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▲
　
二
重
鳥
Ｂ
遺
跡
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
の
土
偶
や
石
器
な
ど
が
出
土
し
ま
し

た
。
左
は
、
直
径
が
6.2
㎝
も
あ
る
大
き
な

耳
飾
り
。
独
特
の
三
叉
文
が
特
長
的
で
す 

▲

縄
文
人
の
暮
ら
し
と
世
界
観
の
解

明
に
向
け
て
〜
伊
勢
堂
岱
遺
跡

調
査
最
終
年
度
と
な
っ
た

森
吉
山
ダ
ム
関
連
遺
跡
群

発
掘
の
成
果
を
も
と
に
、
小
又
川

流
域
の
集
落
の
変
遷
を
明
ら
か
に

　
今
年
度
、
秋
田
県
内
で
は
33
件
の
遺
跡

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
報
告
会
は
、
発
掘
調
査
の
成
果
を
市
民

に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
遺
跡
か
ら
解
き

明
か
す
秋
田
の
歴
史
に
関
心
を
も
っ
て
も

ら
お
う
と
県
教
育
委
員
会
が
主
催
し
た
も

の
で
、
報
告
と
合
わ
せ
、
出
土
品
や
調
査
の

様
子
が
写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。 

　
会
場
の
市
文
化
会
館
ホ
ー
ル
に
は
、
約

２
０
０
人
の
市
民
が
聴
講
に
訪
れ
ま
し
た
。 

　
26
日
は
、
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
と
し
て
、

市
教
育
委
員
会
の
担
当
職
員
が
、「
〜
よ
み

が
え
る
縄
文
の
聖
地
」と
題
し
、
史
跡
・
伊

勢
堂
岱
遺
跡
の
今
年
度
の
第
14
次
調
査
に

つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。 

　
同
遺
跡
は
、
平
成
７
年
に
、
大
館
能
代

空
港
ア
ク
セ
ス
道
路
建
設
中
に
発
見
さ
れ

た
縄
文
時
代
後
期
（
約
４
千
年
前
）
の
遺
跡
。

こ
れ
ま
で
、
４
つ
の
環
状
列
石
が
確
認
さ

れ
て
お
り
、
平
成
13
年
に
は
国
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

　
今
年
度
は
、
環
状
列
石
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
の
う
ち
、
最
も
南
側
に
位
置
す
る
環
状

列
石
Ｄ
の
本
体
を
対
象
と
し
て
調
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
土
器
を
逆

さ
ま
に
埋
め
て
、
そ
の
周
り
を
石
で
囲
っ

た
土
器
埋
設
遺
構
な
ど
も
新
た
に
発
見
さ

れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
土
器
は
底
が
割
ら
れ
、
破
片
も
見

つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、「
遺
骨

が
入
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
分
析
し

て
調
べ
て
み
た
い
」と
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
ほ
か
多
く
の
発
見
が
あ
っ
た
中
で
、

祭
祀
に
関
わ
る
石
剣
や
鐸
形
土
製
品
、
三

脚
石
器
な
ど
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
用
途

が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
触
れ
、「
こ

の
よ
う
な
特
有
の
道
具
が
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
や
、
自
然
と
共
生
し
て
い
た
こ
と
か

ら
縄
文
人
は
、
世
界
に
例
を
み
な
い
独
特

の
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
」こ
と
や
、
縄
文

人
が
世
界
史
的
に
見
て
も
優
れ
た
文
化
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。 

            

　
最
後
に
、
今
年
度
遺
跡
北
側
の
杉
木
立

を
伐
採
し
、
鷹
巣
盆
地
や
白
神
山
地
方
向

へ
の
眺
望
を
良
く
す
る
事
業
を
実
施
す
る

予
定
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、「
当
時
の
人
々

が
、
天
体
の
運
行
や
白
神
山
地
な
ど
の
山

並
み
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か

も
し
れ
な
い
」と
、
今
後
の
調
査
が
縄
文
人

の
精
神
世
界
解
明
に
近
づ
く
こ
と
へ
の
期

待
を
込
め
、
報
告
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。  

　
伊
勢
岱
遺
跡
の
報
告
に
続
き
、
大
湯
環

状
列
石
、
古
代
城
柵
「
払
田
柵
」
、
横
手
市

の
金
沢
城
跡
、
墨
書
土
器
が
出
土
し
た
大

仙
市
の
沖
田
遺
跡
に
つ
い
て
市
や
県
の
担

当
者
が
そ
れ
ぞ
れ
今
年
度
の
調
査
の
概
要

に
つ
い
て
報
告
を
行
い
ま
し
た 

　
ま
た
、
資
料
展
示
室
や
ホ
ー
ル
ロ
ビ
ー

に
は
、
各
遺
跡
の
代
表
的
な
出
土
品
が
展

示
さ
れ
た
ほ
か
、
発
掘
時
の
よ
う
す
を
写

真
パ
ネ
ル
で
紹
介
さ
れ
、
遺
跡
関
係
者
ほ

か
市
民
ら
も
、
関
心
を
も
っ
て
見
入
っ
て

い
ま
し
た
。 

    

　
２
日
目
の
27
日
に
は
、
森
吉
山
ダ
ム
関

連
遺
跡
群
の
調
査
成
果
の
報
告
が
行
わ
れ

た
ほ
か
、
午
後
か
ら
は
、
研
究
者
に
よ
る

古
代
の
秋
田
の
環
境
を
テ
ー
マ
と
し
た
講

演
会
が
開
か
れ
、
歴
史
フ
ァ
ン
ら
が
耳
を

傾
け
ま
し
た
。 

　
こ
の
日
は
、
平
成
７
年
に
発
掘
調
査
が

始
ま
り
今
年
度
で
調
査
が
終
了
す
る
森
吉

山
ダ
ム
関
連
遺
跡
群
に
つ
い
て
報
告
さ
れ

ま
し
た
。
平
成
４
年
に
ダ
ム
地
内
の
遺
跡

の
所
在
を
確
か
め
る
分
布
調
査
が
始
め
ら

れ
た
こ
ろ
は
、
小
又
流
域
に
は
ま
だ
４
遺

跡
し
か
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

調
査
を
進
め
る
に
つ
れ
遺
跡
の
数
が
増
え

て
い
き
、
最
終
的
に
61
カ
所
の
遺
跡
の
存

在
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、

ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
水
に
沈
む
遺
跡
、
堤

体
工
事
で
壊
れ
る
51
遺
跡
の
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
、
今
年
度
が
調
査
の
最
終
年
度
と

な
っ
た
も
の
で
す
。 

　
は
じ
め
に
県
の
担
当
者
が
、
「
森
吉
家

ノ
前
Ａ
遺
跡
」「
向
様
田
Ｄ
遺
跡
」
に
つ
い

て
、
市
の
担
当
者
が「
二
重
鳥
Ｂ
遺
跡
」の

調
査
成
果
を
報
告
し
た
あ
と
、
ダ
ム
関
連

遺
跡
群
の
13
年
間
の
発
掘
の
歩
み
と
成
果

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

    

　
森
吉
家
ノ
前
遺
跡
は
、
平
成
14
・
15
年

の
２
ヵ
年
に
わ
た
る
調
査
で
、
縄
文
時
代

か
ら
安
土
桃
山
時
代
ま
で
の
集
落
跡
や
墓

域
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
今
年
度
は

さ
ら
に
、
▽
15
棟
の
堀
立
柱
建
物
跡
が
見

つ
か
っ
た
▽
そ
の
近
く
に
は
南
北
に
連
な

る
13
基
の
井
戸
跡
が
あ
っ
た
▽
井
戸
内
か

ら
は
、
箸
や
下
駄
、
桃
の
種
な
ど
が
出
土

し
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
市
が
担
当
し
た
二
重
鳥
Ｂ
遺
跡

は
、
向
様
田
遺
跡
群
や
漆
下
遺
跡
の
そ
ば

に
あ
る
縄
文
時
代
前
期（
約
６
千
年
前
）、

中
期（
約
５
千
年
前
）、
後
期
の
集
落
跡
。
発

掘
を
担
当
し
た
市
教
委
の
担
当
者
は
、
今

年
度
、
▽
縄
文
時
代
前
期
の
竪
穴
住
居
跡

４
軒
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
た
こ
と
▽

中
期
終
わ
り
頃
の
遺
構
と
し
て
、
こ
の
時

期
東
北
地
方
に
特
有
の
複
式
炉
を
持
つ
竪

穴
住
居
跡
９
軒
が
見
つ
か
り
、
最
大
の
も

の
は
直
径
が
7.6
ｍ
で
壁
の
高
さ
が
90
㎝
と
、

こ
の
時
期
と
し
て
は
最
大
の
も
の
だ
っ
た

こ
と
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。 

　
一
方
、
縄
文
時
代
後
期
後
半
で
は
、
竪

穴
住
居
１
軒
の
ほ
か
土
器
や
石
器
な
ど
の

捨
て
場
が
見
つ
か
り
、
そ
こ
か
ら
多
量
の

土
器
や
石
器
と
と
も
に
、
耳
飾
り
や
鳥
の

頭
部
を
模
し
た
と
考
え
ら
れ
る
土
製
品
が

出
土
、
そ
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
、

「
遺
跡
は
、
繰
り
返
し
集
落
が
営
ま
れ
た

場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
今
後
は
、

周
辺
遺
跡
の
調
査
成
果
と
の
比
較
検
討
を

行
い
、
小
又
川
流
域
の
縄
文
時
代
の
集
落

の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
」
と

締
め
く
く
り
ま
し
た
。 

　
最
後
に
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
北
調

査
課
の
小
林
課
長
が
森
吉
山
ダ
ム
関
連
遺

跡
群
の
13
年
間
に
わ
た
る
調
査
に
つ
い
て

総
括
。
質
疑
応
答
で
会
場
か
ら
出
さ
れ
た

「
遺
跡
は
ダ
ム
の
底
に
沈
む
が
、
な
ん
ら

か
の
形
で
後
世
に
残
し
て
ほ
し
い
」
と
の

要
望
に
は
、
「
今
後
、
広
く
み
な
さ
ん
の

意
見
・
要
望
を
聞
き
な
が
ら
、
検
討
し
て

ま
い
り
た
い
」と
、
答
え
て
い
ま
し
た
。 

▲遺跡に関心を持つ多くの市民が参観に訪れました 

▲二重鳥Ｂ遺跡では、複式炉を持つ竪穴住居跡が見つかりま

した。複式炉は縄文時代中期に特有の炉で、この時期、食文

化に何らかの変化があった可能性も指摘されています 

▲伊勢堂岱遺跡の環状列石Ｄで出土した土器
埋設遺構。土器の底が割られ、逆さまに埋め
られていました。納骨されていた可能性も 

む
か
い
さ
ま
だ 

ふ
た
え
ど
り 

ほ
っ
た
の
さ
く 

た
く 

県埋蔵文化財発掘調査報告会


