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設楽大橋東

竪穴建物 300SI 出土石器

　

大お
お
は
た畑
遺
跡
の
室
内
整
理
経
過
報
告

　

大
畑
遺
跡
は
、
二
〇
一
七
年
度
と
二
〇
二
二
年
度
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
中ち
ゅ
う
き期

後こ
う
は
ん半

の
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
を
伴
う
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
が
複
数
棟
重
複
し
た
状
態
で
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、

石
囲
炉
は
、
そ
の
横
に
副ふ
く
ろ炉

と
呼
ば
れ
る
炉
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
長
野
県
伊い

な那
地
域
と
の
関
連

が
深
い
こ
と
が
、
発
掘
調
査
の
段
階
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
現
在
室
内
整
理
調
査
中
の
最
新
成
果
と
し
て
、
大
畑
遺
跡
の
石
器
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

　

大
畑
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
石
器
の
特
徴
と
し
て
、
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
を
用
い
た
石
器
が
多
い
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
図
6
上
は
、
竪
穴
建
物
跡
３
０
０
Ｓ
Ｉ
か
ら
出
土
し
た
石
器
で
す
が
、
黒
曜
石

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石せ
き
ぞ
く鏃

だ
け
で
な
く
、
そ
の
素
材
と
な
る
剥は
く
へ
ん片

や
素
材
を
作
り
出

す
石せ
っ
か
く核
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
黒
曜
石
は
、
愛
知
県
内
で
は
産
出
し
な
い
石
材
で
、
近
隣

の
長
野
県
の
和わ
だ
と
う
げ

田
峠
や
星ほ
し
く
そ
と
う
げ

糞
峠
な
ど
で
産
出
し
ま
す
。
こ
れ
ら
黒
曜
石
は
、
加
工
が
し
や
す
く

鋭
利
な
面
が
容
易
に
作
れ
る
こ
と
か
ら
、
後こ
う
き期
旧き
ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
か
ら
弥や
よ
い生
時
代
ま
で
長
い
間
使
用

さ
れ
て
き
た
石
材
で
す
。
設
楽
町
内
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
黒
曜
石
は
、
長
野
県
産
の
も
の
が

多
い
こ
と
が
、
化
学
分
析
の
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。(

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
の
各
報
告
書
を
参
照
。)

竪
穴
建
物
跡
が
、
長
野
県
に
関
連
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
が
、
出
土
し
た
石
器
か
ら
も
、
長
野
県
と
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
長
野
県
方
面
と
の
関
連
が
あ
り
な
が
ら
も
、
在
地
の
石
材
を
利
用
し
て
生
活
し

て
い
た
こ
と
が
図
6
下
の
石い
し
さ
じ匙
か
ら
伺
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
石
匙
は
、
大
畑
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
全
点
で
す
が
、
全
て
刃じ
ん
ぶ部
が
横
に
付
い
て
お
り
、
つ
ま
み
部
に
は
、
丹
念
に
加
工
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
石
材
が
全
て
地
元
で
産
出
す
る
白
く
風
化
し
た

溶よ
う
け
つ
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

結
凝
灰
岩(

白
色
風
化
石
材
と
も)

が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
石
材
は
、
特
に
東
三
河

の
後
期
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
中
期
ま
で
多
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

設
楽
地
域
で
発
見
さ
れ
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
は
、
よ
く
他
地
域
の
石
材
や
土
器
が
出
土
し

ま
す
。
人
の
往
来
が
活
発
で
、
交
流
も
盛
ん
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
奥
三
河
は
長
野
県
方
面

と
の
交
流
の
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
が
伺
え
ま
す
。　
　
　
　

(

田た
な
か中　

良
り
ょ
う)

　
万ま

ん
ぜ瀬

遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
梅
雨
が
明
け
て
か
ら
八
月
八
日
こ
ろ
ま
で
は

二
十
四
節
気
の
大
暑
に
あ
た
り
、
一
年
で
も
っ
と
も
暑
く
な
る
時
期
と
な
り
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

前
号
（
七
十
九
号
）
で
紹
介
し
ま
し
た
、
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘

調
査
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
梅
雨
の
晴
れ
間
を
ぬ
っ
て
の
調
査
で
し
た
が
、

無
事
に
調
査
完
了
で
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
あ
っ
て
こ

そ
だ
と
思
い
ま
す
。さ
て
、今
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、

ど
の
よ
う
な
遺
物
の
出
土
や
人
の
生
活
跡
（
遺
構
）
が
見
つ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

詳
し
い
調
査
成
果
を
本
紙
二
・
三
頁
で
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
読
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

現
在
は
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
か
ら
お
よ
そ
二
百
メ
ー
ト
ル
南
西
で
、

新
た
に
万
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺

跡
と
同
じ
く
県
道
四
三
二
号
の
道
路
直
下
の
調
査
で
す
。
万
瀬
遺
跡
は
愛
知
県
内

で
は
数
少
な
い
縄
文
時
代
早
期
の
遺
物
や
遺
構
の
検
出
が
期
待
さ
れ
る
場
所
で
も

あ
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
八
月
十
一
日
（
山
の
日
）
に
万
瀬
遺
跡
の
地
元
説
明

会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。下
図
に
て
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

暑
さ
が
厳
し
い
折
で
は
あ
り
ま
す
が
、
発
掘
担
当
者
に
よ
る
熱
い
解
説
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鬼き
と
う頭　

剛つ
よ
し）

大畑遺跡出土石匙

図 6　大畑遺跡出土石器
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万ま
ん
ぜ瀬
遺
跡
に
つ
い
て

　

今
年
度
の
万
瀬
遺
跡
の
調
査
区
は
、
令
和
元
年
度
に
調
査
し
た
、
19
Ａ
区
と
19
Ｃ
区
の
間
に

当
た
り
ま
す
。
前
回
の
調
査
で
は
、戦
国
時
代
〜
近
世
の
集
落
跡
の
下
に
、縄
文
時
代
早
期
（
今

か
ら
約
一
万
年
前
頃
）
の
集
落
跡
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
19
Ｃ
区
で
は
、
竪

穴
建
物
跡
が
重
複
し
て
計
五
棟
検
出
さ
れ
ま
し
た
（
図
4
）。
一
方
、
19
Ａ
区
で
は
土
器
・
石

器
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
包
含
層
（
捨
て
場
）
の
ほ
か
、
土
坑
に
入
れ
ら
れ
た
よ
う
な
状
態

で
土
器
が
ま
る
ご
と
一
個
体
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
図
5
）。
さ
ら
に
、
19
Ａ
区
・
19
Ｃ
区
と

も
に
調
理
な
ど
を
す
る
当
時
の
火
床
で
あ
る
炉ろ
あ
な穴
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
調
査
に
よ

り
、
万
瀬
遺
跡
の
縄
文
時
代
早
期
集
落
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
地

元
説
明
会
で
は
、
是
非
、
縄
文
時
代
の
生
活
に
触
れ
て
頂
き
た
く
、
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
添
和
暁
）

上か
み

ヲ
ロ
ウ 

・
下し

も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

五
月
末
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
今
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
無
事
終

了
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
本
発
掘
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
は
境
さ
か
い

川が
わ

北ほ
く

岸が
ん

の
緩か
ん

斜し
ゃ

面め
ん

上じ
ょ
うに

立り
っ

地ち

し
て
お
り
、
こ
の
緩か
ん

斜し
ゃ

面め
ん

は

過
去
の
度た
び

重か
さ

な
る
土ど

石せ
き

流り
ゅ
う

堆た
い

積せ
き

に
よ
っ
て
形け
い

成せ
い

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
調
査
区
は
県
道

四
三
二
号
小
松
田
口
線
に
あ
た
る
位
置
と
な
っ
て
お
り
、
面
積
に
し
て
五
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

と
な
り
ま
す
。
本
調
査
区
で
は
中
ち
ゅ
う

世せ
い

前ぜ
ん

半は
ん

以い

降こ
う

か
ら
近き
ん

世せ
い

に
か
け
て
の
遺
構
や
遺
物
が
確
認
さ

れ
て
お
り
ま
す
（
図
1
）。

　

調
査
区
の
東と
う

端た
ん

は
谷
地
形
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
西
側
に
か
け
て
遺
構
が
展
開
し

て
い
ま
し
た
。
谷
地
形
の
西
側
付
近
に
は
墓ぼ
こ
う坑

６
０
６
８
Ｓ
Ｚ
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
土ど

坑こ
う

墓ぼ

で
そ
の
一
部
は
そ
の
後
の
整
地
あ
る
い
は
耕
作
の
た
め
崩
れ
て
い
ま
し
た
が
、
中
か
ら
寛か
ん

永え
い

通つ
う

宝ほ
う

が
出
土
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
近き
ん

世せ
い

の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
鉄て
つ
ゆ
う釉
丸ま
る
わ
ん碗

も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
き
れ
い
な
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
（
図
2
）。

　

そ
の
隣
に
は
石
組
み
の
墓
坑
（
６
０
０
６
Ｓ
Ｚ
）
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
石
組
み
の
外
側

に
は
近
世
の
鍋
片
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
の
遺
構
も
近き
ん

世せ
い

に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
石
組
み
の
中
に
は
拳
大
よ
り
や
や
小
さ
い
礫
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
お

そ
ら
く
、
こ
れ
は
埋
め
る
時
に
礫
を
意
識
的
に
入
れ
て
埋
め
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

礫
を
取
り
除
い
て
い
く
と
底
面
に
は
陶
器
（
図
3
）、
キ
セ
ル
火ひ
ざ
ら皿
部
分
な
ど
の
銅
製
品
、
刀

子
な
ど
の
鉄
製
品
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
遺
構
の
掘
り
方
は
湧ゆ
う
す
い水
ま
で
達
し
て
い
ま
し
た
。

　

石
組
み
の
墓
坑
（
６
０
０
６
Ｓ
Ｚ
）
か
ら
南
側
に
は
近き
ん

世せ
い

の
作
業
場
と
思
わ
れ
る
遺
構

（
６
０
０
８
Ｓ
Ｉ
）
も
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
遺
構
に
は
熱
を
受
け
て
赤
く
変
色

し
た
台
石(

金か
な

床ど
こ

石い
し)

が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
鍛か

じ治
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
近き
ん

世せ
い

の
擂す
り

鉢ば
ち

片へ
ん

や
鍋
片
な
ど
も
あ
わ
せ
て
出
土
し
ま
し
た
。

　

調
査
区
の
中
央
か
ら
西
側
に
進
む
に
つ
れ
て
過
去
の
調
査
区
で
も
度
々
確
認
さ
れ
て
い
る
中

世
前
半
以
降
の
道
状
遺
構
と
戦
国
期
以
降
の
柵さ
く

列れ
つ

が
今
回
の
調
査
区
で
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。

特
に
、
道
状
遺
構
は
過
去
の
調
査
区
と
の
繋
が
り
も
見
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
区
の
西
端

で
は
近き
ん

世せ
い

の
陶
器
細
片
も
出
土
し
た
、
大
き
な
土
坑
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
（
６
０
６
７
Ｓ
Ｋ
）。

土
坑
内
に
は
巨
礫
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。（
荒あ
ら
き木

徳な
る
と人

）

図 4　万瀬遺跡 19C 区 土層断面写真
（白線は、縄文時代早期の竪穴建物跡の場所を示しています。）

図 5　万瀬遺跡 19A 区 縄文時代早期土器出土状況（左）と復元状況（右）
（土器は、器面の表側と内面側の両方に縄文が施されている表裏縄文土器です。）

道路など盛土

戦国時代〜近世縄文時代早期

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
出
土
資
料
紹
介

　

二
頁
目
で
は
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
こ

こ
で
は
、
特
に
注
目
さ
れ
る
出
土
遺
物
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

墓
坑
６
０
６
８
Ｓ
Ｚ
で
は
、
寛か
ん
え
い
つ
う
ほ
う

永
通
宝
の
ほ
か
に
、
鉄て
つ
ゆ
う
ま
る
わ
ん

釉
丸
碗
が
出
土
し
ま
し
た
（
図
2
）。

口
径
十
一
・
四.

セ
ン
チ
、
器
高
六
・
七
セ
ン
チ
、
高こ
う
だ
い台
径
が
五
・
〇
セ
ン
チ
で
す
。
高
台
は
貼
り

付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、鉄
釉
は
高
台
部
以
外
は
ツ
ケ
ガ
ケ
で
き
れ
い
に
施
さ
れ
て
い
ま
す
。　

瀬せ

と戸
・
美み

の濃
窯よ
う
さ
ん産
（
連れ
ん
ぼ
う
し
き
の
ぼ
り
が
ま

房
式
登
窯
）
で
、
十
七
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
墓
坑
６
０
０
６
Ｓ
Ｚ
か
ら
は
、
銅ど
う
き
ょ
う鏡や

キ
セ
ル
、
鉄て
っ
せ
い製

刀と
う
す子

な
ど
と
と
も
に
、
扁
平

な
筒
状
を
し
た
陶
器
が
出
土
し
ま
し
た
（
図
3
）。
灰か
い
ゆ
う釉
摺す
り
え絵
鬢び
ん
だ
ら
い
盥
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
摺

絵
と
は
文
様
を
切
り
抜
い
て
穴
が
開
い
た
紙
形
を
用
い
た
絵
付
け
の
手
法
の
こ
と
で
す
。
長
径

十
二
・
八
セ
ン
チ
、
短
径
三
・
八
セ
ン
チ
、
器
高
三
・
九
セ
ン
チ
で
す
。
こ
ち
ら
も
美
濃
窯
産
（
連

房
式
登
窯
）
で
一
八
世
紀
前
半
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
二
点
の
出
土
資
料
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
口
縁
部
の
端
が
ご
く
わ
ず
か
に
欠
失
し
て
い

ま
す
（
黒
矢
印
）。
こ
の
欠
失
の
痕
は
、
発
掘
調
査
時
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
欠
損
の
痕

の
よ
う
で
、
副
葬
品
と
し
て
入
れ
ら
れ
る
前
に
、
部
分
的
に
欠
失
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
当
時
の
葬
送
儀
礼
の
一
端
が
見
ら
れ
る
興
味
深
い
事
例
の
よ
う
で
す
。（
川か
わ
ぞ
え
か
ず
あ
き

添
和
暁
）

図 2　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡 23 区出土 鉄釉丸碗

図３　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡 23 区出土灰釉摺絵鬢盥

土坑墓 6068SZ

墓坑 6006SZ 埋土内礫（左）と遺物出土状況（右）

作業場 6008SI

土坑 6067SK

図 1　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡 23 区 遺構全体図

横から

上から
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257号
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楽
瀬
戸
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小松

和市
松戸
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文文

●

設楽中学校 田口小学校

設楽町役場

北設楽郡設楽町

0 5km

設楽大橋

★万瀬
  遺跡

駐車場所が限られておりますので、ご参加の方々は乗り合わせてご来場いただけると幸いです。

万瀬遺跡 地元説明会 会場のご案内

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

N

県道10号
設楽根羽線

国道257号

境川

八橋

※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）、鬼頭携帯（080-1571-4986）まで。

８月１１日（金・祝）午前11時～12時、遺跡現地で遺跡の説明と遺物の展示を行います。

下延坂遺跡

根路外遺跡

（1/1,000）

設楽大橋

万瀬遺跡

バス停
川向公会堂前

説明会会場

駐車場

至 田口

至 津具

至 名倉

設楽大橋東

竪穴建物 300SI 出土石器

　

大お
お
は
た畑
遺
跡
の
室
内
整
理
経
過
報
告

　

大
畑
遺
跡
は
、
二
〇
一
七
年
度
と
二
〇
二
二
年
度
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
中ち
ゅ
う
き期

後こ
う
は
ん半

の
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
を
伴
う
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
が
複
数
棟
重
複
し
た
状
態
で
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、

石
囲
炉
は
、
そ
の
横
に
副ふ
く
ろ炉

と
呼
ば
れ
る
炉
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
長
野
県
伊い

な那
地
域
と
の
関
連

が
深
い
こ
と
が
、
発
掘
調
査
の
段
階
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
現
在
室
内
整
理
調
査
中
の
最
新
成
果
と
し
て
、
大
畑
遺
跡
の
石
器
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

　

大
畑
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
石
器
の
特
徴
と
し
て
、
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
を
用
い
た
石
器
が
多
い
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
図
6
上
は
、
竪
穴
建
物
跡
３
０
０
Ｓ
Ｉ
か
ら
出
土
し
た
石
器
で
す
が
、
黒
曜
石

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石せ
き
ぞ
く鏃

だ
け
で
な
く
、
そ
の
素
材
と
な
る
剥は
く
へ
ん片

や
素
材
を
作
り
出

す
石せ
っ
か
く核
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
黒
曜
石
は
、
愛
知
県
内
で
は
産
出
し
な
い
石
材
で
、
近
隣

の
長
野
県
の
和わ
だ
と
う
げ

田
峠
や
星ほ
し
く
そ
と
う
げ

糞
峠
な
ど
で
産
出
し
ま
す
。
こ
れ
ら
黒
曜
石
は
、
加
工
が
し
や
す
く

鋭
利
な
面
が
容
易
に
作
れ
る
こ
と
か
ら
、
後こ
う
き期
旧き
ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
か
ら
弥や
よ
い生
時
代
ま
で
長
い
間
使
用

さ
れ
て
き
た
石
材
で
す
。
設
楽
町
内
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
黒
曜
石
は
、
長
野
県
産
の
も
の
が

多
い
こ
と
が
、
化
学
分
析
の
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。(
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
の
各
報
告
書
を
参
照
。)

竪
穴
建
物
跡
が
、
長
野
県
に
関
連
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
が
、
出
土
し
た
石
器
か
ら
も
、
長
野
県
と
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
長
野
県
方
面
と
の
関
連
が
あ
り
な
が
ら
も
、
在
地
の
石
材
を
利
用
し
て
生
活
し

て
い
た
こ
と
が
図
6
下
の
石い
し
さ
じ匙
か
ら
伺
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
石
匙
は
、
大
畑
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
全
点
で
す
が
、
全
て
刃じ
ん
ぶ部
が
横
に
付
い
て
お
り
、
つ
ま
み
部
に
は
、
丹
念
に
加
工
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
石
材
が
全
て
地
元
で
産
出
す
る
白
く
風
化
し
た

溶よ
う
け
つ
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

結
凝
灰
岩(

白
色
風
化
石
材
と
も)

が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
石
材
は
、
特
に
東
三
河

の
後
期
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
中
期
ま
で
多
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

設
楽
地
域
で
発
見
さ
れ
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
は
、
よ
く
他
地
域
の
石
材
や
土
器
が
出
土
し

ま
す
。
人
の
往
来
が
活
発
で
、
交
流
も
盛
ん
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
奥
三
河
は
長
野
県
方
面

と
の
交
流
の
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
が
伺
え
ま
す
。　
　
　
　

(

田た
な
か中　

良
り
ょ
う)

　
万ま

ん
ぜ瀬

遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
梅
雨
が
明
け
て
か
ら
八
月
八
日
こ
ろ
ま
で
は

二
十
四
節
気
の
大
暑
に
あ
た
り
、
一
年
で
も
っ
と
も
暑
く
な
る
時
期
と
な
り
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

前
号
（
七
十
九
号
）
で
紹
介
し
ま
し
た
、
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘

調
査
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
梅
雨
の
晴
れ
間
を
ぬ
っ
て
の
調
査
で
し
た
が
、

無
事
に
調
査
完
了
で
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
あ
っ
て
こ

そ
だ
と
思
い
ま
す
。さ
て
、今
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、

ど
の
よ
う
な
遺
物
の
出
土
や
人
の
生
活
跡
（
遺
構
）
が
見
つ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

詳
し
い
調
査
成
果
を
本
紙
二
・
三
頁
で
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
読
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

現
在
は
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
か
ら
お
よ
そ
二
百
メ
ー
ト
ル
南
西
で
、

新
た
に
万
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺

跡
と
同
じ
く
県
道
四
三
二
号
の
道
路
直
下
の
調
査
で
す
。
万
瀬
遺
跡
は
愛
知
県
内

で
は
数
少
な
い
縄
文
時
代
早
期
の
遺
物
や
遺
構
の
検
出
が
期
待
さ
れ
る
場
所
で
も

あ
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
八
月
十
一
日
（
山
の
日
）
に
万
瀬
遺
跡
の
地
元
説
明

会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。下
図
に
て
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

暑
さ
が
厳
し
い
折
で
は
あ
り
ま
す
が
、
発
掘
担
当
者
に
よ
る
熱
い
解
説
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鬼き
と
う頭　

剛つ
よ
し）

大畑遺跡出土石匙

図 6　大畑遺跡出土石器
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