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※
地
元
説
明
会
資
料
は
、愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
度
か

ら
刊
行
し
て
い
ま
す
「
設
楽
発
掘
通
信
」
に
つ
い
て
も
、
す
べ

て
の
号
数
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
他
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
も
随
時
行
っ
て
お
り
ま

す
。
ア
ド
レ
ス
は
四
頁
目
の
奥
付
に
記
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

是
非
一
度
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。
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縄
文
時
代
の
石
鏃
に
つ
い
て

　

縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
の
石せ
き
ぞ
く鏃
は
、
材
料
の
元
と
な
る
石
（
母
岩
）
か
ら
薄
く
剥
が
し
た
石
片

（
剝は
く
へ
ん片
）
を
打
ち
欠
い
て
加
工
を
加
え
る
、
打だ
せ
い製
石
鏃
が
中
心
で
す
。
石
鏃
は
、
矢
の
先
端

の
突
き
刺
さ
る
部
分
に
当
た
り
ま
す
。
矢や
が
ら柄
に
装
着
す
る
際
に
は
、
凹
ま
せ
た
鏃
の
基
部
へ

矢
柄
の
先
端
を
挟
み
付
け
る
場
合
と
、
鏃
の
基
部
に
茎く
き

を
作
り
出
し
て
、
そ
の
部
分
を
矢
柄

の
先
端
に
差
し
込
む
場
合
に
、
大
き
く
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
石
鏃
の
場
合
、
無む
け
い
ぞ
く

茎
鏃

と
い
わ
れ
る
茎
の
な
い
も
の
が
前
者
に
、　

茎
の
あ
る
有ゆ
う
け
い
ぞ
く

茎
鏃
と
い
わ
れ
る
も
の
が
後
者
に

ま
す
。
使
用
さ
れ
て
い
る
石
材
は
、
下げ
ろ
い
し

呂
石
と
も
呼
ば
れ
る
流
り
ゅ
う
も
ん
が
ん

紋
岩
の
仲
間
で
、
こ
の
時

期
に
石
鏃
を
中
心
に
多
用
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

縄
文
時
代
晩
期
に
な
り
る
と
、
東
北
地
域
か
ら
関
西
地
域
に
か
け
て
、
根ね
ば
さ挟
み
と
い
わ

れ
る
石
鏃
を
装
着
す
る
鹿
角
製
の
器
具
が
出
現
し
ま
す
。
東
海
地
域
で
は
、
貝
塚
か
ら
多

量
に
出
土
し
て
お
り
、
内
陸
部
も
含
め
て
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

研
磨
の
目
的
は
、
矢
柄
へ
の
安
定
し
た
装
着
を
行
う
た
め
で
す
。
石
鏃
製
作
時
に
中
央

に
瘤こ
ぶ

の
よ
う
な
盛
り
上
が
り
が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
を
研
磨
で
除
去
す
る

よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
根
挟
み
の
あ
る
矢
は
、
民
族
事
例
な
ど
か
ら
、
毒
矢
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

て
い
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
）

　

地
元
説
明
会
に
ご
来
場

　
　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
る
十
一
月
七
日
（
土
）・
二
十
一
日
（
土
）
に
地
元
説
明
会
を
開
催
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、
滝た

き
せ瀬

遺
跡
（
八
橋
所
在
）
で
は
四
十
名
、
今
年
二
回
目

の
笹さ

さ
だ
い
ら平

遺
跡
（
小
松
所
在
）
に
は
百
十
名
も
の
方
々
が
お
越
し
下
さ
い
ま

し
た
。
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
早そ
う
き期

か
ら
前ぜ
ん
き期

の
集し
ゅ
う
せ
き
ろ
あ
と

石
炉
跡
七
基
を
中
心
に
、
中
期
か
ら
後こ
う

期き

の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
、
後
期
の
袋
ふ
く
ろ
じ
ょ
う
ど
こ
う

状
土
坑
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
「
集
石
炉
」

に
は
興
味
を
も
た
れ
る
方
も
多
く
、
用
途
を
は
じ
め
様
々
な
ご
質
問
や
ご
感
想
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

ま
た
県
内
で
は
稀ま
れ

な
集
落
全
面
調
査
と
な
っ
た
笹
平
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
と
後
期

の
竪
穴
建
物
跡
（
十
六
棟
以
上
）
な
ど
を
、
中
央
の
大
岩
を
横
目
に
見
な
が
ら
順
路
に
沿
っ

て
ゆ
っ
く
り
と
見
学
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
遺
跡
を
代
表
す
る
資
料
と
な
っ

た
岩が
ん
ぐ
う
が
ん
ば
ん
る
い

偶
岩
版
類
・
大お
お
が
た型

石せ
き
ぼ
う棒

や
、
土ど

偶ぐ
う

な
ど
へ
の
関
心
は
高
く
、
や
は
り
様
々
な
想
像
を
掻

き
立
て
る
造
形
で
あ
る
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
今
年
度
の
調
査
も
い
よ
い
よ
終
盤
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
も
と

に
設
楽
町
の
縄
文
時
代
の
く
ら
し
に
つ
い
て
ご
報
告
で
き
る
よ
う
準
備
し
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　
　

武た
け
べ部

真ま

き木
）

写真 1　滝瀬遺跡 説明会の様子

図 1　設楽地域の部分磨製石鏃
　　（奥三河郷土館  蔵）

　※トーン部分が研磨の範囲

図２　宮城県中沢目貝塚　
出土石鏃装着の根挟み

（東北大学考古学研究室 蔵）
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茎
の
石
鏃

根
挟
み
（
鹿
角
製
）

矢
柄

ね
ば
さ

天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
残
存
範
囲

（
当
時
は
接
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
）

写真２　笹平遺跡 説明会の様子

　

全
面
を
磨
い
て
仕
上
げ
る
磨ま
せ
い製
石
鏃
は
、
弥や
よ
い
じ
だ
い

生
時
代
中ち
ゅ
う
き
こ
う
よ
う

期
後
葉
（
今
か
ら

約
二
千
年
前
）
頃
に
出
現
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
縄
文
時
代
に
お
い
て
も
、

草そ
う
そ
う
き

創
期
以
降
、
器
面
の
一
部
の
み
が
研
磨
さ
れ
る
、
局き
ょ
く
ぶ
ま
せ
い

部
磨
製
石
鏃
と
か

部ぶ
ぶ
ん
ま
せ
い

分
磨
製
石
鏃
と
か
言
わ
れ
る
、
打
製
石
鏃
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
か

つ
て
は
、
縄
文
時
代
早そ
う
き期

（
今
か
ら
約
九
千
年
前
頃
）
に
特
徴
的
な
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
、
縄
文
時
代
後
晩
期
（
今
か
ら
約

四
千
年
前
以
降
）
に
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

図
１
は
設
楽
町
内
の
事
例
で
、
縄
文
時
代
後
晩
期
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
身
の
中
心
部
か
ら
凹
ん
だ
基
部
に
か
け
て
研
磨
さ
れ
て
い

該
当
し
ま
す
。
縄
文
時
代
を
通
じ
て
は
無
茎
鏃
が
多
く
、
東
海
地
域
で
は
有

茎
鏃
は
縄
文
時
代
晩ば
ん
き期
（
今
か
ら
約
三
千
二
百
年
前
）
以
降
に
次
第
に
増
え

て
き
ま
す
。

写真 13　大名倉遺跡出土
　　有茎鏃（奥三河郷土館  蔵）

※下の凸部分が茎部
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滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

滝た
き
せ
い
せ
き

瀬
遺
跡
は
十
一
月
二
十
四
日
を
も
っ
て
す
べ
て
の
調
査
が
完
了
し
ま
し
た
。
現
在

は
、
調
査
区
埋
め
戻
し
と
遺い
ぶ
つ
せ
ん
じ
ょ
う

物
洗
浄
を
行
っ
て
い
ま
す
。
遺
物
の
洗
浄
が
完
了
し
時
期
等
が

判
明
し
次
第
、
出
土
遺
物
の
成
果
を
ご
報
告
し
ま
す
。
今
月
は
現
地
調
査
で
見
つ
か
っ
た

縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
早そ
う
き期

〜
前ぜ
ん
き期

（
今
か
ら
六
千
年
前
以
前
）
の
集し
ゅ
う
せ
き
ろ

石
炉
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

写
真
３
・
４
の
よ
う
に
火
の
影
え
い
き
ょ
う響
を
受
け
て
赤
み
が
か
っ
た
礫れ
き

が
多
数
見
つ
か
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
遺
構
内
に
入
れ
ら
れ
た
石
で
は
な
く
、
元
々
そ
の
場
に
あ
っ
た
自
然
の
礫
を

利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
写
真
５
の
石
は
タ
ー
ル
が
付
着
し
て
い
る
も
の
で
す
。

タ
ー
ル
と
は
、
有ゆ
う
き
し
つ

機
質
が
熱
せ
ら
れ
た
と
き
に
発
生
す
る
粘
り
気
の
あ
る
黒
色
〜
茶
色
の
液

体
で
す
。
同
じ
遺
構
内
か
ら
は
炭
も
多
く
見
つ
か
っ
た
た
め
、
炉
と
し
て
利
用
し
て
い
た
可

能
性
が
ま
す
ま
す
高
く
な
り
ま
し
た
。

　

写
真
６
〜
８
は
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
集
石
炉
の
断
面
で
す
。
６
は
黄
色
の
ラ
イ
ン
の
上
の

石
の
密み
つ
ど度

が
低
く
、
下
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
石
の
密
度
が
著
い
ち
じ
るし

く
違
い
ま
す
。
掘
り
起
こ

し
た
り
、
作
り
か
え
た
り
、
何
ら
か
の
形
で
当
時
の
人
々
が
手
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
７
は
黄
色
の
ラ
イ
ン
よ
り
上
の
石
の
密
度
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
６
と

は
逆
の
様よ
う
そ
う相

を
示
し
て
い
ま
す
。
８
は
前
の
二
つ
と
は
異
な
り
石
の
密
度
が
均
等
で
あ
る
た

め
、
遺
構
に
同
時
に
石
を
入
れ
込
ん
だ
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

写
真
９
は
完
掘
し
た
状
態
で
す
。

　

皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
想
像
が
で
き
ま
し
た
か
。
周
り
の
方
と
討と
う
ろ
ん論

、
意
見
の
交
換
を

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
二に
ゆ
う
ぐ
み

友
組　

杉す
ぎ
や
ま
け
い
す
け

山
敬
亮
）　
　
　
　
　
　

写真６　集石炉断面①

写真９　調査完了状況

写真３　被熱礫①

写真４　被熱礫②

写真５　被熱礫③

写真７　石炉断面②

写真８　集石炉断面③

　

大
名
倉
丸
山
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

大お
お
な
ぐ
ら
ま
る
や
ま

名
倉
丸
山
遺
跡
の
調
査
は
十
月
十
三
日
か
ら
始
ま
り
、
十
一
月
十
日
を
も
っ
て
終
了
し

ま
し
た
。
今
回
の
調
査
は
約
四
百
五
十
㎡
ほ
ど
の
狭
い
範は
ん
い囲

で
行
っ
た
の
で
、
短
い
調
査
期

間
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
名
倉
丸
山
遺
跡
は
豊と
よ
が
わ川

上じ
ょ
う
り
ゅ
う

流
の
左さ
が
ん岸

に
位
置
し
、
調
査
区
の
南
で
二
本
の
川
が
合
流

し
て
い
ま
す
。
明め
い
じ治

十
七
年
の
地ち
せ
き
ず

籍
図
に
は
調
査
区
東
側
を
通
る
道
が
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
現
在
で
も
そ
の
痕こ
ん
せ
き跡

が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
区
付
近
に
は
「
用よ
う
ざ
い
や
ま

材
山
」
と
記

し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
は
、
石
垣
が
築
か
れ
耕こ
う
さ
く
ち

作
地
等
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
ち
植
林
が

行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

調
査
の
成
果
と
し
て
は
、
鉄て
っ
さ
い滓

が
数
点
出
土
し
ま
し
た
。
鉄
滓
と
は
、
鍛か

じ冶
や
製せ
い
て
つ鉄

の
際

に
出
る
不ふ
じ
ゅ
ん
ぶ
つ

純
物
の
塊
か
た
ま
りの

こ
と
で
す
。
今
回
の
調
査
で
は
周
囲
に
関
連
す
る
遺い
こ
う構

は
見
つ
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
近
辺
で
鍛
冶
が
行
わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
調
査
区
南
部
に
は
大
量
の

巨き
ょ
れ
き礫

が
見
ら
れ
ま
し
た(

写
真
12)

。

こ
れ
自
体
は
自
然
の
堆た
い
せ
き積

と
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
一
部
の
礫
に
は
人
の
手

に
よ
っ
て
割
ら
れ
た
よ
う
な
痕
跡
が

見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
礫
の
間
か

ら
鑿の
み

の
よ
う
な
も
の
も
見
つ
か
り
ま

し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
石
垣
を
作

る
際
の
石
切
り
場
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

今
年
度
の
設
楽
町
で
の
調
査
も
残

り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
調
査
は

終し
ゅ
う
ば
ん
盤
を
む
か
え
て
い
ま
す
が
、
最

後
ま
で
貴き
ち
ょ
う重
な
発
見
が
続
い
て
い
ま

す
。
今
後
の
調
査
報
告
も
ご
期
待
く

だ
さ
い
。

　
（
株
式
会
社
二
友
組　

岩い
わ
せ
だ
い
す
け

瀬
大
輔
）

写真 12　空中写真撮影 ( 右が北 )

巨礫群

　

笹
平
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

六
月
か
ら
継
続
し
て
き
た
笹さ
さ

平
だ
い
ら

遺
跡
の
発
掘
調
査
も
、
調
査
が
遺
跡
全
域
に
お
よ
び
、

残
す
は
埋
め
戻
し
作
業
の
み
と
終
了
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
調
査
成
果
の
詳
細
な
報
告
は

次
号
で
改
め
て
行
う
予
定
で
お
り
ま
す
が
、
今
回
は
そ
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
。

　

去
る
地
元
説
明
会
で
の
目
玉
と
で
も
言
う
べ
き
遺
物
の
一
つ
が
土ど
ぐ
う偶

で
し
た
。
土
偶
と
は

粘
土
を
焼
成
し
て
つ
く
っ
た
人ひ
と
が
た形

で
、
一
般
的
に
女
性
、
特
に
妊
婦
を
表
現
し
て
い
る
も
の

が
多
い
と
言
わ
れ
、
今
回
出
土
し
た
も
の
も
女
性
を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
写
真

10
が
出
土
し
た
土
偶
で
す
が
、
頭
部
・
両
腕
・
下
半
身
が
欠
損
し
て
い
ま
す
。
全
国
的
に
も

出
土
例
の
ほ
と
ん
ど
が
「
壊
さ
れ
た
」
状
態
で
、
完
全
な
形
で
出
土
す
る
例
は
ほ
ん
の
わ
ず

か
だ
そ
う
で
す
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
土
偶
を
破
壊
す
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

土
偶
は
、
以
前
に
も
紹
介
し
ま
し
た
石せ
き
ぼ
う棒

（
写
真
11
）
と
と
も
に
、
縄
文
時
代
に
特
徴
的

な
祭
祀
や
呪
術
に
か
か
わ
る
遺
物
の
典
型
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
特
殊
遺
物
も
含

め
、
多
く
の
呪じ
ゅ
じ
ゅ
つ
ぐ

術
具
が
出
土
し
た
こ
と
は
大
変
貴
重
な
発
見
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
遺
物
を
考
え
る
時
、
縄
文
時
代
の
人
々
の
社
会
・
思
想
・
精
神
と
い
っ
た
枠
組
み

で
語
ら
れ
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
も
多
く
、
興
味
の
尽
き
な
い
分
野
と
言
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
（
株
式
会
社
二
友
組　

鷺さ
ぎ

坂さ
か

有ゆ
う

吾ご

）写真 11　大型石棒出土状況

写真 10　土偶出土状況（左下が頭部）
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※
地
元
説
明
会
資
料
は
、愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
度
か

ら
刊
行
し
て
い
ま
す
「
設
楽
発
掘
通
信
」
に
つ
い
て
も
、
す
べ

て
の
号
数
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
他
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
も
随
時
行
っ
て
お
り
ま

す
。
ア
ド
レ
ス
は
四
頁
目
の
奥
付
に
記
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

是
非
一
度
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

設
楽
発
掘
通
信
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縄
文
時
代
の
石
鏃
に
つ
い
て

　

縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
の
石せ
き
ぞ
く鏃
は
、
材
料
の
元
と
な
る
石
（
母
岩
）
か
ら
薄
く
剥
が
し
た
石
片

（
剝は
く
へ
ん片
）
を
打
ち
欠
い
て
加
工
を
加
え
る
、
打だ
せ
い製
石
鏃
が
中
心
で
す
。
石
鏃
は
、
矢
の
先
端

の
突
き
刺
さ
る
部
分
に
当
た
り
ま
す
。
矢や
が
ら柄
に
装
着
す
る
際
に
は
、
凹
ま
せ
た
鏃
の
基
部
へ

矢
柄
の
先
端
を
挟
み
付
け
る
場
合
と
、
鏃
の
基
部
に
茎く
き

を
作
り
出
し
て
、
そ
の
部
分
を
矢
柄

の
先
端
に
差
し
込
む
場
合
に
、
大
き
く
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
石
鏃
の
場
合
、
無む
け
い
ぞ
く

茎
鏃

と
い
わ
れ
る
茎
の
な
い
も
の
が
前
者
に
、　

茎
の
あ
る
有ゆ
う
け
い
ぞ
く

茎
鏃
と
い
わ
れ
る
も
の
が
後
者
に

ま
す
。
使
用
さ
れ
て
い
る
石
材
は
、
下げ
ろ
い
し

呂
石
と
も
呼
ば
れ
る
流
り
ゅ
う
も
ん
が
ん

紋
岩
の
仲
間
で
、
こ
の
時

期
に
石
鏃
を
中
心
に
多
用
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

縄
文
時
代
晩
期
に
な
り
る
と
、
東
北
地
域
か
ら
関
西
地
域
に
か
け
て
、
根ね
ば
さ挟
み
と
い
わ

れ
る
石
鏃
を
装
着
す
る
鹿
角
製
の
器
具
が
出
現
し
ま
す
。
東
海
地
域
で
は
、
貝
塚
か
ら
多

量
に
出
土
し
て
お
り
、
内
陸
部
も
含
め
て
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

研
磨
の
目
的
は
、
矢
柄
へ
の
安
定
し
た
装
着
を
行
う
た
め
で
す
。
石
鏃
製
作
時
に
中
央

に
瘤こ
ぶ

の
よ
う
な
盛
り
上
が
り
が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
を
研
磨
で
除
去
す
る

よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
根
挟
み
の
あ
る
矢
は
、
民
族
事
例
な
ど
か
ら
、
毒
矢
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

て
い
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
）

　

地
元
説
明
会
に
ご
来
場

　
　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
る
十
一
月
七
日
（
土
）・
二
十
一
日
（
土
）
に
地
元
説
明
会
を
開
催
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、
滝た

き
せ瀬

遺
跡
（
八
橋
所
在
）
で
は
四
十
名
、
今
年
二
回
目

の
笹さ

さ
だ
い
ら平

遺
跡
（
小
松
所
在
）
に
は
百
十
名
も
の
方
々
が
お
越
し
下
さ
い
ま

し
た
。
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
早そ
う
き期

か
ら
前ぜ
ん
き期

の
集し
ゅ
う
せ
き
ろ
あ
と

石
炉
跡
七
基
を
中
心
に
、
中
期
か
ら
後こ
う

期き

の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
、
後
期
の
袋
ふ
く
ろ
じ
ょ
う
ど
こ
う

状
土
坑
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
「
集
石
炉
」

に
は
興
味
を
も
た
れ
る
方
も
多
く
、
用
途
を
は
じ
め
様
々
な
ご
質
問
や
ご
感
想
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

ま
た
県
内
で
は
稀ま
れ

な
集
落
全
面
調
査
と
な
っ
た
笹
平
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
と
後
期

の
竪
穴
建
物
跡
（
十
六
棟
以
上
）
な
ど
を
、
中
央
の
大
岩
を
横
目
に
見
な
が
ら
順
路
に
沿
っ

て
ゆ
っ
く
り
と
見
学
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
遺
跡
を
代
表
す
る
資
料
と
な
っ

た
岩が
ん
ぐ
う
が
ん
ば
ん
る
い

偶
岩
版
類
・
大お
お
が
た型

石せ
き
ぼ
う棒

や
、
土ど

偶ぐ
う

な
ど
へ
の
関
心
は
高
く
、
や
は
り
様
々
な
想
像
を
掻

き
立
て
る
造
形
で
あ
る
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
今
年
度
の
調
査
も
い
よ
い
よ
終
盤
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
も
と

に
設
楽
町
の
縄
文
時
代
の
く
ら
し
に
つ
い
て
ご
報
告
で
き
る
よ
う
準
備
し
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　
　

武た
け
べ部

真ま

き木
）

写真 1　滝瀬遺跡 説明会の様子

図 1　設楽地域の部分磨製石鏃
　　（奥三河郷土館  蔵）

　※トーン部分が研磨の範囲

図２　宮城県中沢目貝塚　
出土石鏃装着の根挟み

（東北大学考古学研究室 蔵）

0 5cm(1/2)

1

2

3

4

1.杉平、2・3.笹平、4..大名倉
（1～4：下呂石）

0

5cm
(1/2)

無
茎
の
石
鏃

根
挟
み
（
鹿
角
製
）

矢
柄

ね
ば
さ

天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
残
存
範
囲

（
当
時
は
接
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
）

写真２　笹平遺跡 説明会の様子

　

全
面
を
磨
い
て
仕
上
げ
る
磨ま
せ
い製
石
鏃
は
、
弥や
よ
い
じ
だ
い

生
時
代
中ち
ゅ
う
き
こ
う
よ
う

期
後
葉
（
今
か
ら

約
二
千
年
前
）
頃
に
出
現
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
縄
文
時
代
に
お
い
て
も
、

草そ
う
そ
う
き

創
期
以
降
、
器
面
の
一
部
の
み
が
研
磨
さ
れ
る
、
局き
ょ
く
ぶ
ま
せ
い

部
磨
製
石
鏃
と
か

部ぶ
ぶ
ん
ま
せ
い

分
磨
製
石
鏃
と
か
言
わ
れ
る
、
打
製
石
鏃
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
か

つ
て
は
、
縄
文
時
代
早そ
う
き期

（
今
か
ら
約
九
千
年
前
頃
）
に
特
徴
的
な
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
、
縄
文
時
代
後
晩
期
（
今
か
ら
約

四
千
年
前
以
降
）
に
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

図
１
は
設
楽
町
内
の
事
例
で
、
縄
文
時
代
後
晩
期
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
身
の
中
心
部
か
ら
凹
ん
だ
基
部
に
か
け
て
研
磨
さ
れ
て
い

該
当
し
ま
す
。
縄
文
時
代
を
通
じ
て
は
無
茎
鏃
が
多
く
、
東
海
地
域
で
は
有

茎
鏃
は
縄
文
時
代
晩ば
ん
き期
（
今
か
ら
約
三
千
二
百
年
前
）
以
降
に
次
第
に
増
え

て
き
ま
す
。

写真 13　大名倉遺跡出土
　　有茎鏃（奥三河郷土館  蔵）

※下の凸部分が茎部




