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滝
瀬
遺
跡
出
土
石
刀
に
つ
い
て

　

石い
し
は
ら原
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
行
い
ま
し
た

写真 2　石原遺跡の地元説明会（18B 区縄文時代の竪穴建物跡 170SI 付近、南から）

写真 9　石刀装飾部分

0 10cm(1/3)

　

去
る
十
月
二
十
七
日
（
土
）、
川
向
地
区
の
石
原
遺
跡
に
お
い
て
、
今

年
度
の
発
掘
調
査
成
果
を
現
地
で
説
明
す
る
地
元
説
明
会
を
行
い
ま
し

た
。
当
日
は
、
午
前
十
一
時
の
開
会
直
前
ま
で
雨
天
だ
っ
た
た
め
、　

調

査
区
内
へ
の
立
ち
入
り
が
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
が
、
急
に
好
天
と
な
り
無
事

行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
参
加
さ
れ
た
人
数
は
三
十
名
で
し
た
が
、

発
掘
さ
れ
た
ば
か
り
の
遺
構
や
遺
物
を
熱
心
に
ご
覧
に
な
り
、
地
元
で
の

過
去
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
ご
教
示
い
た
だ
く
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。
ス
タ
ッ

フ
一
同
よ
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
『
設
楽
発
掘
通
信
』
No.
四
〇
（
九
月
号
）
で
開
催
を
お
知
ら
せ
し
た
際

に
は
、
一
八
Ｂ
区
の
具
体
的
な
遺
構
が
ま
だ
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
竪
穴
建
物
跡
一
七
〇
Ｓ
Ｉ
を
は
じ
め
と
す
る
縄
文

時
代
中ち
ゅ
う

期き

前
半
を
中

心
と
す
る
遺
構
が
多
数

検
出
さ
れ
（
二
頁
を
参

照
）、
地
元
説
明
会
で

お
披
露
目
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財

　

セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

永な
が
い井 

邦く
に
ひ
と仁
）

写真１　出土遺物の展示

　

滝
瀬
遺
跡
一
八
C
区
で
は
、
縄
文
時
代
後こ
う

期き

初
頭
か
ら
前ぜ
ん
よ
う葉

（
今
か
ら
四
千
四
百
年

前
～
四
千
年
前
）
の
遺
構
・
遺
物
が
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
配は
い
せ
き石

を
は
じ
め

礫れ
き
ぐ
ん群

を
含
む
遺い

物ぶ
つ

包ほ
う
が
ん
そ
う

含
層
か
ら
は
、
多
量
の
遺
物
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ

の
後
の
縄
文
時
代
晩
期
以
降
（
今
か
ら
三
千
年
前
以
降
）
の
遺
構
・
遺
物
も
所
々
に
認

め
ら
れ
、
当
地
で
は
、
晩
期
に
入
っ
て
も
ヒ
ト
の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
三
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
、
石せ
き
と
う刀
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明

し
ま
す
。

　

図
1
の
石
刀
は
現
状
で
、
長
さ
一
八
・
八
セ
ン
チ
、
幅
二
・
六
セ
ン
チ
、
厚
さ
一
・
七
セ

ン
チ
、
重
さ
一
三
八
グ
ラ
ム
で
す
。
全
体
は
細
長
い
棒
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
図
の
上
端
側
は
次
第
に
薄
く
な
る
よ
う
に
整
形
さ
れ
て
い
ま
す
。
断
面
の
形
を
見

ま
す
と
、
一
方
の
み
が
鋭
く
尖
り
気
味
に
な
る
も
の
で
、
刀
の
よ
う
な
形
状
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、図
面
上
端
か
ら
約
五
セ
ン
チ
の
位
置
ま
で
は
、横
方
向
の
線せ
ん
こ
く刻

の
間
に
、

連
続
す
る
斜
め
の
線
刻
が
交
互
に
計
三
段
に
わ
た
っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
様
の

装
飾
は
上
端
か
ら
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
位
置
に
も
あ
り
、
一
・
八
セ
ン
チ
の
長
さ
で
、
計
二

段
に
わ
た
り
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
面
全
体
は
丁
寧
に
磨
い
て
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

製
作
時
の
敲た
た

か
れ
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
下
端
側
は
欠け
っ
し
つ失

し
て
い

ま
す
が
、
縄
文
時
代
の
使
用
当
時
に
意
図
的
に
折
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
使
用

石
材
は
、
緑り
ょ
く
し
ょ
く
へ
ん
が
ん

色
片
岩
で
、
深
緑
色
を
呈
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
石
棒
石
刀
類
は
赤
色
顔

料
が
付
着
し
て
い
る
場
合
が
多
い
で
す
が
、
こ
の
資
料
で
は
そ
の
赤
色
顔
料
の
付
着
痕

跡
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

石せ
き
ぼ
う
せ
き
と
う

棒
石
刀
類
は
、
縄
文
時
代
後
期
以
降
の
集
落
跡
で
よ
く
出
土
す
る
、
代
表
的
な
お

祀
り
の
道
具
で
す
。
完
全
な
形
で
出
土
す
る
場
合
は
少
な
く
、
多
く
は
、
敲
い
て
壊
さ

れ
た
状
態
で
出
土
し
ま
す
。
東
海
地
域
で
は
、
そ
の
壊
さ
れ
た
細
片
の
両
端
あ
る
い
は

長
軸
方
向
に
溝
を
施
し
て
、
石せ
き
す
い錘
の
よ
う
な
状
態
に
再
加
工
さ
れ
た
も
の
が
出
土
し
ま

す
。

　

滝
瀬
遺
跡
出
土
の
石
刀
と
同
様
の
装
飾
を
も
つ
石
棒
石
刀
類
は
、
奈
良
県
の
橿か
し
は
ら原

遺

跡
を
代
表
例
と
し
て
広
範
囲
に
あ
り
、
装
飾
の
文
様
か
ら
縄
文
時
代
晩
期
前
半
の
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
滝
瀬
遺
跡
の
資
料
は
、
装
飾
部
分
を
中
心
と
し
て
形
を
よ
く
と
ど

め
て
お
り
、
こ
の
地
の
縄
文
時
代
晩
期
の
活
動
の
様
子
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と

い
え
ま
す
。                                      

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

川か
わ
ぞ
え添
和か
ず
あ
き暁
）

図 1　 滝瀬遺跡出土 石刀
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石
原
遺
跡
の
調
査

　

秋
も
深
ま
り
厳
し
い
冬
が
目
前
に
迫
っ
て
い
ま
す
。
石
原
遺
跡
で
は
、
調
査
区
の
西
半
分

に
あ
た
る
十
八
B
区
の
空
中
写
真
撮
影
を
終
え
（
写
真
3
）、
現
在
は
撮
影
前
に
探
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
部
分
の
補
足
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

十
八
B
区
で
は
、
十
八
A
区
と
同
様
、
自
然
流
路
と
土
石
流
の
痕
跡
が
広
い
範
囲
で
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
調
査
区
の
南
側
で
は
、
そ
の
土
石
流
や
近
現
代
の
耕
作
に
よ
る
削さ
く
へ
い平

を
免
れ

て
、遺
構
が
残
存
し
て
い
ま
し
た
（
写
真
3
「
遺
構
面
残
存
範
囲
」）。
み
つ
か
っ
た
遺
構
は
、

竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
が
一
基
（
写
真
4
一
七
〇
Ｓ
Ｉ
）
の
ほ
か
、
く
ぼ
地
に
遺
物
が
集
中
し
た
と
考

え
ら
れ
る
竪た
て
あ
な
じ
ょ
う
い
こ
う

穴
状
遺
構
や
土ど
こ
う坑
類
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遺
構
内
お
よ
び
周
辺
か
ら
は
、

縄
文
土
器
、
石
器
類
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。

　

土
器
を
観
て
み
る
と
、
縄
文
時
代
早そ
う
き期

か
ら
晩ば
ん
き期

ま
で
（
約
七
千
～
三
千
年
前
）
の
も
の

が
あ
り
、
時
期
幅
が
と
て
も
広
い
で
す
。
中
で
も
中
期
前
半
（
約
五
千
五
百
年
前
）
の
土
器

が
多
く
（
写
真
5
）、
石
原
遺
跡
で
は
、
そ
の
時
期
に
人
の
生
活
が
最
も
盛
ん
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
タ
ケ
や
サ
サ
の
よ
う
な
中
空
の
植
物
等
を
加
工
し
た
施せ
も
ん文
道
具

を
用
い
て
、
線
を
描
い
た
り
、
連
続
し
て
押
し
付
け
る
文
様
を
「
半は
ん
さ
い
ち
く
か
ん
も
ん

截
竹
管
文
」
と
呼
び
ま

す
。
こ
の
時
期
、
設
楽
町
域
に
と
ど
ま
ら
ず
東
海
地
方
で
は
、
写
真
の
よ
う
な
土
器
が
流
行

し
て
い
た
よ
う
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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

）

写真 4　170SI 完掘（南東から）

写真 5　縄文土器出土状況

写真 3　18B 区全景（北が上）

遺構面残存範囲

170SI

　
滝た

き
せ瀬

遺
跡
の
調
査

　

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
調
査
区
東
側
の
十
八
Ｃ
区
の
補
足
調
査
が
終
了
し
、
調
査
区
中
央
の

十
八
Ｂ
区
西
半
分
の
遺
構
検け
ん
し
ゅ
つ
出
や
、
遺
構
掘く
っ
さ
く削
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

十
八
Ｃ
区
で
は
、
補
足
調
査
中
に
新
た
な
発
見
が
三
つ
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
土
坑

（
七
七
二
Ｓ
Ｋ
）
か
ら
縄
文
時
代
晩
期
（
約
三
千
二
百
年
前
頃
）
の
石せ
き
と
う刀

（
祭さ
い
し
ぐ

祀
具
、
詳
細

は
4
頁
を
参
照
）
と
台だ
い
い
し石

が
み
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
6
）。
石
刀
は
下
端
部
が
無
く
、
埋ま
い

土ど

の
堆た
い
せ
き積

状
況
か
ら
土
坑
に
埋ま
い
の
う納

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
何
ら
か
の
祭

祀
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

二
つ
目
は
、
十
八
Ｃ
区
で
は
集
し
ゅ
う

石せ
き
遺
構
が
七
基
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
の
一

基
（
写
真
7
上
・
七
五
九
Ｓ
Ｓ
）
を
掘
る
と
、
下
か
ら
石
が
遺
構
の
底
に
並
べ
ら
れ
た
状
態

に
な
っ
て
い
ま
し
た
（
写
真
7
下
）。
石
は
火
を
受
け
て
赤
く
な
っ
て
い
ま
す
。
遺
物
は
み

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
同
じ
層
か
ら
み
つ
か
っ
て
い
る
遺
物
の
時
期
か
ら
、
縄
文
時
代
早

期
（
約
一
万
一
千
～
七
千
年
前
）
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、
貯ち
ょ
ぞ
う
け
つ

蔵
穴
と
考
え
ら
れ
る
大
型
土
坑
の
中
に
石
が
配
さ
れ
て
お
り
、（
写
真
8

上
・
七
八
四
Ｓ
Ｋ
）
そ
の
石
を
取
り
上
げ
る
と
、
下
に
複
数
の
縄
文
土
器
片
が
敷
き
詰
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
8
下
）。

写真 6　18C 区 772SK（北東から）

写真 7　18C 区 759SS（南東から）

↓ 上の石を外すと…↓ 上の石を外すと…

写真 8　18C 区 784SK（西から）

　

十
八
Ｂ
区
で
は
、
縄
文
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
が
、
可
能
性
の
あ
る
も
の
も
含
め
、
七
基
み

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
竪
穴
建
物
跡
は
、
十
八
Ｂ
区
北
側
の
や
や
地
面
が
平
坦
な
場
所
に
ま
と

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
、
お
お
よ
そ
南
向
き
の
斜
面
で
、
日
当
た
り
が
良
く
生
活
し
や
す

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
安
西
工
業
株
式
会
社　
　

髙た
か
ぎ
ゆ
う
じ

木
祐
志
）
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去
る
十
月
二
十
七
日
（
土
）、
川
向
地
区
の
石
原
遺
跡
に
お
い
て
、
今

年
度
の
発
掘
調
査
成
果
を
現
地
で
説
明
す
る
地
元
説
明
会
を
行
い
ま
し

た
。
当
日
は
、
午
前
十
一
時
の
開
会
直
前
ま
で
雨
天
だ
っ
た
た
め
、　

調

査
区
内
へ
の
立
ち
入
り
が
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
が
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に
好
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行
う
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と
が
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ま
し
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ご
参
加
さ
れ
た
人
数
は
三
十
名
で
し
た
が
、

発
掘
さ
れ
た
ば
か
り
の
遺
構
や
遺
物
を
熱
心
に
ご
覧
に
な
り
、
地
元
で
の

過
去
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
ご
教
示
い
た
だ
く
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。
ス
タ
ッ

フ
一
同
よ
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
『
設
楽
発
掘
通
信
』
No.
四
〇
（
九
月
号
）
で
開
催
を
お
知
ら
せ
し
た
際

に
は
、
一
八
Ｂ
区
の
具
体
的
な
遺
構
が
ま
だ
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
竪
穴
建
物
跡
一
七
〇
Ｓ
Ｉ
を
は
じ
め
と
す
る
縄
文

時
代
中ち
ゅ
う

期き

前
半
を
中

心
と
す
る
遺
構
が
多
数

検
出
さ
れ
（
二
頁
を
参

照
）、
地
元
説
明
会
で

お
披
露
目
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財

　

セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

永な
が
い井 

邦く
に
ひ
と仁
）

写真１　出土遺物の展示

　

滝
瀬
遺
跡
一
八
C
区
で
は
、
縄
文
時
代
後こ
う

期き

初
頭
か
ら
前ぜ
ん
よ
う葉

（
今
か
ら
四
千
四
百
年

前
～
四
千
年
前
）
の
遺
構
・
遺
物
が
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
配は
い
せ
き石

を
は
じ
め

礫れ
き
ぐ
ん群

を
含
む
遺い

物ぶ
つ

包ほ
う
が
ん
そ
う

含
層
か
ら
は
、
多
量
の
遺
物
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ

の
後
の
縄
文
時
代
晩
期
以
降
（
今
か
ら
三
千
年
前
以
降
）
の
遺
構
・
遺
物
も
所
々
に
認

め
ら
れ
、
当
地
で
は
、
晩
期
に
入
っ
て
も
ヒ
ト
の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
三
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
、
石せ
き
と
う刀

に
つ
い
て
詳
し
く
説
明

し
ま
す
。

　

図
1
の
石
刀
は
現
状
で
、
長
さ
一
八
・
八
セ
ン
チ
、
幅
二
・
六
セ
ン
チ
、
厚
さ
一
・
七
セ

ン
チ
、
重
さ
一
三
八
グ
ラ
ム
で
す
。
全
体
は
細
長
い
棒
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
図
の
上
端
側
は
次
第
に
薄
く
な
る
よ
う
に
整
形
さ
れ
て
い
ま
す
。
断
面
の
形
を
見

ま
す
と
、
一
方
の
み
が
鋭
く
尖
り
気
味
に
な
る
も
の
で
、
刀
の
よ
う
な
形
状
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、図
面
上
端
か
ら
約
五
セ
ン
チ
の
位
置
ま
で
は
、横
方
向
の
線せ
ん
こ
く刻

の
間
に
、

連
続
す
る
斜
め
の
線
刻
が
交
互
に
計
三
段
に
わ
た
っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
様
の

装
飾
は
上
端
か
ら
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
位
置
に
も
あ
り
、
一
・
八
セ
ン
チ
の
長
さ
で
、
計
二

段
に
わ
た
り
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
面
全
体
は
丁
寧
に
磨
い
て
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

製
作
時
の
敲た
た

か
れ
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
下
端
側
は
欠け
っ
し
つ失

し
て
い

ま
す
が
、
縄
文
時
代
の
使
用
当
時
に
意
図
的
に
折
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
使
用

石
材
は
、
緑り
ょ
く
し
ょ
く
へ
ん
が
ん

色
片
岩
で
、
深
緑
色
を
呈
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
石
棒
石
刀
類
は
赤
色
顔

料
が
付
着
し
て
い
る
場
合
が
多
い
で
す
が
、
こ
の
資
料
で
は
そ
の
赤
色
顔
料
の
付
着
痕

跡
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

石せ
き
ぼ
う
せ
き
と
う

棒
石
刀
類
は
、
縄
文
時
代
後
期
以
降
の
集
落
跡
で
よ
く
出
土
す
る
、
代
表
的
な
お

祀
り
の
道
具
で
す
。
完
全
な
形
で
出
土
す
る
場
合
は
少
な
く
、
多
く
は
、
敲
い
て
壊
さ

れ
た
状
態
で
出
土
し
ま
す
。
東
海
地
域
で
は
、
そ
の
壊
さ
れ
た
細
片
の
両
端
あ
る
い
は

長
軸
方
向
に
溝
を
施
し
て
、
石せ
き
す
い錘
の
よ
う
な
状
態
に
再
加
工
さ
れ
た
も
の
が
出
土
し
ま

す
。

　

滝
瀬
遺
跡
出
土
の
石
刀
と
同
様
の
装
飾
を
も
つ
石
棒
石
刀
類
は
、
奈
良
県
の
橿か
し
は
ら原

遺

跡
を
代
表
例
と
し
て
広
範
囲
に
あ
り
、
装
飾
の
文
様
か
ら
縄
文
時
代
晩
期
前
半
の
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
滝
瀬
遺
跡
の
資
料
は
、
装
飾
部
分
を
中
心
と
し
て
形
を
よ
く
と
ど

め
て
お
り
、
こ
の
地
の
縄
文
時
代
晩
期
の
活
動
の
様
子
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と

い
え
ま
す
。                                      

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

川か
わ
ぞ
え添
和か
ず
あ
き暁
）

図 1　 滝瀬遺跡出土 石刀




