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下
延
坂
遺
跡
の
整
理
作
業
に
つ
い
て

　

下し
も
の
べ
さ
か
い
せ
き

延
坂
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
二
〇
二
三
年
ま
で
の
四
年
間
に
わ

た
っ
て
実
施
し
て
き
ま
し
た
。 

現
在
は
、
弥
富
市
に
所
在
す
る
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー
内
で
、
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
の
整
理
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
（
写
真

1
）。
整
理
作
業
と
い
う
の
は
、
発
掘
調
査
で
得
ら
れ
た
の
す
べ
て
の
情
報
を
整
理
す
る

作
業
で
す
。
こ
こ
で
は
、
土
器
の
整
理
作
業
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。
土
器
の
整
理

作
業
で
は
、す
べ
て
の
土
器
の
破
片
を
詳
し
く
観
察
し
、大
き
さ
や
重
さ
を
計
測
し
た
り
、

作
ら
れ
た
時
期
を
推
測
し
た
り
し
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
破

片
を
く
っ
つ
け
る
接せ

つ
ご
う合

作
業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
接
合
作
業
で
は
、
最
初
に
厚
み
や

色
、
断
面
の
形
、
紋も

ん
よ
う様

、
出
土
し
た
場
所
な
ど
の
情
報
を
も
と
に
破
片
を
整
理
を
し
て

進
め
ま
す
。
す
る
と
写
真
２
の
様
に
大
き
な
も
の
に
接
合
で
き
る
も
の
が
出
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
大
変
お
も
し
ろ
い
作
業
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
成
長
」
し
て
く
れ
る
と
、
破
片

だ
け
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
土
器
全
体
の
形
や
複
雑
な
構
造
、
大
き
さ
が
計
測
で
き
、

土
器
の
制
作
年
代
の
推
定
に
有
力
な
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。
写
真
２
の
土
器
は
、
紋
様

な
ど
か
ら
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
（
約
四
千
五
百
年
前
）
の
土
器
と
思
わ
れ
ま
す
。
い

つ
も
こ
ん
な
風
に
「
成

長
」
し
て
く
れ
る
と
い

い
ん
で
す
が
、
接
合
で

き
な
い
場
合
も
結
構

あ
り
ま
す
。
こ
の
後
、

実
測
図
を
書
き
、
報
告

書
へ
掲
載
す
る
か
た

ち
に
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
　
　
（
渡
邉　

峻
）　

常時満水437mの範囲

下延坂遺跡の位置

設楽ダム事業により影響を受ける遺跡
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▲写真 1　土器の整理の風景

▲写真 2　縄文時代中期後半の土器

図 1　下延坂遺跡の位置
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下
延
坂
遺
跡
の
石
器
に
つ
い
て　

　

下
延
坂
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
の
遺
構
や
遺
物
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡
で
は
、
建
物
の
廃
絶
後
に
石
を
敷
き
詰

め
る
配は
い
せ
き石
行
為
を
行
う
な
ど
、
設
楽
地
域
で
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
事
例
が
あ
り
ま

す
。

　

今
回
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
と
同
じ
時
期
の
集
落
内
に
廃は
い
き棄

さ
れ
た
石
器
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
下
延
坂
遺
跡
二
〇
二
二
年
度
の
調
査
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
竪
穴
建
物

跡
や
土
坑
な
ど
が
多
数
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
廃は
い

棄き

土ど

坑こ
う

の
ひ
と
つ
（5301SX

)

か
ら
は
、
土
器
片
の
ほ
か
多
数
の
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
製
の
石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
石
器

は
、
鏃
や
じ
り

や
錐き
り

な
ど
の
道
具
、
そ
れ
ら
の
素
材
と
な
る
剥は
く
へ
ん片

、
そ
の
剥
片
を
剥
が
し
と
る
元
の

石せ
き
か
く核
等
が
含
ま
れ
て
お
り
、
石せ
っ

器き

製せ
い
さ
く作
に
よ
っ
て
生
じ
る
残ざ
ん

滓し

が
ま
と
ま
っ
て
廃
棄
さ
れ
て

い
る
状
況
で
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
場
所
で
原
石
か
ら
石
器
を
製
作
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
事
例
で
す
。

　

そ
の
他
、
下
延
坂
遺
跡
の
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
遺
構
か
ら
は
、
黒
曜
石
製
の
石
器
が
多

数
出
土
し
て
お
り
ま
す
。
黒
曜
石
は
設
楽
町
付
近
で
は
産
出
し
な
い
岩
石
で
あ
り
、
信
州
系

の
土
器
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
州
方
面
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
信
州
地
域
と
の
交
流
が
活
発
で
あ
っ
た
証
拠
と
な
り
ま
す
。（
田
中　

良
）　

写真 5　石
せきぞく

鏃や石
せきすい

錐などの石器

写真 3　剥片の元となる石核

写真 4　石器の素材となる剥片

図3　22Ba区 5301SXの位置

図２　調査区の配置

石核：石器を作るために割った石の残り

剥片：石器を作るために剥がした岩片

石器：道具にするために加工した石

せっかく

あといくつとれる
かな～♪

はくへん

どこから刃を付
けようかしら♪

形を整えて、刃を付けて。。。
　よ～し！できあがり‼

せっき


