
            
 
 

平
岸
の
縄
文
遺
跡
か
ら
は
、
土
器
や
石
器
と
い
っ
た
「
モ
ノ
」
だ
け
で
な
く
、
「
遺
構
」
も
数
多
く
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
遺
構
と
は
、
人
為
的
に
掘
り
込
ん
だ
穴
の
こ
と
で
、
住
居
や
お
墓
、
貯
蔵
庫
、
落
と
し
穴
な
ど
様
々
な

用
途
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
多
く
は
、
用
途
が
特
定
で
き
な
い
も
の
（
ピ
ッ
ト
）
で
す
が
、
形
状
や
出
土

物
か
ら
用
途
が
わ
か
る
も
の
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

  
 

～
落
と
し
穴
（
Ｔ
ピ
ッ
ト
）～ 

 
 

 

天
神
山
遺
跡
で
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
他
の
遺
構
に
比
べ
、
穴
が
非

常
に
深
く
、
溝
状
に
掘
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
（
図
１
）
。
当
時
は
、
お

そ
ら
く
穴
の
上
を
枝
や
落
ち
葉
で
覆
い
、
周
囲
か
ら
集
団
で
シ
カ

な
ど
の
動
物
を
追
い
込
み
、
穴
へ
誘
導
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

～
お
墓
（土
壙
墓
）～ 

こ
ち
ら
も
天
神
山
遺
跡
で
の
み
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
円
形
で
、

直
径
は
１
㍍
前
後
の
も
の
が
多
く
、
穴
の
中
か
ら
複
数
の
礫
（
石
こ

ろ
）
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
図
２
）
。
こ
の
礫
は
、
穴
の
底
に
接
す
る
の

で
は
な
く
、
土
の
中
に
浮
い
た
状
態
で
見
つ
か
って
い
る
こ
と
か
ら
、
お

墓
の
中
に
遺
体
を
埋
葬
し
た
後
で
土
を
埋
戻
し
、
最
後
に
礫
を
載

せ
て
埋
葬
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
お
墓
は

厚
別
や
西
岡
台
地
で
数
多
く
発
見
さ
れ
て
お
り
、
札
幌
市
内
の
丘

陵
地
帯
の
一
般
的
な
埋
葬
ス
タ
イ
ル
だ
った
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

～
住
居
（
竪
穴
住
居
）～ 

 
 

 

平
岸
坊
主
山
遺
跡
で
２
軒
、
東
山
遺
跡
で
２
軒
、
天
神
山
遺

跡
で
１
１
軒
の
竪
穴
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
竪
穴
内
に
は

直
径
２
０
～
３
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
穴
が
複
数
存
在
し
、
こ

こ
に
主
柱
を
建
て
、
壁
の
周
囲
に
細
か
い
支
柱
を
並
べ
、
そ
の
上
を

乾
燥
さ
せ
た
草
植
物
（
カ
ヤ
な
ど
）
の
束
な
ど
で
覆
っ
て
住
居
と
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
３
）
。
住
居
の
中
央
付
近
の
土
は

黒
く
焦
げ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
土
器
片
や
石
で
囲
った
も
の
も

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
図
４
）
。 

第
１
４
回
．
縄
文
時
代
の
平
岸
④
～
遺
構
か
ら
わ
か
る
こ
と 

 

～
縄
文
・古
代
史
編
～ 

２０１４年（平成２６年）１０月１５日（水曜日） 

図１． 落とし穴の平断面と狩猟の想

像図（さっぽろ文庫９０「古代に遊ぶ」68

ページより引用） 

 

図２． 土壙墓の平断面。礫が地

中に浮いた状態になっている 

 

図３． 平岸坊主山遺跡で見つかっ

た竪穴住居跡。複数の主柱の跡があ

り、中央付近の土が黒く焦げている 



 

こ
れ
は
煮
炊
き
の
た
め
の
炉
の
跡
で
、
冬
に
は
ス
ト
ー
ブ
と
し
て
代
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
竪

穴
は
、
円
形
の
も
の
が
多
く
、
楕
円
形
や
方
形
（
四
角
）
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
大
き
さ
は
３
～
４
㍍
ぐ
ら
い
の

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
天
神
山
遺
跡
か
ら
は
１
０
㍍
を
超
え
る
大
型
の
竪
穴
が
１
軒
だ
け
見
つ
か
って
い
ま

す
（
図
５
）
。
住
居
と
し
て
は
必
要
以
上
に
大
き
く
、
儀
礼
や
祭
祀
の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 
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バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
お
届
け
い
た
し
ま
す
：
ご
希
望
の
方
は
販
売
所
ま
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
自
宅
ま
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。 

          

◆
こ
の
連
載
は
毎
月
１
日
・
１
５
日
の
北
海
道
新
聞
朝
刊
に
折
り
込
み
し
て
い
ま
す 

[

編
集
後
記] 

 

～
新
聞
屋
の
矜
持
～ 

昨
今
の
報
道
で
ご
存
知
の
方
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
先
日
朝
日
新
聞
が
慰
安
婦
の
誤
報
を
認
め
る
記
事
を
掲
載
し
ま
し

た
。
そ
の
是
非
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
譲
る
と
し
て
、
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
れ
を
絶
好
の
機
会
と
し
て
、
他
の
全
国
紙
が
行

き
過
ぎ
た
朝
日
新
聞
叩
き
に
走
って
い
る
こ
と
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
フ
ル
カ
ラ
ー
の
チ
ラ
シ
を
作
り
、
全
世
帯
に
配
布
し
、
拡
張
員

を
ば
ら
ま
き
、
バ
ッ
シ
ン
グ
を
加
速
さ
せ
て
い
ま
す
。
私
は
、
新
聞
屋
の
矜
持
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
下
品
な
行
動
に
は
断
固
と

し
て
反
対
し
ま
す
。
今
回
の
誤
報
を
ど
う
判
断
す
る
か
は
、
読
者
に
委
ね
れ
ば
い
い
の
で
す
。
こ
の
連
載
を
始
め
た
き
っ
か
け

は
、
新
聞
販
売
所
が
地
域
に
文
化
的
に
も
っと
貢
献
し
な
け
れ
ば
、
道
新
だ
け
で
な
く
新
聞
業
界
の
未
来
は
な
い
と
思
った
か

ら
で
す
。
揚
げ
足
を
取
る
よ
う
な
行
動
で
は
な
く
、
も
っと
高
い
次
元
で
競
い
合
い
が
で
き
れ
ば
と
残
念
に
思
い
ま
す
。 

  

 

執
筆
者
：
道
新
永
田
販
売
所
営
業
主
任 

伴
野
卓
磨 

１
９
７
７
年
室
蘭
市
生
ま
れ
。
金
沢
大
学
理
学
部
地
球

学
科
博
士
課
程
（古
生
物
学
専
攻
）を
修
了
後
、
六
花
亭

に
入
社
。
２
０
１
１
年
よ
り
現
職
。 

◇
発
行
元
◇ 

㈲
北
海
道
新
聞
永
田
販
売
所 

〒
０
６
２
‐０
９
３
６ 

札
幌
市
豊
平
区
平
岸
６
条
１
３
丁
目
７
‐１
８ 

T
el

：
０
１
２
０-

１
２
８-

３
４
８ 

Fax

：
０
１
２
０-

１
２
８-

３
５
８ 

２０１４年（平成２６年）１０月１５日（水曜日） 

図５． 天神山遺跡の遺構分布図。図左の方形

の竪穴住居の大きさが突出していることがわかる 

図４． 石で囲った炉跡（天神山遺跡） 

炉部分の土は黒く焦げている 


