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上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
出
土
の
弥
生
土
器

今
回
は
令
和
２
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
、
周
堤
が
巡
る
竪

穴
建
物
跡
１
０
５
５
SI
か
ら
出
土
し
た
弥
生
土
器
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

１
０
５
５
SI
は
何
回
か
建
て
替
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
最
後
の
建
て
替
え
の
床
面
か
ら
残
り
の

良
い
弥
生
土
器
が
５
点
出
土
し
て
い
ま
す
（
図
９
・
10
）。
５
点
と
も
煮
炊
き
に
使
わ
れ
た
甕か
め

で
、

弥
生
時
代
中
期
後
葉
（
紀
元
前
１
世
紀
）
の
土
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
土
器
を
形
や
文

様
、
作
り
方
で
分
け
る
と
、
１
〜
３
、４
、５
と
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
。
１
〜

３
の
土
器
は
凹お
う
せ
ん
も
ん
け
い

線
文
系
の
甕
で
、
尾
張
地
方
で
は
「
高た
か
く
ら
し
き

蔵
式
」、
三
河
地
方
で
は
「
長な
が
と
こ
し
き

床
式
」
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
凹
線
文
系
土
器
は
瀬
戸
内
地
方
で
誕
生
し
て
近
畿
地
方
を
経
由
し
、
弥

生
時
代
中
期
後
葉
の
前
半
に
は
尾
張
地
方
を
含
ん
だ
伊
勢
湾
西
部
ま
で
分
布
範
囲
が
拡
大
し
て

い
き
ま
す
。
さ
ら
に
後
中
期
後
葉
の
後
半
に
な
る
と
三
河
か
ら
関
東
に
ま
で
そ
の
範
囲
が
広
が
り

ま
す
。
壷つ

ぼ

の
口
縁
部
な
ど
に
付
け
ら
れ
る
凹
ん
だ
直
線
文
の
凹お
う
せ
ん線
か
ら
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
甕

で
は
板
を
使
っ
て
土
器
を
成
形
す
る
外
面
の
〈
叩た
た

き
〉
や
内
面
下
部
の
〈
削け
ず

り
〉
が
特
徴
と
な

り
ま
す
。
４
の
土
器
は
「
古ふ
る
い
し
き

井
式
」
と
呼
ば
れ
る
三
河
系
の
甕
で
、
外
面
の
〈
撫な

で
〉
調
整
や

高
い
脚
が
特
徴
と
な
り
ま
す
。
５
は
信
州
系
の

甕
で
、「
栗く
り
ば
や
し
し
き

林
式
」
ま
た
は
「
北き
た
は
ら
し
き

原
式
」
と
呼
ば

れ
、
受
け
口
状
の
口
縁
部
と
外
面
の
文
様
が
特
徴

で
す
。
文
様
に
は
〈
波は
じ
ょ
う
も
ん

状
文
〉・〈
簾
れ
ん
じ
ょ
う
ち
ょ
く
せ
ん
も
ん

状
直
線
文
〉・

〈
羽う
じ
ょ
う
も
ん

状
文
〉
の
他
、
口
縁
部
に
付
け
ら
れ
た

〈
円え
ん
け
い
ふ
も
ん

形
浮
文
〉
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
底
部
に
は
、

土
器
製
作
時
に
粘
土
が
付
着
し
な
い
よ
う
に
敷
い

た
〈
布ぬ
の
め
あ
っ
こ
ん

目
圧
痕
〉
が
あ
り
、
こ
れ
も
特
徴
の
ひ
と

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
出
自
の
異
な
る
土
器
を
結
び
つ
け

た
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺

跡
が
奥
三
河
地
方
の
設
楽
町
に
位
置
す
る
と
い
う

地
理
的
条
件
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
弥
生
時
代
中
期

後
葉
に
は
信
州
系
の
土
器
は
愛
知
県
で
は
わ
ず
か

し
か
出
土
し
て
お
ら
ず
、
今
回
の
出
土
は
極
め
て

稀
な
事
例
と
言
え
ま
す
。
今
後
凹
線
文
系
・
三
河

下
延
坂
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た

　

９
月
26
日
（
日
）
に
下
延
坂
遺
跡
で
地
元
説
明
会
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
。
当
日
は
残
念
な
が
ら
雨
天
で
、
現
場
に
入
っ

て
目
玉
の
竪
穴
建
物
跡
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
遺
物
の
展
示
を
実
施
し
ま
し
た
。
雨
の
中
お

越
し
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
た
、
当
日
配
布
し
た
資
料
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
閲

覧
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
興
味
が
お
有
り
で
し
た

ら
以
下
の
ア
ド
レ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
で
は
、
今
後
、
大
崎
遺
跡

で
の
地
元
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
調
査
の
工
程
上
、

具
体
的
な
日
時
は
未
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
決
ま
り
次

第
告
知
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
河
嶋
優
輝
）

系
の
土
器
を
含
め
、
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
土
器
の
動
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が

問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
見
た
目
も
形
も
違
う
器
を
、
当
時
の
人
た
ち
は
ど
う
考
え
て
使

い
分
け
て
い
た
の
か
、こ
れ
も
興
味
深
い
問
題
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
腰
健
司
）

0 10cm(1：6)

1

2

3

4

5

凹線文系

三河系

信州系

削り
叩き

叩き

削り

撫で

羽状文

簾状直線文

波状文 円形浮文

                     布目圧痕

図10　1055SI 出土の弥生土器

図９　　土器 ( ３) の出土状態
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３
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０
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６
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０
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７
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０
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８
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０
年

９
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０
年

１
０
０
０
年

１
１
０
０
年

１
２
０
０
年

１
３
０
０
年

１
４
０
０
年

１
５
０
０
年

１
６
０
０
年

１
７
０
０
年

１
８
０
０
年

１
９
０
０
年

２
０
０
０
年

後期
旧石器時代

縄　文　時　代弥生時代古墳
時代

飛鳥
時代

奈良
時代

平安時代鎌倉時代

安土桃山
時代

江戸時代近代
　・現代

台
形
様
石
器
・
ナ
イ
フ
形
石
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
局
部
磨
製
石
斧
の
出
現

鹿
児
島
県
姶
良
カ
ル
デ
ラ
（
Ａ
．Ｔ
．）
の
降
灰

氷
河
期
が
終
わ
る

土
器
の
発
明
・
弓
矢
の
使
用

貝
塚
の
形
成

気
候
の
温
暖
化
に
よ
る
海
進

寒
冷
化
し
、
海
退
し
た
低
地
に
も
生
活
を
始
め
る

抜
歯
風
習
の
盛
行

土
器
棺
墓
群
が
形
成
さ
れ
る

稲
作
の
開
始
　
　
環
濠
集
落
の
出
現

金
属
器
の
使
用
・
銅
鐸
の
使
用

女
王
卑
弥
呼
邪
馬
台
国
を
統
治
す
る

大
和
政
権
の
出
現
・
各
地
に
古
墳
の
造
営

仏
教
の
伝
来

６
４
５
年
　
乙
巳
の
変
（
大
化
の
改
新
）

７
１
０
年
　
平
城
京
遷
都

７
４
３
年
　
東
大
寺
大
仏
建
立
の
詔
・
国
分
寺

７
９
４
年
　
平
安
京
遷
都

藤
原
氏
の
摂
関
政
治

武
士
の
台
頭

１
１
９
２
年
　
源
頼
朝 

征
夷
大
将
軍
と
な
る

元
寇
（
文
永
・
弘
安
の
役
）

１
３
３
８
年
　
足
利
尊
氏 

室
町
幕
府
を
開
く

１
４
６
７
年
　
応
仁
の
乱

１
５
７
５
年
　
長
篠
の
戦
い

１
６
０
３
年
　
徳
川
家
康  

江
戸
幕
府
を
開
く

１
８
６
７
年
　
大
政
奉
還

１
９
４
５
年
　
太
平
洋
戦
争
終
結

上
品
野
遺
跡
（
瀬
戸
市
）

茶
臼
山
遺
跡
（
豊
根
村
）

駒
場
遺
跡
（
豊
川
市
）

萩
平
遺
跡
（
新
城
市
）

多
り
畑
遺
跡
（
豊
橋
市
）

大
安
寺
遺
跡
（
豊
田
市
）

鞍
舟
遺
跡
（
設
楽
町
）

川
向
東
貝
津
遺
跡
（
設
楽
町
）

滝
瀬
遺
跡
・
大
栗
遺
跡
（
設
楽
町
）

大
根
平
遺
跡
（
設
楽
町
）

西
地
・
東
地
遺
跡
（
設
楽
町
）

モ
リ
下
遺
跡
（
新
城
市
）

石
岸
遺
跡
（
新
城
市
）

大
名
倉
遺
跡
（
設
楽
町
）

吉
胡
貝
塚
（
田
原
市
）

万
瀬
遺
跡
・
大
畑
遺
跡
（
設
楽
町
）

宮
嶋
遺
跡
（
豊
根
村
）

麻
生
田
大
橋
遺
跡
（
豊
川
市
）

桜
平
遺
跡
（
東
栄
町
）

白
石
遺
跡
（
豊
橋
市
）

瓜
郷
遺
跡
（
豊
橋
市
）

西
向
遺
跡
（
東
栄
町
）

欠
山
遺
跡
（
豊
川
市
）

馬
越
長
火
塚
古
墳
（
豊
橋
市
）

屋
木
下
古
墳
（
設
楽
町
）

丸
根
古
墳
（
設
楽
町
）

三
河
国
分
寺
跡
（
豊
川
市
）

白
鳥
遺
跡
（
豊
川
市
）

大
根
平
遺
跡
（
設
楽
町
）

普
門
寺
跡
（
豊
橋
市
）

ブ
ヤ
キ
窯
跡
（
東
栄
町
）

田
峯
城
址
（
設
楽
町
）

津
具
城
址
（
設
楽
町
）

吉
田
城
跡
（
豊
橋
市
）

戦国期

室町時代 草
創
期早

期前
期中

期後
期

晩
期

武
節
城
址
（
豊
田
市
）

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
（
設
楽
町
）

下延坂遺跡位置図

下延坂遺跡の時期

年　表

説明会資料
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下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
発
掘
調
査

　

下
延
坂
遺
跡
で
は
、
C
区
の
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。
検
出
作
業
の
結
果
、
調
査
区
の

西
側
と
南
側
、
東
側
の
一
部
に
遺
構
が
確
認
さ
れ
ま
し
た(

図
２)

。
現
在
は
西
側
と
南
側

の
遺
構
の
調
査
を
優
先
し
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

西
側
南
で
は
縄
文
時
代
中
期
〜
後
期
の
土
器
片
や
石
器
が
出
土
し
、
調
査
区
の
南
端
で

は
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
が
３
棟
、
重
な
っ
て
確
認
さ
れ
ま
し
た(

図
２
赤
丸
・
図
３)

。
炉ろ

や
柱
穴

な
ど
の
付
属
施
設
は
現
在
調
査
中
で
す(

図
４)

。

　

南
側
で
は
西
側
と
は
異
な
る
土
の
堆
積
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
石
器
の
出
土
が
増
加
し
、

西
側
で
出
土
し
て
い
た
も
の
と
比
べ
大
形
で
あ
る
た
め
、
時
期
が
異
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
縄
文
時
代
早そ
う
き期
の
土
器
で
あ
る
繊せ
ん
い維
土
器
な
ど
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
南
側
で
は
縄
文
時
代
で
も
古
い
時
期
の
遺
構
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

東
側
は
複
数
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
時
期
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
検
討
し
て
い

き
ま
す
。
遺
物
は
ま
だ
少
な
い
で
す
が
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
の
石
器
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

(

渡
邉　

峻)

大お
お
さ
き崎
遺
跡
発
掘
調
査　

　

調
査
開
始
か
ら
二
ヶ
月
ほ
ど
経
ち
、
21

　

A
区
の
表
土
掘
削
・
検
出
作
業
が
完
了
し
、
全
体

像
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
21

 

A
区
の
水
田
の
跡
が
全
面
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。（
図
１

青
線
が
水
路
、
緑
線
が
畦
畔)

。
こ
の
水
田
の
時
期
は
弥や
よ
い生
時
代
の
後
期
か
ら
中
世
前
半
ま

で
の
い
ず
れ
か
の
時
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
設
楽
町
に
お
い
て
こ
の
時
期
の
水
田
跡
の
全
貌

が
捉
え
ら
れ
た
例
は
無
く
、
貴
重
な
調
査
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
調
査
区
の
南
東

で
は
や
や
地
形
が
下
が
っ
て
お
り
、
水
田
跡
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
弥
生
時
代
中

期
前
半
の
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
建
物
跡
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す(

図
１
茶
線)

。

　

遺
物
に
つ
い
て
も
豊
富
に
出
土
し
て
お
り
ま
す
。
弥
生
時
代
の
遺
物
は
各
時
期
の
土
器
片

や
刃じ
ん
き器
が
出
土
し
ま
し
た
。
縄
じ
ょ
う
も
ん文
時
代
の
遺
物
は
後
期
〜
晩
期
に

か
け
て
の
土
器
片
や
石い
し
さ
じ匙
な
ど
の
石
器
類
、
石せ
き
ぼ
う棒
・
岩が
ん
ぐ
う偶
岩が
ん
ば
ん版
と

い
っ
た
石
製
品
が
出
土
し
て
お
り
、
現
在
調
査
を
行
っ
て
い
る
層

位
よ
り
下
に
縄
文
時
代
の
遺
構
が
あ
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

今
後
は
水
田
跡
の
調
査
を
中
心
に
進
め
て
い
き
ま
す
。
続
報
に

ご
期
待
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
社
本
有
弥
）

　

下
延
坂
遺
跡
B
区
で
の
調
査
は
大
詰
め
と

な
っ
て
い
ま
す
。
残
っ
た
竪
穴
建
物
２
基
の

う
ち
、
１
基
は
掘
削
が
完
了
し
ま
し
た
。
中

央
に
石い

し
が
こ
い
ろ

囲
炉
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
隅
が

丸
ま
っ
た
四
角
、
す
な
わ
ち
隅す
み
ま
る
ほ
う
け
い

丸
方
形
の
形

を
し
た
住
居
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た

（
図
５
）。

　

も
う
片
方
の
住
居
は
（
図
６
〜
８
）、
住
居

の
廃
絶
（
＝
使
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
）
後
に

石
が
大
量
に
詰
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
石
の

数
は
６
０
０
点
を
超
え
る
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。
石
が
詰
め
ら
れ
た
遺
構
は
、
縄
文
時

代
の
中
部
か
ら
関
東
地
方
に
分
布
す
る
と
さ

れ
て
お
り
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
新
た
な

事
例
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

ま
た
、
炭
化
し
た
木
材
や
焼
け
た
土
な
ど
が

出
土
し
て
お
り
、
建
物
の
廃
絶
の
際
、
建
築

部
材
を
燃
や
す
と
い
っ
た
儀
礼
的
な
行
為
が

行
わ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

下
延
坂
B
区
の
建
物
跡
に
関
し
て
は
、
次

号
で
最
終
的
な
調
査
結
果
を
お
知
ら
せ
で
き

る
か
と
思
い
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
河
嶋
優
輝
）

図５　B 区縄文時代中期後半の竪穴建物跡
（赤の破線内が建物）

図６　縄文時代中期後半の竪穴建物跡
（9/26 時点、掘り下げる前の段階）

図７　縄文時代中期後半の竪穴建物跡
（10/1 時点、詰められた石が現れた状態）

図８　縄文時代中期後半の竪穴建物跡
（10/14 時点、石を撤去した状態）

←←

図３　竪穴建物跡 ( ３基 ) 検出

図４　竪穴建物跡 (2146SI) 遺構検出状況

図２　下延坂遺跡 C 区全体図 (1/1000)

図１　大崎遺跡 21A 区全体図 (1/1000)
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上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
出
土
の
弥
生
土
器

今
回
は
令
和
２
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
、
周
堤
が
巡
る
竪

穴
建
物
跡
１
０
５
５
SI
か
ら
出
土
し
た
弥
生
土
器
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

１
０
５
５
SI
は
何
回
か
建
て
替
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
最
後
の
建
て
替
え
の
床
面
か
ら
残
り
の

良
い
弥
生
土
器
が
５
点
出
土
し
て
い
ま
す
（
図
９
・
10
）。
５
点
と
も
煮
炊
き
に
使
わ
れ
た
甕か
め

で
、

弥
生
時
代
中
期
後
葉
（
紀
元
前
１
世
紀
）
の
土
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
土
器
を
形
や
文

様
、
作
り
方
で
分
け
る
と
、
１
〜
３
、４
、５
と
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
。
１
〜

３
の
土
器
は
凹お
う
せ
ん
も
ん
け
い

線
文
系
の
甕
で
、
尾
張
地
方
で
は
「
高た
か
く
ら
し
き

蔵
式
」、
三
河
地
方
で
は
「
長な
が
と
こ
し
き

床
式
」
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
凹
線
文
系
土
器
は
瀬
戸
内
地
方
で
誕
生
し
て
近
畿
地
方
を
経
由
し
、
弥

生
時
代
中
期
後
葉
の
前
半
に
は
尾
張
地
方
を
含
ん
だ
伊
勢
湾
西
部
ま
で
分
布
範
囲
が
拡
大
し
て

い
き
ま
す
。
さ
ら
に
後
中
期
後
葉
の
後
半
に
な
る
と
三
河
か
ら
関
東
に
ま
で
そ
の
範
囲
が
広
が
り

ま
す
。
壷つ

ぼ

の
口
縁
部
な
ど
に
付
け
ら
れ
る
凹
ん
だ
直
線
文
の
凹お
う
せ
ん線
か
ら
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
甕

で
は
板
を
使
っ
て
土
器
を
成
形
す
る
外
面
の
〈
叩た
た

き
〉
や
内
面
下
部
の
〈
削け
ず

り
〉
が
特
徴
と
な

り
ま
す
。
４
の
土
器
は
「
古ふ
る
い
し
き

井
式
」
と
呼
ば
れ
る
三
河
系
の
甕
で
、
外
面
の
〈
撫な

で
〉
調
整
や

高
い
脚
が
特
徴
と
な
り
ま
す
。
５
は
信
州
系
の

甕
で
、「
栗く
り
ば
や
し
し
き

林
式
」
ま
た
は
「
北き
た
は
ら
し
き

原
式
」
と
呼
ば

れ
、
受
け
口
状
の
口
縁
部
と
外
面
の
文
様
が
特
徴

で
す
。
文
様
に
は
〈
波は
じ
ょ
う
も
ん

状
文
〉・〈
簾
れ
ん
じ
ょ
う
ち
ょ
く
せ
ん
も
ん

状
直
線
文
〉・

〈
羽う
じ
ょ
う
も
ん

状
文
〉
の
他
、
口
縁
部
に
付
け
ら
れ
た

〈
円え
ん
け
い
ふ
も
ん

形
浮
文
〉
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
底
部
に
は
、

土
器
製
作
時
に
粘
土
が
付
着
し
な
い
よ
う
に
敷
い

た
〈
布ぬ
の
め
あ
っ
こ
ん

目
圧
痕
〉
が
あ
り
、
こ
れ
も
特
徴
の
ひ
と

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
出
自
の
異
な
る
土
器
を
結
び
つ
け

た
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺

跡
が
奥
三
河
地
方
の
設
楽
町
に
位
置
す
る
と
い
う

地
理
的
条
件
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
弥
生
時
代
中
期

後
葉
に
は
信
州
系
の
土
器
は
愛
知
県
で
は
わ
ず
か

し
か
出
土
し
て
お
ら
ず
、
今
回
の
出
土
は
極
め
て

稀
な
事
例
と
言
え
ま
す
。
今
後
凹
線
文
系
・
三
河

下
延
坂
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た

　

９
月
26
日
（
日
）
に
下
延
坂
遺
跡
で
地
元
説
明
会
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
。
当
日
は
残
念
な
が
ら
雨
天
で
、
現
場
に
入
っ

て
目
玉
の
竪
穴
建
物
跡
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
遺
物
の
展
示
を
実
施
し
ま
し
た
。
雨
の
中
お

越
し
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
た
、
当
日
配
布
し
た
資
料
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
閲

覧
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
興
味
が
お
有
り
で
し
た

ら
以
下
の
ア
ド
レ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
で
は
、
今
後
、
大
崎
遺
跡

で
の
地
元
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
調
査
の
工
程
上
、

具
体
的
な
日
時
は
未
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
決
ま
り
次

第
告
知
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
河
嶋
優
輝
）

系
の
土
器
を
含
め
、
弥
生
時
代
中
期
後
葉
の
土
器
の
動
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が

問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
見
た
目
も
形
も
違
う
器
を
、
当
時
の
人
た
ち
は
ど
う
考
え
て
使

い
分
け
て
い
た
の
か
、こ
れ
も
興
味
深
い
問
題
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
腰
健
司
）

0 10cm(1：6)
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                     布目圧痕

図10　1055SI 出土の弥生土器

図９　　土器 ( ３) の出土状態
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21A区作業の様子 21B区作業の様子

年
　
代

時
代

主
な
で
き
ご
と

愛
知
県
の
遺
跡

３
５
０
０
０

　
　
　
年
前

３
０
０
０
０

　
　
　
年
前

２
５
０
０
０

　
　
　
年
前

１
５
０
０
０

　
　
　
年
前

６
０
０
０

　
　
年
前

５
０
０
０

　
　
年
前

４
０
０
０

　
　
年
前

３
０
０
０

　
　
年
前

２
５
０
０

　
　
年
前

Ａ
．Ｄ
．
１
年

３
０
０
年

６
０
０
年

７
０
０
年

８
０
０
年

９
０
０
年

１
０
０
０
年

１
１
０
０
年

１
２
０
０
年

１
３
０
０
年

１
４
０
０
年

１
５
０
０
年

１
６
０
０
年

１
７
０
０
年

１
８
０
０
年

１
９
０
０
年

２
０
０
０
年

後期
旧石器時代

縄　文　時　代弥生時代古墳
時代

飛鳥
時代

奈良
時代

平安時代鎌倉時代

安土桃山
時代

江戸時代近代
　・現代

台
形
様
石
器
・
ナ
イ
フ
形
石
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
局
部
磨
製
石
斧
の
出
現

鹿
児
島
県
姶
良
カ
ル
デ
ラ
（
Ａ
．Ｔ
．）
の
降
灰

氷
河
期
が
終
わ
る

土
器
の
発
明
・
弓
矢
の
使
用

貝
塚
の
形
成

気
候
の
温
暖
化
に
よ
る
海
進

寒
冷
化
し
、
海
退
し
た
低
地
に
も
生
活
を
始
め
る

抜
歯
風
習
の
盛
行

土
器
棺
墓
群
が
形
成
さ
れ
る

稲
作
の
開
始
　
　
環
濠
集
落
の
出
現

金
属
器
の
使
用
・
銅
鐸
の
使
用

女
王
卑
弥
呼
邪
馬
台
国
を
統
治
す
る

大
和
政
権
の
出
現
・
各
地
に
古
墳
の
造
営

仏
教
の
伝
来

６
４
５
年
　
乙
巳
の
変
（
大
化
の
改
新
）

７
１
０
年
　
平
城
京
遷
都

７
４
３
年
　
東
大
寺
大
仏
建
立
の
詔
・
国
分
寺

７
９
４
年
　
平
安
京
遷
都

藤
原
氏
の
摂
関
政
治

武
士
の
台
頭

１
１
９
２
年
　
源
頼
朝 

征
夷
大
将
軍
と
な
る

元
寇
（
文
永
・
弘
安
の
役
）

１
３
３
８
年
　
足
利
尊
氏 

室
町
幕
府
を
開
く

１
４
６
７
年
　
応
仁
の
乱

１
５
７
５
年
　
長
篠
の
戦
い

１
６
０
３
年
　
徳
川
家
康  

江
戸
幕
府
を
開
く

１
８
６
７
年
　
大
政
奉
還

１
９
４
５
年
　
太
平
洋
戦
争
終
結

上
品
野
遺
跡
（
瀬
戸
市
）

茶
臼
山
遺
跡
（
豊
根
村
）

駒
場
遺
跡
（
豊
川
市
）

萩
平
遺
跡
（
新
城
市
）

多
り
畑
遺
跡
（
豊
橋
市
）

大
安
寺
遺
跡
（
豊
田
市
）

鞍
舟
遺
跡
（
設
楽
町
）

川
向
東
貝
津
遺
跡
（
設
楽
町
）

滝
瀬
遺
跡
・
大
栗
遺
跡
（
設
楽
町
）

大
根
平
遺
跡
（
設
楽
町
）

西
地
・
東
地
遺
跡
（
設
楽
町
）

モ
リ
下
遺
跡
（
新
城
市
）

石
岸
遺
跡
（
新
城
市
）

大
名
倉
遺
跡
（
設
楽
町
）

吉
胡
貝
塚
（
田
原
市
）

万
瀬
遺
跡
・
大
畑
遺
跡
（
設
楽
町
）

宮
嶋
遺
跡
（
豊
根
村
）

麻
生
田
大
橋
遺
跡
（
豊
川
市
）

桜
平
遺
跡
（
東
栄
町
）

白
石
遺
跡
（
豊
橋
市
）

瓜
郷
遺
跡
（
豊
橋
市
）

西
向
遺
跡
（
東
栄
町
）

欠
山
遺
跡
（
豊
川
市
）

馬
越
長
火
塚
古
墳
（
豊
橋
市
）

屋
木
下
古
墳
（
設
楽
町
）

丸
根
古
墳
（
設
楽
町
）

三
河
国
分
寺
跡
（
豊
川
市
）

白
鳥
遺
跡
（
豊
川
市
）

大
根
平
遺
跡
（
設
楽
町
）

普
門
寺
跡
（
豊
橋
市
）

ブ
ヤ
キ
窯
跡
（
東
栄
町
）

田
峯
城
址
（
設
楽
町
）

津
具
城
址
（
設
楽
町
）

吉
田
城
跡
（
豊
橋
市
）

戦国期

室町時代 草
創
期早

期前
期中

期後
期

晩
期

武
節
城
址
（
豊
田
市
）

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
（
設
楽
町
）

下延坂遺跡位置図

下延坂遺跡の時期

年　表

説明会資料




