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調
査
成
果
の
概
要

▽
遺
跡
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
こ
と

は
、
国
指
定
範
囲
を
決
め
る
た
め
に

最
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
今
回
東
側

と
南
側
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
遺
跡

の
拡
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
北
側
や
西
側
の
範
囲
を

確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
平
成
十
五
年
度
に
明
ら
か
に
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▽
外
環
濠
は
全
周
せ
ず
、
古
津
八
幡

山
古
墳
を
捲
く
外
環
濠
Ａ
と
、
約
六

十
誡
離
れ
た
南
側
の
外
環
濠
Ｃ
に
分

か
れ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
ま

た
、
外
環
濠
Ａ
の
南
側
に
は
五
誡
ほ

ど
ず
れ
て
つ
な
が
ら
な
い
全
長
わ
ず

か
十
五
誡
ほ
ど
の
外
環
濠
Ｂ
と
な
る

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
外
環
濠
Ａ

の
北
側
が
ど
こ
ま
で
延
び
る
の
か
は

今
年
度
に
調
査
を
行
う
予
定
で
す
。

蜷環濠の土層断面の剥取り標本を地域学園二
階の郷土資料室に展示してありますので、
ぜひご覧下さい。

▽
内
環
濠
は
土
橋
を
挟
ん
で
南
側
の

内
環
濠
Ａ
と
北
側
の
内
環
濠
Ｂ
に
分

か
れ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

調
査
前
に
は
外
環
濠
Ａ
と
Ｃ
が
つ

な
が
る
も
の
と
予
測
し
て
い
ま
し
た

の
で
、
間
が
広
く
空
く
こ
と
は
不
思

議
で
し
た
が
、
内
環
濠
の
位
置
が
ち

ょ
う
ど
外
環
濠
Ａ
・
Ｂ
と
外
環
濠
Ｃ

の
間
を
補
う
位
置
に
あ
り
、
当
初
か

ら
計
画
的
に
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

▽
環
濠
は
お
お
む
ね
上
幅
二
・
五

誡
・
深
さ
一
・
六
誡
で
、
断
面
形
が

Ｖ
字
形
を
し
て
い
ま
す
が
、
末
端
の

形
状
は
、
浅
い
逆
台
形
と
な
る
所
、

末
端
に
向
か
っ
て
浅
い
逆
台
形
か
ら

浅
く
な
る
所
、
深
さ
は
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
の
で
す
が
断
面
形
が
Ｕ
字

形
に
な
る
所
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

▽
内
環
濠
Ａ
の
南
東
端
部
近
く
で
、

竪
穴
住
居
を
壊
し
て
環
濠
が
掘
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
環
濠

よ
り
も
古
い
竪
穴
住
居
が
あ
っ
た
こ

と
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

▽
遺
物
で
は
、

直
径
四
詬
誡
ほ

ど
の
コ
バ
ル
ト

色
の
ガ
ラ
ス
小

玉
や
、
稲
刈
り

に
用
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る

石
包
丁
が
出
土
し
ま
し
た
。
ガ
ラ
ス

小
玉
は
他
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
す
し
、
石
包
丁
は
県
内
で
二

例
目
に
な
る
大
変
珍
し
い
も
の
で

す
。
ま
た
、
環
濠
か
ら
は
こ
ぶ
し
大

よ
り
も
二
回
り
ほ
ど
大
き
い
礫
石

つ
ぶ
て
い
し
が

多
数
出
土
し
ま
し
た
が
、
敵
に
投
げ

た
武
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
二
十
二

点
出
土
し
た
石
鏃
も
武
器
と
考
え
ら

れ
て
い
る
も
の
で
す
。

環
濠
を
発
掘
し
て
い
る
と
、
二
千

年
も
前
に
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な

土
木
工
事
を
行
っ
た
こ
と
に
素
朴
に

感
心
し
ま
す
。
現
在
、
移
植
コ
テ
や

ス
コ
ッ
プ
で
掘
っ
て
も
硬
い
土
を
掘

る
の
は
大
変
な
作
業
な
の
で
、
金
属

製
の
道
具
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

国指定そして史跡整備
平成15年度も遺跡確認調査を
行う予定です。地権者や地元の皆
さんにはご迷惑をおかけします
が、よろしくお願いします。
八幡山遺跡は、環濠や竪穴住居
の表示、竪穴住居の建物復元の整
備がされています。また、隣接し
て県埋蔵文化財センターや県立植
物園、新津市美術館がオープンし、
一帯が「花と遺跡のふるさと公園」
という新津市内の総合的な文化ゾ
ーンとなっています。
市では里山の整備を計画的に進
めていますので、史跡指定後の八
幡山遺跡群の整備活用も、里山に
おける動物や植物、昆虫などの自
然とヒトとの結びつきという観点
から考えていきたいと思います。

八幡山遺跡群遺構配置図

第
十
三
次
確
認
調
査

市
で
は
八
幡
山
遺
跡
群
を
国
指

定
史
跡
に
申
請
す
る
た
め
の
準
備

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
地
権
者

や
地
元
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
の
も

と
に
、
平
成
十
四
年
度
に
は
遺
跡

確
認
調
査
と
遺
跡
地
形
測
量
を
実

施
し
ま
し
た
。

遺
跡
確
認
調
査
は
今
回
で
十
三

回
目
に
な
り
、
六
月
三
日
か
ら
十

月
七
日
に
か
け
て
、
県
教
育
委
員

会
・
文
化
庁
記
念
物
課
の
指
導
の

も
と
に
行
い
ま
し
た
。
ま
だ
、
遺

物
整
理
作
業
が
終
了
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
今
回
新
た
に
分
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

第
十
三
次
確
認
調
査
の
目
的

①
遺
跡
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
こ
と

②
外
側
の
環
濠（
外
環
濠
）の
つ
な

が
り
を
確
認
す
る
こ
と

③
内
側
の
環
濠（
内
環
濠
）の
つ
な

が
り
を
確
認
す
る
こ
と

内環濠Aと竪穴住居 内環濠Aと竪穴住居 

外環濠B外環濠B

石包丁 石包丁 
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こ
れ
ま
で
の
調
査
概
要

八
幡
山
遺
跡
群
は
、
弥
生
時
代
後

期
の「
八
幡
山
遺
跡
」と
古
墳
時
代
の

「
古
津
八
幡
山
古
墳
」の
複
合
遺
跡
で

す
。日

本
海
側
最
北
の
高
地
性
環
濠

こ
う
ち
せ
い
か
ん
ご
う

集

落
で
あ
る「
八
幡
山
遺
跡
」が
廃
絶
さ

れ
た
後
に
、
県
内
最
大
の「
古
津
八

幡
山
古
墳
」が
同
じ
場
所
に
築
か
れ

て
お
り
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳

時
代
と
い
う
激
動
期
の
様
相
を
示
す

東
日
本
の
典
型
的
な
遺
跡
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

弥
生
時
代
後
期（
紀
元
後
百
年
〜

二
百
年
こ
ろ
）に
な
る
と
、
北
陸
地

域
に
は
ム
ラ
ど
う
し
の
戦
に
備
え
た

防
御
的
集
落
が
築
か
れ
ま
し
た
。
丘

陵
上
に
造
ら
れ
た
高
地
性
集
落
や
、

集
落
の
周
り
に
堀
を
巡
ら
し
た
環
濠

集
落
で
す
。
県
内
で
は
こ
れ
ま
で
に

二
十
カ
所
ほ
ど
の
高
地
性
集
落
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
幡
山
遺
跡
の
場
合
に
は
標
高
五

十
誡
の
丘
陵
上
に
位
置
し
、
さ
ら
に

集
落
の
周
り
に
堀
を
巡
ら
し
て
い
ま

す
。こ

れ
ま
で
の
調
査
で
は
環
濠
五
条

の
ほ
か
に
、竪
穴
た
て
あ
な

住
居
三
十
七
基
や
、

方
形
周
溝
墓

ほ
う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

・
前
方
後
方
形
周
溝
墓

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
ほ
う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

（
周
り
に
溝
を
掘
っ
た
墓
）が
検
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
環
濠
は
底
が
狭
く
、

断
面
形
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の「
Ｖ
」

の
形（
上
写
真
）を
し
て
い
ま
す
。
大

き
な
も
の
で
は
幅
が
三
誡
・
深
さ
二

誡
も
あ
り
、
落
ち
る
と
簡
単
に
は
出

ら
れ
な
い
深
さ
で
す
。
遺
跡
推
定
面

積
は
約
四
万
八
千
平
方
誡
で
東
日
本

有
数
の
規
模
で
す
。

出
土
し
た
土
器
に
は
文
様
の
な
い

も
の
と
、
縄
目
文
様
を
つ
け
た
も
の

の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
文
様
の

な
い
土
器
は
北
陸
系
、
縄
目
文
様
の

土
器
は
天
王
山

て
ん
の
う
や
ま

式
土
器
と
い
い
東
北

系
の
も
の
で
す
。
ほ
か
の
遺
跡
か
ら

も
北
陸
系
・
東
北
系
の
土
器
が
出
土

す
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
が
、
八
幡

山
遺
跡
の
よ
う
に
両
者
が
ほ
と
ん
ど

同
じ
比
率
で
多
量
に
出
土
す
る
こ
と

は
ま
れ
で
す
。
八
幡
山
遺
跡
で
は
日

本
海
沿
い
に
北
陸
系
土
器
、
阿
賀
野

川
沿
い
に
東
北
系
土
器
が
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
土
器

だ
け
で
は
な
く
、
当
然
ヒ
ト
の
移

動
・
接
触
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
が
友
好
的
な
も
の
で
あ
っ

た
か
敵
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は

難
し
い
問
題
で
す
。弥
生
時
代
か
ら
、

新
津
は
北
陸
・
会
津
ル
ー
ト
の
交
通

の
要
所（
下
図
）だ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

出
土
遺
物
に
は
多
量
の
土
器
の
ほ

か
に
四
十
点
以
上
の
石
鏃
せ
き
ぞ
く（
石
で
で
き

断面形がV字形の外環濠C断面形がV字形の外環濠C

弥生式土器 弥生式土器 

石鏃 石鏃 

〜
そ
の
九
〜
八
幡
山
遺
跡

第
十
三
次
確
認
調
査
の
概
要
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た
矢
尻
）・
石
斧
せ
き
ふ

・
砥
石
と
い
し

・
管
玉
く
だ
た
ま
・
勾
玉
ま
が
た
ま

や
鉄
剣
て
っ
け
ん
・
鉄
鏃
て
つ
ぞ
く

な
ど
が
あ
り
ま
す（
右

写
真
）。
鉄
剣
は
朝
鮮
半
島
製
の
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

弥
生
時
代
の
集
落
が
営
ま
れ
た
数

世
代
後
の
古
墳
時
代
前
期
に
な
る

と
、
こ
の
地
を
平
定
し
た
有
力
者
の

古
墳
が
築
か
れ
ま
す
。
こ
れ
が
古
津

八
幡
山
古
墳
で
す
。
直
径
六
十
誡
の

ホ
タ
テ
貝
の
形
を
し
た
、
県
内
最
大

規
模
の
古
墳
で
す
。
古
墳
の
南
側
に

は
周
堀
が
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。
古

津
駅
周
辺
に
拡
が
る
舟
戸
遺
跡
が
、

古
墳
を
造
っ
た
有
力
者
の
治
め
た
ム

ラ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■当時のヒトやモノの流れ


