
川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
の
旧き

ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代　

　

川
向
東
貝
津
遺
跡
は
設
楽
町
の
川
向
に
所
在
す
る
遺
跡
で
す
。
発
掘
調
査
は
平
成
22
年
、

27
年
、
28
年
の
計
３
回
行
わ
れ
ま
し
た
。
旧
石
器
時
代
の
遺
物
と
し
て
は
、
尖せ

ん
と
う
き

頭
器
文
化
期

と
細さ

い
せ
っ
き

石
器
文
化
期
の
２
時
期
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
特
に
尖
頭
器
文
化
期
に
属

す
る
石
器
群
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

尖
頭
器
文
化
期(

約
二
万
二
千
年
前)

と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
剥
片
に
注
目
す
る
と
、

出
土
し
た
剥
片
の
う
ち
多
く
が
縦
長
剥
片(

打
点
か
ら
縦
に
長
い
剥
片)

で
あ
り(

図
12)

、

石
核
に
注
目
す
る
と
剥
離
の
状
況
か
ら
一
方
向
な
い
し
２
方
向
か
ら
縦
長
剥
片
を
連
続
し
て

剥
離
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す(

図
13)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
尖
頭
器
は
横
長
剥
片(

打
点

か
ら
横
に
長
い
剥
片)

を
縦
方
向
に
し
て
加
工
を
施
し
た
と
思
わ
れ(

図
14)

、
ま
た
横
長
剥

片
や
横
長
剥
片
を
剥
離
し
た
と
思
わ
れ
る
石
核
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す(

図
15)

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
石
器
に
よ
っ
て
素
材
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
尖
頭
器
に
は
横
長
剥
片
、
他
の
石
器
に
は
縦
長
剥
片
と
い
う

よ
う
な
形
で
す
。
素
材
剥
片
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
素
材
剥
片
の
形
や
厚
さ
、

石
材
な
ど
が
そ
の
基
準
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
、
川
向
東
貝
津
遺
跡
の
尖
頭
器
石
器
群
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
し
た
。
設
楽
町
周
辺

に
広
が
る
旧
石
器
時
代
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
未
解
明
、
今
後
の
資
料
の
増
加
が
待
た
れ
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

(

社し
ゃ
も
と
ゆ
う
や

本
有
弥)　
　

5cm0

5cm0

5cm05cm0

5cm0

5cm0

5cm0

5cm0

5cm0

5cm0
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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

★
下延坂遺跡

大崎遺跡

９月 2 6日（日）午前 11時～12時、遺跡現地で遺跡の説明と遺物の展示を行います。

　＊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 ）、樋上携帯（080-1571-4983）まで。　

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）。

下延坂遺跡 地元説明会 会場のご案内

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

N

下延坂遺跡

県道10号

境川バス停

駐車場

設楽根羽線

設楽大橋

国道257号

県道432号小松田ロ線

境川

八橋

★

図１　竪穴建物跡検出状況

図２　土器埋設状況

　

下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

日
頃
よ
り
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
発
掘
調
査
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

た
ま
わ

り
、

ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
で
は
今
年
度
の
五
月
よ
り
、
川
向
地
区
の
下
延
坂
遺
跡
で
発
掘
調
査
を
行

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
度
の
調
査
面
積
は
６
８
０
０
㎡
で
、
Ａ
〜
Ｃ
区
の
三
調
査

区
に
分
け
て
調
査
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

Ａ
区
で
は
縄

じ
ょ
う
も
ん文

時
代
晩
期
後
半
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
１
棟
と
土ど

き器
埋ま

い
せ
つ設

遺い
こ
う構

２
基
を
確
認

し
、
八
月
末
に
調
査
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

Ｂ
区
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
竪
穴
建
物
２
棟
以
上
と
土
器
埋
設
遺
構(

埋う
め
が
め甕)

１
基
を
確
認
し
、
現
在
は
Ｃ
区
の
調
査
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
Ｂ
区
の
竪
穴
建
物
と
Ｃ
区
の
調
査
成
果
を
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
に
、
九
月

二
六
日
（
日
）
の
午
前
十
一
時
よ
り
、
現
地
に
て
地
元
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
樋ひ

が
み上　

昇
の
ぼ
る

）

図 12　川向東貝津遺跡出土の縦長剥片・石刃

図 13　川向東貝津遺跡出土の石核

図 14　川向東貝津遺跡出土の尖頭器

図 15　川向東貝津遺跡出土の横長剥片と石核
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２１　

B
区
で
は
調
査
が
進
み
、
大
部
分
の
様
相
が
判
明
し
ま
し
た
。
全
面
に
遺
構
が
展
開
す

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
部
で
は
注
目
す
べ
き
成
果
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、２1　

B
区
の
西
側
で
は
、縄
文
時
代
の
埋う

め
が
め甕

が
検
出
さ
れ
ま
し
た（
写
真
９
）。
こ
れ
は
、

一
般
的
に
竪
穴
建
物
内
に
穴
を
掘
っ
て
土
器
を
据
え
る
も
の
で
、
今
回
見
つ
か
っ
た
も
の
は

底
部
〜
胴
体
下
部
ま
で
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
真
っ
直
ぐ
立
っ
た
状
態
で
あ
り
、
当
時

設
置
さ
れ
た
状
態
を
保
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
、２1　

B
区
の
東
側
で
は
、縄
文
時
代
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
が
２
箇
所
で
見
つ
か
り
ま
し
た（
写

真
10
）。
そ
れ
ぞ
れ
、
最
低
１
回
の
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本
格
的
に
掘
り
下
げ
る
前

か
ら
、
土
器
や
石
器
が
次
々
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
今
回
掲
載
し
た
も
の
は
残

り
の
い
い
も
の
で
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
特
徴
を
示
し
て
い
ま
す
（
写
真
11
）。

　

ま
た
、
２1　

C
区
で
も
表
土
の
除
去
が
始
ま
り
、
石
器
類
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
後
の
調
査

で
は
さ
ら
な
る
遺
構
・
遺
物
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。　　
　
　
　

  　
（
河か
わ
し
ま
ゆ
う
き

嶋
優
輝
）

図10　B区縄文時代の竪穴建物跡（手前、奥）

図 9　B区縄文時代埋甕

図7　下延坂遺跡２１A 区　空撮写真

図 8　A 区土器埋設遺構

図11　B区竪穴建物跡
出土土器

下
延
坂
遺
跡
発
掘
調
査

　

下
延
坂
遺
跡
の
21

 

A
区
は
、
全
体
の
大
ま
か
な
調
査
を
終
え
、
空
中
写
真
撮
影
を
8
月

4
日
に
行
い
、
現
在
補
足
調
査
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
調
査
の
成
果
と
し
て
、
21

 

A
区
の
北
側(

図
７
赤
枠)

で
は
近
世
の
陶
器
片
と

柱
穴
列
と
思
わ
れ
る
複
数
の
土
坑
が
、
21

 

A
区
の
中
央(

図
７
青
枠)

で
は
骨
片
を
伴
う

近
世
の
墓
跡
と
思
わ
れ
る
土
坑
が
２
基
、
片
方
は
江
戸
時
代
の
寛か
ん
え
い
つ
う
ほ
う

永
通
宝
の
銅ど
う
せ
ん銭
と
共
に

見
つ
か
り
ま
し
た
。
21

　

A
区
の
中
央
で
は
、
墓
跡
の
さ
ら
に
下
層
で
縄
文
時
代
晩
期
の
土

器
片
や
石
器
を
多
数
伴
う
黒
色
土
の
層
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
土
層
内
で
新

た
に
竪
穴
建
物
跡
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
１
基
と
、
地
面
に
穴
を
掘
っ
た
の
ち
、
土
器
を
意

図
的
に
立
て
て
埋
め
た
土
器
埋
設
遺
構
が
２
基
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
図
８
）。
ま
た
21

　

A

区
の
南
側
で
は
過
去
の
土
石
流
や
旧
河
川
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、

過
去
の
下
延
坂
遺
跡
周
辺
の
環
境
を
考
察
す
る
上
で
良
い
資
料
と
言
え
ま
す
。

　

21

 

A
区
の
調
査
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
最
後
ま
で
慎
重
に
、
事
故
の
な
い
よ

う
に
気
を
付
け
て
行
な
っ
て
い
き
、
次
回
最
終
的
な
報
告
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
渡わ

た
な
べ邉　

峻し
ゅ
ん）

0 50m

N

（1/5000）

20C

20A

20B

19

境
川

21区
今年度
調査区

図３　調査区全景（南上空より）

図４　江戸時代 柵列跡（東より）図６　縄文時代竪穴建物跡 ?（北より）

図５　戦国時代〜江
戸時代整地層（東よ
り）および出土遺物

【天目茶碗】

上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し

も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
発
掘
調
査　

 
六
月
か
ら
実
施
し
て
い
ま
し
た
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
七
月

三
十
日
を
も
っ
て
終
了
致
し
ま
し
た
。
皆
様
に
は
平
素
か
ら
調
査
に
ご
理
解
頂
き
、
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
本
誌
で
は
、
今
年
度
の
成
果
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
知
ら
せ
致
し
ま

す
。

　

縄
文
時
代　
北
側
の
緩か

ん
し
ゃ
め
ん

斜
面
で
縄
文
時
代
の
遺い

ぶ
つ
ほ
う
が
ん
そ
う

物
包
含
層
が
確
認
さ
れ
、
竪
穴
建
物
跡

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
遺
構
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
中
央
に
は
石い

し
が
こ
い
ろ

囲
炉
跡
が
あ
り
ま

し
た
。
遺
構
内
か
ら
は
土
器
片
や
石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
20

　

C
区
で
見
つ

か
っ
た
竪
穴
建
物
跡
同
様
、
縄
文
時
代
後
期
初
頭
〜
中
葉
（
約
４
４
０
０
〜
３
８
０
０
年

前
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

古
代
～
中
世　
調
査
区
の
西
端
で
、
斜
面
上
方
か
ら
流
れ
る
沢
の
跡
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
堆
積
し
た
土
の
中
か
ら
は
、灰か

い
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
（
椀
や
壺
）
や
山や

ま
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
碗
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

戦
国
期
か
ら
近
世　
調
査
区
の
南
半
で
、
柱ち

ゅ
う
け
つ穴

や
土ど

こ
う坑

な
ど
、
近
世
ヲ
ロ
ウ
集
落
の
生

活
の
様
子
が
う
か
が
え
ら
れ
る
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
柱
穴
は
縄
文
時
代
の
遺
構
・

包
含
層
が
残
る
段
差
下
の
壁
際
に
並
行
し
て
見
つ
か
っ
て
お
り
、
列
を
な
し
て
い
る
こ
と

か
ら
柵さ

く
れ
つ列

の
跡
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
柵
列
は
３
列
以
上
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
南
東
側
に
向
か
っ
て
低
く
な
る
地
形
を
埋
め
て
（
整
地
層
）、
広
い
平
坦
面
を
作

り
出
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
整
地
層
は
厚
さ
最
大
50

 

cm
ほ
ど
で
、
巨き

ょ
れ
き礫

や

炭
化
物
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
近
世
の
遺
構
や
整
地
層
か
ら
は
、
天て

ん
も
く
ぢ
ゃ
わ
ん

目
茶
碗
・

擂す
り
ば
ち鉢

・
鉄て

つ
ゆ
う
が
め

釉
甕
・
内な

い
じ
な
べ

耳
鍋
・
砥と

い
し石

な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

前
回
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
調
査

の
説
明
会
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
動
画
に
よ
っ
て
実
施
し
て

お
り
、
期
日
は
九
月
十
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
動
画

終
了
後
も
印
刷
資
料
に
関
し
て
は
、
引
き
続
き
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
ご
利

用
下
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
川か

わ
ぞ
え
か
ず
あ
き

添
和
暁
）



川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
の
旧き

ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代　

　

川
向
東
貝
津
遺
跡
は
設
楽
町
の
川
向
に
所
在
す
る
遺
跡
で
す
。
発
掘
調
査
は
平
成
22
年
、

27
年
、
28
年
の
計
３
回
行
わ
れ
ま
し
た
。
旧
石
器
時
代
の
遺
物
と
し
て
は
、
尖せ

ん
と
う
き

頭
器
文
化
期

と
細さ

い
せ
っ
き

石
器
文
化
期
の
２
時
期
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
特
に
尖
頭
器
文
化
期
に
属

す
る
石
器
群
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

尖
頭
器
文
化
期(
約
二
万
二
千
年
前)

と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
剥
片
に
注
目
す
る
と
、

出
土
し
た
剥
片
の
う
ち
多
く
が
縦
長
剥
片(

打
点
か
ら
縦
に
長
い
剥
片)

で
あ
り(

図
12)

、

石
核
に
注
目
す
る
と
剥
離
の
状
況
か
ら
一
方
向
な
い
し
２
方
向
か
ら
縦
長
剥
片
を
連
続
し
て

剥
離
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す(

図
13)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
尖
頭
器
は
横
長
剥
片(

打
点

か
ら
横
に
長
い
剥
片)

を
縦
方
向
に
し
て
加
工
を
施
し
た
と
思
わ
れ(

図
14)

、
ま
た
横
長
剥

片
や
横
長
剥
片
を
剥
離
し
た
と
思
わ
れ
る
石
核
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す(

図
15)

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
石
器
に
よ
っ
て
素
材
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
尖
頭
器
に
は
横
長
剥
片
、
他
の
石
器
に
は
縦
長
剥
片
と
い
う

よ
う
な
形
で
す
。
素
材
剥
片
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
素
材
剥
片
の
形
や
厚
さ
、

石
材
な
ど
が
そ
の
基
準
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
、
川
向
東
貝
津
遺
跡
の
尖
頭
器
石
器
群
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
し
た
。
設
楽
町
周
辺

に
広
が
る
旧
石
器
時
代
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
未
解
明
、
今
後
の
資
料
の
増
加
が
待
た
れ
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

(

社し
ゃ
も
と
ゆ
う
や

本
有
弥)　
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図１　竪穴建物跡検出状況

図２　土器埋設状況

　

下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

日
頃
よ
り
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
発
掘
調
査
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

た
ま
わ

り
、

ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
で
は
今
年
度
の
五
月
よ
り
、
川
向
地
区
の
下
延
坂
遺
跡
で
発
掘
調
査
を
行

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
度
の
調
査
面
積
は
６
８
０
０
㎡
で
、
Ａ
〜
Ｃ
区
の
三
調
査

区
に
分
け
て
調
査
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

Ａ
区
で
は
縄

じ
ょ
う
も
ん文

時
代
晩
期
後
半
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
１
棟
と
土ど

き器
埋ま

い
せ
つ設

遺い
こ
う構

２
基
を
確
認

し
、
八
月
末
に
調
査
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

Ｂ
区
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
竪
穴
建
物
２
棟
以
上
と
土
器
埋
設
遺
構(

埋う
め
が
め甕)

１
基
を
確
認
し
、
現
在
は
Ｃ
区
の
調
査
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
Ｂ
区
の
竪
穴
建
物
と
Ｃ
区
の
調
査
成
果
を
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
に
、
九
月

二
六
日
（
日
）
の
午
前
十
一
時
よ
り
、
現
地
に
て
地
元
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
樋ひ

が
み上　

昇
の
ぼ
る

）

図 12　川向東貝津遺跡出土の縦長剥片・石刃

図 13　川向東貝津遺跡出土の石核

図 14　川向東貝津遺跡出土の尖頭器

図 15　川向東貝津遺跡出土の横長剥片と石核




