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滝た
き

瀬せ

遺
跡
の
現
地
説
明
会
で
二
百
七
十
五
名
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
し
ま
し
た
。

  

滝
瀬
遺
跡
出
土
の
石
器
に
つ
い
て
　

写真 1　滝瀬遺跡の現地説明会の様子

0 10cm(1/2)

図 1　  滝瀬遺跡出土 の削器

　

滝
瀬
遺
跡
十
八
B
区
で
は
、
二
頁
に
あ
る
よ
う
に
、
縄
文
時
代
草
創
期
末
〜
早
期
初
頭

（
今
か
ら
九
千
年
前
を
遡
る
頃
）
の
、
縄
文
時
代
の
古
い
段
階
の
集
落
跡
が
調
査
さ
れ
ま

し
た
。
出
土
遺
物
に
は
、
縄
文
土
器
の
ほ
か
、
狩
猟
や
解
体
を
行
う
際
に
使
わ
れ
た
石せ

き
ぞ
く鏃

や
削さ

っ

器き

（
ナ
イ
フ
の
よ
う
に
物
を
切
っ
た
り
削
っ
た
り
す
る
道
具
）・
使し

用よ
う

痕こ
ん

あ
る
剥
片

の
ほ
か
、
そ
れ
ら
を
製
作
す
る
も
と
に

な
っ
た
剥
片
・
石せ

き
か
く核
類
、
さ
ら
に
は
堅

果
類
な
ど
の
加
工
に
使
わ
れ
た
磨す
り
い
し石

・

敲た
た
き
い
し石
類
お
よ
び
石い
し
ざ
ら皿
・
台だ
い
い
し石
類
が
多
量

に
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
こ
の

中
で
も
削
器
に
つ
い
て
詳
し
く
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

図
1
は
、
黒こ

く
よ
う
せ
き

曜
石
製
の
削
器
で
す
。

長
さ
六
・
七
cm
、
幅
三
・
六
cm
、
厚
さ
一
・

五
cm
、
重
さ
二
四
・
二
g
を
は
か
る
も
の

で
す
。
鋭
く
尖
っ
た
三
角
形
状
を
呈
す

る
も
の
で
、
そ
の
一
辺
に
は
剥は

く

離り

調
整

を
加
え
て
、
刃
部
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

写
真
（
表
）
の
中
央
に
走
る
稜
線
の
上

に
は
、
や
や
磨
滅
し
た
よ
う
な
痕
跡
が

確
認
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
写
真
お
よ
び

図
で
示
す
上
面
は
、
や
や
風
化
の
進
ん

だ
剥は

く

離り

面め
ん

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

石
鏃
や
削
器
な
ど
は
剥
片
か
ら
作
ら

れ
る
石
器
で
す
。
草
創
期
末
〜
早
期
初

頭
の
資
料
群
の
中
で
は
、
溶よ

う
け
つ結
凝ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩

や
安あ
ん
ざ
ん
が
ん

山
岩
な
ど
の
石
材
利
用
が
主
体
で
、

黒
曜
石
の
使
用
は
限
定
的
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
石
器
の
製
作
に
関
わ
る
剥
片
・

石
核
類
の
中
に
も
黒
曜
石
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
製
品
自
体
が
外
か
ら
当
地
に

持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

愛
知
県
内
の
後
期
旧
石
器
時
代
に
は
、
ナ
イ
フ
形
石
器
や
掻そ
う

器き

、
削
器
な
ど
の
一
部
の

石
器
に
は
黒
曜
石
が
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
使
用
石
材
の
主
体
は
チ
ャ
ー
ト
や
溶
結

凝
灰
岩
で
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
名
倉
地
区
で
調
査
さ
れ
た
市い

ち

場ば

口ぐ
ち

遺
跡
で
は
、
多
数

の
黒
曜
石
塊
が
出
土
し
て
お
り
、
特
筆
さ
れ
ま
す
。

　

縄
文
時
代
以
降
、
黒
曜
石
は
石
鏃
に
多
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、
石
鏃
以
外
の
石

器
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
す
。
ま
た
、
縄
文
時
代
中
期
〜
後
期
に
か
け

て
、
西に

し

地じ

・
東
ひ
が
し

地じ

遺
跡
の
よ
う
に
、
石
核
な
ど
大
き
な
塊
と
し
て
出
土
す
る
事
例
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
黒
曜
石
の
あ
り
方
は
、石
材
と
し
て
の
利
用
や
流
通
を
考
え
る
上
で
、

注
目
す
べ
き
事
例
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
、
黒
曜
石
な
ど
の
石
器
石
材
に
つ
い
て
は
、
蛍
光
Ⅹ
線
に
よ
る
理
化
学
的
な

分
析
に
よ
っ
て
、
産
地
を
推
定
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
資
料
は
、
ま
だ
そ

の
分
析
を
行
っ
て
お
ら
ず
確
実
な
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
長
野
県
下
諏
訪
町
の
星ほ
し

ヶ

塔と
う

な
ど
信
州
産
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
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
）

( 表 ) ( 裏 )

　
去
る
平
成
三
十
年
一
二
月
八
日（
土
）に
滝
瀬
遺
跡
で
現
地
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

一
一
月
一
〇
日
（
土
）
に
開
催
し
ま
し
た
地
元
説
明
会
に
次
い
で
滝
瀬
遺
跡
で
は
二
回

目
の
説
明
会
と
な
り
ま
し
た
が
、「
九
千
年
前
の
縄
文
集
落
が
発
見
さ
れ
た
」
と
い
う
記

事
が
中
日
新
聞
や
東
愛
知
新
聞
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
二
百
七
十
五
名
と

い
う
大
勢
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
数
年
で
当
セ
ン
タ
ー
が
開
催
し

た
説
明
会
と
し
て
は
最
多
の
見
学
者
と
な
り
、
盛
況
の
う
ち
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
さ
て
、
平
成
三
十
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
の
遺
跡
発
掘
調
査
は
、
こ
の
一
月
に
終
了

い
た
し
ま
す
。
本
発
掘
調
査
Ｂ
と
し
て
調
査
を
進
め
て
き
ま
し
た
八
橋
地
区
の
滝
瀬
遺

跡
と
川
向
地
区
の
石い

し
は
ら原
遺
跡
の
他
に
、
本
発
掘
調
査
Ａ
（
い
わ
ゆ
る
範
囲
確
認
調
査
）

と
し
て
大
名
倉
地
区
の
ハ
ラ
ビ
平

だ
い
ら

遺
跡
と
八
橋
地
区
の
中な

か
む
ら村

遺
跡
も
十
二
月
前
半
に
発

掘
調
査
し
ま
し
た
。
滝
瀬
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
草そ

う
そ
う創
期き

末
か
ら
早そ

う

期き

前ぜ
ん
よ
う葉
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物

を
中
心
と
す
る
集
落
跡
な
ど
が
、
石
原
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
中
期
前
半
の
竪
穴
建
物
を

中
心
と
す
る
集
落
跡
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ハ
ラ
ビ
平
遺
跡
で
は
縄
文
時

代
や
平
安
時
代
の
遺
物
が
、
中
村
遺
跡
で
は
戦
国
時
代
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
調

査
に
際
し
て
は
、 多
く
の
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
無
事
に
作
業

を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
な
お
、
毎
年
恒
例
と
な
り
ま
し
た
成
果
報
告
会
「
新
設
楽
発
見
伝
五
」
を
三
月
二
日

(

土)

に
開
催
す
る
予
定
で
す
。
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
号
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
が
、

多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

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

ず
き木

正ま
さ
た
か貴

）

 

発
掘
調
査
成
果
報
告
会
『
新
設
楽
発
見
伝
五
』
の
ご
案
内 

　
日
時  

：
平
成
三
十
一
年
三
月
二
日(

土)

午
後
一
時
〜
午
後
四
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

受
付
開
始
午
後
〇
時
三
十
分)  

　
会
場
‥
設
楽
町
田
口
特
産
物
振
興
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　             (

設
楽
町
田
口
字
向
木
屋
三
番
地
一
号) 

　
　

　
内
容 

‥　
平
成
三
十
年
度
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
成
果
の
報
告
と
関
連
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
演
会
な
ど
。
出
土
遺
物
・
写
真
の
展
示
。

    

そ
の
他
‥
参
加
は
無
料
で
す
。
※
二
月
号
に
、
詳
細
な
内
容
を
ご
案
内
い
い
た
し
ま
す
。

            

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
　
　

　
　
　
　
　
　         

電
話
（
〇
五
六
七-

六
七-

四
一
六
三
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　

滝
瀬
遺
跡
の
調
査

写真 2　滝瀬遺跡遠景（南から）
　

七
月
か
ら
始
ま
っ
た
滝
瀬
遺
跡
の
調
査
が
終
了
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
滝
瀬
遺
跡
の
成
果
と
し
て
は
、
調
査
区
中
央
の
十
八
Ｂ
区
で
、
縄
文
時
代

草そ
う
そ
う
き

創
期
末
か
ら
早そ
う
き期
前
葉
（
約
一
万
二
千
年
前
か
ら
九
千
年
前
）
の
竪
穴
建
物
跡
群
（
写
真

2
）
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
基
か
ら
出
土
し
た
炭
化
物
を
年
代
測

定
す
る
と
、少
な
く
と
も
約
九
千
年
前
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
竪
穴
建
物
跡
群
は
、

お
お
よ
そ
南
向
き
の
緩
斜
面
上
に
あ
り
、
眼
下
に
は
境
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
平
面
形
状
は

す
べ
て
円
形
で
、
中
か
ら
は
縄
文
土
器
片
や
剥は
く
へ
ん片
な
ど
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
の
成
果
と
し
て
、
調
査
区
南
東
側
の
十
八
Ｃ
区
で
、
縄
文
時
代
後
期
か
ら
晩
期

（
約
四
千
四
百
年
前
か
ら
三
千
年
前
）
の
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
、
石せ
き
と
う刀
（
祭
祀
具
）
を
伴
う
土ど
こ
う坑
、
縄
文

時
代
早
期
（
約
一
万
一
千
年
前
か
ら
七
千
年
前
）
ご
ろ
の
集
し
ゅ
う
せ
き石
遺
構
七
基
が
み
つ
か
っ
た

こ
と
や
、十
八
Ｂ
区
で
集
石
遺
構
二
基
、縄
文
時
代
後
期
の
土
器
を
敷
い
た
遺
構
が
み
つ
か
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
遺
跡
北
西
側
の
調
査
区
十
八
Ａ
区
で
は
、
平
安
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
（
写
真
3
）

一
基
や
、
複
数
の
土
坑
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
竪
穴
建
物
跡
に
は
北
壁
の
中
央
に
カ
マ
ド

（
写
真
4
）
が
設も
う
け
ら
れ
て
お
り
、
両
側
壁
に
は
石
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
カ
マ

写真 3　18A 区竪穴建物跡（南西から）

写真 4　カマド拡大 ( 南西から )

写真 6　土坑 303SK 下層遺物出土状況　南西から

写真 5　土坑 303SK 上層遺物出土状況　南西から

写真 8　中村遺跡　重機掘削　北西から

写真 7　ハラビ平遺跡　人力掘削　南西から

　

石い
し
は
ら原
遺
跡
の
調
査

　

石
原
遺
跡
で
は
、
埋
め
戻
し
も
済
み
、
す
べ
て
の
工
程
が
完
了
し
ま
し
た
。
準
備
期
間
も

含
め
る
と
延
べ
七
ヶ
月
に
及
ぶ
調
査
と
な
り
ま
し
た
。
土
石
流
に
由
来
す
る
砂
礫
層
に
覆
わ

れ
た
本
遺
跡
の
掘
削
は
大
変
な
作
業
で
、
酷
暑
と
呼
ば
れ
た
今
夏
の
厳
し
い
環
境
の
下
、
全

員
で
流
し
た
滝
の
よ
う
な
汗
が
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

調
査
区
西
側
（
十
八
B
区
）
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
前
半
（
約
五
千
五
百
年
前
）
の
遺
構

や
遺
物
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
を
前
号
ま
で
に
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
調
査
の
終
盤
に

と
て
も
多
く
の
土
器
片
が
出
土
し
て
お
り
、
西
端
部
に
位
置
す
る
土
坑
三
〇
三
Ｓ
Ｋ
か
ら

は
、
大
き
な
土
器
片
が
ま
と
ま
っ
て
み
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
5
・
6
）。
整
然
と
並
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
こ
れ
ら
の
土
器
片
は
、
お
そ
ら
く
同
一
個
体
で
す
。
土
器
の
内

面
・
外
面
同
士
が
向
き
合
う
よ
う
に
交
互
に
重
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
置
か
れ
て

い
た
か
埋
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
単
純
に
つ
ぶ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
時
の
人
が
割
っ
て
そ

こ
に
置
い
た
か
埋
め
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
周
囲
も
含
め
る
と

非
常
に
多
く
の
土
器
片
が
み
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
お
祭
り
の
よ
う
な
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
は
た
し
て
写
真
の
土
器
が
ど
の
よ
う
な
形
に
接
合
・

復
元
さ
れ
る
の
か
、
期
待
が
増
す
ば
か
り
で
す
。　
（
安
西
工
業
株
式
会
社　

鷺さ
ぎ
さ
か坂 

有ゆ
う
ご吾

）

　

ハ
ラ
ビ
平

だ
い
ら

遺
跡
・
中な

か
む
ら村
遺
跡
の
調
査

　

大
名
倉
地
区
の
ハ
ラ
ビ
平
遺
跡
と
八
橋
地
区
の
中
村
遺
跡
で
、
本
発
掘
調
査
Ａ
が
実
施
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
遺
跡
の
範
囲
や
遺
構
・
遺
物
の
有
無
を
探
り
、
将
来
的
に
広
範
囲
に
行

う
本
発
掘
調
査
B
の
必
要
性
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
で
す
。
両
遺
跡
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が

接
し
て
い
る
県
道
よ
り
一
〇
〜
三
〇
m
上
に
登
っ
た
地
点
に
位
置
す
る
緩
斜
面
部
分
を
対
象

に
、
人
力
あ
る
い
は
重
機
を
併
用
し
て
、
一
ｍ
×
二
ｍ
も
し
く
は
二
ｍ
×
二
ｍ
の
試し
く
つ
こ
う

掘
坑
を

設
定
し
て
、
掘
削
が
行
わ
れ
ま
し
た
（
写
真
7
・
8
）。

　

ハ
ラ
ビ
平
遺
跡
で
は
、
計
五
か
所
を
掘
削
し
た
結
果
、
一
部
で
遺
構
と
平
安
時
代
の
灰
釉

陶
器
・
縄
文
土
器
・
剥
片
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
中
村
遺
跡
で
は
、
計
八
ヶ
所
を
掘
削
し
た

結
果
、
遺
構
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
中
世
（
戦
国
時
代
）
の
陶
器
（
擂す
り
ば
ち鉢

）
や

山や
ま
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
碗
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
、
こ
の
先
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
西
工
業
株
式
会
社　

鷺
坂 

有
吾
）

ド
の
内
部
に
は
平
担
な
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て

お
り
、灰か
い
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
や
土は

じ

き
師
器
（
素
焼
き
の
土
器
）

の
甕か
め

な
ど
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
竪
穴
建
物

の
形
状
は
、
南
側
が
現
代
の
削さ
く
へ
い平

に
よ
り
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
方
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。（
安
西
工
業
株
式
会
社　

髙た
か
ぎ木 

祐ゆ
う
じ志

）
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写真２　現在の奥三河郷土館の外観

18B 区

18A 区

18C 区
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平成 31 年
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No.44

　

滝た
き

瀬せ

遺
跡
の
現
地
説
明
会
で
二
百
七
十
五
名
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
し
ま
し
た
。

  

滝
瀬
遺
跡
出
土
の
石
器
に
つ
い
て
　

写真 1　滝瀬遺跡の現地説明会の様子

0 10cm(1/2)

図 1　  滝瀬遺跡出土 の削器

　

滝
瀬
遺
跡
十
八
B
区
で
は
、
二
頁
に
あ
る
よ
う
に
、
縄
文
時
代
草
創
期
末
〜
早
期
初
頭

（
今
か
ら
九
千
年
前
を
遡
る
頃
）
の
、
縄
文
時
代
の
古
い
段
階
の
集
落
跡
が
調
査
さ
れ
ま

し
た
。
出
土
遺
物
に
は
、
縄
文
土
器
の
ほ
か
、
狩
猟
や
解
体
を
行
う
際
に
使
わ
れ
た
石せ

き
ぞ
く鏃

や
削さ

っ

器き

（
ナ
イ
フ
の
よ
う
に
物
を
切
っ
た
り
削
っ
た
り
す
る
道
具
）・
使し

用よ
う

痕こ
ん

あ
る
剥
片

の
ほ
か
、
そ
れ
ら
を
製
作
す
る
も
と
に

な
っ
た
剥
片
・
石せ

き
か
く核

類
、
さ
ら
に
は
堅

果
類
な
ど
の
加
工
に
使
わ
れ
た
磨す
り
い
し石

・

敲た
た
き
い
し石
類
お
よ
び
石い
し
ざ
ら皿
・
台だ
い
い
し石
類
が
多
量

に
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
こ
の

中
で
も
削
器
に
つ
い
て
詳
し
く
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

図
1
は
、
黒こ

く
よ
う
せ
き

曜
石
製
の
削
器
で
す
。

長
さ
六
・
七
cm
、
幅
三
・
六
cm
、
厚
さ
一
・

五
cm
、
重
さ
二
四
・
二
g
を
は
か
る
も
の

で
す
。
鋭
く
尖
っ
た
三
角
形
状
を
呈
す

る
も
の
で
、
そ
の
一
辺
に
は
剥は

く

離り

調
整

を
加
え
て
、
刃
部
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

写
真
（
表
）
の
中
央
に
走
る
稜
線
の
上

に
は
、
や
や
磨
滅
し
た
よ
う
な
痕
跡
が

確
認
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
写
真
お
よ
び

図
で
示
す
上
面
は
、
や
や
風
化
の
進
ん

だ
剥は

く

離り

面め
ん

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

石
鏃
や
削
器
な
ど
は
剥
片
か
ら
作
ら

れ
る
石
器
で
す
。
草
創
期
末
〜
早
期
初

頭
の
資
料
群
の
中
で
は
、
溶よ

う
け
つ結
凝ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩

や
安あ
ん
ざ
ん
が
ん

山
岩
な
ど
の
石
材
利
用
が
主
体
で
、

黒
曜
石
の
使
用
は
限
定
的
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
石
器
の
製
作
に
関
わ
る
剥
片
・

石
核
類
の
中
に
も
黒
曜
石
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
製
品
自
体
が
外
か
ら
当
地
に

持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

愛
知
県
内
の
後
期
旧
石
器
時
代
に
は
、
ナ
イ
フ
形
石
器
や
掻そ
う

器き

、
削
器
な
ど
の
一
部
の

石
器
に
は
黒
曜
石
が
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
使
用
石
材
の
主
体
は
チ
ャ
ー
ト
や
溶
結

凝
灰
岩
で
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
名
倉
地
区
で
調
査
さ
れ
た
市い

ち

場ば

口ぐ
ち

遺
跡
で
は
、
多
数

の
黒
曜
石
塊
が
出
土
し
て
お
り
、
特
筆
さ
れ
ま
す
。

　

縄
文
時
代
以
降
、
黒
曜
石
は
石
鏃
に
多
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、
石
鏃
以
外
の
石

器
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
す
。
ま
た
、
縄
文
時
代
中
期
〜
後
期
に
か
け

て
、
西に

し

地じ

・
東
ひ
が
し

地じ

遺
跡
の
よ
う
に
、
石
核
な
ど
大
き
な
塊
と
し
て
出
土
す
る
事
例
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
黒
曜
石
の
あ
り
方
は
、石
材
と
し
て
の
利
用
や
流
通
を
考
え
る
上
で
、

注
目
す
べ
き
事
例
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
、
黒
曜
石
な
ど
の
石
器
石
材
に
つ
い
て
は
、
蛍
光
Ⅹ
線
に
よ
る
理
化
学
的
な

分
析
に
よ
っ
て
、
産
地
を
推
定
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
資
料
は
、
ま
だ
そ

の
分
析
を
行
っ
て
お
ら
ず
確
実
な
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
長
野
県
下
諏
訪
町
の
星ほ
し

ヶ

塔と
う

な
ど
信
州
産
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
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
）

( 表 ) ( 裏 )

　
去
る
平
成
三
十
年
一
二
月
八
日（
土
）に
滝
瀬
遺
跡
で
現
地
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

一
一
月
一
〇
日
（
土
）
に
開
催
し
ま
し
た
地
元
説
明
会
に
次
い
で
滝
瀬
遺
跡
で
は
二
回

目
の
説
明
会
と
な
り
ま
し
た
が
、「
九
千
年
前
の
縄
文
集
落
が
発
見
さ
れ
た
」
と
い
う
記

事
が
中
日
新
聞
や
東
愛
知
新
聞
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
二
百
七
十
五
名
と

い
う
大
勢
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
数
年
で
当
セ
ン
タ
ー
が
開
催
し

た
説
明
会
と
し
て
は
最
多
の
見
学
者
と
な
り
、
盛
況
の
う
ち
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
さ
て
、
平
成
三
十
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
の
遺
跡
発
掘
調
査
は
、
こ
の
一
月
に
終
了

い
た
し
ま
す
。
本
発
掘
調
査
Ｂ
と
し
て
調
査
を
進
め
て
き
ま
し
た
八
橋
地
区
の
滝
瀬
遺

跡
と
川
向
地
区
の
石い

し
は
ら原
遺
跡
の
他
に
、
本
発
掘
調
査
Ａ
（
い
わ
ゆ
る
範
囲
確
認
調
査
）

と
し
て
大
名
倉
地
区
の
ハ
ラ
ビ
平

だ
い
ら

遺
跡
と
八
橋
地
区
の
中な

か
む
ら村

遺
跡
も
十
二
月
前
半
に
発

掘
調
査
し
ま
し
た
。
滝
瀬
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
草そ

う
そ
う創
期き

末
か
ら
早そ

う

期き

前ぜ
ん
よ
う葉
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物

を
中
心
と
す
る
集
落
跡
な
ど
が
、
石
原
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
中
期
前
半
の
竪
穴
建
物
を

中
心
と
す
る
集
落
跡
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ハ
ラ
ビ
平
遺
跡
で
は
縄
文
時

代
や
平
安
時
代
の
遺
物
が
、
中
村
遺
跡
で
は
戦
国
時
代
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
調

査
に
際
し
て
は
、 多
く
の
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
無
事
に
作
業

を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
な
お
、
毎
年
恒
例
と
な
り
ま
し
た
成
果
報
告
会
「
新
設
楽
発
見
伝
五
」
を
三
月
二
日

(

土)

に
開
催
す
る
予
定
で
す
。
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
号
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
が
、

多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

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

ず
き木

正ま
さ
た
か貴

）

 

発
掘
調
査
成
果
報
告
会
『
新
設
楽
発
見
伝
五
』
の
ご
案
内 

　
日
時  

：
平
成
三
十
一
年
三
月
二
日(

土)

午
後
一
時
〜
午
後
四
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

受
付
開
始
午
後
〇
時
三
十
分)  

　
会
場
‥
設
楽
町
田
口
特
産
物
振
興
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　             (

設
楽
町
田
口
字
向
木
屋
三
番
地
一
号) 

　
　

　
内
容 

‥　
平
成
三
十
年
度
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
成
果
の
報
告
と
関
連
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
演
会
な
ど
。
出
土
遺
物
・
写
真
の
展
示
。

    

そ
の
他
‥
参
加
は
無
料
で
す
。
※
二
月
号
に
、
詳
細
な
内
容
を
ご
案
内
い
い
た
し
ま
す
。

            

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
　
　

　
　
　
　
　
　         

電
話
（
〇
五
六
七-

六
七-

四
一
六
三
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　




