
至 稲武

至新城

至 東栄

至 足助

至 津具

国道257号線

国道473号線

国道257号線

県道33号線（設楽瀬戸線）

県道10号線（設楽根羽線）

★

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

N

0 5km

設楽大橋川向公会堂前

滝瀬橋

★

滝瀬遺跡

県道10号線（設楽根羽線）

滝瀬橋
正木建設
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No.14

滝瀬遺跡地元説明会 会場のご案内
11 月 7 日（土）午前 11 時より、発掘現場で開催予定です。
お車でご来跡の方は、現地に駐車場を用意しております。当日、係りの者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 ）、　
　　樋上携帯（080-1571-4983）、あるいはホームページ（ http://www.maibun.com ）をご覧下さい 。

　

滝
瀬
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
す
。

写真 1　滝瀬遺跡（右）と出土遺物（左上：スクレイパー、左下：打製石斧）

　

暑
い
夏
も
過
ぎ
、
ず
い
ぶ
ん
と
秋

ら
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
八
月
末
か

ら
開
始
し
た
八や
つ
は
し橋

地
区
に
あ
る
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
も
順
調
に
進
ん
で

い
ま
す
。
遺
跡
で
は
こ
れ
ま
で
に

縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
の
土ど

き器
や
石せ
っ
き器
が
多
数
出

土
し
、
遺
跡
の
よ
う
す
も
少
し
ず
つ

明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、十
一
月
七
日
（
土
）

午
前
十
一
時
よ
り
、
こ
れ
ら
の
貴
重

な
成
果
を
設
楽
町
民
の
方
々
に
見
学

し
て
頂
く
た
め
の
地
元
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

説
明
会
の
頃
に
は
秋
も
深
ま
り
、

川
面
の
木
々
も
色
づ
い
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ぜ
ひ
遺
跡
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

早は
や
の野
浩こ
う
じ二
）

写真 2　滝瀬遺跡 作業風景

＊現場内には凹凸があります。足下には十分にご注意下さい。

写真９　縄文土器（中期）

写真 10　縄文土器（後期）

写真 11　縄文土器（後期）

写真 12　切目石錘

　

大
栗
遺
跡
・
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

大お
お
ぐ
り栗
遺
跡
は
、
九
月
の
中
旬
で
調
査
が
完
了
し
ま
し
た
。
約
九
五
〇
〇
年
前
の
縄じ
ょ
う
も
ん
ど
き

文
土
器

や
、
約
二
五
〇
〇
年
前
の
石せ
き
ぞ
く鏃

な
ど
、
そ
の
当
時
の
時
代
が
分
か
る
遺
物
も
出
土
し
、
調
査

成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
笹
平
遺
跡
・
川
向
東
貝
津
遺
跡
と
比
べ
る
と

遺
構
、
遺
物
量
と
も
に
想
定
し
て
い
た
よ
り
も
少
な
く
、
み
な
さ
ん
に
目
を
輝
か
せ
て
読
ん

で
も
ら
え
た
か
が
気
に
な
る
点
で
す
。
今
月
号
で
大
栗
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
は
最
後
に
な

り
ま
す
。
今
後
は
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
の
報
告
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

滝た
き
せ瀬

遺
跡
は
、
豊と
よ
か
わ川

支
流
境さ
か
い
が
わ

川
の
右
岸
に
立
地
し
て
い
る
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
よ
り
さ
ら
に
上
流
の

河
岸
段
丘
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

　

大
栗
遺
跡
の
調
査
が
終
わ
っ
た
と
同
時
に
、
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
表ひ
ょ
う
ど
く
っ
さ
く

土
掘
削
の
段
階
か
ら
遺
物
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
み
な
さ
ん
の
興
味

を
引
け
る
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

写
真
９
は
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
（
約
五
〇
〇
〇
年
前
）
の
土
器
で
す
。
写
真
10
は
、
縄

文
時
代
後
期
（
約
四
五
〇
〇
年
前
）
の
土
器
で
、　

厚
く
し
た
口
縁
に
文
様
が
施
し
た
も
の

で
す
。
写
真
11
も
、
縄
文
時
代
後
期
（
約
四
五
〇
〇
年
前
）
の
土
器
で
す
。
口
縁
に
穴
を
開

け
、
模
様
を
つ
け
て
い
ま
す
。
写
真
12
は
石せ
き
す
い錘

で
、
打う
ち
か
き
せ
き
す
い

欠
石
錘
、
切き
り
め
せ
き
す
い

目
石
錘
、
有ゆ
う
こ
う
せ
き
す
い

溝
石
錘
の

三
種
類
の
分
類
の
う
ち
、
今
回
出
土
し
た
の
は
切
目
石
錘
で
す
。
滝
瀬
遺
跡
は
、
す
ぐ
そ
ば

に
旧
伊
那
街
道
、
境
川
と
長
江
川
の
合
流
地
が
あ
り
、
漁
業
を
行
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
十

分
考
え
ら
れ
る
出
土
遺
物
で
す
。　

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
前
頁
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
十
一
月
七
日
に
地
元
説
明
会

を
行
な
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
方
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
二
友
組　

杉す
ぎ
や
ま
け
い
す
け

山
敬
亮
）
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写真５　石囲炉（南から） 写真３　15 Ａ・Ｂｂ・Ｂｃ区全景（上が北西）

写真６　大型竪穴状遺構（南東から） 写真４　柱穴の見つかった竪穴建物跡（北東から）

意
味
し
ま
す
。
縄
文

時
代
中
期
の
遺
跡
が

何
ら
か
の
理
由
で
一

度
埋
ま
っ
た
後
に
、

後
期
の
遺
跡
が
形け
い
せ
い成

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。　

　

今
回
埋
甕
が
出
土

し
た
こ
と
は
、
大
変

重
要
な
意
味
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
、

埋
甕
自
体
の
価
値
と

い
う
点
だ
け
で
な

く
、
周
辺
の
遺
構
の

時
期
や
性
格
、
さ
ら

に
は
遺
跡
全
体
の
成

り
立
ち
を
考
え
る
上

で
も
重
要
な
資
料
と

い
え
ま
す
。
発
掘
調

査
で
は
、
こ
の
よ
う

に
一
つ
の
発
見
か
ら

多
く
の
事
実
が
見
え

て
く
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
も
、
発
掘

調
査
の
お
も
し
ろ
み

と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

（
株
式
会
社
二
友
組

　
　
　

岩い
わ
せ
だ
い
す
け

瀬
大
輔
）

　

川
向
東
貝
津
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
で
は
、
二
〇
一
〇
年
度
を
含
め
て
、
四
基
の
埋う
め
が
め甕
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

今
回
紹
介
す
る
埋
甕
は
、
調
査
区
西
部
中
央
付
近
に
あ
る
竪
穴
建
物
跡
の
床ゆ
か
め
ん面
で
見
つ
か
り

ま
し
た
。
上
に
は
四
角
い
平
ら
な
石
が
置
か
れ
て
お
り(

写
真
７
の
○
部
分
の
石)

、
土
器

の
時
期
は
縄
文
時
代
中
期
後
半(

お
よ
そ
四
千
七
百
年
前)

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
口こ
う
え
ん縁

部
に

は
突と
っ
た
い帯

と
縄
文
で
装そ
う
し
ょ
く飾

が
施
さ
れ
、
胴ど
う

部
に
は
文も
ん
よ
う様

等
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
底て
い
ぶ部

は
欠
け
て

お
り
、
意い
と
て
き

図
的
に
割
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す(

写
真
８)

。

　

埋
甕
に
は
、
用
途
や
性
格
に
関
し
て
は
様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
。
死し
ざ
ん
じ

産
児
や
早そ
う
せ
い逝

し
た
幼

児
、
ま
た
は
胎た
い
ば
ん盤
な
ど
を
入
れ
て
、
女
性
が
埋
甕
を
ま
た
ぐ
こ
と
で
幼
児
の
復
活
を
願
う
と

い
う
説
や
、
生
ま
れ
た
子
の
胎
盤
を
戸
口
に
埋
め
る
な
ど
し
て
そ
れ
を
踏
む
こ
と
で
幼
児
が

健
康
に
育
つ
と
す
る
説
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
説
は
、
日
本
及
び
周
辺
地
域
で
伝
わ
る
風
習

を
参
考
に
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
風
習
の
ル
ー
ツ
を
縄
文
時
代
の
埋
甕
に
求
め
る
研
究
者
も

い
ま
す
。

　

こ
の
埋
甕
が
出
土
し
た
竪
穴
建
物
跡(

写
真
７)

は
残ざ
ん
ぞ
ん存

状
態
が
よ
く
、
設
楽
発
掘
通
信

№
11
号
で
説
明
し
た
よ
う
に
こ
の
石
囲
炉
も
非
常
に
よ
い
状
態
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
大
き

な
板
石
を
四
方
に
組
ん
だ
形
も
よ
く
分
か
り
、
炉
の
底
の
部
分
は
被ひ
ね
つ熱

し
て
赤
く
な
っ
て
い

る
様
子
が
観
察
で
き
ま
し
た
。
建
物
の
四
隅
に
は
柱ち
ゅ
う
け
つ穴
も
検
出
さ
れ
、
屋
根
を
支
え
る
柱
が

立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
用
途
は
不
明
で
す
が
、
床
面
の
各
所
に
平
ら
な
石
が
い

く
つ
か
置
か
れ
て
い
ま
す
。
前
述
の
埋
甕
は
こ
う
し
た
石
の
下
か
ら
見
つ
か
り
ま
し
た
。
埋

甕
が
南
側
中
央
付
近
に
位
置
し
、
石
囲
炉
が
中
央
よ
り
や
や
北
側
に
寄
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
建
物
の
出
入
り
口
の
位
置
は
南
側
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
竪
穴
建
物
跡
の
時
期
は
、
今
回
の
埋
甕
で
よ
う
や
く
縄
文
時
代
中
期
と
確
定
で
き
ま

し
た
。
な
か
な
か
時
期
が
確
定
で
き
な
か
っ
た
の
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は

明
確
に
時
期
の
分
か
る
遺い
ぶ
つ物

が
出
土
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
前
述
し
た
石
囲

炉
が
縄
文
時
代
中
期
に
よ
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
建
物
に
重
な
っ
て
出
土
し
た
埋
甕
が
縄

文
時
代
後
期
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
す(

設
楽
発
掘
通
信
№
11
・
12
号
参
照)

。

　

こ
の
よ
う
に
異
な
る
時
期
の
も
の
が
重
な
っ
て
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
分
か
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
縄
文
時
代
後
期
の
埋
甕
は
中
期
の
建
物
の
床
面
よ
り
約
四
〇
セ
ン
チ
高
い
位

置
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
二
時
期
の
地ち
ひ
ょ
う
め
ん

表
面
の
高
さ
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
こ
と
を

写真 8　埋甕断面 写真 7　竪穴建物全景 ( 左が北 )

　

笹
平
遺
跡
の
発
掘
調
査

　　

笹さ
さ

平
だ
い
ら

遺
跡
で
は
、
十
月
頭
に
調
査
区
北
側
の
15
Ｂ
区
と
、
南
側
の
15
Ｃ
区
の
一
部
を
ラ

ジ
コ
ン
ヘ
リ
を
使
っ
て
空
中
写
真
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。
時
間
や
天
候
と
の
戦
い
が
常
の
発

掘
調
査
で
す
が
、
作
業
員
さ
ん
た
ち
の
頑
張
り
の
お
か
げ
で
、
無
事
撮
影
に
踏
み
切
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
現
在
は
、
撮
影
前
に
は
調
査
を
行
え
な
か
っ
た
部
分
の
補
足
調
査
を
進
め

つ
つ
、
15
Ｃ
区
の
残
り
部
分
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
最
中
で
す
。

　

15
Ｂ
区
で
は
、
北
西
部
を
中
心
に
二
十
を
超
え
る
竪た
て
あ
な穴
建た
て
も
の
あ
と

物
跡
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
の

あ
る
竪た
て
あ
な
じ
ょ
う
い
こ
う

穴
状
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
周
囲
か
ら
出
土
し
た
遺
物
か
ら
、

い
ず
れ
も
縄
文
時
代
後
期
（
約
四
千
年
前
）
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
面
形
は
、
円

形
～
楕
円
形
を
呈て
い

し
、
多
く
が
少
し
ず
つ
重
な
っ
た
形
で
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
３
）。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
同
時
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
複
数
の
時

期
に
ま
た
が
っ
て
笹
平
遺
跡
の
集
落
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は

見
つ
か
っ
た
竪
穴
状
遺
構
の
す
べ
て
が
建
物
跡
な
の
か
、
建
物
跡
だ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
ら

が
同
じ
人
々
が
建
て
替
え
を
繰
り
返
し
な
が
ら
継
続
し
て
利
用
し
て
い
た
も
の
な
の
か
、
あ

る
い
は
断
絶
す
る
時
期
が
あ
っ
て
異
な
る
時
期
に
別
の
人
々
が
同
じ
場
所
を
利
用
し
た
跡
な

の
か
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
解
き
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

い
く
つ
か
の
建
物
跡
で
は
、
埋
め
て
い
る
土
を
て
い
ね
い
に
除
去
し
た
結
果
、
壁
に
沿
う

よ
う
に
円
形
に
巡
る
穴
が
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
４
）。
こ
れ
ら
の
穴
は
、
柱
を
立
て
て

い
た
穴
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
建
物
の
構
造
を
考
え
る
上
で
と
て
も
重
要
な
成
果
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
柱
ち
ゅ
う
け
つ

穴
が
見
つ
か
る
か
、
あ
る
い
は
炉ろ

跡あ
と

が
見
つ
か
る
か
と
い
っ
た

こ
と
が
建
物
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
手
が
か
り
と
な
っ
て
き
ま
す
。
伴
う
建
物
跡
に

つ
い
て
は
ま
だ
検
討
段
階
で
は
あ
り
ま
す
が
、
石
を
方
形
に
組
み
上
げ
て
使
用
し
た
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉

と
い
う
形
態
の
炉
跡
も
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真
５
）。

　

ま
た
、
今
回
見
つ
か
っ
て
い
る
竪
穴
建
物
跡
お
よ
び
竪
穴
状
遺
構
の
多
く
が
直
径
四
～
六

ｍ
の
規
模
で
あ
る
な
か
、
楕
円
形
な
が
ら
長
軸
で
十
ｍ
を
超
え
る
よ
う
な
大
型
の
竪
穴
状
遺

構
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真
６
）。
こ
れ
が
建
物
跡
な
の
か
、
複
数
の
遺
構
が
重
な
っ

た
も
の
な
の
か
が
今
後
の
調
査
の
焦
点
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
二に

友ゆ
う

組ぐ
み　

鷺さ
ぎ

坂さ
か

有ゆ
う

吾ご

）
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滝瀬遺跡地元説明会 会場のご案内
11 月 7 日（土）午前 11 時より、発掘現場で開催予定です。
お車でご来跡の方は、現地に駐車場を用意しております。当日、係りの者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 ）、　
　　樋上携帯（080-1571-4983）、あるいはホームページ（ http://www.maibun.com ）をご覧下さい 。

　

滝
瀬
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
す
。

写真 1　滝瀬遺跡（右）と出土遺物（左上：スクレイパー、左下：打製石斧）

　

暑
い
夏
も
過
ぎ
、
ず
い
ぶ
ん
と
秋

ら
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
八
月
末
か

ら
開
始
し
た
八や
つ
は
し橋

地
区
に
あ
る
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
も
順
調
に
進
ん
で

い
ま
す
。
遺
跡
で
は
こ
れ
ま
で
に

縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
の
土ど

き器
や
石せ
っ
き器
が
多
数
出

土
し
、
遺
跡
の
よ
う
す
も
少
し
ず
つ

明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、十
一
月
七
日
（
土
）

午
前
十
一
時
よ
り
、
こ
れ
ら
の
貴
重

な
成
果
を
設
楽
町
民
の
方
々
に
見
学

し
て
頂
く
た
め
の
地
元
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

説
明
会
の
頃
に
は
秋
も
深
ま
り
、

川
面
の
木
々
も
色
づ
い
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ぜ
ひ
遺
跡
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

早は
や
の野
浩こ
う
じ二
）

写真 2　滝瀬遺跡 作業風景

＊現場内には凹凸があります。足下には十分にご注意下さい。

写真９　縄文土器（中期）

写真 10　縄文土器（後期）

写真 11　縄文土器（後期）

写真 12　切目石錘

　

大
栗
遺
跡
・
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

大お
お
ぐ
り栗
遺
跡
は
、
九
月
の
中
旬
で
調
査
が
完
了
し
ま
し
た
。
約
九
五
〇
〇
年
前
の
縄じ
ょ
う
も
ん
ど
き

文
土
器

や
、
約
二
五
〇
〇
年
前
の
石せ
き
ぞ
く鏃

な
ど
、
そ
の
当
時
の
時
代
が
分
か
る
遺
物
も
出
土
し
、
調
査

成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
笹
平
遺
跡
・
川
向
東
貝
津
遺
跡
と
比
べ
る
と

遺
構
、
遺
物
量
と
も
に
想
定
し
て
い
た
よ
り
も
少
な
く
、
み
な
さ
ん
に
目
を
輝
か
せ
て
読
ん

で
も
ら
え
た
か
が
気
に
な
る
点
で
す
。
今
月
号
で
大
栗
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
は
最
後
に
な

り
ま
す
。
今
後
は
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
の
報
告
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

滝た
き
せ瀬

遺
跡
は
、
豊と
よ
か
わ川

支
流
境さ
か
い
が
わ

川
の
右
岸
に
立
地
し
て
い
る
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
よ
り
さ
ら
に
上
流
の

河
岸
段
丘
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

　

大
栗
遺
跡
の
調
査
が
終
わ
っ
た
と
同
時
に
、
滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
表ひ
ょ
う
ど
く
っ
さ
く

土
掘
削
の
段
階
か
ら
遺
物
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
み
な
さ
ん
の
興
味

を
引
け
る
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

写
真
９
は
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
（
約
五
〇
〇
〇
年
前
）
の
土
器
で
す
。
写
真
10
は
、
縄

文
時
代
後
期
（
約
四
五
〇
〇
年
前
）
の
土
器
で
、　

厚
く
し
た
口
縁
に
文
様
が
施
し
た
も
の

で
す
。
写
真
11
も
、
縄
文
時
代
後
期
（
約
四
五
〇
〇
年
前
）
の
土
器
で
す
。
口
縁
に
穴
を
開

け
、
模
様
を
つ
け
て
い
ま
す
。
写
真
12
は
石せ
き
す
い錘

で
、
打う
ち
か
き
せ
き
す
い

欠
石
錘
、
切き
り
め
せ
き
す
い

目
石
錘
、
有ゆ
う
こ
う
せ
き
す
い

溝
石
錘
の

三
種
類
の
分
類
の
う
ち
、
今
回
出
土
し
た
の
は
切
目
石
錘
で
す
。
滝
瀬
遺
跡
は
、
す
ぐ
そ
ば

に
旧
伊
那
街
道
、
境
川
と
長
江
川
の
合
流
地
が
あ
り
、
漁
業
を
行
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
十

分
考
え
ら
れ
る
出
土
遺
物
で
す
。　

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
前
頁
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
十
一
月
七
日
に
地
元
説
明
会

を
行
な
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
方
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
二
友
組　

杉す
ぎ
や
ま
け
い
す
け

山
敬
亮
）




