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滝た
き

瀬せ

遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

写真 1　滝瀬遺跡の発掘調査風景

　図 1　滝瀬遺跡出土 
有溝石錘

（愛知県教育委員会蔵）

　

秋
も
深
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
七
月
か
ら
始
め
た
八
橋
地
区
の
滝
瀬
遺
跡
（
設
楽

町
八
橋
字
タ
キ
セ
）
の
発
掘
調
査
も
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
平
成
二
十
八
年
度

の
調
査
区
（
十
六
Ａ
区
）
に
隣
接
す
る
調
査
区
（
十
八
Ｃ
区
）
で
は
縄
文
時
代
早

期
や
縄
文
時
代
後
期
を
中
心
と
す
る
多
く
の
遺
構
と
遺
物
も
検
出
さ
れ
、
調
査
の

主
体
は
い
よ
い
よ
山
麓
の
丘
陵
斜
面
の
調
査
区
（
十
八
Ｂ
区
と
十
八
Ａ
区
）
に
移

っ
て
き
ま
し
た(

写
真
1)

。
山
麓
の
丘
陵
斜
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
河
岸
段
丘

上
と
は
異
な
っ
た
遺
跡
の
興
味
深
い
様
子
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
十
一
月
十
日
（
土
）
午
前
十
一
時
よ
り
、
地
元
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
詳
細
は
下
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ス
タ
ッ
フ
一
同
、
皆
様
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

                                             （
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

早は
や
の
こ
う
じ

野
浩
二
）
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設楽大橋川向公会堂前
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（設楽根羽線）

滝瀬橋

県道 33号線

県道 10 号線

県道 10 号線

0 5km

11 月 1 0 日（土）午前 11時より、遺跡現地で開催予定です。
お車でご来場の方は、現地に駐車場を用意しております。当日、係がご案内いたします。
＊開催の詳細・お問い合わせは、愛知県埋蔵文化財センター調査課（電話 0567-67-4163 ）、　
　　川添携帯（080-1571-4989）、あるいはホームページ（ http://www.maibun.com ）をご覧下さい 。

滝瀬遺跡地元説明会 会場のご案内
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1：凝灰岩、2：凝灰質砂岩

　

二
頁
の
よ
う
に
、
滝
瀬
遺
跡
の
調
査
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
前ぜ
ん
よ
う葉(

約
四
千
年
前)

の
遺
構

群
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
後
期
前
葉
の
遺
構
群
お
よ
び
遺
物
包
含
層
が
展
開
す
る
の
は
、

県
道
十
号
線
よ
り
南
側
の
、
境
川
に
接
し
た
低
位
の
緩
斜
面
上
で
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
こ
で
見

つ
か
っ
た
有
溝
石
錘
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

１
は
、
長
さ
四
・
二
、
幅 

一
・
八
、
厚
さ
〇
・
九
セ
ン
チ
で
、
扁へ
ん
ぺ
い平

な
水し

滴ず
く

の
よ
う
な
形
を
し

て
い
ま
す
。
全
体
を
研け
ん
ま磨
し
て
整
え
て
か
ら
、
長
軸
の
方
向
に
何
回
も
刻
ん
で
、
幅
太
い
溝
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
溝
を
刻
ん
だ
痕
跡
は
よ
く
残
さ
れ
て
お
り
、
断
面
で
み
る
と
き
れ
い
な　

Ｖ
字
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
重
さ
は
八
グ
ラ
ム
と
軽
く
、
使
用
石
材
は
凝ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩
で
す
。
こ
の
石

材
の
色
調
は
明
る
い
黄
褐
色
で
す
が
、
一
部
赤
く
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
火
を
受
け

て
変
色
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

２
は
、
長
さ
三
・
六
、
幅
三
・
二
、
厚
さ
二
・
六
セ
ン
チ
で
、
楕
円
形
の
球
状
を
し
て
い
ま
す
。

長
軸
方
向
に
二
条
、
短
軸
方
向
に
一
条
の
溝
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
１
の
よ
う
に
、
ど
こ
の

面
を
み
て
も
、
十
字
に
溝
が
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
溝
を
擦
っ
た
痕
が
よ
く

残
さ
れ
て
お
り
、
断
面
で
見
る
と
き
れ
い
な
Ｖ
字
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
重
さ
は
二
六
・
四
グ

ラ
ム
で
、
使
用
石
材
は
凝ぎ

ょ
う
か
い
し
つ
さ
が
ん

灰
質
砂
岩
で
す
。
こ
の
石
材
の
色
調
も
本
来
は
灰
白
色
で
す
が
、
全

体
に
赤
み
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
石
材
の
表
面
風ふ
う
か化

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
火

を
受
け
て
変
色
し
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

設
楽
町
域
で
は
、
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
、
西に
し
じ地

・
東ひ
が
し
じ地

遺
跡
、
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
、
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
、

杉す
ぎ
ひ
ら平

遺
跡
な
ど
で
、
有
溝
石
錘
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
礫
の
両
端
を
打
ち
欠
い
て
作
ら
れ
た

打う
ち
か
き
せ
き
す
い

欠
石
錘
と
は
異
な
り
、
多
く
は
溝
を
施
す
前
に
表
面
を
研
磨
で
整
え
ら
れ
て
お
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
全
体
の
形
か
ら
整
え
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
使
用
石
材
も
、
打
欠
石
錘
で
は
、

花か

こ
う
岩
、片へ
ん
ま
が
ん

麻
岩
、砂さ
が
ん岩
な
ど
で
あ
る
の
に
対
し
て
、有
溝
石
錘
で
は
、塩え
ん
き
せ
い
が
ん

基
性
岩
や
凝
灰
岩
、

凝
灰
質
砂
岩
な
ど
が
多
い
で
す
。
こ
れ
ら
の
石
材
は
、
祭
祀
の
道
具
で
あ
る
、
石
棒
・
石
刀
類

や
岩
偶
・
岩
版
類
に
使
用
さ
れ
る
石
材
と
同
じ
で
あ
り
、
色
調
が
碧あ
お

色
で
あ
っ
た
り
、
白
色
に

近
い
色
調
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

　

大
名
倉
遺
跡
や
笹
平
遺
跡
で
は
、
作
り
か
け
の
有
溝
石
錘
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
笹

平
遺
跡
や
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
は
、
有
溝
石
錘
よ
り
も
線
刻
が
多
い
、
岩
偶
・
岩
版
類
が
ま
と
ま
っ

て
出
土
し
て
い
ま
す
。
有
溝
石
錘
も
設
楽
地
区
を
代
表
す
る
遺
物
で
あ
る
と
い
え
、
今
後
も
さ

ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
の
分
析
・
検
討
が
待
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

川か
わ
ぞ
え
か
ず
あ
き

添
和
暁
）

　

滝
瀬
遺
跡
出
土
有ゆ
う
こ
う
せ
き
す
い

溝
石
錘
に
つ
い
て　



写真 5　磨製石斧

写真 6　打製石斧

写真 7　石棒もしくは石刀

写真 8　縄文土器

写真 9　縄文土器

写真 10　縄文土器
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石い
し
は
ら原
遺
跡
の
調
査

　

石
原
遺
跡
で
は
、
調
査
区
の
西
半
分
に
あ
た
る
十
八
B
区
の
空
撮
を
間
近
に
控
え
て
、
調

査
も
終
盤
に
差
し
掛
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
十
八
B
区
で
は
、
北
側
で
土ど

坑こ
う

な
ど
の
遺
構
が

み
つ
か
っ
た
ほ
か
、
全
域
で
縄
文
土
器
、
石
器
な
ど
の
遺
物
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

出
土
し
た
遺
物
は
、
特
殊
な
も
の
や
脆ぜ
い
じ
ゃ
く弱

な
も
の
を
除
い
て
、
雨
の
日
な
ど
を
利
用
し
て

水
で
洗
浄
し
ま
す(

写
真
11)

。
用
い
る
道
具
は
ブ
ラ
シ
が
基
本
と
な
り
ま
す
が
、
土
器
の

文
様
部
分
な
ど
、
こ
ま
か
い
部
分
に
は
竹
串
な
ど
の
細
い
も
の
が
活
躍
し
ま
す
。

　

表
面
に
付
い
た
土
を
丁
寧
に
取
り
除
い
て
い
く
と
、
現
場
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
新
た
な

発
見
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
写
真
12
は
、
前
号
、﹁
石
原
遺
跡
の
調
査
﹂
に
載
せ

た
〇
四
四
Ｓ
Ｋ
出
土
の
縄
文
土
器
の
一
部
で
す
。
沈
線
・
刺し
と
つ突
と
い
っ
た
文
様
は
前
号
で
も

紹
介
し
ま
し
た
が
、
口こ
う
え
ん
ぶ

縁
部
付
近
に
孔あ
な

が
あ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た(

写
真

12
、﹁
穿せ
ん
こ
う孔

﹂
部
分)

。
ヒ
ビ
等
の
修
復
の
た
め
に
あ
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

洗
い
終
え
た
遺
物
は
、
乾
燥
さ
せ
た
後
、
接
合
・
図
化
・
写
真
撮
影
等
の
工
程
を
経
て
、

や
が
て
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
、
広
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
西
工
業
株
式
会
社　

鷺さ
ぎ
さ
か坂 

有ゆ
う
ご吾

）

写真 11　遺物洗浄作業風景

写真 12　洗浄した縄文土器（044SK）

　

滝
瀬
遺
跡
の
調
査

　

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
調
査
区
の
南
東
側
に
位
置
す
る
十
八
Ｃ
区
で
、
遺い
ぶ
つ物
包ほ
う
が
ん
そ
う

含
層
の
掘く
っ
さ
く削
、

遺い
こ
う構
掘
削
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
た
め
、
高こ
う
し
ょ
さ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

所
作
業
車
に
よ
る
空
く
う
ち
ゅ
う
し
ゃ
し
ん
さ
つ
え
い

中
写
真
撮
影(

以
下
、
空く
う
さ
つ撮)

を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
調
査
区
の
中
央
に
位
置
す
る
十
八
Ｂ
区
で
は
、
遺
構
の
検け
ん
し
ゅ
つ出を
始

め
て
い
ま
す
。

　

十
八
Ｃ
区
で
は
、
調
査
区
の
南
東
側
に
境
川
へ
向
か
っ
て
下
が
る
谷
状
の
地
形
が
あ

り(

写
真
4
右
側)

、
そ
こ
に
縄
文
時
代
の
遺
物
包
含
層
が
堆
積
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
こ
の
遺
物
包
含
層
の
中
か
ら
は
配
石
を
含
む
礫
群
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
遺
物
包
含
層
を
取
り
除
く
と
、
周
辺
に
集し
ゅ
う
せ
き
い
こ
う

石
遺
構(

写
真
3)

が
六
基
み
つ
か
り
ま
し

た
。
そ
の
中
に
は
、
焼
け
た
石
を
含
む
集
石
遺
構
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
平
坦
な
部
分
で

は
、
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉(

写
真
2)

や
、
土ど
こ
う坑

な
ど
の
遺
構
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
炉
の
周
辺
に
は
、

柱ち
ゅ
う
け
つ

穴
と
思
わ
れ
る
遺
構
も
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
後
世
に
削さ
く
へ
い平

さ
れ
て
、

写真２　18C 区石囲炉（南から）

当
時
の
床
面
付
近
の
み
が
残
っ
た
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　

　

遺
物
は
、縄
文
土
器
の
破
片
や
、磨ま
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

伐
採
具
・
写
真
5)

、打だ
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

土
掘
り
具
・

写
真
6)

、
石せ
き
ぼ
う棒

も
し
く
は
石せ
き
と
う刀(

祭さ
い
し
ぐ

祀
具)

と
思
わ
れ
る
石
製
品(

写
真
7)

な
ど
が
み
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
縄
文
土
器
は
早
期(

約
一
万
年
前
か
ら
七
千
年
前)

と
後
期(

約
四
千
年

前)

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
早
期
の
土
器(

写
真
8)

は
、押お
し
が
た
も
ん
ど
き

型
文
土
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

棒
状
の
押お
う
あ
つ
ぐ

圧
具
を
使
っ
て
、
連
続
し
た
文
様
を
土
器
の
表
面
に
押
し
付
け
て
い
ま
す
。
後
期

の
土
器(

写
真
9
・
10)

は
、
沈ち
ん
せ
ん線

で
模
様
を
描
き
、
土
器
の
表
面
に
縄
文
が
施
さ
れ
て
い

ま
す
。　

　

空
撮
後
、
補ほ
そ
く
ち
ょ
う
さ

足
調
査
を
行
い
ま
す
が
、
ま
た
新
た
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
ら
、
次
号
で

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                                                          （
安
あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う

西
工
業
株
式
会
社　

髙た
か
ぎ木 

祐ゆ
う
じ志

）

写真 4　18C 区全景（西から）
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写真 3　18C 区集石遺構検出状況（西から）

穿孔
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知
県
教
育
・
ス
ポ
ー
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知
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文
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財
セ
ン
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９
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０
０
１
７　
愛
知
県
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市
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ヶ
須
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野
方
８
０
２
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２
４
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５
６
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課
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査
課
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ホ
ー
ム
ペ
ー
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印
刷
・
協
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安
西
工
業
株
式
会
社

No.41

平成 30 年
10 月号

No.41

　

滝た
き

瀬せ

遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

写真 1　滝瀬遺跡の発掘調査風景

　図 1　滝瀬遺跡出土 
有溝石錘

（愛知県教育委員会蔵）

　

秋
も
深
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
七
月
か
ら
始
め
た
八
橋
地
区
の
滝
瀬
遺
跡
（
設
楽

町
八
橋
字
タ
キ
セ
）
の
発
掘
調
査
も
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
平
成
二
十
八
年
度

の
調
査
区
（
十
六
Ａ
区
）
に
隣
接
す
る
調
査
区
（
十
八
Ｃ
区
）
で
は
縄
文
時
代
早

期
や
縄
文
時
代
後
期
を
中
心
と
す
る
多
く
の
遺
構
と
遺
物
も
検
出
さ
れ
、
調
査
の

主
体
は
い
よ
い
よ
山
麓
の
丘
陵
斜
面
の
調
査
区
（
十
八
Ｂ
区
と
十
八
Ａ
区
）
に
移

っ
て
き
ま
し
た(

写
真
1)

。
山
麓
の
丘
陵
斜
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
河
岸
段
丘

上
と
は
異
な
っ
た
遺
跡
の
興
味
深
い
様
子
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
十
一
月
十
日
（
土
）
午
前
十
一
時
よ
り
、
地
元
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
詳
細
は
下
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ス
タ
ッ
フ
一
同
、
皆
様
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

                                             （
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

早は
や
の
こ
う
じ

野
浩
二
）

　
至 稲武

至新城

至 東栄

国道257号

至 足助

至 津具

    

    

    

（設楽瀬戸線）

（設楽根羽線）

★

滝瀬遺跡

滝瀬遺跡

田口

川向

八橋

小松

和市
松戸

大名倉

文文

●

設楽中学校
田口小学校

設楽町役場
北設楽郡設楽町

  

設楽大橋川向公会堂前

滝瀬橋

★

（設楽根羽線）

滝瀬橋

県道 33号線

県道 10 号線

県道 10 号線

0 5km

11 月 1 0 日（土）午前 11時より、遺跡現地で開催予定です。
お車でご来場の方は、現地に駐車場を用意しております。当日、係がご案内いたします。
＊開催の詳細・お問い合わせは、愛知県埋蔵文化財センター調査課（電話 0567-67-4163 ）、　
　　川添携帯（080-1571-4989）、あるいはホームページ（ http://www.maibun.com ）をご覧下さい 。

滝瀬遺跡地元説明会 会場のご案内

1

2

1

0 10cm(1/3)

2

1：凝灰岩、2：凝灰質砂岩

　

二
頁
の
よ
う
に
、
滝
瀬
遺
跡
の
調
査
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
前ぜ
ん
よ
う葉(

約
四
千
年
前)

の
遺
構

群
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
後
期
前
葉
の
遺
構
群
お
よ
び
遺
物
包
含
層
が
展
開
す
る
の
は
、

県
道
十
号
線
よ
り
南
側
の
、
境
川
に
接
し
た
低
位
の
緩
斜
面
上
で
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
こ
で
見

つ
か
っ
た
有
溝
石
錘
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

１
は
、
長
さ
四
・
二
、
幅 

一
・
八
、
厚
さ
〇
・
九
セ
ン
チ
で
、
扁へ
ん
ぺ
い平

な
水し

滴ず
く

の
よ
う
な
形
を
し

て
い
ま
す
。
全
体
を
研け
ん
ま磨
し
て
整
え
て
か
ら
、
長
軸
の
方
向
に
何
回
も
刻
ん
で
、
幅
太
い
溝
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
溝
を
刻
ん
だ
痕
跡
は
よ
く
残
さ
れ
て
お
り
、
断
面
で
み
る
と
き
れ
い
な　

Ｖ
字
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
重
さ
は
八
グ
ラ
ム
と
軽
く
、
使
用
石
材
は
凝ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩
で
す
。
こ
の
石

材
の
色
調
は
明
る
い
黄
褐
色
で
す
が
、
一
部
赤
く
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
火
を
受
け

て
変
色
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

２
は
、
長
さ
三
・
六
、
幅
三
・
二
、
厚
さ
二
・
六
セ
ン
チ
で
、
楕
円
形
の
球
状
を
し
て
い
ま
す
。

長
軸
方
向
に
二
条
、
短
軸
方
向
に
一
条
の
溝
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
１
の
よ
う
に
、
ど
こ
の

面
を
み
て
も
、
十
字
に
溝
が
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
溝
を
擦
っ
た
痕
が
よ
く

残
さ
れ
て
お
り
、
断
面
で
見
る
と
き
れ
い
な
Ｖ
字
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
重
さ
は
二
六
・
四
グ

ラ
ム
で
、
使
用
石
材
は
凝ぎ

ょ
う
か
い
し
つ
さ
が
ん

灰
質
砂
岩
で
す
。
こ
の
石
材
の
色
調
も
本
来
は
灰
白
色
で
す
が
、
全

体
に
赤
み
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
石
材
の
表
面
風ふ
う
か化

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
火

を
受
け
て
変
色
し
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

設
楽
町
域
で
は
、
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
、
西に
し
じ地

・
東ひ
が
し
じ地

遺
跡
、
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
、
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
、

杉す
ぎ
ひ
ら平

遺
跡
な
ど
で
、
有
溝
石
錘
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
礫
の
両
端
を
打
ち
欠
い
て
作
ら
れ
た

打う
ち
か
き
せ
き
す
い

欠
石
錘
と
は
異
な
り
、
多
く
は
溝
を
施
す
前
に
表
面
を
研
磨
で
整
え
ら
れ
て
お
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
全
体
の
形
か
ら
整
え
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
使
用
石
材
も
、
打
欠
石
錘
で
は
、

花か

こ
う
岩
、片へ
ん
ま
が
ん

麻
岩
、砂さ
が
ん岩
な
ど
で
あ
る
の
に
対
し
て
、有
溝
石
錘
で
は
、塩え
ん
き
せ
い
が
ん

基
性
岩
や
凝
灰
岩
、

凝
灰
質
砂
岩
な
ど
が
多
い
で
す
。
こ
れ
ら
の
石
材
は
、
祭
祀
の
道
具
で
あ
る
、
石
棒
・
石
刀
類

や
岩
偶
・
岩
版
類
に
使
用
さ
れ
る
石
材
と
同
じ
で
あ
り
、
色
調
が
碧あ
お

色
で
あ
っ
た
り
、
白
色
に

近
い
色
調
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

　

大
名
倉
遺
跡
や
笹
平
遺
跡
で
は
、
作
り
か
け
の
有
溝
石
錘
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
笹

平
遺
跡
や
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
は
、
有
溝
石
錘
よ
り
も
線
刻
が
多
い
、
岩
偶
・
岩
版
類
が
ま
と
ま
っ

て
出
土
し
て
い
ま
す
。
有
溝
石
錘
も
設
楽
地
区
を
代
表
す
る
遺
物
で
あ
る
と
い
え
、
今
後
も
さ

ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
の
分
析
・
検
討
が
待
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

川か
わ
ぞ
え
か
ず
あ
き

添
和
暁
）

　

滝
瀬
遺
跡
出
土
有ゆ
う
こ
う
せ
き
す
い

溝
石
錘
に
つ
い
て　




