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刈
谷
我
野
遺
跡
の
年
代
に
つ

い
て
、
出
土
し
た
炭
化
物
を
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
年
代
測
定

研
究
グ
ル
ー
プ(

代
表：

西
本

豊
弘
教
授)

に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
年
代
測
定
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
古
く
は
炭
素
年
代

で
約
八
九
〇
〇
年
前
、
新
し
く

は
約
八
六
〇
〇
年
前
の
年
代
値

が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
年
代
は

縄
文
時
代
早
期
に
あ
た
り
ま
す
。
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縄
文
時
代
早
期
と
い
う
時
期

は
、
出
土
し
た
遺
物
の
特
徴
か

ら
も
い
え
ま
す
。
全
体
で
約
一

万
点
の
出
土
土
器
片
が
あ
り
ま

す
が
、
お
お
よ
そ
九
割
が
無
文

土
器
、
残
り
の
一
割
が
押
型
文

土
器
と
い
う
有
文
土
器
で
占
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
無
文
土
器
は
、

大
分
県
を
中
心
と
し
た
東
九
州

の
縄
文
時
代
早
期
の
も
の
と
似

て
お
り
、
押
型
文
土
器
は
、
近

畿
以
東
、
と
り
わ
け
中
部
高
地

を
発
信
元
と
し
て
伝
わ
っ
た
も

の
で
す
。
そ
れ
ら
を
受
容
し
な

が
ら
、
刈
谷
我
野
遺
跡
独
特
の

土
器
を
製
作
し
て
、
使
用
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

そ
し
て
、
興
味
深
い
石
器
も

出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
形
状

か
ら
�
石
鹸
形
磨
石
�
と
呼
ば

れ
ま
す
が
、
こ
の
石
器
が
相
当

数
出
土
し
て
い
ま
す
。
中
四
国

地
方
で
こ
れ
だ
け
の
出
土
量
の

も
の
が
、
時
期
的
に
ま
と
ま
り

を
持
っ
て
出
土
し
た
の
は
刈
谷

我
野
遺
跡
が
初
め
て
で
す
。
こ

の
形
態
を
示
す
石
器
を
集
成
す

る
と
、
南
九
州
か
ら
奈
良
県
、

三
重
県
ま
で
の
太
平
洋
沿
岸
に

沿
う
よ
う
に
主
体
的
な
分
布
が

見
ら
れ
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら

黒
潮
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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刈
谷
我
野
遺
跡
の
調
査
は
、

今
ま
で
不
明
だ
っ
た
縄
文
時
代

早
期
の
縄
文
集
落
の
一
端
を
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
遠

隔
地
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

香
美
市
最
古
の
集
落
が
そ
こ
で

営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
た
め
に
、
現
時
点
で
は
香

美
市
の
起
源
は
刈
谷
我
野
遺
跡

に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま

す
。

刈刈
谷谷
我我
野野
遺遺
跡跡
はは
香香
美美
市市
香香
北北
町町
太太
郎郎
丸丸
字字
後後
ロロ
屋屋
敷敷
にに
所所

在在
すす
るる
遺遺
跡跡
でで
すす
。。
平平
成成
十十
五五
年年
晩晩
秋秋
かか
らら
平平
成成
十十
七七
年年
初初
頭頭

まま
でで
、、
開開
発発
にに
伴伴
うう
発発
掘掘
調調
査査
がが
断断
続続
的的
にに
行行
わわ
れれ
まま
しし
たた
。。

ここ
れれ
まま
でで
のの
調調
査査
成成
果果
はは

『『

刈刈
谷谷
我我
野野
遺遺
跡跡
ⅠⅠ』』

((
香香
北北
町町

教教
育育
委委
員員
会会
二二
〇〇
〇〇
五五))

･･
『『

刈刈
谷谷
我我
野野
遺遺
跡跡
ⅡⅡ』』

((

香香
美美
市市
教教

育育
委委
員員
会会
二二
〇〇
〇〇
七七))

にに
詳詳
しし
くく
書書
かか
れれ
てて
いい
まま
すす
。。
本本
誌誌
でで

はは
そそ
のの
成成
果果
にに
つつ
いい
てて
簡簡
単単
にに
おお
伝伝
ええ
しし
まま
すす
。。
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わわわがががまままちちちののの教教教育育育 (教育委員会)
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香
北
町
韮に

ろ

生う

野の

五
七
二
周
辺

で
遺
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

新
た
な
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包

蔵
地｢

田
尻(

た
の
し
り)

遺
跡｣

と
し
て
昨
日
十
月
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

香
北
町
制
時
代
に
計
画･

執

行
さ
れ
た
児
童
公
園
整
備
事
業

に
伴
う
事
前
の
試
掘
確
認
調
査

で
、
弥
生
時
代
後
期(

約
二
千

年
前)

の
幾
つ
も
の
土
器
が
潰

れ
た
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
土
器
捨
て
場
と
し

て
解
釈
で
き
る
た
め
、
田

尻
遺
跡
は
集
落
遺
跡
と
し

て
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
遺
跡
は
香
美
市
の

貴
重
な
歴
史
的
文
化
的
資

産
で
あ
り
、
香
美
市
の
歴

史
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
近
く
に
は
東
下

タ
ナ
ロ
遺
跡･

西
オ
ソ
バ

遺
跡･

美
良
布
遺
跡
が
あ

り
、
大
川
上
美
良
布
神
社

は
全
国
的
に
知
ら
れ
た
お

社
で
す
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
お
よ
び
文
化

財
は
、
地
域
と
国
民
一
人
ひ
と

り
共
有
の
財
産
で
あ
る
た
め
、

国
の
定
め
た
文
化
財
保
護
法
に

よ
り
、
そ
の
保
護
と
活
用
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
該
当
地
で

住
宅
建
築
や
農
地
の
天
地
換
え

等
の
開
発
行
為
を
行
う
場
合
に

は
、
書
類
の
提
出
等
が
事
前
に

必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
に

は
香
美
市
教
育
委
員
会
生
涯
学

習
課

(

�
53－

１
０
８
２)

に

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
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▲石鹸形磨石

▲

押
型
文
土
器

▲

無
文
土
器

▲

田
尻
遺
跡

わわがが
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こ
の
遺
跡
の
範
囲
は
ま
だ
西

に
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
遺
存

状
況
は
極
め
て
良
好
な
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
こ
の

遺
跡
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
記
録･

活
用
さ
れ
て
い
く
よ
う
、
市
民

の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

(

調
査
員
・
松
本

安
紀
彦)




