装

飾

品

が

見

つ

か

り

、

そ

れ

ら

は

、

特

定

の

個

人

し

か

持

て

な

い

よ

う

な

品

で

あ

っ

た

事

か

ら

、

格

差

の

存

在

を

示

唆

す

る

も

の

だ

と

言

わ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

、

縄

文

時

代

の

暮

ら

し

ぶ

り

に

つ

い

て

少

し

触

れ

る

と

、

先

ず

住

居

に

つ

い

て

い

え

ば

、

彼

ら

は

竪

穴

住

居

と

呼

ば

れ

る

家

に

住

ん

で

い

た

が

、

そ

れ

は

、

地

面

に

深

さ

五

十

糎

く

ら

い

の

円

形

の

大

き

な

穴

を

掘

り

、

そ

の

周

り

に

五

～

七

本

の

柱

を

立

て

て

、

そ

の

上

に

屋

根

を

つ

く

っ

た

。

北

代

遺

跡

で

は

、

屋

根

の

上

に

土

を

葺

い

た

土

屋
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根

住

居

が

作

ら

れ

、

住

居

の

床

に

は

硬

く

叩

き

締

め

た

粘

土

を

敷

き

詰

め

、

畳

六

か

ら

十

二

枚

ほ

ど

あ

る

広

さ

の

住

居

の

中

心

に

は

、

料

理

を

し

た

り

暖

房

な

ど

に

使

う

た

め

の

、

石

で

囲

ん

だ

炉

が

作

ら

れ

、

家

族

四

人

く

ら

い

が

住

ん

で

い

た

。

ま

た

、

彼

ら

は

一

体

ど

ん

な

服

を

着

て

い

た

の

か

と

言

え

ば

、

植

物

の

繊

維

か

ら

と

っ

た

、

糸

を

編

ん

だ

布

の

服

を

着

て

い

た

よ

う

だ

が

、

石

川

県

の

米

泉

遺

跡

か

ら

は

、

漆

を

絞

る

た

め

た

ま

た

ま

腐

ら

ず

に

残

っ

た

編

布

が

見

つ

か

り

、

縄

文

人

が

、

布

を

編

む

技

術

を

知

っ

て

い

た

事

が

分

っ

た

。

そ

れ

に

、

動

物

の

毛

皮

や

、

魚

の

皮

な

ど

で

作

っ

た

服

も

あ

り

、

毛

皮

を

鞣

す

た

め

に

、

石

器

や

骨

で

作

っ

た

縫

い

針

も

遺

構

か

ら

見

つ

か

っ

て

い

て

、

土

偶

に

描

か

れ

た

衣

服

の

表

現

を

見

る

と

、

渦

巻

模

様

や

丸

と

か

三

角

な

ど

の

、

模

様

も

付

け

ら

れ

て

い

た

事

な

ど

も

分

っ

て

い

る

。

更

に

、

食

生

活

に

つ

い

て

み

る

と

、

主

に

鳥

と

か

貝

や

魚

そ

れ

に

木

の

実

と

か

根

菜

類

を

食

べ

、

遺

跡

の

竪

穴

住

居

の

中

か

ら

は

、

ア

オ

ザ

メ

、

ナ

ガ

ス

ク
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ジ

ラ

、

マ

ダ

イ

、

ニ

シ

ン

等

の

魚

の

歯

や

骨

が

見

つ

か

る

と

共

に

、

ク

ル

ミ

、

ト

チ

、

ク

リ

な

ど

の

木

の

実

が

炭

化

し

た

も

の

が

見

つ

か

っ

て

い

る

の

で

、

こ

れ

ら

を

食

し

て

い

た

も

の

と

思

は

れ

る

。

縄

文

土

器

は

、

こ

れ

ら

の

食

べ

物

を

煮

る

た

め

に

使

わ

れ

た

よ

う

で

、

出

土

し

た

土

器

に

は

、

調

理

の

時

に

吹

き

こ

ぼ

れ

て

焦

げ

付

い

て

し

ま

っ

た

も

の

も

あ

り

、

木

の

実

は

石

皿

と

摺

石

で

摺

り

潰

し

ク

ッ

キ

ー

な

ど

を

作

り

、

お

い

し

く

食

べ

る

た

め

、

様

々

な

工

夫

を

し

て

い

た

よ

う

で

も

あ

る

。

当

時

は

、

大

陸

か

ら

影

響

を

受

け

る

事

は

な

か

っ

た

の

で

、

数

々

の

工

夫

は

日

本

列

島

内

で

の

み

起

っ

て

い

っ

た

が

、

縄

文

の

技

術

革

新

の

中

で

、

急

速

に

解

明

が

進

ん

で

い

る

の

が

、

植

物

利

用

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

花

粉

分

析

に

よ

っ

て

、

集

落

形

成

と

同

時

に

、

ク

ル

ミ

や

ク

リ

な

ど

、

食

品

に

役

立

つ

樹

木

が

あ

る

遺

跡

が

発

掘

さ

れ

、

彼

ら

が

有

用

な

木

を

林

に

仕

立

て

管

理

し

て

い

た

事

も

分

り

、

複

雑

な

装

飾

を

編

み

込

ん

だ

駕

籠

や

、

精

巧

な

彫

刻

を

施

し

た

上

に

、

赤

と

黒

の

漆

で

模

様

を

つ

け

た

容

器

な

ど

と

い
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っ

た

、

漆

製

品

も

出

土

し

て

い

る

。

近

年

注

目

を

集

め

て

い

る

手

法

に

、

土

器

に

残

る

細

か

な

空

洞

を

観

察

し

、

製

作

段

階

で

粘

土

に

取

り

込

ま

れ

た

、

植

物

や

昆

虫

を

調

べ

る

「

圧

痕

法

」

が

あ

り

、

そ

れ

に

よ

る

と

、

各

地

の

土

器

か

ら

ダ

イ

ズ

や

ア

ズ

キ

の

痕

跡

が

確

認

さ

れ

、

そ

れ

ら

は

、

縄

文

前

期

に

中

部

や

西

関

東

地

方

な

ど

で

、

漸

次

栽

培

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

事

も

分

っ

た

。

熊

本

大

学

の

小

畑

弘

己

教

授

は

、

土

器

の

中

の

ダ

イ

ズ

は

「

豊

穣

を

祈

る

た

め

に

意

図

的

に

練

り

こ

ん

だ

」

と

み

る

が

、

マ

メ

類

だ

け

で

な

く

、

コ

ク

ゾ

ウ

ム

シ

や

カ

ラ

ス

ザ

ン

シ

ョ

ウ

の

実

が

大

量

に

練

り

込

ま

れ

た

土

器

も

あ

り

、

そ

れ

は

暮

ら

し

に

密

接

だ

っ

た

も

の

ば

か

り

と

、

教

授

は

言

う

。

ク

リ

な

ど

の

貯

蔵

倉

庫

を

狙

う

、

コ

ク

ゾ

ウ

ム

シ

が

住

居

に

集

ま

り

、

カ

ラ

ス

ザ

ン

シ

ョ

ウ

は

防

虫

剤

と

し

て

使

わ

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

が

、

真

摯

に

物

を

見

つ

め

る

研

究

が

、

い

ま

、

縄

文

の

生

活

を

生

き

生

き

と

再

現

し

よ

う

と

し

て

い

る

。

令

和

二

年

八

月


