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上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
地
元
説
明
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
開
催
し
ま
す

  

西に
し

地じ

・
東

ひ
が
し

地じ

遺
跡
出
土
の
耳
飾
り

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
は
今
年
度
六
月
よ
り
、
川
向
地
区
の

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
本
調
査
が
実
施
さ
れ
る
の
は
今
回
始
め

て
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
（
約
七
千
年
前
〜

四
千
五
百
年
前
）
と
思
わ
れ
る
竪た
て
あ
な穴

建た
て
も
の
あ
と

物
跡
や
土
器
、
打だ

製せ
い

石せ
き

斧ふ

や

石せ
き
す
い錘
な
ど
の
石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
八
月
十
日
（
土
）
午
前
十
一
時
よ
り
、
地
元
説
明
会

を
開
催
い
た
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
下
記
の
と
お
り
で
す

の
で
、
皆
様
ふ
る
っ
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

                               （
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
宮み
や
こ
し腰
健け
ん

司じ

）
写真 1　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡の
　　　　発掘調査風景

道町
県道 432号線

❶

境川橋

▼

◀国道257号

◀県道10号線
設楽大橋川向公会堂前

境川

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

●

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
上ヲロウ・
　下ヲロウ遺跡

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

８月 10日（土）　午前 11時より開始。
場所：上ヲロウ・下ヲロウ遺跡
　　　（設楽町川向字上ヲロウ・字下ヲロウ地内 ）
参加費：無料　
内　容：出土遺構の見学と遺物の展示。
※お車でご来場の方は、現地に駐車場を用意しております。国道
257 号の川向公会堂前のバス停❶から県道 432 号小松田口線に
入ってください。
※現地は道幅が狭くなっておりますので運転には十分注意し、
　現地の係員の指示に従っていただくようお願いします。
開催の詳細・お問い合わせ：
　愛知県埋蔵文化財センター 永井宏幸（080-1571-4985）
　またはホームページ（http://www.maibun.com）をご覧ください。

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡　地元説明会のご案内

1
0 5cmS=1/2

図 1　西地・東地遺跡出土 玦状耳飾り

上から

横から

内面と断面

下から

2
0 5cmS=1/2

図 2　西地・東地遺跡
　出土

 　　滑車形耳飾り

図 3　滑車形耳飾り着装想定図

　
大
名
倉
地
区
の
西
地
・
東
地
遺
跡
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
、
縄
文
時
代

の
耳
飾
り
が
二
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
紙
面
で
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
図
1
は
、
全
体
の
四
分
の
一
程
度
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
も
と
の
形
を
お
お
よ

そ
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
直
径
四
cm
程
度
の
扁
平
な
円
盤
に
近
い
も
の
で
、
身

部
中
央
に
向
か
っ
て
、
深
い
切
れ
込
み
を
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
滑か
っ
せ
き石

と
い

わ
れ
る
石
材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
表
面
に
は
磨
か
れ
た
痕
や
切
れ
込
み
を
入
れ
る
際
の

擦
り
切
り
の
痕
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
玦け
つ

状じ
ょ
う

耳
飾
り
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
名
前
の
由
来
は
、
古
代
中
国

の
玉
ぎ
ょ
く

器き

の
ひ
と
つ
で
あ
る
、﹁
玦
﹂
に
形
が
似
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
こ
の
種
類

の
耳
飾
り
は
、
日
本
列
島
で
は
縄
文
時
代
前
期(

今
か
ら
約
七
千
年
前
以
降)

に
多
く

認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
に
も
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
一
帯
で
の
出
土
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
設
楽
町
近
隣
で
は
、
豊
田
市
の
西に
し
が
し樫
尾お

町ち
ょ
う

大お
お
む
ぎ麦
田た

遺
跡
や
新
城
市
の
石い
わ
く
ら座
神じ
ん
じ
ゃ社
遺
跡
で
も
出
土
し

て
い
ま
す
。
福
井
県
あ
わ
ら
市
桑く
わ

野の

遺
跡
で
は
、
お
墓
と
考

え
ら
れ
る
土ど

坑こ
う

の
中
で
、
頭
部(

耳
部)

と
推
定
さ
れ
る
位

置
か
ら
対
で
出
土
す
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
出
土
状

況
か
ら
も
耳
飾
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
石

製
の
耳
飾
り
は
、
男
女
と
も
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
図
2
は
全
体
の
二
分
の
一
程
度
が
残
っ
て
お
り
、

全
形
が
復
元
で
き
る
も
の
で
す
。
径
四
cm
、
高
さ
二
・
五
cm

程
度
の
輪
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
も
の
で
、
表
面
は
丁
寧

に
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
端
部
や
内
面
に
は
、
刻
み
や
粘
土

の
貼
り
付
け
に
よ
る
装
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
特
に
内
面
の

装
飾
は
極
め
て
キ
レ
イ
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

滑か
っ
し
ゃ車

形が
た

耳
飾
り
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
種
類
の
耳
飾

り
は
、縄
文
時
代
後
期
後
半
以
降
、晩
期
前
半
に
か
け
て
（
今

か
ら
約
三
千
五
百
年
前
か
ら
三
千
年
前
頃
）、
日
本
列
島
各

地
で
発
達
し
た
も
の
で
す
。
長
野
県
松
本
市
の
エ
リ
穴あ
な

遺
跡

な
ど
、
信
州
や
北
関
東
地
域
で
は
一
遺
跡
か
ら
多
量
に
出
土

す
る
場
合
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
地
・
東
地
遺
跡
の
事
例

は
こ
の
一
点
の
み
で
す
が
、
胎
土
が
極
め
て
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
東
日
本
地
域
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
こ
の
耳
飾
り
は
主
に
女
性
が
着
け
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
耳
た
ぶ
に
着
装
さ
れ
た
様
子
（
図
3
）
は
土ど

偶ぐ
う

に
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
当
時
の
生

活
・
風
習
を
考

え
る
上
で
、
興
味
深
い

資
料
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。

　（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
　
川か
わ
ぞ
え添

和か
ず
あ
き暁

）



六
月
か
ら
石
原
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
年
度
の
調
査
対
象
区
は
町
道
北
側

の
一
九
A
区
、
町
道
南
東
側
の
一
九
B
区
、
町
道
南
西
側
の
一
九
C
区
で
す
。

ま
ず
は
町
道
北
側
の
斜
面
地
で
あ
る
一
九
A
区
か
ら
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。
調
査
直
前

の
地
形
は
、
石
積
み
で
区
画
さ
れ
た
数
段
の
平
場
が
あ
り
、
最
近
ま
で
畑
や
住
宅
地
に
利
用
さ

れ
て
い
た
場
所
で
す
。
調
査
に
よ
り
、
こ
こ
が
大
規
模
な
土
石
流
に
繰
り
返
し
覆
わ
れ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
地
表
か
ら
一
〜
一
・
五
m
下
で
安
定
的
に
広
が
る
礫
混
じ
り
の
黒
色

土
層
も
近
世
以
降
に
埋
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
二
・
五
m
ほ
ど
の
深

さ
で
（
時
期
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
が
）
よ
り
古
い
段
階
の
黒
色
土
層
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の

黒
色
土
層
お
よ
び
土
石
流
堆
積
層
に
は
縄
文
時
代
晩
期
（
今
か
ら
約
三
千
年
前
）
の
土
器
片
や

安あ
ん
ざ
ん山
岩が
ん

や
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
の
剥は
く
へ
ん片
、
安
山
岩
の
礫れ
き
へ
ん片
な
ど
が
混
じ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
、

縁
辺
が
摩
滅
し
て
い
た
り
、
傷
付
い
て
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
丘
陵
の
さ
ら
に
上
位
か

ら
土
石
流
に
よ
っ
て
、
運
ば
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
丘
陵
の
上

部
に
、
縄
文
時
代
晩
期
の
生
活
域
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

残
り
の
調
査
区
、
一
九
B
区
と
一
九
C
区
で
は
、
昨
年
度
調
査
区
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
や
遺

物
が
展
開
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
た
め
、
今
後
の
調
査
成
果
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

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

中な
か

　
良り
ょ
う）写真 6　19A 区調査状況

写真 5　19A 区表土掘削状況
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写真２　現在の奥三河郷土館の外観

　
万ま
ん
瀬ぜ

遺
跡
の
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

　
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

　
六
月
十
七
日
か
ら
万
瀬
遺
跡
で
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
現
在
は
遺
跡
の
中
で
も
西

側
の
、
山
の
斜
面
に
近
い
部
分
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
表
土
と
呼
ば
れ
る
、
今
の
地
表
面
に
近

い
土
を
重
機
（
バ
ッ
ク
ホ
ウ
）
に
よ
っ
て
除
き
、
そ
の
下
の
遺
物
が
含
ま
れ
る
と
予
想
さ
れ
る

層
ま
で
掘
り
下
げ
、
遺
構
と
呼
ば
れ
る
か
つ
て
の
建
物
な
ど
の
痕
跡
を
探
す
作
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
調
査
前
は
林
の
端
に
当
た
る
所
で
あ
っ
た
た
め
、
木
の
根
に
よ
っ
て
地
面
が
撹か
く
ら
ん乱
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
多
く
、な
か
な
か
遺
構
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、近
く
に
石
垣
が
あ
る
た
め
、

何
ら
か
の
利
用
は
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
そ
う
し
た
環
境
の
中
で
、
遺
物
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
見

つ
か
り
始
め
て
い
ま
す
。

　
現
在
ま
で
に
見
つ
か
っ
た
遺
物
は
主
に
陶と
う

磁じ

き器
の
破
片
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
近
世

以
降
の
も
の
で
す
。
古
い
も
の
で
は
古こ

せ

と
瀬
戸
と
呼
ば
れ
る
室
町
時
代
の
焼
き
も
の
の
破
片
が
一

点
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
現
場
で
は
重
機
と
共
に
作
業
員
の
方
々
が
作
業
に
臨
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
夏
に
か
け
て

暑
く
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
調
査
は
こ
れ
か
ら
が
本
番
で
す
。
成
果
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
、
安

全
と
健
康
管
理
に
気
を
配
っ
て
調
査
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  （
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
河か
わ
し
ま嶋
優ゆ
う

輝き

）写真 8　遺構検出状況

写真 7　発掘調査状況

　
石い
し
は
ら原
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

　
六
月
よ
り
開
始
し
た
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査
は
現
在
、
遺い

構こ
う

検け
ん

出し
ゅ
つと

遺
構
掘く
っ
さ
く削

の
真
っ
最
中
で
す
（
写
真
2
）。

　
調
査
開
始
ま
も
な
く
、
機
械
掘
削
を
進
め
て
い
く
と
大
き
な
礫れ
き

を
含
む
堆
積
層
が
顔
を
見
せ

始
め
ま
し
た
。
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
大
礫
の
堆
積
層
は
、
調
査
区
の
中
央
を
大
き
く
北
か
ら
南
へ
縦

断
す
る
よ
う
で
す
。
土
石
流
の
痕
跡
で
す
。
東
西
幅
十
〜
三
十
m
前
後
、
深
さ
は
ま
だ
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
土
石
流
は
大
き
く
蛇
行
し
な
が
ら
遺
跡
を
南
北
方
向
に
削さ
く
へ
い平
し
て
い
ま
す
。
こ
の

土
石
流
の
削
平
が
及
ば
な
か
っ
た
地
点
に
縄
文
時
代
を
中
心
と
す
る
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。

　
遺
構
の
見
つ
か
っ
た
場
所
は
大
き
く
分
け
て
二
ヶ
所
で
す
。
調
査
区
の
中
央
で
見
つ
か
っ
た

土
石
流
を
挟
ん
で
東
寄
り
と
西
寄
り
で
す
。
東
寄
り
で
は
、
調
査
区
南
東
付
近
に
円
形
の
竪
穴

建
物
跡
二
棟
と
方
形
の
竪
穴
建
物
跡
が
三
棟
重
な
っ
て
い
ま
し
た
。
検
出
時
に
出
土
し
た
土
器

か
ら
縄
文
時
代
中
期
（
約
五
千
五
百
年
前
〜
四
千
五
百
年
前
）
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

西
寄
り
で
は
調
査
区
の
中
ほ
ど
で
縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
（
約
七
千
年
前
〜
四
千
五
百
年
前
）

の
二
×
三
m
前
後
の
方
形
の
竪
穴
建
物
跡
が
五
棟
以
上
、
少
し
ず
つ
重
な
り
な
が
ら
一
ヶ
所
に写真 2　遺構掘削状況

写真 3　遺構検出状況（調査区の西寄り）写真 4　縄文土器の把手

集
中
し
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真
3
）。
こ
れ
ら
の
竪
穴
建
物
跡
の
近
辺
か
ら
、
縄
文
時

代
中
期
と
考
え
ら
れ
る
土
器
の
把
手
の
一
部
が
出
土
し
ま
し
た
（
写
真
4
）。
こ
れ
ら
の
建
物

跡
は
当
時
の
集
落
の
一
部
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
過
去
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
で
は
、
縄
文
時
代

前
期
の
遺
構
と
遺
物
は
少
な
く
、
今
後
の
調
査
に
期
待
さ
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　  

　
　
　
　
　
　
　
　
　

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

井い

宏ひ
ろ
ゆ
き幸

）
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上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
地
元
説
明
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
開
催
し
ま
す

  
西に

し

地じ

・
東

ひ
が
し

地じ

遺
跡
出
土
の
耳
飾
り

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
は
今
年
度
六
月
よ
り
、
川
向
地
区
の

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
本
調
査
が
実
施
さ
れ
る
の
は
今
回
始
め

て
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
（
約
七
千
年
前
〜

四
千
五
百
年
前
）
と
思
わ
れ
る
竪た
て
あ
な穴

建た
て
も
の
あ
と

物
跡
や
土
器
、
打だ

製せ
い

石せ
き

斧ふ

や

石せ
き
す
い錘
な
ど
の
石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
八
月
十
日
（
土
）
午
前
十
一
時
よ
り
、
地
元
説
明
会

を
開
催
い
た
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
下
記
の
と
お
り
で
す

の
で
、
皆
様
ふ
る
っ
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

                               （
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
宮み
や
こ
し腰
健け
ん

司じ

）
写真 1　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡の
　　　　発掘調査風景

道町
県道 432号線

❶

境川橋

▼

◀国道257号

◀県道10号線
設楽大橋川向公会堂前

境川

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

●

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
上ヲロウ・
　下ヲロウ遺跡

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

８月 10日（土）　午前 11時より開始。
場所：上ヲロウ・下ヲロウ遺跡
　　　（設楽町川向字上ヲロウ・字下ヲロウ地内 ）
参加費：無料　
内　容：出土遺構の見学と遺物の展示。
※お車でご来場の方は、現地に駐車場を用意しております。国道
257 号の川向公会堂前のバス停❶から県道 432 号小松田口線に
入ってください。
※現地は道幅が狭くなっておりますので運転には十分注意し、
　現地の係員の指示に従っていただくようお願いします。
開催の詳細・お問い合わせ：
　愛知県埋蔵文化財センター 永井宏幸（080-1571-4985）
　またはホームページ（http://www.maibun.com）をご覧ください。

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡　地元説明会のご案内

1
0 5cmS=1/2

図 1　西地・東地遺跡出土 玦状耳飾り

上から

横から

内面と断面

下から

2
0 5cmS=1/2

図 2　西地・東地遺跡
　出土

 　　滑車形耳飾り

図 3　滑車形耳飾り着装想定図

　
大
名
倉
地
区
の
西
地
・
東
地
遺
跡
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
、
縄
文
時
代

の
耳
飾
り
が
二
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
紙
面
で
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
図
1
は
、
全
体
の
四
分
の
一
程
度
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
も
と
の
形
を
お
お
よ

そ
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
直
径
四
cm
程
度
の
扁
平
な
円
盤
に
近
い
も
の
で
、
身

部
中
央
に
向
か
っ
て
、
深
い
切
れ
込
み
を
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
滑か
っ
せ
き石

と
い

わ
れ
る
石
材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
表
面
に
は
磨
か
れ
た
痕
や
切
れ
込
み
を
入
れ
る
際
の

擦
り
切
り
の
痕
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
玦け
つ

状じ
ょ
う

耳
飾
り
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
名
前
の
由
来
は
、
古
代
中
国

の
玉
ぎ
ょ
く

器き

の
ひ
と
つ
で
あ
る
、﹁
玦
﹂
に
形
が
似
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
こ
の
種
類

の
耳
飾
り
は
、
日
本
列
島
で
は
縄
文
時
代
前
期(

今
か
ら
約
七
千
年
前
以
降)

に
多
く

認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
に
も
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
一
帯
で
の
出
土
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
設
楽
町
近
隣
で
は
、
豊
田
市
の
西に
し
が
し樫
尾お

町ち
ょ
う

大お
お
む
ぎ麦
田た

遺
跡
や
新
城
市
の
石い
わ
く
ら座
神じ
ん
じ
ゃ社
遺
跡
で
も
出
土
し

て
い
ま
す
。
福
井
県
あ
わ
ら
市
桑く
わ

野の

遺
跡
で
は
、
お
墓
と
考

え
ら
れ
る
土ど

坑こ
う

の
中
で
、
頭
部(

耳
部)

と
推
定
さ
れ
る
位

置
か
ら
対
で
出
土
す
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
出
土
状

況
か
ら
も
耳
飾
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
石

製
の
耳
飾
り
は
、
男
女
と
も
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
図
2
は
全
体
の
二
分
の
一
程
度
が
残
っ
て
お
り
、

全
形
が
復
元
で
き
る
も
の
で
す
。
径
四
cm
、
高
さ
二
・
五
cm

程
度
の
輪
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
も
の
で
、
表
面
は
丁
寧

に
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
端
部
や
内
面
に
は
、
刻
み
や
粘
土

の
貼
り
付
け
に
よ
る
装
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
特
に
内
面
の

装
飾
は
極
め
て
キ
レ
イ
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

滑か
っ
し
ゃ車

形が
た

耳
飾
り
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
種
類
の
耳
飾

り
は
、縄
文
時
代
後
期
後
半
以
降
、晩
期
前
半
に
か
け
て
（
今

か
ら
約
三
千
五
百
年
前
か
ら
三
千
年
前
頃
）、
日
本
列
島
各

地
で
発
達
し
た
も
の
で
す
。
長
野
県
松
本
市
の
エ
リ
穴あ
な

遺
跡

な
ど
、
信
州
や
北
関
東
地
域
で
は
一
遺
跡
か
ら
多
量
に
出
土

す
る
場
合
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
地
・
東
地
遺
跡
の
事
例

は
こ
の
一
点
の
み
で
す
が
、
胎
土
が
極
め
て
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
東
日
本
地
域
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
こ
の
耳
飾
り
は
主
に
女
性
が
着
け
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
耳
た
ぶ
に
着
装
さ
れ
た
様
子
（
図
3
）
は
土ど

偶ぐ
う

に
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
当
時
の
生

活
・
風
習
を
考

え
る
上
で
、
興
味
深
い

資
料
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。

　（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
　
川か
わ
ぞ
え添

和か
ず
あ
き暁

）




