
七
十
苅
遺
跡
の
埋
蔵
文
化
財
調
査
に
よ
る

成
果
を
報
告

只
見
町
教
育
委
員
会
で
は
、
河
川
改
修
工
事
に
七
十
苅
遺
跡
（
小
林
地
区
）
が
か
か
る

た
め
、
４
１
５
１
㎡
の
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
平
成
２２
年
度
か
ら

２３
年
度
に
行
な
っ
た
、
２
カ
年
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
、
総
括
し
て
報
告
し
ま
す
。
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七
十
苅
遺
跡
に
つ
い
て

七
十
苅
遺
跡
は
昭
和
４０
年
代
に
、

土
器
に
籾
が
付
着
し
た「
籾
痕
土
器
」

が
採
取
さ
れ
た
遺
跡
で
、
そ
の
土
器

が
弥
生
時
代
前
期（
２
５
０
０
年
前
）

の
も
の
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

只
見
町
で
も
弥
生
時
代
の
初
め
頃
に

は
稲
作
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
大
変
貴
重
な
遺
跡
で
す
。
現

在
、
籾
痕
土
器
は
、
福
島
県
立
博
物

館
（
会
津
若
松
市
）
に
保
存
展
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

  

発
見
さ
れ
た
遺
構

２
カ
年
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た

遺
構
は
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
・

中
世
以
降
な
ど
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
竪
穴
状
遺
構　

３
基

▽
掘
立
柱
建
物
跡　

１
棟

▽
土
抗　

４４
基

▽
ピ
ッ
ト
（
柱
跡
）　

１
５
４
基

▽
溝
跡　

１
条

▽
河
川
跡　

５
条

▽
性
格
不
明
遺
構　

６
基

発
見
さ
れ
た
遺
構
の
中
か
ら
、
い

く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

  

竪
穴
状
遺
構
【
写
真
①
～
⑤
】

竪
穴
住
居
跡
に
非
常
に
よ
く
似
た

痕
跡
を
３
基
発
見
し
て
い
ま
す
。
竪

穴
住
居
跡
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
、

カ
マ
ド
が
不
明
確
で
、
屋
根
を
支
え

る
た
め
の
柱
跡
が
ほ
と
ん
ど
発
見
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
住
居
跡
と
す
る
に

は
決
定
力
に
欠
け
る
痕
跡
だ
っ
た
た

め
で
す
。
し
か
し
、
１
号
竪
穴
状
遺

構
に
つ
い
て
は
、
中
心
に
土
器
が
潰

れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
、
近
く
に
打

製
石
斧
な
ど
が
６
点
発
見
さ
れ
て
い

る
た
め
、
人
が
な
ん
ら
か
の
形
で
居

住
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
１
号
竪
穴
状
遺
構

に
つ
い
て
は
、
縄
文
時
代
晩
期
か
ら

弥
生
時
代
初
頭
の
年
代
が
推
測
さ
れ

ま
す
。
２
号
、
３
号
竪
穴
状
遺
構
は
、

時
期
は
不
明
で
す
が
、
同
じ
く
ら
い

の
時
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

①

③

⑤

②

④

▲1号竪穴状遺構検出状況

▲1号竪穴状遺構完掘状況

▲1号竪穴状遺構出土遺物（深鉢）【縄文時代晩期～弥生時代初頭】

▲1号竪穴状遺構出土遺物（深鉢）【縄文時代晩期～弥生時代初頭】

▲1号竪穴状遺構出土遺物（打製石斧）
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掘
立
柱
建
物
跡

昨
年
度
の
報
告
で
紹
介
し
ま
し
た

が
、
南
北
２
間
×
東
西
５
間
の
建
物

跡
で
、
北
側
に
庇
（
縁
側
）
が
つ
く

建
物
跡
で
す
。
南
側
に
は
、
３
号
河

川
跡
（
旧
伊
南
川
の
流
路
跡
）
が
あ

り
、
河
川
に
関
係
す
る
漁
場
的
な
施

設
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
建
物
跡
の
柱
跡
に
は
、
大
量
の

炭
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
火
災

に
よ
り
焼
失
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
で
す
。
出
土
し
た
遺
物
が
な
い
た

め
、建
物
跡
の
時
期
は
不
明
で
す
が
、

柱
跡
の
形
か
ら
中
世
以
降
の
建
物
跡

と
推
測
し
て
い
ま
す
。

  

柱
　
列

５
列
の
柱
列
を
確
認
し
て
い
ま

す
。
掘
立
柱
建
物
跡
の
南
西
側
の
３

列
の
柱
跡
は
、非
常
に
残
り
が
よ
く
、

は
っ
き
り
と
柱
列
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
柱
跡
の
土
か
ら
、
鉄
釘

な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
、
柱

間
の
間
が
と
て
も
狭
い
た
め
、
柱
列

と
い
う
よ
り
は
作
物
や
植
物
に
関
係

す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

  

土
　
抗
【
写
真
⑥
～
⑪
】

昨
年
度
は
２０
基
の
土
抗
を
確
認
し

ま
し
た
が
、
今
年
度
新
た
に
２４
基
の

土
抗
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
も
、
４
号
土
抗
か
ら
は
、
羽
状
縄

文
（
羽
状
の
縄
目
を
施
す
土
器
）
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
後
期

の
土
抗
と
推
定
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

２０
号
土
抗
や
２１
号
土
抗
は
、
非
常
に

よ
く
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。遺
物
は
、

弥
生
時
代
の
遺
物
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
が
、
痕
跡
や
穴
の
形
状
か
ら
す
る

と
、
掘
立
柱
建
物
跡
と
同
時
期
の
可

能
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

４３
号
土
抗
か
ら
は
、
縄
文
時
代
中

期
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
土
器
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の

Ｕ
字
の
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
土
器

で
、
縄
文
時
代
中
期
頃
の
遺
物
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

⑥

⑨

⑦⑩

⑧⑪

▲4号土坑出土遺物（深鉢）【縄文時代後期】

▲43号土坑半裁状況

▲43号土坑出土遺物（深鉢）【縄文時代中期】

▲1号土坑完掘状況

▲1号土坑出土遺物（深鉢）【縄文時代晩期】

▲4号土坑完掘状況
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河
川
跡
【
写
真
⑫
～
㉔
】

今
回
の
調
査
で
、
七
十
苅
遺
跡
の

大
部
分
が
旧
河
川
跡
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
最
も
古
い
河
川
が

５
号
河
川
跡
で
、
縄
文
時
代
後
期
か

ら
縄
文
時
代
晩
期
の
遺
構
で
す
。
こ

の
河
川
は
、
伊
南
川
の
旧
流
路
跡
と

考
え
ら
れ
ま
す
。次
に
古
い
も
の
は
、

２
号
河
川
跡
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
縄
文
時
代
後
期
か
ら
弥
生
時
代
中

期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
２
号
河
川
跡

は
、
現
在
、
明
和
小
学
校
の
裏
か
ら

流
れ
、
調
査
区
の
東
側
を
流
れ
る
白

沢
が
関
係
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
、

広
い
年
代
幅
で
遺
物
が
出
土
す
る
事

が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
他
の
河
川

跡
は
比
較
的
新
し
い
と
考
え
ら
れ
、

現
在
の
伊
南
川
と
ほ
ぼ
同
じ
流
れ
で

す
。
１
号
河
川
跡
→
３
号
河
川
跡
→

４
号
河
川
跡
の
方
向
に
向
か
い
流
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

㉑

⑳

㉒

㉓

㉔

▲2号河川跡出土遺物（壺）【弥生時代中期】

▲2号河川跡出土遺物（独鈷石）

▲3号河川跡完掘状況

▲3号河川跡出土遺物（蓋）【弥生時代】

▲4号河川跡完掘状況

▲2号河川跡完掘状況（東区）

▲2号河川跡出土遺物（鉢か壺）【縄文時代後期】

▲2号河川跡出土遺物（深鉢）【縄文時代晩期】

▲2号河川跡出土遺物（壺）【弥生時代前期】

▲5号河川跡完掘状況

▲5号河川跡出土遺物（鉢）【弥生時代前期】

▲5号河川跡出土遺物（壺）【弥生時代前期】

▲2号河川跡完掘状況（西区）
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出
土
し
た
遺
物

  

只
見
町
で
最
も

古
い
土
器
の
発
見【
写
真
㉕
】

縄
文
時
代
中
期
以
前
の
土
器
は
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
七

十
苅
遺
跡
か
ら
縄
文
時
代
前
期
と
考

え
ら
れ
る
遺
物
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
土
器
は
、
会
津
美
里
町
（
旧
会

津
高
田
町
）
の
冑
宮
西
（
か
ぶ
と
み

や
に
し
）
遺
跡
に
よ
く
似
た
遺
物
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
ポ
イ
ン
ト
◇

只
見
町
で
は
、
も
っ
と
も
古
い
遺

物
が
出
土
し
て
い
る
遺
跡
は
、
旧
石

器
時
代
の
蒲
生
Ⓐ
遺
跡
（
蒲
生
）、

猿
倉
遺
跡
（
塩
沢
）
か
ら
石
器
が
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。

   

　
黒
曜
石
の
発
見
【
写
真
㉖
】

平
成
２３
年
度
の
調
査
で
１０
㎝
大
の

黒
曜
石
が
出
土
し
ま
し
た
。
窪
田
遺

跡
か
ら
も
黒
曜
石
は
出
土
し
て
い
ま

す
が
、
詳
し
い
科
学
分
析
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。
今
回
七
十
苅
遺
跡
で
発

見
さ
れ
た
黒
曜
石
は
、
産
地
調
査
の

た
め
、
分
析
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
七
十
苅
遺
跡
の
黒
曜
石
は
、
栃

木
県
高
原
山
産
（
栃
木
県
矢
板
市
と

那
須
塩
原
市
の
間
に
あ
る
山
）
の
黒

曜
石
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

縄
文
時
代
か
弥
生
時
代
に
な
ん
ら
か

の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
新
潟

県
で
発
見
さ
れ
て
い
る
黒
曜
石
に
も

高
原
山
産
の
も
の
が
あ
り
、
只
見
町

経
由
で
新
潟
県
に
運
搬
さ
れ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
他
の
遺
跡
で
、
さ
ら
に
分
析

す
る
点
数
を
増
や
し
、
調
べ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

  

古
墳
時
代
の
遺
物
の
発
見

【
写
真
㉗
～
㉘
】

只
見
町
に
は
、
古
墳
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
古
墳
時
代
の
遺
跡
も

発
見
さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

七
十
苅
遺
跡
か
ら
古
墳
時
代
の
土
器

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
土
器
は
、

土
師
器
（
は
じ
き
）
と
呼
ば
れ
、
坏

（
い
わ
ゆ
る
お
椀
）
と
甕
が
発
見
さ

れ
ま
し
た
。昨
年
度
か
ら
調
査
を
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
会
津
盆
地
な
ど
か

ら
の
出
土
例
か
ら
、
お
お
よ
そ
５
世

紀
か
ら
６
世
紀
頃
の
も
の
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

  

七
十
苅
遺
跡
の
稲
作
の

可
能
性
に
つ
い
て

七
十
苅
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
籾

痕
土
器
に
つ
い
て
調
べ
る
た
め
、
土

壌
の
花
粉
化
石
の
分
析
を
行
い
ま
し

た
。
花
粉
化
石
は
、
砂
っ
ぽ
い
土
壌

に
は
残
り
に
く
く
、
粘
性
の
若
干
強

い
土
だ
と
土
壌
に
残
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
土
に
分
解
さ
れ
、
残

ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
分

析
を
七
十
苅
遺
跡
で
試
み
ま
し
た
が
、

思
っ
た
結
果
は
得
ら
れ
ず
、
残
念
な

が
ら
、
七
十
苅
遺
跡
の
稲
作
に
関
す

る
情
報
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

  

お
わ
り
に

七
十
苅
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
河

川
改
修
工
事
に
伴
い
実
施
し
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
平
成
２３
年
度
で
発
掘

調
査
事
業
は
終
了
し
ま
し
た
。
七
十

苅
遺
跡
の
全
容
を
解
明
す
る
に
は
至

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
伊
南
川
の
河

川
が
今
よ
り
北
側
に
流
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
調
査
し
た
地

点
の
北
側
に
は
、
集
落
跡
が
あ
る
こ

と
を
想
像
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
古
墳

時
代
の
遺
物
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ

り
、
古
墳
時
代
の
遺
跡
が
只
見
町
に

あ
る
可
能
性
も
出
て
き
ま
し
た
。
今

後
、
歴
史
的
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
七
十
苅

遺
跡
の
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

し
た
町
民
の
方
々
お
よ
び
町
内
各
業

者
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、
調

査
結
果
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

各写真枠のカラーと6〜7ページ
の全景写真にある説明項目の文字
のカラーをあわせて見ていただく
と、どの場所で発見されたかなど、
位置の確認ができます。

Information

㉕

㉖

㉗

㉘

▲縄文時代前期（深鉢）

▲出土した黒曜石（石核）

▲古墳時代中期（土師器　甕）

▲古墳時代中期（土師器　坏）
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1号土坑

4号土坑

43号土坑

2号河川跡2号河川跡

3号河川跡

㉗

㉘

1号河川跡

3号竪穴状遺構

1号掘立柱建物跡

至 小林

至 二軒在家

伊　南　川

柱列

中
の
橋



7

43号土坑

5号河川跡

㉕
㉖

1号竪穴状遺構

4号河川跡

5号性格不明遺構

6号性格不明遺構

2号竪穴状遺構

20号土坑
21号土坑

七十苅遺跡の全景
【平成22年度〜平成23年度調査地】
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　　　　　　 12月15日〜 3 月31日　（整理作業）
平成23年度　 5 月 2 日〜10月31日　（本発掘調査）
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