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特集 ●デーノタメ遺跡が拓く縄文の世界

デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
が
拓
く

縄
文
の
世
界

ひ

　ら

　南
小
学
校
の
交
差
点
を
曲
が
り
、
北
本
団
地

の
外
周
道
路
を
進
む
と
、
左
手
に
豊
か
な
雑
木

林
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
帯
が
デ
ー
ノ
タ

メ
遺
跡
と
い
う
縄
文
時
代
の
約
６
ha
の
大
集
落
で

す
。
こ
の
遺
跡
で
は
約
１
２
０
０
年
も
の
長
い
間
、

縄
文
人
の
暮
ら
し
が
営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　左の写真はデーノタメ遺跡を
空から見たものです。今からお
よそ５０００年前、写真の左側に
縄文時代中期の集落が広がり始
めます。
　その後、およそ４０００年前に
は右側に縄文時代後期前葉の集
落が広がり、さらに後期中葉の
集落が再び左側に戻ってくるよ
うに展開していくのです。

　デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
は
、
下
石
戸
下

地
区
に
所
在
し
て
い
ま
す
。
地
理
的

に
は
江
川
と
い
う
小
河
川
の
支
流
に

面
し
て
い
て
、
そ
の
規
模
は
３
７
０ｍ

×

２
３
０ｍ
と
大
変
広
い
遺
跡
で
す
。

　遺
跡
名
の
デ
ー
ノ
タ
メ
と
は
、
昭

和
40
年
代
の
半
ば
ま
で
、
こ
の
地
に

あ
っ
た
約
１
０
０
０
㎡
の
湧
水
池
の
名

で
す
。
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
す
泉
は
、

縄
文
時
代
か
ら
生
活
の
糧
と
な
る
水

源
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

１
２
０
０
年
続
い
た
集
落

　こ
の
遺
跡
で
は
、
平
成
12
年
か
ら

曲
線
状
に
連
な
っ
て
い
て
、
そ
の
長
さ

も
２
７
０ｍ
と
破
格
の
規
模
で
し
た
。

　こ
の
た
め
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
特

徴
は
、
集
落
が
と
て
も
大
き
い
こ
と
、

さ
ら
に
そ
の
集
落
が
約
１
２
０
０
年

も
の
長
い
間
、
連
綿
と
継
続
し
て
い

た
こ
と
な
の
で
す
。

台
地
の
ム
ラ
を
掘
る

　縄
文
時
代
中
期
の
遺
跡
を
調
査
す

る
と
、
い
く
つ
も
の
住
居
跡
が
集
中

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ

た
住
居
跡
の
数
は
39
軒
で
、
中
期
の

ム
ラ
全
体
で
は
２
０
０
軒
以
上
で
あ
る

と
想
定
さ
れ
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
住
居
は
竪
穴
式
住
居
と

い
わ
れ
る
も
の
で
、
地
面
を
楕
円
形

に
掘
り
く
ぼ
め
、
柱
を
立
て
て
組
み
、

屋
根
を
架
け
た
構
造
で
す
。
住
居
の

中
央
に
は
、
床
を
掘
り
く
ぼ
め
た
炉

跡
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
縄
文
人
が
煮

炊
き
を
し
た
跡
で
、
中
に
は
熱
効
率

を
高
め
る
た
め
に
土
器
を
据
え
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　住
居
跡
の
中
か
ら
は
、
土
器
や
石

器
が
多
く
出
土
し
ま
す
。
土
器
の
多

く
は
住
居
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
後
に

廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
住
居
跡
は
、

集
落
の
捨
場
と
し
て
の
役
割
も
果
た

し
て
い
ま
し
た
。

20
年
の
間
に
４
回
の
発
掘
調
査
を
行

い
、
平
成
28
年
に
２
回
の
補
充
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
遺
跡

の
西
側
に
は
縄
文
時
代
中
期（
今
か
ら

約
５
０
０
０
年
前
）の
集
落
が
、
東

側
に
は
縄
文
時
代
後
期（
今
か
ら
約

４
０
０
０
年
前
）の
集
落
が
広
が
っ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
って
い
ま
す
。

　こ
の
う
ち
、
中
期
の
集
落
は
「
環

状
集
落
」
と
い
う
ド
ー
ナ
ツ
形
の
形

態
で
、
２
１
０ｍ
を
超
え
る
大
き
さ
は

「
関
東
最
大
級
」と
い
え
る
規
模
で
す
。

さ
ら
に
、
遺
跡
の
東
側
に
広
が
る
後

期
の
集
落
は
、
低
地
を
囲
む
よ
う
に

　縄文土器の文様は縄目だけではありません。特
に縄文中期の勝坂式土器の複雑な文様は、芸術
的なセンスを感じさせるものです。クモやカエルを
抽象化したような文様は、「物語性文様」といわれ、
縄文人の神話を投影したものという説があります。

芸術的な縄文土器

デーノタメ遺跡と集落の位置

約5000年前の住居跡 炉に据えられた土器 住居跡出土の縄文土器
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特集 ●

２号クルミ塚

直
径
40
㎝
で
ク
ル
ミ
の
殻
が
多
く
廃

棄
さ
れ
て
い
ま
す
が
、土
器
や
漆
の

木
器
片
も
含
ん
で
い
ま
す
。

デーノタメ遺跡が拓く縄文の世界

低
地
の
水
辺
を
掘
る

　平
成
20
年
度
に
実
施
し
た
第
４
次

調
査
は
、
デ
ー
ノ
タ
メ
の
湧
水
が
流

れ
出
し
た
流
路
が
対
象
で
、
面
積
は

約
１
７
０
㎡
で
す
。
こ
の
調
査
地
点

は
、
住
居
跡
が
分
布
す
る
台
地
の
上

か
ら
、
斜
面
を
４ｍ
ほ
ど
下
っ
た
低
湿

地
面
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　低
湿
地
で
は
粘
土
層
が
基
盤
と
な

り
、
す
ぐ
に
水
が
湧
き
出
す
よ
う
な

環
境
で
す
。こ
の
た
め
、調
査
に
あ
た
っ

て
は
、
半
年
の
間
、
ポ
ン
プ
で
水
を

汲
み
上
げ
な
が
ら
調
査
を
進
め
て
い

き
ま
し
た
。

赤
と
黒
の
土
器

　調
査
で
は
、
ま
ず
調
査
区
の
全
面

を
覆
う
黒
褐
色
層（
Ⅰ
層
）を
掘
り
下

げ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
Ⅰ
層
を
剥

ぐ
と
、
次
に
縄
文
時
代
中
期
の
泥
炭

層（
Ⅱａ
層
）が
現
れ
、
こ
の
層
で
は

次
々
と
多
く
の
縄
文
土
器
が
顔
を
出

し
た
の
で
す
。

　土
器
を
敷
き
詰
め
た
よ
う
な
出
土

状
況
は
、
ま
る
で
ぬ
か
る
む
泥
炭
層

の
足
場
を
固
め
て
い
る
か
の
よ
う
で

す
。
驚
い
た
の
は
、
土
器
の
中
に
色

鮮
や
か
な
赤
や
黒
の
漆
を
塗
っ
た
多

く
の
土
器
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で

す
。
漆
を
塗
っ
た
土
器
は
、
全
て
口

が
広
く
、
高
さ
の
低
い
浅
鉢
と
い
う

器
形
で
し
た
。

　英
語
で
は
、
漆
の
こ
と
を
小
文
字

のjapan

と
書
き
ま
す
が
、
漆
の
利

用
は
ま
さ
に
日
本
の
基
層
文
化
な
の

で
す
。
今
で
こ
そ
漆
工
芸
は
、
限
ら

れ
た
地
域
の
伝
統
工
芸
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
５
０
０
０

年
前
の
足
元
の
遺
跡
に
、
漆
工
芸
の

技
術
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で

す
。
と
も
あ
れ
、
色
鮮
や
か
な
漆
製

品
の
発
見
は
、
縄
文
時
代
の
色
彩
の

イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
え
る
も
の
と

な
っ
た
の
で
す
。

貝
塚
な
ら
ぬ
ク
ル
ミ
塚

　泥
炭
層
を
掘
り
進
め
る
と
、
土
器

と
と
も
に
ク
ル
ミ
の
殻
が
目
立
ち
ま

す
。
そ
の
中
に
は
ク
ル
ミ
の
殻
が
集
中

す
る
「
ク
ル
ミ
塚
」
と
い
う
遺
構
が

あ
り
、
合
計
で
６
か
所
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

　貝
塚
が
貝
を
は
じ
め
と
す
る
ゴ
ミ

捨
て
場
で
あ
る
よ
う
に
、
ク
ル
ミ
塚
は

ク
ル
ミ
を
主
体
と
す
る
廃
棄
の
場
で

す
。
大
き
さ
は
直
径
40
㎝
ほ
ど
で
、

皿
状
や
バ
ケ
ツ
状
に
掘
り
込
む
も
の
、

中
に
は
５ｍ×

２ｍ
、
厚
さ
が
40
㎝
と

大
き
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　ク
ル
ミ
塚
で
は
縄
文
人
が
割
っ
た
ク

ル
ミ
の
殻（
核
）が
目
立
ち
ま
す
が
、

こ
の
他
に
土
器
や
木
製
品
、
小
さ
な

種
や
実
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
種
や

実
を
調
べ
て
み
る
と
、
ヒ
シ
や
エ
ゴ
マ

の
ほ
か
、
多
肉
の
ベ
リ
ー
類
が
多
く
、

い
ず
れ
も
縄
文
人
が
利
用
で
き
る
も

の
ば
か
り
で
す
。

　ま
た
、
ク
ル
ミ
塚
や
そ
の
周
辺
で

は
、
珍
し
い
ク
ル
ミ
形
土
製
品
の
ほ

か
、
美
し
い
ヒ
ス
イ
製
の
大
珠
や
土

製
の
耳
飾
り
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
装
飾
品
で
あ
る
と

と
も
に
儀
礼
に
用
い
る
道
具
で
す
。

こ
の
た
め
、
ク
ル
ミ
塚
は
単
な
る
生

活
の
ゴ
ミ
捨
て
場
で
は
な
く
、
豊
か

な
恵
み
を
願
う
神
聖
な
儀
礼
の
場
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ク
ル
ミ
か
ら
ト
チ
ノ
キ
へ

　調
査
区
の
南
部
に
は
、
４
０
０
０

年
前
の
縄
文
後
期
の
泥
炭
層
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
エ
リ
ア
で
は
小
さ

な
溝
跡
や
土
坑
等
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
が
、
後
期
の
泥
炭
層
で
は
、
ト
チ

ノ
キ
の
皮
が
層
を
な
す
ト
チ
塚
も
見
つ

か
って
い
ま
す
。
　

　溝
跡
に
は
、
木
材
を
敷
い
た
木
組

遺
構
も
造
ら
れ
て
い
て
、
ト
チ
ノ
キ
の

実
の
ア
ク
を
抜
く
、
水
さ
ら
し
の
施

設
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
台
地
に

住
む
縄
文
人
が
、
水
辺
で
ト
チ
ノ
キ

の
皮
を
剥
き
、
ア
ク
抜
き
を
す
る
様

子
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。

　泥炭層は長期間、空気から
遮断され、水漬けのまま遺跡を
パックしています。このため、
有機質の遺物がそのままの姿
で残るのです。デーノタメ遺跡
で、漆や植物の種や実が奇跡
的に残ったのは、この泥炭層の
おかげなのです。

泥炭層ってなに？

調査区の泥炭層

コラム Column

トチノキの種子

1号木組遺構

ト
チ
ノ
キ
の
果
皮
が
多
く
出
土
し
、

ト
チ
ノ
キ
の
ア
ク
を
抜
い
た
施
設
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

ト
チ
ノ
キ
は
縄
文
時
代
後
期
か
ら
積

極
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。

漆ウルシ
漆塗土器には、黒漆が下地として塗られたあと、ベ
ンガラで色付けされた赤漆で文様を描いています。

クルミ形土製品

ヒスイ製大珠

土製耳飾

縄
文
の
タ
イ
ム
カ
プ
セルⅠ層

Ⅱa層

Ⅰｂ層

Ⅱb層 泥炭層

縄文晩期

縄文中期

〃
〃

〃Ⅲ層

で
い
た
ん

た
い
し
ゅ

み
ぞ
あ
と

ど
　こう
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２号クルミ塚

直
径
40
㎝
で
ク
ル
ミ
の
殻
が
多
く
廃

棄
さ
れ
て
い
ま
す
が
、土
器
や
漆
の

木
器
片
も
含
ん
で
い
ま
す
。

デーノタメ遺跡が拓く縄文の世界

低
地
の
水
辺
を
掘
る

　平
成
20
年
度
に
実
施
し
た
第
４
次

調
査
は
、
デ
ー
ノ
タ
メ
の
湧
水
が
流

れ
出
し
た
流
路
が
対
象
で
、
面
積
は

約
１
７
０
㎡
で
す
。
こ
の
調
査
地
点

は
、
住
居
跡
が
分
布
す
る
台
地
の
上

か
ら
、
斜
面
を
４ｍ
ほ
ど
下
っ
た
低
湿

地
面
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　低
湿
地
で
は
粘
土
層
が
基
盤
と
な

り
、
す
ぐ
に
水
が
湧
き
出
す
よ
う
な

環
境
で
す
。こ
の
た
め
、調
査
に
あ
た
っ

て
は
、
半
年
の
間
、
ポ
ン
プ
で
水
を

汲
み
上
げ
な
が
ら
調
査
を
進
め
て
い

き
ま
し
た
。

赤
と
黒
の
土
器

　調
査
で
は
、
ま
ず
調
査
区
の
全
面

を
覆
う
黒
褐
色
層（
Ⅰ
層
）を
掘
り
下

げ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
Ⅰ
層
を
剥

ぐ
と
、
次
に
縄
文
時
代
中
期
の
泥
炭

層（
Ⅱａ
層
）が
現
れ
、
こ
の
層
で
は

次
々
と
多
く
の
縄
文
土
器
が
顔
を
出

し
た
の
で
す
。

　土
器
を
敷
き
詰
め
た
よ
う
な
出
土

状
況
は
、
ま
る
で
ぬ
か
る
む
泥
炭
層

の
足
場
を
固
め
て
い
る
か
の
よ
う
で

す
。
驚
い
た
の
は
、
土
器
の
中
に
色

鮮
や
か
な
赤
や
黒
の
漆
を
塗
っ
た
多

く
の
土
器
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で

す
。
漆
を
塗
っ
た
土
器
は
、
全
て
口

が
広
く
、
高
さ
の
低
い
浅
鉢
と
い
う

器
形
で
し
た
。

　英
語
で
は
、
漆
の
こ
と
を
小
文
字

のjapan

と
書
き
ま
す
が
、
漆
の
利

用
は
ま
さ
に
日
本
の
基
層
文
化
な
の

で
す
。
今
で
こ
そ
漆
工
芸
は
、
限
ら

れ
た
地
域
の
伝
統
工
芸
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
５
０
０
０

年
前
の
足
元
の
遺
跡
に
、
漆
工
芸
の

技
術
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で

す
。
と
も
あ
れ
、
色
鮮
や
か
な
漆
製

品
の
発
見
は
、
縄
文
時
代
の
色
彩
の

イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
え
る
も
の
と

な
っ
た
の
で
す
。

貝
塚
な
ら
ぬ
ク
ル
ミ
塚

　泥
炭
層
を
掘
り
進
め
る
と
、
土
器

と
と
も
に
ク
ル
ミ
の
殻
が
目
立
ち
ま

す
。
そ
の
中
に
は
ク
ル
ミ
の
殻
が
集
中

す
る
「
ク
ル
ミ
塚
」
と
い
う
遺
構
が

あ
り
、
合
計
で
６
か
所
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

　貝
塚
が
貝
を
は
じ
め
と
す
る
ゴ
ミ

捨
て
場
で
あ
る
よ
う
に
、
ク
ル
ミ
塚
は

ク
ル
ミ
を
主
体
と
す
る
廃
棄
の
場
で

す
。
大
き
さ
は
直
径
40
㎝
ほ
ど
で
、

皿
状
や
バ
ケ
ツ
状
に
掘
り
込
む
も
の
、

中
に
は
５ｍ×

２ｍ
、
厚
さ
が
40
㎝
と

大
き
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　ク
ル
ミ
塚
で
は
縄
文
人
が
割
っ
た
ク

ル
ミ
の
殻（
核
）が
目
立
ち
ま
す
が
、

こ
の
他
に
土
器
や
木
製
品
、
小
さ
な

種
や
実
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
種
や

実
を
調
べ
て
み
る
と
、
ヒ
シ
や
エ
ゴ
マ

の
ほ
か
、
多
肉
の
ベ
リ
ー
類
が
多
く
、

い
ず
れ
も
縄
文
人
が
利
用
で
き
る
も

の
ば
か
り
で
す
。

　ま
た
、
ク
ル
ミ
塚
や
そ
の
周
辺
で

は
、
珍
し
い
ク
ル
ミ
形
土
製
品
の
ほ

か
、
美
し
い
ヒ
ス
イ
製
の
大
珠
や
土

製
の
耳
飾
り
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
装
飾
品
で
あ
る
と

と
も
に
儀
礼
に
用
い
る
道
具
で
す
。

こ
の
た
め
、
ク
ル
ミ
塚
は
単
な
る
生

活
の
ゴ
ミ
捨
て
場
で
は
な
く
、
豊
か

な
恵
み
を
願
う
神
聖
な
儀
礼
の
場
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ク
ル
ミ
か
ら
ト
チ
ノ
キ
へ

　調
査
区
の
南
部
に
は
、
４
０
０
０

年
前
の
縄
文
後
期
の
泥
炭
層
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
エ
リ
ア
で
は
小
さ

な
溝
跡
や
土
坑
等
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
が
、
後
期
の
泥
炭
層
で
は
、
ト
チ

ノ
キ
の
皮
が
層
を
な
す
ト
チ
塚
も
見
つ

か
って
い
ま
す
。
　

　溝
跡
に
は
、
木
材
を
敷
い
た
木
組

遺
構
も
造
ら
れ
て
い
て
、
ト
チ
ノ
キ
の

実
の
ア
ク
を
抜
く
、
水
さ
ら
し
の
施

設
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
台
地
に

住
む
縄
文
人
が
、
水
辺
で
ト
チ
ノ
キ

の
皮
を
剥
き
、
ア
ク
抜
き
を
す
る
様

子
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。

　泥炭層は長期間、空気から
遮断され、水漬けのまま遺跡を
パックしています。このため、
有機質の遺物がそのままの姿
で残るのです。デーノタメ遺跡
で、漆や植物の種や実が奇跡
的に残ったのは、この泥炭層の
おかげなのです。

泥炭層ってなに？

調査区の泥炭層

コラム Column

トチノキの種子

1号木組遺構

ト
チ
ノ
キ
の
果
皮
が
多
く
出
土
し
、

ト
チ
ノ
キ
の
ア
ク
を
抜
い
た
施
設
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

ト
チ
ノ
キ
は
縄
文
時
代
後
期
か
ら
積

極
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。

漆ウルシ
漆塗土器には、黒漆が下地として塗られたあと、ベ
ンガラで色付けされた赤漆で文様を描いています。

クルミ形土製品

ヒスイ製大珠

土製耳飾

縄
文
の
タ
イ
ム
カ
プ
セルⅠ層
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〃

〃Ⅲ層

で
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い
し
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み
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縄
文
の
農
耕
は
あ
っ
た
か
？

花
粉
分
析
は
語
る

　低
湿
地
遺
跡
に
は
、
様
々

な
情
報
が
詰
ま
っ
て
い
る
た

め
、
花
粉・樹
種・種
実・昆
虫
・

年
代
・
漆
な
ど
、
様
々
な
分
析
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　こ
の
う
ち
、
花
粉
分
析
の
結
果
に

よ
る
と
、
当
初
、
湿
地
で
は
ハ
ン
ノ
キ

林
が
広
が
って
い
ま
し
た
が
、
縄
文
人

が
生
活
を
始
め
る
と
ク
ル
ミ
林
に
入

れ
替
わ
って
い
き
ま
す
。
ま
た
、
台
地

上
で
は
ク
リ
を
中
心
に
ア
カ
ガ
シ
・
ト

チ
ノ
キ
の
仲
間
が
増
加
し
、
ウ
ル
シ
ノ

キ
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。

　縄
文
人
た
ち
は
、
集
落
の
林
を
積

極
的
に
管
理
し
、
生
活
に
役
立
つ
林

へ
と
つ
く
り
替
え
て
いっ
た
の
で
す
。

縄
文
人
の
マ
メ
栽
培

　縄
文
人
は
食
料
や
木
材
と
し
て
植

物
を
有
効
に
利
用
し
て
い
ま
し
た
が
、

最
新
の
研
究
で
は
、
縄
文
人
の
マ
メ

栽
培
に
注
目
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　現
代
の
私
た
ち
は
、
10
数
種
類
の

マ
メ
を
食
べ
て
い
ま
す
が
、
日
本
原
産

の
マ
メ
は
、
ダ
イ
ズ
と
ア
ズ
キ

の
２
種
で
す
。
ダ
イ
ズ
の
野

生
種
は
ツ
ル
マ
メ
、
ア
ズ
キ
の

野
生
種
は
ヤ
ブ
ツ
ル
ア
ズ
キ

で
、
と
も
に
荒
川
の
河
川
敷
で

観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
で
は
ク
ル
ミ
塚
か

ら
炭
化
し
た
ア
ズ
キ
が
出
土
し
て
い

て
、
こ
の
ほ
か
、
５
０
０
０
年
前
の
勝

坂
式
土
器
に
は
、
ア
ズ
キ
と
ダ
イ
ズ

の
圧
痕
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
も
、
ダ
イ
ズ
の
長
さ
は
１㎝

を
超
え
、
大
型
化
し
て
い
る
こ
と
が

確
実
で
す
。
つ
ま
り
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡

で
は
、
す
で
に
ダ
イ
ズ
を
栽
培
し
て
い

た
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

関
東
の
三
内
丸
山
遺
跡

　ま
た
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
泥
炭

層
を
洗
い
流
す
と
、
中
に
は
様
々
な

種
や
実
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
縄
文

人
の
食
の
実
態
に
迫
る
デ
ー
タ
と
な

り
ま
す
が
、
そ
の
豊
富
さ

は
、
あ
の
「
三
内
丸

山
遺
跡
」
に
も
匹

敵
す
る
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
な
の
で
す
。

デーノタメ遺跡が拓く縄文の世界

デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
す
ご
さ

　デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
特
色
を
ま
と

め
る
と
、
次
の
４
つ
で
す
。

 

ポ
イ
ン
ト
①

　大
規
模

　遺
跡
内
の
縄
文
時
代
中
期
と
後
期

の
集
落
は
、
と
て
も
大
規
模
で
、
遺

跡
の
残
り
が
と
て
も
良
い
こ
と
。

 

ポ
イ
ン
ト
②

　長
期
間

　縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け

て
（
約
５
０
０
０
年
前
〜
３
８
０
０
年

前
）、
約
１
２
０
０
年
も
の
長
い
間
、

集
落
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
。

 

ポ
イ
ン
ト
③

　漆
製
品

　縄
文
時
代
中
期
の
低
湿
地
遺
跡
が

全
国
で
も
少
な
い
中
、
漆
塗
土
器
を

は
じ
め
と
す
る
漆
製
品
が
多
い
こ
と
。

 

ポ
イ
ン
ト
④

　植
物
遺
体

　ク
ル
ミ
や
ト
チ
ノ
キ
に
加
え
、
縄

文
人
の
食
の
実
態
に
迫
る
種
や
実
な

ど
の
植
物
遺
体
が
豊
富
な
こ
と
。

大
環
状
集
落
の
密
集
地
帯

　ま
た
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
位
置

す
る
江
川
流
域
に
目
を
広
げ
て
み
る

と
、
実
は
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
か
ら
１
㎞

南
西
に
は
諏
訪
野
遺
跡
が
、
２
㎞
南

に
は
高
井
遺
跡
と
い
う
縄
文
時
代
中

期
の
環
状
集
落
が
位
置
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
２
０
０ｍ
を
超
え

る
「
大
環
状
集
落
」
で
、
デ
ー
ノ
タ

メ
遺
跡
と
同
時
期
に
存
在
し
て
い
ま

し
た
。

　こ
れ
ほ
ど
至
近
に
大
集
落
が
３
つ

も
集
中
す
る
の
は
、
全
国
で
も
ほ
と

ん
ど
事
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の

江
川
流
域
が
そ
れ
だ
け
豊
か
な
環
境

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
って
い
ま
す
。

縄
文
の
原
風
景

　今
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
は
、
豊
か

な
森
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
風
景

は
、
ま
さ
に
縄
文
時
代
の
歴
史
的
な

景
観
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
す
。

　デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
は
、
太
古
の
昔

か
ら
、
森
と
泉
が
守
って
き
た
奇
跡
の

遺
跡
と
い
え
る
の
で
す
。

後期の溝跡では、多量のニワトコやコウゾ・ヤマブ
ドウ・サルナシなどのベリー類が含まれていました。
特にニワトコやコウゾの２種は、３００㏄の土壌に
１，５００粒を超える数が含まれていて、これらは酒を
しぼった粕という説があります。もしかしたら、デーノ
タメの縄文人は、美味しい果実酒を作っていたのか
もしれません。

縄文人の酒造り？

土壌中のニワトコの核

コラム Column

土壌中のコウゾの核

炭化アズキ 土器に残るアズキの圧痕

圧
痕

ダイズの圧痕とレプリカ

泉
と
森
が
守
っ
た
遺
跡

申込み
不要

入場
無料

漆
塗
工
芸
を

 

実
演
し
ま
す
！

  

小
林
惠
美

（
漆
工
房
S
h
a
r
a
）
12:00 ホワイエ

開催します！

デーノタメ遺跡が拓く
縄文の世界Ⅰ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

２月２５日（土） 文化センター日
時

13：00
～17：30

場
所

①「デーノタメ遺跡の発掘調査について」
　阿部芳郎（明治大学教授）
　齊藤成元（北本市教育委員会）

②「漆が語る縄文時代の工芸技術」
　宮越哲雄（明治大学名誉教授）

③「植物の栽培管理からみたデーノタメ遺跡」
　能城修一（森林総合研究所）

④「デーノタメ遺跡の保存と活用のイメージ」
　秋山邦雄（歴史環境計画研究所）

●パネルディスカッション（各発表者）

なりもと

の しろ

ツルマメ

ヤマグリ

※都合により内容を変更することがあります。

⑥ ⑤2017年2月１日発行 広報きたもと No.948

同時開催 「デーノタメ遺跡出土品展」 2月24日（金）～26日（日） 文化センターホワイエ
文化財保護課文化財保護担当　☎594‒5566問
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特集 ●

縄
文
の
農
耕
は
あ
っ
た
か
？

花
粉
分
析
は
語
る

　低
湿
地
遺
跡
に
は
、
様
々

な
情
報
が
詰
ま
っ
て
い
る
た

め
、
花
粉・樹
種・種
実・昆
虫
・

年
代
・
漆
な
ど
、
様
々
な
分
析
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　こ
の
う
ち
、
花
粉
分
析
の
結
果
に

よ
る
と
、
当
初
、
湿
地
で
は
ハ
ン
ノ
キ

林
が
広
が
って
い
ま
し
た
が
、
縄
文
人

が
生
活
を
始
め
る
と
ク
ル
ミ
林
に
入

れ
替
わ
って
い
き
ま
す
。
ま
た
、
台
地

上
で
は
ク
リ
を
中
心
に
ア
カ
ガ
シ
・
ト

チ
ノ
キ
の
仲
間
が
増
加
し
、
ウ
ル
シ
ノ

キ
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。

　縄
文
人
た
ち
は
、
集
落
の
林
を
積

極
的
に
管
理
し
、
生
活
に
役
立
つ
林

へ
と
つ
く
り
替
え
て
いっ
た
の
で
す
。

縄
文
人
の
マ
メ
栽
培

　縄
文
人
は
食
料
や
木
材
と
し
て
植

物
を
有
効
に
利
用
し
て
い
ま
し
た
が
、

最
新
の
研
究
で
は
、
縄
文
人
の
マ
メ

栽
培
に
注
目
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　現
代
の
私
た
ち
は
、
10
数
種
類
の

マ
メ
を
食
べ
て
い
ま
す
が
、
日
本
原
産

の
マ
メ
は
、
ダ
イ
ズ
と
ア
ズ
キ

の
２
種
で
す
。
ダ
イ
ズ
の
野

生
種
は
ツ
ル
マ
メ
、
ア
ズ
キ
の

野
生
種
は
ヤ
ブ
ツ
ル
ア
ズ
キ

で
、
と
も
に
荒
川
の
河
川
敷
で

観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
で
は
ク
ル
ミ
塚
か

ら
炭
化
し
た
ア
ズ
キ
が
出
土
し
て
い

て
、
こ
の
ほ
か
、
５
０
０
０
年
前
の
勝

坂
式
土
器
に
は
、
ア
ズ
キ
と
ダ
イ
ズ

の
圧
痕
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
も
、
ダ
イ
ズ
の
長
さ
は
１㎝

を
超
え
、
大
型
化
し
て
い
る
こ
と
が

確
実
で
す
。
つ
ま
り
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡

で
は
、
す
で
に
ダ
イ
ズ
を
栽
培
し
て
い

た
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

関
東
の
三
内
丸
山
遺
跡

　ま
た
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
泥
炭

層
を
洗
い
流
す
と
、
中
に
は
様
々
な

種
や
実
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
縄
文

人
の
食
の
実
態
に
迫
る
デ
ー
タ
と
な

り
ま
す
が
、
そ
の
豊
富
さ

は
、
あ
の
「
三
内
丸

山
遺
跡
」
に
も
匹

敵
す
る
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
な
の
で
す
。

デーノタメ遺跡が拓く縄文の世界

デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
す
ご
さ

　デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
特
色
を
ま
と

め
る
と
、
次
の
４
つ
で
す
。

 

ポ
イ
ン
ト
①

　大
規
模

　遺
跡
内
の
縄
文
時
代
中
期
と
後
期

の
集
落
は
、
と
て
も
大
規
模
で
、
遺

跡
の
残
り
が
と
て
も
良
い
こ
と
。

 

ポ
イ
ン
ト
②

　長
期
間

　縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け

て
（
約
５
０
０
０
年
前
〜
３
８
０
０
年

前
）、
約
１
２
０
０
年
も
の
長
い
間
、

集
落
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
。

 

ポ
イ
ン
ト
③

　漆
製
品

　縄
文
時
代
中
期
の
低
湿
地
遺
跡
が

全
国
で
も
少
な
い
中
、
漆
塗
土
器
を

は
じ
め
と
す
る
漆
製
品
が
多
い
こ
と
。

 

ポ
イ
ン
ト
④

　植
物
遺
体

　ク
ル
ミ
や
ト
チ
ノ
キ
に
加
え
、
縄

文
人
の
食
の
実
態
に
迫
る
種
や
実
な

ど
の
植
物
遺
体
が
豊
富
な
こ
と
。

大
環
状
集
落
の
密
集
地
帯

　ま
た
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
位
置

す
る
江
川
流
域
に
目
を
広
げ
て
み
る

と
、
実
は
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
か
ら
１
㎞

南
西
に
は
諏
訪
野
遺
跡
が
、
２
㎞
南

に
は
高
井
遺
跡
と
い
う
縄
文
時
代
中

期
の
環
状
集
落
が
位
置
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
２
０
０ｍ
を
超
え

る
「
大
環
状
集
落
」
で
、
デ
ー
ノ
タ

メ
遺
跡
と
同
時
期
に
存
在
し
て
い
ま

し
た
。

　こ
れ
ほ
ど
至
近
に
大
集
落
が
３
つ

も
集
中
す
る
の
は
、
全
国
で
も
ほ
と

ん
ど
事
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の

江
川
流
域
が
そ
れ
だ
け
豊
か
な
環
境

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
って
い
ま
す
。

縄
文
の
原
風
景

　今
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
は
、
豊
か

な
森
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
風
景

は
、
ま
さ
に
縄
文
時
代
の
歴
史
的
な

景
観
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
す
。

　デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
は
、
太
古
の
昔

か
ら
、
森
と
泉
が
守
って
き
た
奇
跡
の

遺
跡
と
い
え
る
の
で
す
。

後期の溝跡では、多量のニワトコやコウゾ・ヤマブ
ドウ・サルナシなどのベリー類が含まれていました。
特にニワトコやコウゾの２種は、３００㏄の土壌に
１，５００粒を超える数が含まれていて、これらは酒を
しぼった粕という説があります。もしかしたら、デーノ
タメの縄文人は、美味しい果実酒を作っていたのか
もしれません。

縄文人の酒造り？

土壌中のニワトコの核

コラム Column

土壌中のコウゾの核

炭化アズキ 土器に残るアズキの圧痕

圧
痕

ダイズの圧痕とレプリカ

泉
と
森
が
守
っ
た
遺
跡

申込み
不要

入場
無料

漆
塗
工
芸
を

 

実
演
し
ま
す
！

  

小
林
惠
美

（
漆
工
房
S
h
a
r
a
）
12:00 ホワイエ

開催します！

デーノタメ遺跡が拓く
縄文の世界Ⅰ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

２月２５日（土） 文化センター日
時

13：00
～17：30

場
所

①「デーノタメ遺跡の発掘調査について」
　阿部芳郎（明治大学教授）
　齊藤成元（北本市教育委員会）

②「漆が語る縄文時代の工芸技術」
　宮越哲雄（明治大学名誉教授）

③「植物の栽培管理からみたデーノタメ遺跡」
　能城修一（森林総合研究所）

④「デーノタメ遺跡の保存と活用のイメージ」
　秋山邦雄（歴史環境計画研究所）

●パネルディスカッション（各発表者）

なりもと

の しろ

ツルマメ

ヤマグリ

※都合により内容を変更することがあります。

⑥ ⑤2017年2月１日発行 広報きたもと No.948

同時開催 「デーノタメ遺跡出土品展」 2月24日（金）～26日（日） 文化センターホワイエ
文化財保護課文化財保護担当　☎594‒5566問
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