
車
力

Ｂ地点

人骨
出土地点

Ａ‒１地点

Ａ‒２地点

県
道
12
号
線

亀ヶ岡石器時代遺跡亀ヶ岡石器時代遺跡

田小屋野貝塚田小屋野貝塚

　「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
、
2
年
を
迎
え
ま
す
。
今
月
号
で
は
、
令
和
4
年
度
に
教
育
委
員
会
が
実

施
し
た
史
跡
田
小
屋
野
貝
塚
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
、
小
林
学
芸
員
が
ま
と
め
た
調
査
報
告
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
当
時
の
人
々
が
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て

い
た
か
、
皆
さ
ん
も
想
像
を
巡
ら
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。

遺
跡
の
概
要

　

田
小
屋
野
貝
塚
は
縄
文
時
代

前
期
か
ら
中
期（
約
６
千
～
４
千

年
前
）を
中
心
と
し
た
遺
跡
で
す
。

遺
跡
内
に
は
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
な
ど

の
貝
殻
が
堆
積
し
て
で
き
た
貝

塚
が
点
在
し
て
い
ま
す
。ま
た
、骨

を
加
工
し
た
道
具
や
ベ
ン
ケ
イ
ガ

イ
製
の
貝
輪（
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
）も

見
つ
か
っ
て
お
り
、当
時
の
人
々
の

日
常
生
活
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

平
成
24
年
の
調
査
で
は
、土

坑
墓
の
１
つ
か
ら
女
性
の
人
骨

が
出
土
し
ま
し
た
。令
和
４
年
度

は
こ
の
調
査
地
点
の
南
北
に
範

囲
を
広
げ
、竪
穴
建
物
跡
の
構

造
や
墓
域
の
広
が
り
を
解
明
す

る
た
め
に
、Ａ
︲
１
地
点
、Ａ
︲

２
地
点
、Ｂ
地
点
の
３
カ
所
、計

５
２
８
㎥
を
発
掘
し
ま
し
た
。こ

の
調
査
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
、

将
来
的
な
遺
跡
の
整
備
に
向
け

て
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

発
掘
調
査
の
成
果

人
骨
出
土
地
点
南
側

　（
Ａ
︲
１
地
点
・Ａ
︲
２
地
点
）

①
縄
文
時
代
の
遺
構

　

こ
こ
は
、近
年
ま
で
畑
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。耕
作
土

に
は
縄
文
時
代
前
期
の
土
器
の

破
片
や
石
器
が
混
じ
っ
て
い
ま
し

た
が
、一
方
で
縄
文
時
代
の
遺
構

（
生
活
の
痕
跡
）は
ほ
と
ん
ど
確

認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

②
古
代
～
中
世（
平
安
・
鎌
倉
・

室
町
時
代
）の
遺
構

　

大
型
の
土
坑
４
つ
、溝
跡
１
つ
、

井
戸
跡
３
つ
な
ど
の
ほ
か
、掘
立

柱
建
物
の
可
能
性
が
あ
る
柱
穴

が
６
つ
見
つ
か
り
ま
し
た
。井
戸

跡
か
ら
は
、馬
の
歯
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。馬
の
出
土
事
例
は
市
内

初
で
あ
り
、当
時
既
に
人
々
が
馬

と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

史
跡
田
小
屋
野
貝
塚
発
掘
調
査
報
告
　
　
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
　
小
林
　
和
樹
　
学
芸
員

A地点全景

A‒１地点

A‒２地点
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直
径
約
5.2
ｍ
の
円
形
の
竪
穴

建
物
跡
か
ら
縄
文
時
代
前
期
の

円
筒
土
器
と
と
も
に
ヤ
マ
ト
シ
ジ

ミ
が
ま
と
ま
っ
て
検
出
さ
れ
ま
し

た
。下
の
層
は
ブ
ロ
ッ
ク
状
の
土

が
多
量
に
混
じ
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
た
後

に
人
為
的
に
埋
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

ま
と
め

　

調
査
の
結
果
、人
骨
出
土
地

点
と
同
時
期
の
竪
穴
建
物
跡
が

北
側
の
Ｂ
地
点
で
も
確
認
さ
れ
、

さ
ら
に
居
住
域
が
広
が
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。一
方

で
土
坑
墓
は
検
出
さ
れ
ず
、墓
域

の
広
が
り
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

南
側
の
Ａ
地
点
に
つ
い
て
は
、

土
坑
１
つ
の
ほ
か
に
明
確
な
縄

文
時
代
の
遺
構
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。Ａ
地
点
の
東
側
と
南
側

で
は
、過
去
の
調
査
で
同
時
期
の

竪
穴
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
点
の
縄
文
時
代

前
期
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

田
小
屋
野
貝
塚
で
は
過
去
の

調
査
で
も
平
安
時
代
の
集
落
の

存
在
が
確
認
さ
れ
、今
回
の
調
査

で
も
、Ａ
地
点
を
中
心
に
平
安

時
代
以
降
の
溝
跡
や
井
戸
跡
な

ど
が
見
つ
か
っ
た
ほ
か
、馬
の
歯

や
北
海
道
系
の
擦
文
土
器
な
ど
、

当
時
の
生
業
や
交
流
を
表
す
遺

物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。こ
の
地

に
は
縄
文
・
古
代
と
異
な
る
２
つ

の
時
代
に
拠
点
的
な
集
落
が
形

成
さ
れ
、周
辺
地
域
と
の
交
流
を

行
い
な
が
ら
生
活
を
営
ん
で
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

「
よ
ぐ
き
た
な
ぁ
」

　
　
　
　
案
内
看
板
が
完
成
！

　

縄
文
遺
跡
案
内
所
南
側
の
県
道
沿

い
に
国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
第
２
８
３
０
地

区
が
寄
贈
し
た
案
内
看
板
が
完
成
し

ま
し
た
。高
さ
3.6
㍍
あ
る
看
板
に
は
、

津
軽
弁
で「
よ
ぐ
き
た
な
ぁ
」「
ま
だ
こ

い
へ
」と
来
訪
者
へ
歓
迎
の
気
持
ち
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
地
で
看
板
を
確
認
し
た
国
際
ロ

ー
タ
リ
ー
第
２
８
３
０
地
区
２
０
２
１

︲
22
年
度
ガ
バ
ナ
ー
の
成
田
秀
治
さ
ん

は「
迷
う
こ
と
な
く
世
界
遺
産
を
見
学

に
来
て
ほ
し
い
」と
話
し
、山
谷
教
育

長
は「
立
派
な
看
板
が
設
置
さ
れ
、良

い
目
印
に
な
る
。非
常
に
あ
り
が
た
い
」

と
感
謝
し
ま
し
た
。

人
骨
出
土
地
点
北
側（
Ｂ
地
点
）

　

こ
こ
は
、近
年
ま
で
宅
地
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。地
表

の
土
を
剥
い
だ
と
こ
ろ
、縄
文
時

代
の
遺
構
の
痕
跡
が
複
数
確
認

さ
れ
ま
し
た
。調
査
終
了
ま
で
に

確
認
さ
れ
た
遺
構
は
竪
穴
建
物

跡
８
つ
、食
料
の
貯
蔵
穴（
フ
ラ
ス

コ
状
土
坑
）１
つ
、捨
て
場
１
カ
所

な
ど
で
す
。主
な
遺
構
を
２
つ
ご

紹
介
し
ま
す
。

　

直
径
約
５
ｍ
の
円
形
の
竪
穴

建
物
跡
で
す
。住
居
と
し
て
使
用

さ
れ
た
後
に
捨
て
ら
れ
た
縄
文

時
代
前
期
の
円
筒
土
器
が
多
量

に
出
土
し
ま
し
た
。床
面
で
は
深

さ
80
～
90
㎝
の
柱
の
穴
が
複
数

確
認
さ
れ
ま
し
た
。隣
り
合
っ
て

並
ん
で
い
る
柱
の
穴
の
う
ち
一
方

は
古
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

重
複
す
る
範
囲
で
建
て
替
え
を

行
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

建て替え後の柱穴

古い柱穴

古
代
～
中
世
の
大
型
井
戸
跡

出
土
し
た
馬
の
歯

竪
穴
建
物
跡
の
全
景

シ
ジ
ミ
の
貝
層

看
板
を
確
認
し
た（
左
か
ら
）五
所
川
原

イ
ヴ
ニ
ン
グ
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
小
田
桐

浩
会
長
と
成
田
パ
ス
ト
ガ
バ
ナ
ー

遺
構 

①

遺
構 

②
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