
41

設楽発掘通信 No.58設楽発掘通信 No.58

令
和
2
年
11
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　
　
　

国
際
文
化
財
株
式
会
社

No.58

令和 2 年
11 月号

No.58

設
楽
地
区
の
土
器
た
ち
も

　
　
　
　
　
　
　
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
！

　
田
峯
の
銅ど

う
た
く鐸

　

図
３
は
愛
知
県
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
「
田
峯
の
銅
鐸
」
で
、
現
在
豊
川
市
一
宮
町

の
砥と

が鹿
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
銅
鐸
の
収
納
箱
の
箱
書
き
に
は
天
保
二
（1831

）

年
に
田
峯（
嶺
）で
掘
り
出
さ
れ
、そ
の
後
の
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

銅
鐸
は
弥
生
時
代
に
中
国
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
青せ

い
ど
う
き

銅
器
で
、
我
が
国
で
特
有
の
発
達
を
み

せ
、
弥
生
時
代
の
終
わ
り
と
と
も
に
消
え
て
い
く
、
弥
生
時
代
を
代
表
す
る
遺
物
の
ひ
と
つ

で
す
。
田
峯
の
銅
鐸
は
高
さ
35.6
セ
ン
チ
、
裾す

そ
ぶ部

の
径
が
16.1
×
11.2
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
、
身
に

は
六
区
画
さ
れ
た
袈け

さ
だ
す
き
も
ん

裟
襷
文
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
形
や
文
様
な
ど
か
ら
、
作
ら
れ
た
時
期

は
弥
生
時
代
後
期
初
頭
（
紀
元
一
世
紀
前
半
）
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
銅
鐸
は
弥
生
時

代
後
期
後
半
に
は
大
型
化
し
て
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
も
現
れ
ま
す
が
、
そ
の

頃
近
畿
地
方
を
中
心
に
分
布
す
る
「
近
畿
式
銅
鐸
」
と
、
三
河
・
遠
江
を
中
心
に
分
布
す
る

「
三さ

ん
え
ん
し
き

遠
式
銅
鐸
」
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
（
図
４
）。
田
峯
の
銅
鐸
は
後
者

の
「
三
遠
式
銅
鐸
」
の
特
徴
を
い
く
つ
か
備
え
て
お
り
、「
三
遠
式
銅
鐸
」
の
前
段
階
の
様

相
を
示
す
銅
鐸
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

設
楽
町
で
は
弥
生
時
代
前
期
に

は
、
縄
文
時
代
の
影
響
を
強
く
残
す

条じ
ょ
う
こ
ん
も
ん

痕
文
土
器
な
ど
の
遺
物
や
遺
構

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
中
期
か

ら
後
期
に
か
け
て
の
遺
物
・
遺
構
は

少
な
く
、
今
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・
下

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査
を
除
け
ば
設
楽

ダ
ム
関
連
調
査
で
も
わ
ず
か
に
出
土

し
て
い
る
の
み
で
す
。
そ
れ
に
対
し

銅
鐸
は
、
田
峯
の
銅
鐸
以
外
に
も
設

楽
町
周
辺
で
四
個
が
出
土
し
た
と
の

伝
承
・
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
弥
生

時
代
の
集
落
が
希
薄
な
こ
の
地
域
に

な
ぜ
こ
れ
ら
の
銅
鐸
が
存
在
す
る
の

か
？
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡

と
の
関
連
は
？
な
ど
興
味
は
尽
き
ま

せ
ん
。　
　
　
　
　
　
（
宮み

や
こ
し
け
ん
じ

腰
健
司
）

外縁
菱環
内縁
鈕脚壁

鈕孔

横帯

下辺横帯

縦帯 裾
型持孔

鰭

区画突線

飾耳

型持孔

舞
（身の上面）

外周突線

双頭渦紋飾耳
鈕
（
吊
り
手
）

身

内面突帯

横
軸
突
線

銅鐸模式図

三遠式 近畿式

図●　銅鐸模式図（文献内の図を一部改変・加筆）

文　献
加藤安信 2003「第３章 集成 第１節 銅鐸」『愛知県史 資料編２ 考古２ 弥生』

図４　銅鐸模式図（文献内の図を一部改変・加筆）

＊引用文献
　加藤安信 2003「第３章　集成　第１節　銅鐸」『愛知県史　資料編２　考古２　弥生』

　

秋
も
深
ま
っ
て
き
ま
し
た
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？

　

先
月
の
上
旬
に
は
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
弥
生
時
代
の
周
堤
の
あ
る
住
居
跡
と
そ

の
周
辺
エ
リ
ア
の
報
道
機
関
へ
の
現
場
公
開
を
行
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
愛
知
や
中
日
新
聞
社
な

ど
多
数
の
報
道
機
関
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
取
材
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

ニ
ュ
ー
ス
番
組
や
多
く
の
新
聞
で
記
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
調
査
成
果
が
全
国
に
知
ら
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
大
変
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
月
は
、
弥
生
時
代
に
関
連
し
て
、
十
月
か
ら
瀬
戸
市
に
あ
る
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
で
始
ま

り
ま
し
た「YAYOI	

モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン-

ニ
ッ
ポ
ン
の
美
、こ
こ
に
始
ま
る-

」を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
展
覧
会
は
、
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
の
特
別
展
お
よ
び
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
埋

蔵
文
化
財
展
と
し
て
、
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
愛
知
県
内
の
遺
跡
は
も
と
よ

り
、
鳥
取
県
の
青あ

お
や
か
み
 
じ
 
ち

谷
上
地
寺
遺
跡
や
石
川
県
八よ

う
か
い
ち
じ
が
た

日
市
地
方
遺
跡
な
ど
、
県
外
の
弥
生
時
代
の
遺

物
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
も
の
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
設
楽
町
内
の
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
弥
生
時
代
の
遺
物
た

ち
も
並
ん
で
い
ま
す
。
笹
平
遺

跡
の
条
痕
文
土
器
の
壺
一
点
と

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
条
痕
文
土
器

の
深
鉢
二
点
で
す
。
モ
ダ
ン
デ

ザ
イ
ン
と
さ
れ
る
弥
生
土
器
の

「
美
」
を
感
じ
る
展
覧
会
で
す
。

会
期
は
十
二
月
十
三
日
ま
で
で

す
。
是
非
、
ご
覧
に
な
っ
て
く

だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
堀ほ

り
き
ま
み
こ

木
真
美
子)

＜＜展示概要＞＞
　弥生の文化は、縄文とは対照的に機能性や普遍性を志向し、
プロダクトの形や紋様は端正な造形をとることに特徴がありま
す。こうした造形は、日本の伝統的な美の源流になると同時に、
現在の私たちにとってもモダンと感じられます。
　本展では、弥生時代の土器、石器、木器、骨角器、金属器の、
かたち、色彩、絵画・紋様に焦点をあて、そのデザインや美を
紹介します。近年の発掘調査によって出土した代表的な遺物が
一堂に集まる貴重な機会であり、弥生時代を美とデザインの観
点からとらえる、過去に類を見ない展覧会です。

0 10cm

写真１　愛知県陶磁美術館に展示中の設楽町の土器たち

図１　笹平遺跡出土の条痕文土器の実測図

A面 B面

A面 B面

0 10cm(1：6)

図●　田峯の銅鐸（文献内の図を一部改変）図３　田峯の銅鐸（文献内の図を一部改変）
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胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
調
査

下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
調
査

写真 4　20B 区の作業風景　北より

胡桃窪遺跡

N

A区

B区

県
道

33号線

50m100

←
　
大
名
倉

田口→調査終了

調査終了

一段目
二段目

三段目
四段目

縄文時代の竪穴建物跡
平安時代の竪穴状遺構

上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し

も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査

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
調査終了

50m100

調査終了
調査終了

本発掘調査Ａ

Aa
Ac

調査終了
Ab

県道432号　→境川橋

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

N

B区

50m100

現在掘削中！

C区
現在掘削中！

A区

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！

調査終了

写真 5　縄文時代晩期〜弥生時代前期の竪穴状遺構　南西より

写真 7　大名倉遺跡上空より胡桃窪遺跡方向を撮影

写真 6　弥生土器の出土状況　南より

　

川
向
に
あ
る
下
延
坂
遺
跡
で
は
、
調
査
区
の
南
側

に
あ
る
B
区
の
調
査
を
進
め
て
お
り
ま
す
（
写
真

４
）。

　

B
区
で
確
認
さ
れ
た
主
な
遺
構
は
、
縄
文
時
代
晩

期
か
ら
弥
生
時
代
前
期
に
か
け
て
の
竪
穴
状
遺
構
四

基
（
写
真
５
）、
土
坑
一
五
基
の
ほ
か
、
調
査
区
西

側
に
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
土
坑
一
基
が
み
つ
か
り

ま
し
た
。
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
土
坑
は
長
径
一

メ
ー
ト
ル
、
短
径
八
〇
セ
ン
チ
、
深
さ
一
〇
セ
ン
チ

ほ
ど
の
平
面
が
楕
円
形
を
し
て
お
り
、
中
か
ら
弥
生

土
器
の
深ふ

か
ば
ち鉢

が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
土
器
の
口
縁

部
の
内
面
に
は
、
櫛く

し

状
の
工
具
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
刺
突
の
列れ

っ
て
ん
も
ん

点
文
が
あ
り
ま
す
（
写

真
６
）。
本
遺
跡
で
は
初
め
て
の
弥
生
土
器
の
出
土

で
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。　
　
（
蔭か

げ
や
ま
せ
い
い
ち

山
誠
一
）

　

胡
桃
窪
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、十
月
二
日
に
空
中
写
真
撮
影
（
以

下
、
空
撮
）
を
行
い
、
そ
の
後
は
残
り
の
調
査
を
続
け
て
無
事
完

了
し
ま
し
た
。
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
の
空
撮
は
、
雨
天
の
合
間
に
よ
う
や
く
撮

影
で
き
ま
し
た
の
で
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
遺
跡
の
空
撮
は
発
掘
調
査
に
お
け
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
行
わ
れ
る
と
い
よ
い
よ
発
掘
調
査
も
大
詰
め
。
そ
の
た
め
、
空
撮
が
近
づ
い
て

く
る
と
現
場
作
業
も
緊
迫
感
を
増
し
、
少
し
で
も
立
派
に
写
っ
て
ほ
し
い
と
担
当
者
は
力
が
入
り
ま

す
。
空
撮
写
真
は
発
掘
調
査
の
終
了
後
に
作
成
さ
れ
る
「
発
掘
調
査
報
告
書
」
で
も
必
ず
掲
載
さ
れ

ま
す
の
で
、
そ
の
遺
跡
を
表
現
で
き
る
写
真
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

空
撮
の
写
真
に
入
れ
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、「
そ
の
遺
跡
を
代
表
す
る
遺

構
（
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
な
ど
）
が
写
っ
て
い
る
こ
と
」、「
立
地
が
わ
か
る
こ
と
」
が
重
要
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
遺
跡
の
周
囲
も
広
く
撮
影
で
き
る
よ
う
、
ド
ロ
ー
ン
等
を
用
い
て
高
い
所
か
ら
距
離
を

置
い
て
撮
影
し
ま
す
。
通
常
の
人
間
の
視
点
で
は
見
え
な
い
場
所
か
ら
の
撮
影
で
あ
る
た
め
、
予
想

し
た
以
上
に
地
形
が
わ
か
る
写
真
が
撮
影
で
き
ま
し
た
。	

（
鈴す

ず
き
け
い
す
け

木
恵
介
）

　
　
　
　
　

	

写真 8　胡桃窪遺跡と周辺の地形

空
中
写
真
撮
影
を
実
施
し
ま
し
た

B
区
の
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

添そ
え
ざ
わ沢
遺
跡
の
調
査

　

田
口
地
区
の
添
沢
遺
跡
で
は
十
月
半
ば
、
現
場
で
の
調
査
が
完
了
し

ま
し
た
（
写
真
９
）。

　

今
年
度
の
成
果
と
し
て
、
ま
ず
Ｂ
区
で
は
、
縄
文
時
代
早そ

う
き期

（
約

九
千
年
前
）
に
遡

さ
か
の
ぼる

土
器
が
出
土
し
た
ほ
か
、
状
態
の
良
い
磨ま

せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧

が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
の
Ａ
区
で
は
、
東
西
方
向
に
伸
び
る
自
然
の
谷
地
形
が
検
出
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
は
縄
文
時
代
早
期
の
土
器
、
縄
文
時
代
後
期
〜
弥
生
時

代
初
頭
の
土
器
、
非
常
に
状
態
の
良
い
磨
製
石
斧
、
打だ

せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
な
ど
の
石
器
、
鉄て

つ
ぞ
く鏃

の
可
能
性
が
あ

る
鉄
製
品
（
写
真
10
）、鉄て

っ
さ
い滓

、鎌
倉
時
代
〜
室
町
時
代
の
山
茶
碗
、中
国
産
の
青せ

い
じ磁

の
破
片
な
ど
、様
々

な
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
住
居
等
の
遺
構
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
縄
文
時
代
や

中
世
の
集
落
が
付
近
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
年
度
は
現
地
で
の
説
明
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、W

eb

上
で
そ
の
成
果
を
公
表
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
（
図
２
）。	

　
（
河か

わ
し
ま
ゆ
う
き

嶋
優
輝
）

調
査
完
了
！

写真 9　Ab 区空撮写真
（中央の帯状の暗い色の土が谷地形）

◀ 写真 10　Ac 区谷地形内出土の鉄製品レントゲン写真
　（根元は先端まで残っているが、刃のある先端側は欠けており、
　鉄族と断定できない）

　

上
ヲ
ロ
ウ	
・
下
ヲ
ロ
ウ	

遺
跡
で
は
、
A
区
の
空
撮
が
終
了
し
、

発
掘
調
査
も
い
よ
い
よ
後
半
戦
に
突
入
し
ま
し
た
。
今
号
で
は
、

A
区
の
周し

ゅ
う
て
い堤

が
残
る
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
の
現
在
ま
で
判
明
し
て
い
る

調
査
成
果
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　

A
区
で
検
出
さ
れ
た
周
堤
の
残
る
竪
穴
建
物
跡(

写
真
２)

は
、
同
じ
建
物
内
に
対
し
て
、
三
面
の
硬
化
面(

住
居
の
床
面)

と
焼
土
面
（
火
床
）
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
最
低
二
回
は
住
居
の
床
面
が
作
り
直
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
一
番

最
後
に
作
り
直
さ
れ
た
床
面
か
ら
は
、
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
甕か

め

が
出
土
し
て
い
ま
す(

写
真
３)

。

こ
れ
ら
の
土
器
は
、
土
石
流
に
覆
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
他
の
時
期
の
土
器
な
ど
が
混
入
し
な

か
っ
た
た
め
、竪
穴
建
物
跡
の
廃
絶
時
期
が
明
確
に
わ
か
る
貴
重
な
事
例
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
土
器
に
は
、
炭
化
物(

ス
ス)

が
付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
分
析
に
よ
っ
て
は
、

土
器
の
年
代
や
何
を
煮
炊
き
し
て
い
た
の
か
が
分
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

現
在
、
周
堤
の
残
る
竪
穴
建
物
跡
は
、
二
面
目
の
床
面
の
検
出
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
だ

下
層
に
も
三
面
目
の
床
面
が
あ
る
た
め
、
今
後
も
新
し
い
発
見
が
期
待
さ
れ
ま
す
。　
（
田た

な
か中　

良り
ょ
う）

　
　

A
区
の
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

写真 3　周堤の残る竪穴建物跡内の土器出土状況　南西から

写真 2　周堤の残る竪穴建物跡検出状況　南東から

▲図２　YouTube への QR コード
　愛知県埋蔵文化財センター公式チャンネル
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地
区
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土
器
た
ち
も

　
　
　
　
　
　
　
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
！

　
田
峯
の
銅ど

う
た
く鐸

　

図
３
は
愛
知
県
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
「
田
峯
の
銅
鐸
」
で
、
現
在
豊
川
市
一
宮
町

の
砥と

が鹿
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
銅
鐸
の
収
納
箱
の
箱
書
き
に
は
天
保
二
（1831

）

年
に
田
峯（
嶺
）で
掘
り
出
さ
れ
、そ
の
後
の
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

銅
鐸
は
弥
生
時
代
に
中
国
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
青せ

い
ど
う
き

銅
器
で
、
我
が
国
で
特
有
の
発
達
を
み

せ
、
弥
生
時
代
の
終
わ
り
と
と
も
に
消
え
て
い
く
、
弥
生
時
代
を
代
表
す
る
遺
物
の
ひ
と
つ

で
す
。
田
峯
の
銅
鐸
は
高
さ
35.6
セ
ン
チ
、
裾す

そ
ぶ部

の
径
が
16.1
×
11.2
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
、
身
に

は
六
区
画
さ
れ
た
袈け

さ
だ
す
き
も
ん

裟
襷
文
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
形
や
文
様
な
ど
か
ら
、
作
ら
れ
た
時
期

は
弥
生
時
代
後
期
初
頭
（
紀
元
一
世
紀
前
半
）
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
銅
鐸
は
弥
生
時

代
後
期
後
半
に
は
大
型
化
し
て
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
も
現
れ
ま
す
が
、
そ
の

頃
近
畿
地
方
を
中
心
に
分
布
す
る
「
近
畿
式
銅
鐸
」
と
、
三
河
・
遠
江
を
中
心
に
分
布
す
る

「
三さ

ん
え
ん
し
き

遠
式
銅
鐸
」
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
（
図
４
）。
田
峯
の
銅
鐸
は
後
者

の
「
三
遠
式
銅
鐸
」
の
特
徴
を
い
く
つ
か
備
え
て
お
り
、「
三
遠
式
銅
鐸
」
の
前
段
階
の
様

相
を
示
す
銅
鐸
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

設
楽
町
で
は
弥
生
時
代
前
期
に

は
、
縄
文
時
代
の
影
響
を
強
く
残
す

条じ
ょ
う
こ
ん
も
ん

痕
文
土
器
な
ど
の
遺
物
や
遺
構

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
中
期
か

ら
後
期
に
か
け
て
の
遺
物
・
遺
構
は

少
な
く
、
今
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・
下

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査
を
除
け
ば
設
楽

ダ
ム
関
連
調
査
で
も
わ
ず
か
に
出
土

し
て
い
る
の
み
で
す
。
そ
れ
に
対
し

銅
鐸
は
、
田
峯
の
銅
鐸
以
外
に
も
設

楽
町
周
辺
で
四
個
が
出
土
し
た
と
の

伝
承
・
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
弥
生

時
代
の
集
落
が
希
薄
な
こ
の
地
域
に

な
ぜ
こ
れ
ら
の
銅
鐸
が
存
在
す
る
の

か
？
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡

と
の
関
連
は
？
な
ど
興
味
は
尽
き
ま

せ
ん
。　
　
　
　
　
　
（
宮み

や
こ
し
け
ん
じ

腰
健
司
）

外縁
菱環
内縁
鈕脚壁

鈕孔

横帯

下辺横帯

縦帯 裾
型持孔

鰭

区画突線

飾耳

型持孔

舞
（身の上面）

外周突線

双頭渦紋飾耳
鈕
（
吊
り
手
）

身

内面突帯

横
軸
突
線

銅鐸模式図

三遠式 近畿式

図●　銅鐸模式図（文献内の図を一部改変・加筆）

文　献
加藤安信 2003「第３章 集成 第１節 銅鐸」『愛知県史 資料編２ 考古２ 弥生』

図４　銅鐸模式図（文献内の図を一部改変・加筆）

＊引用文献
　加藤安信 2003「第３章　集成　第１節　銅鐸」『愛知県史　資料編２　考古２　弥生』

　

秋
も
深
ま
っ
て
き
ま
し
た
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？

　

先
月
の
上
旬
に
は
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
弥
生
時
代
の
周
堤
の
あ
る
住
居
跡
と
そ

の
周
辺
エ
リ
ア
の
報
道
機
関
へ
の
現
場
公
開
を
行
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
愛
知
や
中
日
新
聞
社
な

ど
多
数
の
報
道
機
関
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
取
材
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

ニ
ュ
ー
ス
番
組
や
多
く
の
新
聞
で
記
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
調
査
成
果
が
全
国
に
知
ら
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
大
変
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
月
は
、
弥
生
時
代
に
関
連
し
て
、
十
月
か
ら
瀬
戸
市
に
あ
る
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
で
始
ま

り
ま
し
た「YAYOI	

モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン-

ニ
ッ
ポ
ン
の
美
、こ
こ
に
始
ま
る-

」を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
展
覧
会
は
、
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
の
特
別
展
お
よ
び
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
埋

蔵
文
化
財
展
と
し
て
、
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
愛
知
県
内
の
遺
跡
は
も
と
よ

り
、
鳥
取
県
の
青あ

お
や
か
み
 
じ
 
ち

谷
上
地
寺
遺
跡
や
石
川
県
八よ

う
か
い
ち
じ
が
た

日
市
地
方
遺
跡
な
ど
、
県
外
の
弥
生
時
代
の
遺

物
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
も
の
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
設
楽
町
内
の
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
弥
生
時
代
の
遺
物
た

ち
も
並
ん
で
い
ま
す
。
笹
平
遺

跡
の
条
痕
文
土
器
の
壺
一
点
と

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
条
痕
文
土
器

の
深
鉢
二
点
で
す
。
モ
ダ
ン
デ

ザ
イ
ン
と
さ
れ
る
弥
生
土
器
の

「
美
」
を
感
じ
る
展
覧
会
で
す
。

会
期
は
十
二
月
十
三
日
ま
で
で

す
。
是
非
、
ご
覧
に
な
っ
て
く

だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
堀ほ

り
き
ま
み
こ

木
真
美
子)

＜＜展示概要＞＞
　弥生の文化は、縄文とは対照的に機能性や普遍性を志向し、
プロダクトの形や紋様は端正な造形をとることに特徴がありま
す。こうした造形は、日本の伝統的な美の源流になると同時に、
現在の私たちにとってもモダンと感じられます。
　本展では、弥生時代の土器、石器、木器、骨角器、金属器の、
かたち、色彩、絵画・紋様に焦点をあて、そのデザインや美を
紹介します。近年の発掘調査によって出土した代表的な遺物が
一堂に集まる貴重な機会であり、弥生時代を美とデザインの観
点からとらえる、過去に類を見ない展覧会です。

0 10cm

写真１　愛知県陶磁美術館に展示中の設楽町の土器たち

図１　笹平遺跡出土の条痕文土器の実測図

A面 B面

A面 B面

0 10cm(1：6)

図●　田峯の銅鐸（文献内の図を一部改変）図３　田峯の銅鐸（文献内の図を一部改変）
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