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石い
し
は
ら原
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

ࣸਅ 12ɹ౦Ҩग़ͷੴ器

　

石
器
か
ら
時
代
を
推
察
す
る

　

遺
跡
か
ら
出
土
す
る
土
器
や
石
器
た
ち
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
語
っ
て

く
れ
ま
す
。
石
器
は
、
土
器
の
よ
う
に
理
化
学
的
な
方
法
か
ら
年
代
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
が
、器
種
や
形
状
か
ら
お
お
よ
そ
の
時
期
が
特
定
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
で
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
わ
か
る
の
か
。
設
楽
町
内
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
を
対
象
に
具
体
的
に
見
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す(

写
真
12
・
13
）。

　

縄
文
時
代
の
石
器
の
な
か
で
も
、
狩
猟
具
は
変
化
が
顕
著
で
時
期
が
特
定
し
や
す
い
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
狩
猟
具
に
は

木も
く
よ
う
け
い
せ
ん
と
う

葉
形
尖
頭
器き(

1
・
2)

、有ゆ
う
ぜ
つ
せ
ん
と
う

舌
尖
頭
器き

（
3
・
4)

、

石せ
き
ぞ
く鏃(

5
・
6)

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
木
葉
形

尖
頭
器
と
有
舌
尖
頭
器
は
、
縄
文
時
代
草そ
う
そ
う創

期き

前

半(

約
一
万
六
千
〜
一
万
三
千
年
前)

に
限
ら
れ
ま

す
。
一
方
石
鏃
は
、
縄
文
時
代
の
全
て
の
時
期
に
存

在
し
ま
す
。
縄
文
時
代
後
期(

約
四
千
年
前)

以
前

の
も
の
は
、
鹿
の
角
な
ど
の
押お
う
あ
つ圧
具ぐ

を
用
い
た
整
形

加
工
を
器
体
の
中
央
ま
で
施
す
も
の
が
一
般
的
で
す

が
、
縄
文
時
代
後
期
以
降
は
そ
の
整
形
加
工
を
周
辺

に
の
み
施
す
も
の
が
多
く
な
り
ま
す
。
な
か
で
も
、

側
縁
を
鋸き
ょ
し
じ
ょ
う

歯
状
に
仕
上
げ
る
も
の(

5)

は
後
期(

約

　

川
向
地
区
の
石
原
遺
跡
で
は
、
今
年
度
の
五
月
か
ら
発
掘
調
査
を
続
け

て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回
の
発
掘
調
査
区
で
は
、
地
名
の
「
石
原
」
を

思
わ
せ
る
土
石
流
の
痕
跡
が
広
範
囲
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
そ

の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
地
点
か
ら
は
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
（
約

五
千
五
百
年
前
〜
三
千
年
前
） 
の
土
器
や
石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
十
月
二
十
七
日
（
土
）
午
前
十
一
時
よ
り
、
地
元
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
詳
細
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。
最
新
の
発
掘
調
査

の
成
果
に
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
で
す
。
み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

永な
が
い井 

邦く
に
ひ
と仁
）

��

�・�：ੴ᭲（原寸大）

� �

2
0
m
m

10 ݄ 2� （）ɹޕલ 11 。より開始࣌
場所：遺跡現地（設楽町川向字石原地内。豊

鉄バス津具線「境川」バス停から徒歩 15 分）

参加費無料。内容：遺構の見学と遺物の展示。

車でご来場の際は国道 257 号の❶、県道 10 号

設楽根羽線の❷❸から県道 432 号小松田口線

に入り、境川橋西側で町道に進入してください。

お問い合わせは、愛知県埋蔵文化財センター

調査課・永井邦仁携帯 (080-1571-4990)

またはホームページ

(http://www.maibun.com)をご覧下さい。

石原遺跡　地元説明会のご案内

1 2 3 4

1・2：木葉形尖頭器、3・4：有舌尖頭器（原寸大）

2

2
0
m
m

ࣸਅ 13ɹੴ原Ҩग़ͷੴ器

四
千
〜
三
千
年
前)

に
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
石
器
ひ
と
つ
か
ら
で
も
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
み
な
さ

ま
も
、
博
物
館
に
展
示
し
て
あ
る
遺
物
を
よ
く
観
察
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
石
器
が
当
時
の

人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

田た
な
か
り
ょ
う

中
良
）

ੴ原Ҩશ1）ܠ�" ۠ௐࠪ࣌、౦͔Β）
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石
原
遺
跡
の
調
査

　

石
原
遺
跡
で
は
、
調
査
区
の
西
半
分
に
あ
た
る
十
八
B
区
の
調
査
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
重
機
に
よ
る
表ひ
ょ
う
ど
く
っ
さ
く

土
掘
削
が
済
ん
だ
箇
所
か
ら
、
順
次
人
力
に
よ
る
遺い
こ
う
け
ん
し
ゅ
つ

構
検
出
作
業

を
進
め
て
い
る
最
中
で
す
。
果
た
し
て
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
遺
構
が
見
つ
か
る
で
し
ょ
う
か
。

　

写
真
1
は
、
重
機
掘
削
直
後
の
で
こ
ぼ
こ
を
平
ら
に
削
り
な
が
ら
、
遺
構
検
出
に
向
け
て

掘
り
下
げ
を
行
っ
て
い
る
場
面
で
す
。
発
掘
調
査
で
は
、
土
の
微
妙
な
違
い
を
見
極
め
な
が

ら
遺
構
を
探
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
地
面
を
平
ら
に
削
る
こ
と
と
、
そ
の
際
に
出
た
土
の
カ

ス
（
発
掘
現
場
で
は
「
浮
い
た
土
」
と
呼
び
ま
す
）
を
残
さ
な
い
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
土
の
色
や
質
を
見
定
め
、
区
別
し
て
、
遺
構
が
探
し
や
す
く
な
る
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
地
面
に
は
大
小
多
く
の
石
や
木
の
根
な
ど
、
様
々
な
障
害
物
が
埋
ま
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
処
理
し
な
が
ら
遺
構
検
出
を
行
う
の
は
と
て
も
難
し
く
、
根
気
の
い
る

作
業
で
す
。「
そ
れ
が
発
掘
作
業
だ
よ
」、「
そ
こ
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
る
の
が
腕
の
見
せ
所

だ
よ
」
な
ど
と
声
を
か
け
な
が
ら
、発
掘
作
業
員
さ
ん
へ
の
要
求
は
高
ま
る
ば
か
り
で
す
が
、

作
業
員
さ
ん
た
ち
も
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

ࣸਅ 1ɹ1� ̗۠۷ΓԼ͛ۀ࡞෩ܠ（͔Β）

ࣸਅ 3ɹ1�" ۠ 0304, Ҩग़ঢ়گ（ೆ͔Β）

　

写
真
2
は
、十
八
A
区
で
見
つ
か
っ
た
遺
構
を
掘
り
終
え
た
場
面
で
す
。
こ
の
エ
リ
ア
は
、

近
現
代
の
耕
作
や
度
重
な
る
土
石
流
に
よ
る
撹か

く
ら
ん乱

を
ま
ぬ
が
れ
て
、
遺い
ぶ
つ
ほ
う
が
ん
そ
う

物
包
含
層
が
残
っ
て

い
た
場
所
で
す
。
こ
こ
で
は
二
十
を
超
え
る
土ど
こ
う坑

と
多
く
の
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
遺
構
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
に
な
り

ま
す
が
、
そ
の
中
で
特
徴
的
な
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　

〇
三
〇
Ｓ
Ｋ
か
ら
は
石
器
を
作
成
す
る
際
に
生
じ
る
剥は
く
へ
ん片

が
大
量
に
出
土
し
ま
し
た
（
写

真
3
）。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
安あ
ん
ざ
ん
が
ん

山
岩
と
呼
ば
れ
る
石
材
で
、
よ
く
石
器
に
使
わ
れ
る
も
の
で

す
。
こ
の
石
原
遺
跡
近
辺
で
み
ら
れ
る
石
は
、
ほ
と
ん
ど
が
片へ
ん
ま
が
ん

麻
岩
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

安
山
岩
は
多
く
拾
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
安
山
岩
の
剥
片
が
ま
と
ま
っ
て
大
量

に
出
土
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
所
か
ら
持
っ
て
き
て
、
こ
の
場
所
で
石
器
を
作
っ
て
い
た

可
能
性
が
あ
り
、
今
後
の
調
査
で
住
居
跡
、
集
落
跡
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

〇
四
四
Ｓ
Ｋ
か
ら
は
縄
文
土
器
片
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
ま
し
た
。
写
真
4
に
載
せ
た
破

片
に
は
文
様
が
は
っ
き
り
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
沈ち
ん
せ
ん線
に
よ
る
楕
円
や
曲
線
状
の
区
画
と
そ

の
中
を
斜
線
や
刺
突
で
充じ
ゅ
う
て
ん填
す
る
文
様
は
、
縄
文
時
代
中
期
末
（
約
四
千
年
前
）
の
も
の
で

は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
今
後
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
住
居
跡
は
、
そ

の
時
期
の
も
の
で
は
な
い
か
と
、
い
ろ
い
ろ
な
期
待
が
大
き
く
膨
ら
ん
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う

西
工
業
株
式
会
社　

鷺さ
ぎ
さ
か坂 

有ゆ
う
ご吾

）

　

滝た
き
せ瀬
遺
跡
の
調
査

　

現
在
、
滝
瀬
遺
跡
で
は
、
十
八
Ｃ
区
の
遺い
こ
う
け
ん
し
ゅ
つ

構
検
出
や
遺
構
掘く
っ
さ
く削

を
進
め
な
が
ら
、
十
八
Ｂ

区
西
側
を
重
機
に
よ
っ
て
表
土
掘
削
を
行
っ
て
い
ま
す
（
写
真
5
）。

　

十
八
Ｃ
区
で
は
、
調
査
区
の
南
東
側
か
ら
、
溝み
ぞ
じ
ょ
う
い
こ
う

状
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
6
）。

溝
は
、
ほ
ぼ
境
川
に
並
行
し
、
川
側
に
だ
け
石
が
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
北
側
は
調
査
区

の
外
に
向
か
っ
て
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
溝
か
ら
は
、
灰か
い
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
や
、

山や
ま
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
碗
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
中
世
以
降
の
溝
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
調
査
区

の
北
西
端
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
度
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
伊い
な
か
い
ど
う

那
街
道
の
続
き
部
分
が
見
つ

か
り
ま
し
た
（
写
真
10
）。
道
路
部
分
は
、
深
さ
約
三
㎝
の
溝
状
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に

砂じ
ゃ
り利
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
硬か
た

く
締し

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
遺
構
の
下
に
は
、
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
縄
文
時
代
の
遺い
ぶ
つ
ほ
う
が
ん
そ
う

物
包
含
層
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
縄
文
土
器
片
や
石せ
き
ぞ
く鏃

（
矢
じ
り
）、
石い
し
さ
じ匙

（
匙
形
の
刃
物
）（
写

真
7
）、
有ゆ
う
こ
う
せ
き
す
い

溝
石
錘
（
網
な
ど
に
付
け
る
錘
お
も
り）（
写
真
8
）、
打だ
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
（
土
掘
り
具
）、
磨す
り
い
し石

（
木
の
実
な
ど
を
磨
り
つ
ぶ
す
道
具
）、
剥は
く
へ
ん片
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
現
在
見
つ
か
っ

て
い
る
縄
文
土
器
は
、
後
期
前
葉
か
ら
中
葉
（
今
か
ら
約
四
千
年
前
〜
三
千
五
百
年
前
頃
）

が
主
体
で
す
。
石
鏃
は
、茎
な
か
ご

（
矢や
が
ら柄

を
装
そ
う
ち
ゃ
く

着
す
る
部
分
）
の
あ
る
有ゆ
う
け
い茎

石
鏃
（
写
真
9
）
と
、

茎
の
な
い
無む
け
い茎
石
鏃
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
遺
物
包
含
層
に
は
、
遺
物
な
ど
が
ま
と
ま
っ

て
い
る
部
分
が
あ
り
（
写
真
11
）、
遺
構
の
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検け
ん
と
う討

し
な
が
ら
、

調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

十
八
Ｂ
区
は
、
傾
斜
が
急
な
部
分
も
あ
る
た
め
、
慎
し
ん
ち
ょ
う
重
に
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
調
査

区
の
中
央
付
近
で
は
、
遺
構
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
西
工
業
株
式
会
社　

髙た
か
ぎ木 

祐ゆ
う
じ志

）

ࣸਅ �ɹ1�# ۠ද۷（ೆ౦͔Β）

ࣸਅ �ɹ1�$ （͔Β）ߏঢ়Ҩߔ۠

ࣸਅ 11ɹ1�$ ۠Ҩݕग़෩ܠ（ೆ౦͔Β）

ࣸਅ 10ɹ1�$ ۠ҏಹ֗ಓ（͔Β）

伊那街道

ࣸਅ �ɹ1�$ ۠ੴ᭲

ࣸਅ �ɹ1�$ ۠ੴ

ࣸਅ �ɹ1�$ ۠有ߔੴ



41

設楽発掘通信 No.40設楽発掘通信 No.40

◀国道257号

◀県道10号線

石原遺跡

設楽大橋川向公会堂前

境川

道町県道 432 号線
　　▼

❶

❷❸

境川橋

至 名倉・稲武

至新城

至 東栄

至 足助

至 津具

国道257号

国道473号

国道257号

県道33号
設楽瀬戸線

県道10号 設楽根羽線
石原遺跡

田口

川向

八橋

小松

松戸

大名倉

文文

●

設楽中学校 田口小学校

N

0 5km

設楽大橋川向公会堂前

大沼

境川

添沢

滝瀬橋

設楽町役場

県道432号
小松田口線

平
成
30
年
９
月
号

　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
・
発
行　

 　
　
公
益
財
団
法
人 

愛
知
県
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〒
４
９
８-

０
０
１
７　
愛
知
県
弥
富
市
前
ヶ
須
町
野
方
８
０
２
の
２
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話　

(

０
５
６
７)

６
７-

４
１
６
１【
管
理
課
】　
４
１
６
３【
調
査
課
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.m
aibun.com

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Facebook　

https://w
w
w
.facebook.com

/m
aibunaichi

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Tw
itter　

https://tw
itter.com

/aichi_m
aibun

　
　
　
　
　
　
　
　

 

印
刷
・
協
力　
　
　

安
西
工
業
株
式
会
社

No.40

平成 30年
９月号

No.40

　

石い
し
は
ら原
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

ࣸਅ 12ɹ౦Ҩग़ͷੴ器

　

石
器
か
ら
時
代
を
推
察
す
る

　

遺
跡
か
ら
出
土
す
る
土
器
や
石
器
た
ち
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
語
っ
て

く
れ
ま
す
。
石
器
は
、
土
器
の
よ
う
に
理
化
学
的
な
方
法
か
ら
年
代
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
が
、器
種
や
形
状
か
ら
お
お
よ
そ
の
時
期
が
特
定
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
で
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
わ
か
る
の
か
。
設
楽
町
内
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
を
対
象
に
具
体
的
に
見
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す(

写
真
12
・
13
）。

　

縄
文
時
代
の
石
器
の
な
か
で
も
、
狩
猟
具
は
変
化
が
顕
著
で
時
期
が
特
定
し
や
す
い
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
狩
猟
具
に
は

木も
く
よ
う
け
い
せ
ん
と
う

葉
形
尖
頭
器き(

1
・
2)

、有ゆ
う
ぜ
つ
せ
ん
と
う

舌
尖
頭
器き

（
3
・
4)

、

石せ
き
ぞ
く鏃(

5
・
6)

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
木
葉
形

尖
頭
器
と
有
舌
尖
頭
器
は
、
縄
文
時
代
草そ
う
そ
う創

期き

前

半(

約
一
万
六
千
〜
一
万
三
千
年
前)

に
限
ら
れ
ま

す
。
一
方
石
鏃
は
、
縄
文
時
代
の
全
て
の
時
期
に
存

在
し
ま
す
。
縄
文
時
代
後
期(

約
四
千
年
前)

以
前

の
も
の
は
、
鹿
の
角
な
ど
の
押お
う
あ
つ圧
具ぐ

を
用
い
た
整
形

加
工
を
器
体
の
中
央
ま
で
施
す
も
の
が
一
般
的
で
す

が
、
縄
文
時
代
後
期
以
降
は
そ
の
整
形
加
工
を
周
辺

に
の
み
施
す
も
の
が
多
く
な
り
ま
す
。
な
か
で
も
、

側
縁
を
鋸き
ょ
し
じ
ょ
う

歯
状
に
仕
上
げ
る
も
の(

5)

は
後
期(

約

　

川
向
地
区
の
石
原
遺
跡
で
は
、
今
年
度
の
五
月
か
ら
発
掘
調
査
を
続
け

て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回
の
発
掘
調
査
区
で
は
、
地
名
の
「
石
原
」
を

思
わ
せ
る
土
石
流
の
痕
跡
が
広
範
囲
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
そ

の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
地
点
か
ら
は
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
（
約

五
千
五
百
年
前
〜
三
千
年
前
） 

の
土
器
や
石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
十
月
二
十
七
日
（
土
）
午
前
十
一
時
よ
り
、
地
元
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
詳
細
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。
最
新
の
発
掘
調
査

の
成
果
に
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
で
す
。
み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

永な
が
い井 

邦く
に
ひ
と仁
）

��

�・�：ੴ᭲（原寸大）

� �

2
0
m
m

10 ݄ 2� （）ɹޕલ 11 。より開始࣌
場所：遺跡現地（設楽町川向字石原地内。豊

鉄バス津具線「境川」バス停から徒歩 15 分）

参加費無料。内容：遺構の見学と遺物の展示。

車でご来場の際は国道 257 号の❶、県道 10 号

設楽根羽線の❷❸から県道 432 号小松田口線

に入り、境川橋西側で町道に進入してください。

お問い合わせは、愛知県埋蔵文化財センター

調査課・永井邦仁携帯 (080-1571-4990)

またはホームページ

(http://www.maibun.com)をご覧下さい。

石原遺跡　地元説明会のご案内

1 2 3 4

1・2：木葉形尖頭器、3・4：有舌尖頭器（原寸大）

2

2
0
m
m

ࣸਅ 13ɹੴ原Ҩग़ͷੴ器

四
千
〜
三
千
年
前)

に
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
石
器
ひ
と
つ
か
ら
で
も
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
み
な
さ

ま
も
、
博
物
館
に
展
示
し
て
あ
る
遺
物
を
よ
く
観
察
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
石
器
が
当
時
の

人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

田た
な
か
り
ょ
う

中
良
）

ੴ原Ҩશ1）ܠ�" ۠ௐࠪ࣌、౦͔Β）




