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滝た
き

瀬せ

遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

ࣸਅ �　ୌҨ �8$ ۠ͷॏػʹΑΔද۷ʢ͔Βʣ

 　

残
暑
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
、
七
月
か
ら
八
橋
地
区
の
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
滝
瀬
遺

跡
は
県
道
一
〇
号
設
楽
根
羽
線
の
脇
に
あ
る
遺
跡
で
、「
滝
瀬
橋
」
バ
ス
停
の
少
し
先
で
す
。

現
在
、
北
の
県
道
と
東
・
南
の
境
川
、
そ
し
て
、
西
の
伊
那
街
道
に
囲
ま
れ
た
一
八
Ｃ
区
（
写

真
１
）
で
重
機
に
よ
る
表
土
掘
削
を
進
め
て
い
ま
す
。
猛
暑
真
っ
た
だ
中
の
発
掘
調
査
で
す

が
、
清
流
境
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
一
服
の
清
涼
剤
と
な
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

一
八
Ｃ
区
は
、
遺
跡
と
し
て
は
南
東
の
端
に
当
た
る
場
所
で
す
が
、
今
年
度
の
発
掘
調
査

で
は
縄
文
時
代
早
期
（
今
か
ら
約
一
万
年
前
か
ら
七
千
年
前
こ
ろ
）
や
縄
文
時
代
後
期
（
今

か
ら
四
千
年
前
こ
ろ
）
の
遺
構
や
遺
物
の
発

見
が
期
待
さ
れ
ま
す
。表
土
掘
削
で
は
、さ
っ

そ
く
、
黒
曜
石
製
の
石
鏃
等
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二
十
八
度
に
確
認
し

た
江
戸
時
代
以
降
の
伊
那
街
道
の
続
き
を
探

す
の
も
調
査
の
目
標
の
一
つ
で
す
。
合
わ
せ

て
、
県
道
北
側
の
一
八
Ｂ
区
と
一
八
Ａ
区
の

発
掘
調
査
の
準
備
も
進
め
て
い
ま
す
（
写
真

２
）。

　

ス
タ
ッ
フ
一
同
、
交
通
安
全
や
熱
中
症
に

は
特
に
留
意
し
て
作
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、
宜
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
そ
し
て
、
今
後
の
発
掘

調
査
の
成
果
に
も
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

早は
や

野の

浩こ
う

二じ

） 

ࣸਅ 2　४උ͕ਐΉୌҨ �8" ۠ͱ �8# ۠ʢ͔Βʣ

　

滝
瀬
遺
跡
の
調
査

　

七
月
二
日
か
ら
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
県
道
一
〇
号
設

楽
根
羽
線
北
側
の
斜
面
地
部
分
の
一
八
Ａ
・
一
八
Ｂ
区
と
、
平
成
二
十
八
年
度
の
調
査
区
東

側
に
隣
接
す
る
一
八
Ｃ
区
を
調
査
し
て
い
き
ま
す
。
一
八
Ｃ
区
は
境
川
に
面
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
一
八
Ｃ
区
↓
一
八
Ｂ
区
西
側
↓
一
八
Ａ
区
東
側
↓
同
区
西
側
↓
一
八
Ｂ
区
東
側

の
順
に
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。
一
八
Ａ
・
Ｂ
区
は
排は
い
ど土
の
置
き
場
を
確
保
す
る
た
め
半
分

づ
つ
調
査
し
て
い
き
ま
す
。現
在
は
、一
八
Ｃ
区
の
表
土
掘
削
を
行
っ
て
い
ま
す（
写
真
９
）。　

　

一
八
Ｃ
区
は
、
道
路
の
高
さ
ま
で
現
代
の
盛も
り
ど土

が
あ
る
た
め
（
写
真
10
）、
ま
ず
そ
れ
を

重
機
で
取
り
除
い
て
か
ら
表
土
掘
削
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
作

業
員
さ
ん
た
ち
で
遺
構
の
検
け
ん
し
ゅ
つ出

作
業
や
、
遺
構
掘
削
を
お
こ
な
っ
て
い
き
ま
す
。
少
量
で

す
が
、
表
土
掘
削
中
に
土
器
片
や
、
黒
曜
石
製
の
石せ
き
ぞ
く鏃
（
写
真
11
）・
剥は
く
へ
ん片
な
ど
（
写
真

12
・
13
）
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
石
鏃
は
、
残
念
な
が
ら
完
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

抉え
ぐ
り
の
部
分
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

表
土
の
下
層
に
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
縄
文
時
代
の
遺
物
を
含
む

黒
色
土
層
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
縄
文
時
代
の
遺
物
が
見
つ
か
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

（
安
西
工
業
株
式
会
社　

髙た
か
ぎ木 

祐ゆ
う
じ志
）
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新
郷き

ょ
う

土ど

館か
ん

と
埋ま

い
ぞ
う
ぶ
ん

蔵
文
化か

財ざ
い　

　

現
在
、
新
し
い
郷
土
館
開
設
に
向
け
て
展
示
の
資
料
整
理
を
行
な
っ
て
い
る
奥
三
河
郷
土

館
（
写
真
３
・
４
）
に
、
渡わ
た
な
べ
と
し

邉
俊
也や

館
長
と
石い
し

井い

峻た
か
ひ
と人

学
芸
員
を
訪
ね
ま
し
た
。

【
聞
き
手
】
現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
新
郷
土
館
の
展
示
に
つ
い
て
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
石
井
】
新
郷
土
館
で
は
、
町
の
歴
史
と
人
々
の
生
活
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
る
よ
う
な
展

示
を
考
え
て
い
ま
す
。（
年
表
ふ
う
の
）「
歴
史
の
帯
」が
真
ん
中
に
あ
っ
て
そ
の
周
辺
に
人
々

の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
営
ま
れ
て
き
の
か
が
歴
史
資
料
と
民
俗
資
料
に
よ
っ
て
示
さ
れ
ま

す
。
そ
の
導
入
部
分
と
し
て
、
人
々
と
社
会
の
始
ま
り
と
い
う
位
置
付
け
と
な
る
旧
石
器
時

代
か
ら
古
墳
時
代
の
考
古
資
料
を
展
示
す
る
予
定
で
す
。

【
渡
邉
】
こ
れ
ま
で
の
展
示
は
、
収
し
ゅ
う

蔵ぞ
う
て
ん展
示じ

と
い
っ
て
館
に
あ
る
物
全
て
を
展
示
す
る
と
い

う
形
を
と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
計
画
中
の
展
示
構
成
案
は
、
今
よ
り
も
少
な
い
資
料
で

各
時
代
の
特
徴
を
あ
わ
ら
そ
う
と
い
う
考
え
方
で
展
示
の
構
想
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
時

間
の
流
れ
の
わ
か
る
「
歴
史
の
帯
」
の
周
囲
に
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
と
い
っ
て
館
蔵
資
料

か
ら
精
選
し
た
も
の
を
配
置
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
聞
き
手
】
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
遺
跡
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
？

【
渡
邉
】
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
整
理
調
査
の
な
さ
れ
た
考
古
資
料
の
中
で
、
開

館
に
間
に
合
う
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
に
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
、
空

け
て
待
っ
て
い
る
（
笑
）、
と
い
う
状
況
で
す
。

西に
し

地じ

・
東
ひ
が
し

地じ

遺
跡
の
縄
文
土
器
（
写
真
５
）
の

よ
う
に
具
体
的
な
物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
展

示
に
厚
み
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ

で
僕
は
津
具
在
住
な
の
で
す
が
、
こ
こ
に
通
っ

て
く
る
道
沿
い
に
多
数
の
遺
跡
が
あ
る
と
は

思
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
例
え
ば
、
笹さ
さ

平だ
い
ら

遺
跡
も
家
や
田
ん
ぼ
が
あ
る
こ
と
は
知
っ

て
い
た
が
そ
こ
に
遺
跡
が
あ
る
と
は
ね
。
そ
う

い
っ
た
こ
と
を
発
掘
調
査
や
『
設
楽
発
掘
通

信
』
を
通
じ
て
町
内
の
人
に
も
目
に
見
え
る
か

た
ち
に
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
り
が
た

い
。
で
す
か
ら
、（
新
郷
土
館
の
）
開
館
時
点
の
展
示
の
形
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ

に
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
発
掘
調
査
の
成
果
を
盛
り
込
ん
で
い
く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
ね
。

自
然
部
門
の
展
示
は
あ
る
程
度
固
定
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
の
営
み
の
歴
史
と
い
う
枠

で
、
考
古
や
歴
史
、
民
俗
の
展
示
に
つ
い
て
は
比
較
的
柔
軟
に
対
応
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

【
聞
き
手
】
発
掘
調
査
で
こ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
い
い
な
、
っ
て
あ
り
ま
す
か
？

【
石
井
】
時
代
を
ど
う
説
明
し
て
い
く
か
と
い
う
視
点
で
考
え
て
い
く
と
、
例
え
ば
弥
生
時

代
の
よ
う
に
縄
文
時
代
に
比
べ
て
資
料
が
少
な
い
部
分
に
つ
い
て
、
説
得
力
の
あ
る
量
の
資

料
が
揃そ
ろ

う
と
楽
し
み
だ
な
、
と
思
い
ま
す
ね
。

【
渡
邉
】
現
在
に
つ
な
が
る
よ
う
な
研
究
成
果
が
出
て
く
る
と
い
い
な
、
と
。
そ
れ
ぞ
れ
の

遺
跡
で
各
時
代
の
も
の
が
見
つ
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
性
を
解
明
し
て
も
ら
え
た

ら
。
例
え
ば
同
じ
盆
地
だ
け
ど
、
名
倉
に
は
古
墳
が
あ
る
が
津
具
に
は
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
っ
て
ね
。
現
代
の
状
況
と
つ
な
げ
て
考
え
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

（
聞
き
手
：
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

永な
が

井い

邦く
に
ひ
と仁
）

写真３　現在の奥三河郷土館

写真４　資料整理中の展示室

写真５　西地・東地遺跡竪穴建物 1305SI 炉跡出土の縄文土器

写真７　016 ＮＲ（南から）

写真８　磨製石斧出土状況（016NR）

写真６　18 Ａ区全景（北が上、NRは自然流路を示す記号）

001NR

002NR

016NR

014NR

　

石い
し
は
ら原
遺
跡
の
調
査

　

石
原
遺
跡
で
は
、
連
日
の
酷
暑
に
も
負
け
ず
、
全
員
で
滝
の
よ
う
な
汗
を
流
し
な
が
ら
、

調
査
区
の
東
半
分
（
一
八
Ａ
区
）
を
掘
り
上
げ
、
先
日
つ
い
に
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
に
よ
る
空
中

写
真
撮
影
を
行
い
ま
し
た
（
写
真
６
）。

　

一
八
Ａ
区
で
は
、
前
号
で
も
紹
介
し
た
「
土
石
流
に
覆
わ
れ
た
遺
跡
」
が
姿
を
現
し
ま
し

た
。
土
石
流
に
由
来
す
る
砂
礫
層
を
除
去
し
て
調
査
面
ま
で
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、

至
る
所
で
拳こ
ぶ
し
だ
い大
か
ら
人じ
ん
と
う
だ
い

頭
大
の
角か
く
れ
き礫
が
密
集
す
る
状
況
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
帯

状
に
ま
と
ま
っ
た
範
囲
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
自
然
流
路
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
（
〇
〇
一
Ｎ
Ｒ
・
〇
〇
二
Ｎ
Ｒ
・
〇
一
四
Ｎ
Ｒ
・
〇
一
六
Ｎ
Ｒ
）。

　

流
路
中
の
礫
と
礫
の
間
か
ら
は
、
上
方
か
ら
押
し
流
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
土
器
や

石
器
な
ど
の
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
八
Ａ
区
北
西
側
の
〇
一
六
Ｎ
Ｒ
（
写
真
７
）

か
ら
は
、
磨ま
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
が
出
土
し
ま
し
た
（
写
真
８
）。
基
部
が
欠
損
し
て
い
る
も
の
の
、
刃

部
は
し
っ
か
り
残
存
し
、
器
種
ま
で
特
定
で
き
る
数
少
な
い
貴
重
な
石
器
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
八
Ａ
区
で
は
補
足
調
査
も
終
了
し
、
調
査
は
西
側
の
一
八
Ｂ
区
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。

は
た
し
て
こ
ち
ら
で
は
ど
ん
な
遺
構
や
遺
物
が
見
つ
か
る
の
か
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
安
あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う

西
工
業
株
式
会
社　

鷺さ
ぎ
さ
か坂 

有ゆ
う
ご吾

）
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滝た
き

瀬せ

遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

ࣸਅ �　ୌҨ �8$ ۠ͷॏػʹΑΔද۷ʢ͔Βʣ
 　

残
暑
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
、
七
月
か
ら
八
橋
地
区
の
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
滝
瀬
遺

跡
は
県
道
一
〇
号
設
楽
根
羽
線
の
脇
に
あ
る
遺
跡
で
、「
滝
瀬
橋
」
バ
ス
停
の
少
し
先
で
す
。

現
在
、
北
の
県
道
と
東
・
南
の
境
川
、
そ
し
て
、
西
の
伊
那
街
道
に
囲
ま
れ
た
一
八
Ｃ
区
（
写

真
１
）
で
重
機
に
よ
る
表
土
掘
削
を
進
め
て
い
ま
す
。
猛
暑
真
っ
た
だ
中
の
発
掘
調
査
で
す

が
、
清
流
境
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
一
服
の
清
涼
剤
と
な
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

一
八
Ｃ
区
は
、
遺
跡
と
し
て
は
南
東
の
端
に
当
た
る
場
所
で
す
が
、
今
年
度
の
発
掘
調
査

で
は
縄
文
時
代
早
期
（
今
か
ら
約
一
万
年
前
か
ら
七
千
年
前
こ
ろ
）
や
縄
文
時
代
後
期
（
今

か
ら
四
千
年
前
こ
ろ
）
の
遺
構
や
遺
物
の
発

見
が
期
待
さ
れ
ま
す
。表
土
掘
削
で
は
、さ
っ

そ
く
、
黒
曜
石
製
の
石
鏃
等
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二
十
八
度
に
確
認
し

た
江
戸
時
代
以
降
の
伊
那
街
道
の
続
き
を
探

す
の
も
調
査
の
目
標
の
一
つ
で
す
。
合
わ
せ

て
、
県
道
北
側
の
一
八
Ｂ
区
と
一
八
Ａ
区
の

発
掘
調
査
の
準
備
も
進
め
て
い
ま
す
（
写
真

２
）。

　

ス
タ
ッ
フ
一
同
、
交
通
安
全
や
熱
中
症
に

は
特
に
留
意
し
て
作
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、
宜
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
そ
し
て
、
今
後
の
発
掘

調
査
の
成
果
に
も
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

早は
や

野の

浩こ
う

二じ

） 
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滝
瀬
遺
跡
の
調
査

　

七
月
二
日
か
ら
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
県
道
一
〇
号
設

楽
根
羽
線
北
側
の
斜
面
地
部
分
の
一
八
Ａ
・
一
八
Ｂ
区
と
、
平
成
二
十
八
年
度
の
調
査
区
東

側
に
隣
接
す
る
一
八
Ｃ
区
を
調
査
し
て
い
き
ま
す
。
一
八
Ｃ
区
は
境
川
に
面
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
一
八
Ｃ
区
↓
一
八
Ｂ
区
西
側
↓
一
八
Ａ
区
東
側
↓
同
区
西
側
↓
一
八
Ｂ
区
東
側

の
順
に
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。
一
八
Ａ
・
Ｂ
区
は
排は
い
ど土
の
置
き
場
を
確
保
す
る
た
め
半
分

づ
つ
調
査
し
て
い
き
ま
す
。現
在
は
、一
八
Ｃ
区
の
表
土
掘
削
を
行
っ
て
い
ま
す（
写
真
９
）。　

　

一
八
Ｃ
区
は
、
道
路
の
高
さ
ま
で
現
代
の
盛も
り
ど土

が
あ
る
た
め
（
写
真
10
）、
ま
ず
そ
れ
を

重
機
で
取
り
除
い
て
か
ら
表
土
掘
削
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
作

業
員
さ
ん
た
ち
で
遺
構
の
検
け
ん
し
ゅ
つ出

作
業
や
、
遺
構
掘
削
を
お
こ
な
っ
て
い
き
ま
す
。
少
量
で

す
が
、
表
土
掘
削
中
に
土
器
片
や
、
黒
曜
石
製
の
石せ
き
ぞ
く鏃
（
写
真
11
）・
剥は
く
へ
ん片
な
ど
（
写
真

12
・
13
）
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
石
鏃
は
、
残
念
な
が
ら
完
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

抉え
ぐ
り
の
部
分
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

表
土
の
下
層
に
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
縄
文
時
代
の
遺
物
を
含
む

黒
色
土
層
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
縄
文
時
代
の
遺
物
が
見
つ
か
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

（
安
西
工
業
株
式
会
社　

髙た
か
ぎ木 

祐ゆ
う
じ志
）
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