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川
向
東
貝
津
遺
跡
の

地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

発
掘
さ
れ
た
蹄
鉄

　
　

設
楽
地
域
の
発
掘
調
査
・
範
囲
確
認
調
査
に
お
い
て
、
み
つ
か
る
遺
物
の
中
で
、
最
も

新
し
い
時
代
の
も
の
と
し
て
、
蹄て
い
て
つ鉄

が
あ
り
ま
す
。
設
楽
地
域
の
調
査
で
は
馬
の
蹄
鉄
が
三

点
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
滝た
き
せ瀬

遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
左
前
足
用
と
思
わ
れ
る
も
の
、

二
つ
目
は
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
左
前
足
用
と
思
わ
れ
る
も
の
、
三
つ
目
は
川か
わ
む
き向

萩は
ぎ
のノ

平ひ
ら

沢さ
わ

遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
左
後
足
用
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

馬
の
蹄
ひ
ず
め

の
形
に
応
じ
て
、
大
き
さ
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
長
さ
と
幅
が

十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
～
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
厚
み
は
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前

後
で
す
。
ど
の
蹄
鉄
に
も
蹄
の
前
側
を
支
え
る
鉄て
っ
し
ん唇
が
接せ
っ
て
い
め
ん

蹄
面
に
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
て
、

接せ
っ
ち
め
ん

地
面
は
鉄て
っ
と
う頭
が
や
や
上
に
反
る
状
態
（
上じ
ょ
う
わ
ん弯
）
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

全
体
の
形
態
は
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
が
、
滝
瀬
遺
跡
の
蹄
鉄
は
鉄て
つ
び
た
ん

尾
端
が
や
や
細
長
く

丸
く
お
わ
る
形
（
写
真
5
上
右
）、
万
瀬
遺
跡
と
川
向
萩
ノ
平
沢
遺
跡
の
蹄
鉄
は
鉄
尾
端
が

直
線
的
に
ま
っ
す
ぐ
切
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
（
同
上
左
・
中
）。
表
面
観
察
の
写
真

で
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
X
線
写
真
で
み
る
と
滝
瀬
遺
跡
の
蹄
鉄
を
固
定
し
た
釘ち
ょ
う
こ
う孔
が

七
ヶ
所
あ
る
の
み
で
す
が
（
写
真
5
下
右
）、
万
瀬
遺
跡
と
川
向
萩
ノ
平
遺
跡
の
蹄
鉄
に
は

六
ヶ
所
の
釘
孔
と
釘
孔
を
つ
な
げ
る
釘く
ぎ
み
ぞ溝
が
左
右
に
み
ら
れ
ま
す
（
同
下
左
・
中
）。

　

こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
愛
知
県
の
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
も
確
認
さ
れ
て
い
て
、
滝
瀬

遺
跡
の
タ
イ
プ
は
春
日
井
市
勝か
ち
が
わ川
遺
跡
や
新
城
市
欠か
け
し
た
じ
ょ
う
あ
と

下
城
跡
に
み
ら
れ
、
万
瀬
遺
跡
・
川
向

萩
ノ
平
沢
遺
跡
の
タ
イ
プ
は
、
名な
ご
や
じ
ょ
う

古
屋
城
三さ
ん

の
丸ま
る

遺
跡
の
第だ
い
さ
ん
し
だ
ん

三
師
団
経け
い
り
ぶ

理
部
第だ
い
い
ち
そ
う
こ

一
倉
庫
関
連

の
蹄
鉄
に
類
例
が
あ
り
ま
す
。
日
本
に
蹄
鉄
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
江え

ど戸
時
代
の
末
の
こ
と

で
、
日
本
列
島
に
広
く
普
及
し
た
の
は
明め
い
じ治

時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
蹄
鉄
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
設

楽
地
域
に
お
け
る
馬
の
利
用
は
、
よ
り
昔
か
ら
人
や
物
資
の
移
動
、
農
作
業
な
ど
に
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
蹄
鉄
が
使
わ
れ
た
時
代
の
違
い
な
の
か
、
蹄
鉄
の
製
作
者
の
違
い

な
の
か
、あ
る
い
は
馬
の
種
類
や
利
用
方
法
の
違
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

今
回
紹
介
し
ま
し
た
蹄
鉄
は
設
楽
地
域
で
馬
が
活
躍
し
た
最
後
の
時
代
の
痕
跡
を
示
す
も
の

と
い
え
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
埋ま
い
ぞ
う蔵
文ぶ
ん
か
ざ
い

化
財
セ
ン
タ
ー　

蔭か
げ
や
ま山
誠せ
い
い
ち一
）　

　

本
年
度
の
川か

わ
む
き向
東ひ

が
し
が
い
つ

貝
津
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
六
月
か
ら
開
始
し
、
八

月
現
在
、
調
査
は
終
盤
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
の
調
査
で
は
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
中ち

ゅ
う
き期
と
後こ

う
き期
の
遺い

こ
う構
（
今
か
ら

五
千
年
前
～
四
千
四
百
年
前
）
を
検
出
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
代
表

的
な
遺
構
と
し
て
は
、
中
期
で
は
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡あ

と

が
四
棟
、
後
期
で
は
竪

穴
建
物
跡
二
棟
と
、
時
期
は
不
詳
で
す
が
多
数
の
集
し
ゅ
う
せ
き石
土ど

こ
う坑
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
さ
ら
に
下
層
で
は
縄
文
時
代
草そ
う
そ
う
き

創
期
（
今
か
ら
約

一
万
五
千
年
前
頃
）
と
後こ
う
き
き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

期
旧
石
器
時
代
（
今
か
ら
約
一
万
八
千
年
前

頃
）
の
遺
物
が
出
土
す
る
層
位
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
調
査
は
、
昨
年
度
に
確
認
さ
れ
た
縄
文
時
代
草
創
期
と
後

期
旧
石
器
時
代
の
遺
物
が
出
土
す
る
層
位
を
調
査
対
象
と
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
境
さ
か
い
が
わ川

の
古
い
河
道
を
確
認
し
、
そ
の
南
側
と
北
西
部
で
石

器
の
集
中
地
点
を
確
認
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

調
査
が
一
段
落
し
た
七
月
二
十
三
日
に
は
、
こ
れ
ら
の
石
器
の
出
土

状
況
を
紹
介
す
る
た
め
、
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
地

元
の
方
々
を
中
心
に
六
十
名
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛あ
い
ち
け
ん
ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

池い
け
も
と本
正ま
さ
あ
き明
）

写真 1　川向東貝津遺跡 地元説明会の様子

写真 5　設楽地域で見つかった蹄鉄（縮尺約 4 分の１）
【左】川向萩ノ平沢遺跡【中】万瀬遺跡【右】滝瀬遺跡

各資料  上が現況写真・下が X 線写真

鉄唇 鉄頭

鉄尾端

鉄唇 鉄頭

鉄尾端

鉄唇 鉄頭

鉄尾端

四角い孔は釘孔で、右の事例のみ釘溝は認められません

釘溝
釘溝

黒曜石 石核の出土状況
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滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
調
査
は
開
始
か
ら
お
よ
そ
三
ヶ
月
が
経
ち
、
折
り
返
し
地
点
を
む
か
え
て
い

ま
す
。
Ａ
区(

調
査
区
東
部)

は
、
一
部
の
重
要
な
遺い
こ
う構

を
残
し
て
ほ
ぼ
終
了
し
ま
し
た
。

残
る
調
査
は
前
号
で
も
お
伝
え
し
た
南
部
に
あ
る
竪た
て
あ
な穴

建
物
跡
と
、
北
部
に
あ
る
礫れ
き

が
集
中

す
る
部
分
（
配は
い
せ
き
い
こ
う

石
遺
構
な
ど
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
）
の
補ほ
そ
く足

調
査
の
み
と
な
り
ま
し

た
。
Ａ
区
の
調
査
範
囲
で
は
後
世
の
耕こ
う
さ
く作

に
よ
っ
て
削さ
く
へ
い平

さ
れ
た
部
分
も
あ
り
ま
し
た
が
、

特
に
川
側
を
中
心
に
遺
跡
の
広
が
っ
て
い
る
様
子
が
観
察
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
山
側
で
は
、

ま
と
ま
っ
た
量
の
遺い
ぶ
つ物

を
包
含
す
る
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
後こ
う
き
ぜ
ん
よ
う

期
前
葉
（
今
か
ら
約
四
千
年
前
）
の
黒
色

土
層
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
層
の
中
に
は
、
配
石
遺
構
な
ど
を
構
成
す
る
河
原
な
ど
か

ら
持
ち
込
ま
れ
た
礫
の
ほ
か
、
遺
物
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
打だ
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

土
掘
り
具)

な

ど
特
に
石せ
っ
き器
が
目
立
ち
ま
し
た
。
石
器
以
外
に
も
、
Ａ
区
で
は
土
器
も
多
く
出
土
し
ま
し

た
。
出
土
し
た
土
器
は
、
縄
文
時
代
後
期
前
葉
か
ら
中
ち
ゅ
う
よ
う葉(

今
か
ら
四
千
年
前
～
三
千
八
百

年
前
頃)

の
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
い
も
の
で
は
縄
文
時
代
早そ

う

き
期(

約

九
千
五
百
年
前)

の
土
器
片
も
数
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、

弥や
よ
い生

土
器
と
考
え
ら
れ
る
土
器
片
や
山や
ま
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
碗
と
呼
ば
れ
る
中
世
の
焼
き
物
が
出
土
し
ま
し
た

が
、
縄
文
土
器
と
比
べ
る
と
ご
く
少
数
で
し
た
。

　

現
在
は
Ｂ
区(

調
査
区
西
部)

の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
Ｂ
区
は
四
区
画
に
分
け
、
南

東
部
を
Ｂ
ａ
区
、
南
西
部
を
Ｂ
ｂ
区
、
北
東
部
を
Ｂ
ｃ
区
、
北
西
部
を
Ｂ
ｄ
区
と
し
ま
し
た
。

す
で
に
Ｂ
ｃ
区
の
調
査
は
終
了
し
て
い
ま
す
。
こ
の
範
囲
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
は
一
基
の
み

で
し
た
。
約
五
・
五
×
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の
隅す
み
ま
る
ほ
う
け
い

丸
方
形
を
し
た
落
ち
込
み
で
、
深
さ
は
約

三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。
中
央
部
に
は
焼し
ょ
う
ど土

が
少
量
見
ら
れ
ま
し
た
。
埋
土
か
ら

は
、
弥
生
時
代
末
か
ら
古こ
ふ
ん墳

時
代
初
め(

今
か
ら
約
千
八
百
年
前)

の
土
器
が
出
土
し
ま
し

た
。
遺
構
の
性
格
は
不
明
で
す
が
、大
き
さ
や
形
状
か
ら
竪
穴
建
物
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

現
在
は
Ｂ
ａ
区
と
Ｂ
ｂ
区
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
Ｂ
ｃ
区
で
出
土
し
た
遺
物
に
は
、

Ａ
区
で
は
出
土
し
な
か
っ
た
時
代
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
の
調
査
で
は
、
こ
れ
ま
で

に
多
く
確
認
さ
れ
た
縄
文
時
代
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
時
代
の
遺
跡
も
広
が
っ

て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ

西
工
業
株
式
会
社　

岩い
わ
せ
だ
い
す
け

瀬
大
輔
）

　

滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

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
か
ら
は
、
多
く
の
尖せ
ん
と
う
き

頭
器
（
手て
や
り槍

や
投な

げ
槍や
り

の
穂ほ
さ
き先

）
が
出
土
し
ま

し
た
。（
写
真
3
）　

種
類
は
有ゆ
う
ぜ
つ舌
尖
頭
器
（
軸じ
く
ぶ部
に
茎
な
か
ご
が
附ふ
ぞ
く属
す
る
）
①
、
木も
く

葉よ
う

形け
い

尖
頭
器

（
木こ

の
葉は

の
形
に
似
る
）
②
～
⑤
、
尖
頭
器
⑥
～
⑪
に
な
り
ま
す
。
写
真
に
は
十
一
点
し
か

写
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在
十
三
点
の
尖
頭
器
が
確
認
出
来
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
の
出
土
数
九
点
と
合
わ
せ
て
一
つ
の
発
掘
現
場
か
ら
二
十
二
点
も
の
尖
頭
器
が
出

土
す
る
の
は
愛
知
県
内
で
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
と
な
り
ま
す
。
大
き
さ
、
形
、
重
さ
に
違
い
が

あ
り
ま
す
が
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い
そ
う
そ
う
き

文
時
代
草
創
期
（
今
か
ら
約
一
万
五
千
年
前
～
約
一
万
一
千
年
前
）
の
研
究

に
大
い
に
役
立
つ
資
料
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
当
遺
跡
か
ら
は
、
後こ
う
き
き
ゅ
う
せ
っ
き

期
旧
石
器
時
代

（
約
一
万
八
千
年
前
頃
）
の
細さ
い
せ
き石

核か
く

（
細さ
い
せ
き
じ
ん

石
刃
を
作
る
た
め
の
母ぼ
ざ
い材

）
や
細
石
刃
（
細
長
く

剥は
く
り離
し
た
も
の
を
骨こ
っ
か
く角
な
ど
に
溝
を
彫ほ

り
、
そ
こ
に
た
く
さ
ん
埋
め
込
ん
で
槍や
り
さ
き先
な
ど
と
し

て
使
用
）
や
縄
文
時
代
後こ
う
き期

か
ら
縄
文
時
代
晩ば
ん
き期

（
約
四
千
四
百
年
前
～
約
二
千
五
百
年
前
）

に
作
ら
れ
た
石せ
き
す
い錘
（
お
も
り
）
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま
す
の
で
、
次
回
で
ご
紹
介
し
よ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ

西
工
業
株
式
会
社　

坂さ
か
ぐ
ち
ひ
さ
と

口
尚
人
）　
　

                                                              

　
　

範
囲
確
認
調
査

　

小こ
ま
つ
ち
く

松
地
区
の
マ
サ
ノ
沢さ
わ

遺
跡
の
範
囲
確
認
調
査
を

終
了
し
た
後
、
出
土
し
た
遺
物
の
泥
を
落
と
す
洗
浄

作
業
を
行
い
ま
し
た
。
洗
浄
後
の
観
察
で
、
縄
文
時

代
後こ
う
き期

～
晩ば
ん
き期

（
今
か
ら
約
四
千
四
百
～
二
千
五
百

年
前
）
の
浅あ
さ
ば
ち鉢

、
深ふ
か
ば
ち鉢

な
ど
の
土
器
と
、
打だ
せ
い製

石せ
き
ふ斧

・
刃じ
ん
き器

、
磨ま
せ
い製

石せ
き
ふ斧

・
敲た
た
き
い
し石

な
ど
の
石
器
（
写

真
4
）
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。　

　

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
範
囲
調
査
で
は
、
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
に

伴
う
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
も
検
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
で
ど
の

よ
う
な
人
々
の
活
動
が
あ
っ
た
の
か
、
今
後
の
調
査

に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
安あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ

西
工
業
株
式
会
社　

市い
ち
だ
え
い
す
け

田
英
介
）

写真 2 　滝瀬遺跡 調査区全景 ( 右が北 )写真 3 　川向東貝津遺跡出土尖頭器

写真 4　 マサノ沢遺跡出土石器
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川
向
東
貝
津
遺
跡
の

地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

発
掘
さ
れ
た
蹄
鉄

　
　

設
楽
地
域
の
発
掘
調
査
・
範
囲
確
認
調
査
に
お
い
て
、
み
つ
か
る
遺
物
の
中
で
、
最
も

新
し
い
時
代
の
も
の
と
し
て
、
蹄て
い
て
つ鉄

が
あ
り
ま
す
。
設
楽
地
域
の
調
査
で
は
馬
の
蹄
鉄
が
三

点
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
滝た
き
せ瀬

遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
左
前
足
用
と
思
わ
れ
る
も
の
、

二
つ
目
は
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
左
前
足
用
と
思
わ
れ
る
も
の
、
三
つ
目
は
川か
わ
む
き向

萩は
ぎ
のノ

平ひ
ら

沢さ
わ

遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
左
後
足
用
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

馬
の
蹄
ひ
ず
め

の
形
に
応
じ
て
、
大
き
さ
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
長
さ
と
幅
が

十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
～
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
厚
み
は
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前

後
で
す
。
ど
の
蹄
鉄
に
も
蹄
の
前
側
を
支
え
る
鉄て
っ
し
ん唇
が
接せ
っ
て
い
め
ん

蹄
面
に
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
て
、

接せ
っ
ち
め
ん

地
面
は
鉄て
っ
と
う頭
が
や
や
上
に
反
る
状
態
（
上じ
ょ
う
わ
ん弯
）
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

全
体
の
形
態
は
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
が
、
滝
瀬
遺
跡
の
蹄
鉄
は
鉄て
つ
び
た
ん

尾
端
が
や
や
細
長
く

丸
く
お
わ
る
形
（
写
真
5
上
右
）、
万
瀬
遺
跡
と
川
向
萩
ノ
平
沢
遺
跡
の
蹄
鉄
は
鉄
尾
端
が

直
線
的
に
ま
っ
す
ぐ
切
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
（
同
上
左
・
中
）。
表
面
観
察
の
写
真

で
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
X
線
写
真
で
み
る
と
滝
瀬
遺
跡
の
蹄
鉄
を
固
定
し
た
釘ち
ょ
う
こ
う孔
が

七
ヶ
所
あ
る
の
み
で
す
が
（
写
真
5
下
右
）、
万
瀬
遺
跡
と
川
向
萩
ノ
平
遺
跡
の
蹄
鉄
に
は

六
ヶ
所
の
釘
孔
と
釘
孔
を
つ
な
げ
る
釘く
ぎ
み
ぞ溝
が
左
右
に
み
ら
れ
ま
す
（
同
下
左
・
中
）。

　

こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
愛
知
県
の
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
も
確
認
さ
れ
て
い
て
、
滝
瀬

遺
跡
の
タ
イ
プ
は
春
日
井
市
勝か
ち
が
わ川
遺
跡
や
新
城
市
欠か
け
し
た
じ
ょ
う
あ
と

下
城
跡
に
み
ら
れ
、
万
瀬
遺
跡
・
川
向

萩
ノ
平
沢
遺
跡
の
タ
イ
プ
は
、
名な
ご
や
じ
ょ
う

古
屋
城
三さ
ん

の
丸ま
る

遺
跡
の
第だ
い
さ
ん
し
だ
ん

三
師
団
経け
い
り
ぶ

理
部
第だ
い
い
ち
そ
う
こ

一
倉
庫
関
連

の
蹄
鉄
に
類
例
が
あ
り
ま
す
。
日
本
に
蹄
鉄
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
江え

ど戸
時
代
の
末
の
こ
と

で
、
日
本
列
島
に
広
く
普
及
し
た
の
は
明め
い
じ治

時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
蹄
鉄
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
設

楽
地
域
に
お
け
る
馬
の
利
用
は
、
よ
り
昔
か
ら
人
や
物
資
の
移
動
、
農
作
業
な
ど
に
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
蹄
鉄
が
使
わ
れ
た
時
代
の
違
い
な
の
か
、
蹄
鉄
の
製
作
者
の
違
い

な
の
か
、あ
る
い
は
馬
の
種
類
や
利
用
方
法
の
違
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

今
回
紹
介
し
ま
し
た
蹄
鉄
は
設
楽
地
域
で
馬
が
活
躍
し
た
最
後
の
時
代
の
痕
跡
を
示
す
も
の

と
い
え
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
埋ま
い
ぞ
う蔵
文ぶ
ん
か
ざ
い

化
財
セ
ン
タ
ー　

蔭か
げ
や
ま山
誠せ
い
い
ち一
）　

　

本
年
度
の
川か

わ
む
き向
東ひ

が
し
が
い
つ

貝
津
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
六
月
か
ら
開
始
し
、
八

月
現
在
、
調
査
は
終
盤
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
の
調
査
で
は
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
中ち

ゅ
う
き期
と
後こ

う
き期
の
遺い

こ
う構
（
今
か
ら

五
千
年
前
～
四
千
四
百
年
前
）
を
検
出
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
代
表

的
な
遺
構
と
し
て
は
、
中
期
で
は
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡あ

と

が
四
棟
、
後
期
で
は
竪

穴
建
物
跡
二
棟
と
、
時
期
は
不
詳
で
す
が
多
数
の
集
し
ゅ
う
せ
き石
土ど

こ
う坑
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
さ
ら
に
下
層
で
は
縄
文
時
代
草そ
う
そ
う
き

創
期
（
今
か
ら
約

一
万
五
千
年
前
頃
）
と
後こ
う
き
き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

期
旧
石
器
時
代
（
今
か
ら
約
一
万
八
千
年
前

頃
）
の
遺
物
が
出
土
す
る
層
位
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
調
査
は
、
昨
年
度
に
確
認
さ
れ
た
縄
文
時
代
草
創
期
と
後

期
旧
石
器
時
代
の
遺
物
が
出
土
す
る
層
位
を
調
査
対
象
と
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
境
さ
か
い
が
わ川

の
古
い
河
道
を
確
認
し
、
そ
の
南
側
と
北
西
部
で
石

器
の
集
中
地
点
を
確
認
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

調
査
が
一
段
落
し
た
七
月
二
十
三
日
に
は
、
こ
れ
ら
の
石
器
の
出
土

状
況
を
紹
介
す
る
た
め
、
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
地

元
の
方
々
を
中
心
に
六
十
名
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛あ
い
ち
け
ん
ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

池い
け
も
と本
正ま
さ
あ
き明
）

写真 1　川向東貝津遺跡 地元説明会の様子

写真 5　設楽地域で見つかった蹄鉄（縮尺約 4 分の１）
【左】川向萩ノ平沢遺跡【中】万瀬遺跡【右】滝瀬遺跡

各資料  上が現況写真・下が X 線写真

鉄唇 鉄頭

鉄尾端

鉄唇 鉄頭

鉄尾端

鉄唇 鉄頭

鉄尾端

四角い孔は釘孔で、右の事例のみ釘溝は認められません

釘溝
釘溝

黒曜石 石核の出土状況




