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胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
竪
た
て
あ
な
じ
ょ
う

穴
状
遺い
こ
う構

（
平
安
時
代
）

　
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡
、
あ
る
い
は
竪
た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

穴
住
居
跡
と
い
え
ば
、
設
楽
ダ
ム
関
連
遺
跡
群
の
発
掘
調
査

に
お
い
て
よ
く
聞
か
れ
る
用
語
で
す
。
こ
の
地
域
で
は
、
特
に
縄
文
時
代
の
検
出
例
が
多
く
、

平
成
三
十
年
度
の
滝た
き
せ瀬

遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
縄
文
時
代
早そ
う
き期

（
草そ
う
そ
う
き

創
期
ま
で
遡
さ
か
の
ぼる

可
能
性
も
）

の
竪
穴
建
物
群
は
県
内
最
古
級
と
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
各
遺
跡
で
縄
文
時
代
早
期

か
ら
晩ば
ん

期
の
竪
穴
建
物
跡
も
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
竪
穴
建
物
跡
と
い
え
ば
縄
文
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、「
竪
穴
状
遺

構
」
と
呼
ば
れ
る
竪
穴
建
物
跡
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
も
同

じ
よ
う
な
竪
穴
建
物
の
跡
な
の
で
す
が
、
古
代
以
降
の
竪
穴
建
物
跡
を
「
竪
穴
状
遺
構
」
と

呼
び
変
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
で
す
が
、
以
前
は
古
代

よ
り
も
後
の
時
代
に
は
竪
穴
建
物
（
住
居
）
は
無
く
な
っ
て
、掘
ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物
に
変
わ
っ
て
い
く
、

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
、
発
掘
調
査
が
た
く
さ
ん
行
わ
れ
た
結
果
、
平
安
時
代
や
鎌

倉
時
代
の
「
竪
穴
建
物
跡
」
が
数
多
く
見
つ
か
り
、
古
墳
時
代
以
前
の
「
竪
穴
建
物
跡
」
と

区
別
す
る
た
め
に
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
教
わ
っ
た
理
由

で
す
。

　
さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
こ
の
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、

現
在
調
査
中
の
胡
桃
窪
遺
跡
の
標
高
四
百
二
十
七
メ
ー
ト
ル
付
近
で
平
安
時
代
の
平
面
形
が

四
角
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
が
検
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
す
（
写
真
11
）。
設
楽
ダ
ム
関
連
遺

跡
群
の
中
で
は
平
安
時
代
の
明
確
な
遺
構
は
比
較
的
珍
し
く
、
遺
物
は
見
つ
か
る
も
の
の
遺

構
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。
今
回
検
出
中
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
も
斜
面

の
高
い
方
は
遺
構
が
深
く
残
り
、
低
い
方
は
削
ら
れ
た
状
態
で
す
。

　
同
じ
時
代
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
は
、
豊
田
市
下し
も
や
ま山
地
区
の
栗く
り
は
ざ
ま

狭
間
遺
跡
や
蔵ぞ
う
ひ
ら平
遺
跡
で
多

く
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
12
）。
そ
こ
で
は
複
数
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
を
拠
点
と
し
て
キ
ャ

ン
プ
地
と
し
つ
つ
、
木
材
等
を
は
じ
め
と
す
る
山
林
資
源
の
採
取
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
特
に
平
安
時
代
の
後
半
は
、
こ
の
よ
う
な
開
発
行
為
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
代
で

す
の
で
、
胡
桃
窪
遺
跡
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
も
同
じ
よ
う
な
利
用
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
平
安
時
代
の
胡
桃
窪
遺
跡
の
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
朝
は
「
竪
穴
状
遺
構
」
付
近
に
集

合
し
て
朝
礼
を
行
い
、
連
絡
事
項
を
伝
達
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
所
へ
移
動
、
作
業
終
了
後

に
は
再
び
集
合
し
て
「
今
日
も
お
疲
れ
様
で
し
た
」
と
言
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
な

ん
だ
か
現
在
行
わ
れ
て
い
る
発
掘
調
査
と
そ
っ
く
り
な
風
景
に
も
思
え
ま
す
。
　（
鈴す
ず
き
け
い
す
け

木
恵
介
）

写真 11　胡桃窪遺跡　竪穴状遺構 (100SI)

写真 12　栗狭間遺跡（豊田市）　竪穴状遺構（2014年度調査 )

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
の
発
掘
調
査
は
、
梅
雨
明
け
が
遅
く
、
雨
が
多
か
っ
た
た
め
に
、

大
変
苦
労
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、関
係
す
る
方
々
や
、地
域
の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
り
、

調
査
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま
す
。
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
今
後
と

も
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
い
で
す
。

　

さ
て
こ
の
度
、
胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
に
お
い
て
、
地
元
の
み
な
さ
ま
に
、
調
査
の
途
中
経
過
を
ご

報
告
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
胡
桃
窪
遺
跡
で
は
、
灰か
い
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
の
破
片
が
出

土
し
た
竪
穴
状
遺
構
、
縄
文
時
代
中
期
の
土
器
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
竪
穴
建
物
跡
な
ど
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
特
に
、
こ
の
縄
文
土
器
は
、
残
存
状
態
も
大
変
良
好
で
、
貴
重
な
資
料
と

な
り
ま
す
。

　

説
明
会
の
日
程
は
、
下
記
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
九
月
十
九
日
の
土
曜
日
に
実
施
し
ま

す
。
当
日
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防

の
た
め
、
定
時
の
遺
跡
説
明
は
行
い
ま
せ
ん
。
土
曜

日
の
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
二
時
と
、
午
後
一
時
か

ら
午
後
三
時
ま
で
の
間
に
、
出
土
遺
物
の
展
示
と
資

料
配
布
を
行
い
、
調
査
員
が
随
時
、
ご
質
問
に
お
答

え
し
ま
す
。
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
ま
た
「
密
」
を

避
け
る
た
め
に
、
少
し
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
な
お
、
参
加
さ
れ

る
方
々
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対

策
の
た
め
に
、
お
名
前
と
連
絡
先
の
ご
記
入
を
お
願

い
し
ま
す
（
頂
い
た
情
報
は
、
感
染
予
防
対
策
以
外

に
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
）。

　

今
後
の
感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
、
地
元
説
明
会
を

中
止
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
当

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ご
案
内
を
提
示
し
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。	

（
堀ほ
り
き木

真ま

み

こ
美
子
）
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現地の駐車場は、数台しかございません。密を避けるために、少しお待ちいただく場合がございます。

　＊開催の詳細・お問い合わせは、愛知県埋蔵文化財センター調査課（電話 0567-67-4163 ）、堀木携帯（080-1571-4984）まで。　
なお、ご参加の方々には、ご名前と連絡先のご記入をお願いします（感染予防対策以外には使用しません）。
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添そ
え
ざ
わ沢
遺
跡
の
調
査

　

本
発
掘
調
査
A
は
終
了
し
ま
し
た
！

　

設
楽
町
田
口
地
区
に
位
置
す
る
添
沢
遺
跡
で
は
今

年
度
、
遺
物
や
遺
構
の
範
囲
を
調
べ
る
本
発
掘
調
査

Ａ
と
、
調
査
範
囲
全
体
を
掘
り
下
げ
る
本
発
掘
調
査

Ｂ
の
両
方
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
本
発
掘
調
査
Ａ
（
写
真
９
）
は
既
に

完
了
し
ま
し
た
。
今
回
設
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
、
遺

物
や
遺
構
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

一
方
の
本
発
掘
調
査
Ｂ

は
、
Ａ
区
と
Ｂ
区
の
二
箇

所
に
分
割
し
て
調
査
を
行

い
ま
す
が
、
広
い
範
囲
を

調
査
す
る
た
め
天
候
の
影

響
を
受
け
や
す
く
、
長
雨

に
よ
っ
て
停
滞
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
最
近
堆
積
し
た
層

で
あ
る
表
土
の
除
去
が
Ｂ

区
で
は
ほ
ぼ
終
わ
り
、
遺

構
の
調
査
に
入
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
す
。
遺
物
も

少
数
で
す
が
縄
文
時
代
の

石
器
（
写
真
10
）
な
ど
が

出
土
し
て
お
り
、
地
表
面

で
も
鎌
倉
時
代
の
山
茶
碗

の
破
片
が
い
く
つ
か
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

	

　
（
河か
わ
し
ま
ゆ
う
き

嶋
優
輝
）

写真 10　剥片の出土状況

胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
調
査

写真３　B区 3段目出土　縄文土器

　
縄

じ
ょ
う
も
ん文

時
代
の
竪
穴
建
物
跡
！

　

胡
桃
窪
遺
跡
は
、
前
回
お
伝
え
し
た
南
側
A
区
の
遺
構
掘
削
が
ほ
ぼ
終
わ
り
ま
し
た
。
大

き
な
岩
や
木
の
根
の
跡
が
ほ
と
ん
ど
で
、
主
だ
っ
た
遺
構
や
遺
物
は
残
念
な
が
ら
確
認
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

遺
跡
の
北
側
B
区
で
は
四
つ
あ
る
段
の
う
ち
、
二
段
目
と
三
段
目
の
東
側
半
分
の
遺
構
検

出
を
行
っ
て
い
ま
す
。
二
段
目
か
ら
は
前
回
の
設
楽
発
掘
通
信
で
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
竪

穴
状
の
遺
構
が
二
基
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
一
基
は
、
灰
釉

陶
器
の
他
に
、
火
を
燃
や
し
た
跡
で
あ
る
焼
土
が
見
つ
か

り
、
古
代
の
遺
構
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
基
は
遺
構
埋

土
か
ら
縄
文
土
器
の
破
片
が
見
つ
か
っ
た
た
め
、
縄
文
時

代
の
竪
穴
建
物
跡
と
思
わ
れ
ま
す
（
写
真
２
）。
ま
た
B
区

の
三
段
目
か
ら
も
、
縄
文
土
器
を
伴
う
竪
穴
状
の
遺
構
が

一
基
と
、
時
代
不
明
の
竪
穴
状
の
遺
構
が
一
基
、
検
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
三
段
目
の
縄
文
土
器
は
残
り
が
非
常
に
よ

く
、
そ
の
文
様
と
形
か
ら
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
（
写
真
３
）。

　

B
区
で
は
ま
だ
一
段
目
と
四
段
目
の
全
面
と
、
二
段
目

と
三
段
目
の
西
側
で
遺
構
検
出
が
残
っ
て
お
り
、
今
後
の

調
査
で
遺
構
や
遺
物
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
は
、
連
日

の
雨
の
影
響
で
調

査
が
で
き
な
か
っ

た
A
区
の
残
り
の

調
査
を
行
い
、
そ

の
後
、
B
区
の
残

り
の
本
格
的
な
調

査
に
移
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

		（
渡わ
た
な
べ邉　

峻し
ゅ
ん）

写真２　B区 2段目　縄文時代の竪穴建物跡

　
縄じ
ょ
う
も
ん
ど
き

文
土
器
や
剥は
く
へ
ん片

が
見
つ
か
る
！

　

六
月
よ
り
調
査
を
始
め
ま
し
た
川
向
に
あ
る
下

延
坂
遺
跡
の
途
中
経
過
で
す
。
七
月
は
梅
雨
の
長

雨
に
よ
り
先
月
お
伝
え
し
た
調
査
範
囲
の
A
区
北

東
側
は
写
真
４
の
よ
う
な
水
没
状
態
と
な
り
、
梅

雨
明
け
を
待
っ
て
調
査
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
間
は
、
晴
れ
間
に
水
が
湧
か
な
い
場
所

の
調
査
を
す
す
め
ま
し
た
。
現
在
調
査
を
進
め
て

い
る
A
区
の
南
部
は
、
北
西
の
山
か
ら
の
斜
面
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
東
西
の
緩
や
か
な
起
伏

が
み
ら
れ
ま
す
（
写
真
５
）。
遺
構
と
遺
物
は
そ

の
や
や
谷
状
に
な
る
範
囲
か
ら
比
較
的
多
く
み
ら

れ
ま
し
た
。
遺
物
の
整
理
は
進
め
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
縄
文
土
器
と
思
わ
れ
る
土
器
片
や
、
石
器
の

素
材
と
な
る
剥
片
が
、
土
坑
な
ど
の
遺
構
や
そ
の

周
辺
か
ら
出
土

し
ま
し
た
（
写

真
６
）。
八
月
は

A
区
の
中
央
部

分
に
調
査
を
進

め
て
ま
い
り
ま

す
。

　

来
月
号
に
は

新
し
い
成
果
を

お
伝
え
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

		(

蔭か
げ
や
ま
せ
い
い
ち

山
誠
一
）

下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
調
査

写真６　土坑の調査（058SK)

写真５　A区南側の調査風景

写真４　山からの湧水があるA区北東側写真 9　本発掘調査Ａの様子（土層の確認）

胡桃窪遺跡

N

A区

B区

県
道

33号線

50m100

←
　
大
名
倉

田口→

現在掘削中！

現在掘削中！

現在掘削中！

　
江
戸
時
代
の
遺
構
と

　
　
　
縄
文
時
代
の
遺
物
発
見
！

　

上
ヲ
ロ
ウ	

・
下
ヲ
ロ
ウ	

遺
跡
で
は
、
新
し
い
発
見
が

あ
り
ま
し
た
。
前
号
で
は
、
A
区
の
山
側
の
遺
構
検
出
状

況
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
し
た
が
、
そ
の
山
側
で
江
戸
時

代
の
柱
穴
列
が
検
出
さ
れ
ま
し
た(

写
真
７)

。
深
い
掘
り

込
み
と
柱
跡
も
明
瞭
で
、
残
存
状
況
が
良
好
で
し
た(

写

真
８)

。
ま
た
、こ
れ
ら
柱ち
ゅ
う
け
つ穴は
、八
基
確
認
さ
れ
て
お
り
、

四
基
ず
つ
一
直
線
状
に
並
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
柱
穴

や
そ
の
周
辺
の
土
坑
か
ら
は
、
焙ほ
う

烙ろ
く
な
べ鍋
の
破
片
や
山や
ま
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
碗

な
ど
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま

す
。

　

A
区
の
川
側
に
近
い
範
囲
で
は
、
縄
文
時
代
の
遺
物
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
遺
物
の
出
土
状
況
か
ら
、

黒
色
土
に
晩
期(

三
二
〇
〇
年
前
〜
二
五
〇
〇
年
前
頃)

、

そ
の
下
層
の
暗あ
ん
か
っ
し
ょ
く
ど

褐
色
土
に
中
期
後
半(

五
〇
〇
〇
年
前
頃)

の
遺
構
が
展
開
す
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
縄
文
時

代
中
期
後
半
の
遺
物
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る
た
め
、
遺

構
の
残
存
状
況
も
良
好
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
縄

文
時
代
晩
期
の
黒
色

土
も
、
焼
土
が
四
ヶ

所
で
確
認
さ
れ
て
お

り
、
炉
跡
と
竪
穴
建

物
跡
が
検
出
さ
れ
る

可
能
性
が
高
い
た

め
、
今
後
の
調
査
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

						(

田た
な
か中　

良
り
ょ
う)

上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査

写真８　柱穴 1030SP( 白線部分が柱の跡 )南から 写真７　江戸時代の柱穴列 (矢印が柱穴 )　南から

国
道
257号

→
田
口

→旧添沢
温泉設楽大橋←

本発掘調査Ｂ

本発掘調査Ａ

添沢遺跡

B区

A区

現在掘削中！

県道432号　→境川橋

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

N

A区

B区

C区

50m100

現在
掘削
中！

現在
掘削
中！

下延坂遺跡

境
川
橋
←
　
町
道
79
号

っっｋ

A区

B区

N

50m100

現在
掘削
中！
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令和 2 年
8 月号

No.55

胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
竪
た
て
あ
な
じ
ょ
う

穴
状
遺い
こ
う構

（
平
安
時
代
）

　
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡
、
あ
る
い
は
竪
た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

穴
住
居
跡
と
い
え
ば
、
設
楽
ダ
ム
関
連
遺
跡
群
の
発
掘
調
査

に
お
い
て
よ
く
聞
か
れ
る
用
語
で
す
。
こ
の
地
域
で
は
、
特
に
縄
文
時
代
の
検
出
例
が
多
く
、

平
成
三
十
年
度
の
滝た
き
せ瀬

遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
縄
文
時
代
早そ
う
き期

（
草そ
う
そ
う
き

創
期
ま
で
遡
さ
か
の
ぼる

可
能
性
も
）

の
竪
穴
建
物
群
は
県
内
最
古
級
と
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
各
遺
跡
で
縄
文
時
代
早
期

か
ら
晩ば
ん

期
の
竪
穴
建
物
跡
も
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
竪
穴
建
物
跡
と
い
え
ば
縄
文
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、「
竪
穴
状
遺

構
」
と
呼
ば
れ
る
竪
穴
建
物
跡
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
も
同

じ
よ
う
な
竪
穴
建
物
の
跡
な
の
で
す
が
、
古
代
以
降
の
竪
穴
建
物
跡
を
「
竪
穴
状
遺
構
」
と

呼
び
変
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
で
す
が
、
以
前
は
古
代

よ
り
も
後
の
時
代
に
は
竪
穴
建
物
（
住
居
）
は
無
く
な
っ
て
、掘
ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物
に
変
わ
っ
て
い
く
、

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
、
発
掘
調
査
が
た
く
さ
ん
行
わ
れ
た
結
果
、
平
安
時
代
や
鎌

倉
時
代
の
「
竪
穴
建
物
跡
」
が
数
多
く
見
つ
か
り
、
古
墳
時
代
以
前
の
「
竪
穴
建
物
跡
」
と

区
別
す
る
た
め
に
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
教
わ
っ
た
理
由

で
す
。

　
さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
こ
の
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、

現
在
調
査
中
の
胡
桃
窪
遺
跡
の
標
高
四
百
二
十
七
メ
ー
ト
ル
付
近
で
平
安
時
代
の
平
面
形
が

四
角
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
が
検
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
す
（
写
真
11
）。
設
楽
ダ
ム
関
連
遺

跡
群
の
中
で
は
平
安
時
代
の
明
確
な
遺
構
は
比
較
的
珍
し
く
、
遺
物
は
見
つ
か
る
も
の
の
遺

構
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。
今
回
検
出
中
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
も
斜
面

の
高
い
方
は
遺
構
が
深
く
残
り
、
低
い
方
は
削
ら
れ
た
状
態
で
す
。

　
同
じ
時
代
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
は
、
豊
田
市
下し
も
や
ま山
地
区
の
栗く
り
は
ざ
ま

狭
間
遺
跡
や
蔵ぞ
う
ひ
ら平
遺
跡
で
多

く
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
12
）。
そ
こ
で
は
複
数
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
を
拠
点
と
し
て
キ
ャ

ン
プ
地
と
し
つ
つ
、
木
材
等
を
は
じ
め
と
す
る
山
林
資
源
の
採
取
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
特
に
平
安
時
代
の
後
半
は
、
こ
の
よ
う
な
開
発
行
為
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
代
で

す
の
で
、
胡
桃
窪
遺
跡
の
「
竪
穴
状
遺
構
」
も
同
じ
よ
う
な
利
用
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
平
安
時
代
の
胡
桃
窪
遺
跡
の
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
朝
は
「
竪
穴
状
遺
構
」
付
近
に
集

合
し
て
朝
礼
を
行
い
、
連
絡
事
項
を
伝
達
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
所
へ
移
動
、
作
業
終
了
後

に
は
再
び
集
合
し
て
「
今
日
も
お
疲
れ
様
で
し
た
」
と
言
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
な

ん
だ
か
現
在
行
わ
れ
て
い
る
発
掘
調
査
と
そ
っ
く
り
な
風
景
に
も
思
え
ま
す
。
　（
鈴す
ず
き
け
い
す
け

木
恵
介
）

写真 11　胡桃窪遺跡　竪穴状遺構 (100SI)

写真 12　栗狭間遺跡（豊田市）　竪穴状遺構（2014年度調査 )

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
の
発
掘
調
査
は
、
梅
雨
明
け
が
遅
く
、
雨
が
多
か
っ
た
た
め
に
、

大
変
苦
労
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、関
係
す
る
方
々
や
、地
域
の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
り
、

調
査
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま
す
。
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
今
後
と

も
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
い
で
す
。

　

さ
て
こ
の
度
、
胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
に
お
い
て
、
地
元
の
み
な
さ
ま
に
、
調
査
の
途
中
経
過
を
ご

報
告
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
胡
桃
窪
遺
跡
で
は
、
灰か
い
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
の
破
片
が
出

土
し
た
竪
穴
状
遺
構
、
縄
文
時
代
中
期
の
土
器
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
竪
穴
建
物
跡
な
ど
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
特
に
、
こ
の
縄
文
土
器
は
、
残
存
状
態
も
大
変
良
好
で
、
貴
重
な
資
料
と

な
り
ま
す
。

　

説
明
会
の
日
程
は
、
下
記
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
九
月
十
九
日
の
土
曜
日
に
実
施
し
ま

す
。
当
日
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防

の
た
め
、
定
時
の
遺
跡
説
明
は
行
い
ま
せ
ん
。
土
曜

日
の
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
二
時
と
、
午
後
一
時
か

ら
午
後
三
時
ま
で
の
間
に
、
出
土
遺
物
の
展
示
と
資

料
配
布
を
行
い
、
調
査
員
が
随
時
、
ご
質
問
に
お
答

え
し
ま
す
。
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
ま
た
「
密
」
を

避
け
る
た
め
に
、
少
し
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
な
お
、
参
加
さ
れ

る
方
々
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対

策
の
た
め
に
、
お
名
前
と
連
絡
先
の
ご
記
入
を
お
願

い
し
ま
す
（
頂
い
た
情
報
は
、
感
染
予
防
対
策
以
外

に
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
）。

　

今
後
の
感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
、
地
元
説
明
会
を

中
止
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
当

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ご
案
内
を
提
示
し
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。	

（
堀ほ
り
き木

真ま

み

こ
美
子
）

至 稲武

至新城

至 東栄

至 足助

至 津具

国
道
257号

国道473号

国
道
25
7号

県
道
33号
（
設
楽
瀬
戸
線
）

県道
10号
（設
楽根
羽線
）

田口

川向

小松

和市
松戸

大名倉

文文

●

設楽中学校 田口小学校

設楽町役場

北設楽郡設楽町

0 5km

設楽大橋

★

　胡桃窪遺跡

A区
B区

下延坂遺跡

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

添沢遺跡

9月 1 9日（土）午前 10時～12時、午後1時～3時まで遺跡現地で遺物の展示、資料配布を行います。
現地の駐車場は、数台しかございません。密を避けるために、少しお待ちいただく場合がございます。

　＊開催の詳細・お問い合わせは、愛知県埋蔵文化財センター調査課（電話 0567-67-4163 ）、堀木携帯（080-1571-4984）まで。　
なお、ご参加の方々には、ご名前と連絡先のご記入をお願いします（感染予防対策以外には使用しません）。

胡桃窪遺跡 地元説明会 会場のご案内

胡桃窪遺跡

豊

川（
寒
狭
川
）

大名倉トンネル

県道33号線（設楽瀬戸線）

N

写真1　胡桃窪遺跡A区全景
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