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設
楽
町
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
の
変
遷

　

竪
穴
建
物
跡
は
時
代
に
よ
っ
て
様
々
な
形
や
付
属
施
設
を
伴
っ
て
お
り
、
土
器
や
石
器
と
と
も

に
遺
跡
の
時
期
を
考
察
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
写
真
８
は
平
成
30
年
度
の
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
で
す
。
こ
の
竪
穴
建
物
跡
は
形
は
円
形
に
近
く
、

明
確
な
柱
は
し
ら
あ
な穴
や
炉ろ
あ
と跡
な
ど
の
付
属
施
設
は
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
期
段
階
で
は
炉
を
竪
穴

内
部
に
お
か
ず
、
外
に
築
く
屋
外
炉
が
一
般
的
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
滝
瀬
遺
跡
で
は
同
じ
よ
う

な
竪
穴
建
物
跡
が
11
棟
見
つ
か
り
、
愛
知
県
内
で
も
っ
と
も
古
く
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
縄
文
時

代
早
期
の
集
落
跡
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
正
確
な
年
代
は
他
の
竪
穴
か
ら
出
土
し
た
土
器
片
や

炭
化
物
の
年
代
か
ら
、
約
９
千
年
前
の
縄
文
時
代
早
期
前
半
の
遺
構
だ
と
判
明
し
ま
し
た
。

　

写
真
９
は
令
和
２
年
度
の
胡く

る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
の
写
真
で
す
。
形

は
楕
円
形
に
近
く
、
中
央
に
炭
化
物
を
含
む
炉
跡
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
竪
穴

内
で
確
認
さ
れ
た
縄
文
土
器
の
特
徴
よ
り
、
縄
文
時
代
前
期
後
半
の
竪
穴
建
物
跡
と
推
測
さ
れ
ま

す
。

　

写
真
10
は
今
年
度
に
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
の
写
真
で
す
。
形
は
円
形
か
、

角
が
丸
く
な
っ
た
隅す
み
ま
る
ほ
う
け
い

丸
方
形
と
い
う
形
で
、
中
央
に
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
を
有
し
、
そ
の
炉
を
囲
う
よ
う
に
主

柱
と
な
る
柱
穴
が
４
本
あ
る
な
ど
、
多
く
の
付
属
施
設
を
伴
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は

縄
文
時
代
中
期
か
ら
よ
く
見
ら
れ
る
竪
穴
建
物
の
特
徴
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
設
楽
地
域
で
は
他

に
も
大お
お
は
た畑
遺
跡
や
笹
さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
な
ど
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

写真 1　令和３年度考古学セミナー「あいちの考古学 2021」
　　　愛知県埋蔵文化財センター　パネル展示発表の様子

※パネル展示をもとに、職員により発掘調査の概要をご説
明いたしました。

 
名
古
屋
市
内
で
発
掘
成
果
を
発
表
し
ま
し
た

　

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
年
、「
考
古
学
セ

ミ
ナ
ー　

あ
い
ち
の
考
古
学
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の

会
は
、
年
に
一
度
、
埋
蔵
文
化
財
や
考
古
学
に
関
わ
る
、
行
政
・

大
学
・
民
間
の
各
機
関
が
集
ま
り
、
成
果
を
発
表
す
る
機
会

と
な
っ
て
お
り
、今
年
は
十
二
月
十
一
日
（
土
）・
十
二
日
（
日
）

に
、
名
古
屋
市
博
物
館
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
発
表
と
し
て
は
、
今
年

度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
成
果
の
途
中
経
過
を
パ
ネ
ル
で
報

告
い
た
し
ま
し
た
。
設
楽
町
ま
で
な
か
な
か
お
越
し
頂
け
な

い
方
々
に
、
発
掘
調
査
成
果
を
お
伝
え
す
る
と
て
も
良
い
機

会
と
な
り
、
両
日
合
わ
せ
て
、
の
べ
二
百
名
以
上
の
方
々
に

ご
来
場
頂
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
が
、
遺
跡
の
内
容
や
成

果
に
大
変
な
興
味
を
示
さ
れ
、
改
め
て
我
々
も
設
楽
町
の
埋

蔵
文
化
財
の
大
切
さ
を
感
じ
た
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

（
川
添
和
暁
）　

　

設
楽
地
域
で
は
他
に
も
竪
穴
建
物
に
周
し
ゅ
う
こ
う溝
を
伴
う
例(

大
畑
遺
跡)

や
、
建
物
内
に
写
真
11
の

よ
う
な
土ど
き
ま
い
せ
つ
い
こ
う

器
埋
設
遺
構(

埋
甕)

を
伴
う
例(

西に
し
じ地
・
東ひ
が
し
じ地
遺
跡)

な
ど
、
多
く
の
縄
文
時
代
の

竪
穴
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
縄
文
時
代
の
住
居
址
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
資

料
と
な
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

渡
邉　

峻)

写真８　滝瀬遺跡の竪穴建物跡

写真９　胡桃窪遺跡の竪穴建物跡
( 中央に地床炉がある )

写真 10　下延坂遺跡の竪穴建物跡
(中央の石囲炉と４基の柱穴の完掘状況 )

写真 11　西地・東地遺跡の竪穴建物跡
( 埋甕：赤丸の部分）
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大お
お
さ
き崎
遺
跡
発
掘
調
査　

　

大
崎
遺
跡
A
区
は
水
田
跡
の
調
査
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡
が
ま
と
ま
っ
て
確
認
さ

れ
て
い
た
南
東
部
の
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

竪
穴
建
物
跡
は
全
部
で
９
棟
確
認
し
て
お
り
、
現
在
は
３
棟
の
竪
穴
建
物
跡
の
調
査
を
進

め
て
い
ま
す
。
①
は
縄じ
ょ
う
も
ん
文
時
代
晩
期
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
竪
穴
建
物
跡
で
す(

写
真
２)

。
掘

削
を
進
め
た
と
こ
ろ
埋
土
か
ら
石い
し
さ
じ匙
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
の
他
に
は
土
器
片
と
剥は
く
へ
ん片
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
床
面
の
精
査
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
地じ
し
ょ
う
ろ

床
炉
と
柱
は
し
ら
あ
な穴
を
確
認
し
ま
し
た
。　

②
は
弥や
よ
い生
時
代
中
期
後
半
ご
ろ
の
竪
穴
建
物
跡
で
す
。
こ
の
竪
穴
建
物
跡
は
小こ
ば
ん判
型
と
い
う

弥
生
時
代
中
期
ご
ろ
に
見
ら
れ
る
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す(

写
真
３)

。
ま
た
、

建
物
の
周
り
に
は
周
し
ゅ
う
て
い堤
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
③
は
弥
生
時

代
前
期
後
半
ご
ろ
の
竪
穴
建
物
跡
で
す
。
土
層
確
認
用
の
溝
を
設
定
し
掘
削
し
た
と
こ
ろ
、

他
の
竪
穴
建
物
跡
よ
り
深
く
掘
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
竪
穴

建
物
跡
内
に
は
遺
物
と
と
も
に
、
大
き
め
の
礫
が
ま
と
ま
っ
て
埋
め
ら
れ
て
い
る
様
子
が
確

認
で
き
ま
し
た(

写
真
４)

。

1/1000
10m 0

N

有溝石錘出土位置

図２　大崎遺跡全体図 (1/1000)

写真４　竪穴建物内の礫出土状況 ( 図１③ )

写真５　有溝石錘出土状況 ( 図２赤点 )

　

Ｂ
区
で
は
、
現
在
北
側
と
南
側
の
２
箇
所
で
調
査
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

北
側
で
は
古
い
山
の
斜
面
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
傾
斜
も
き
つ
く
、
人
が
住
む
の
に
は

適
さ
な
い
土
地
で
、
遺
物
も
ほ
と
ん
ど
出
土
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
袋
状
と
言

わ
れ
る
上
部
が
狭
く
下
部
が
広
い
形
の
土
坑
（
＝
人
の
掘
っ
た
穴
）
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

山
の
斜
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
落
と
し
穴
の
一
種
と
思
わ
れ
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
を
捕
る
目
的

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

南
側
の
東
部
で
は
、
縄
文
時
代
の
遺
物
が
少
数
出
土
す
る
も
の
の
、
人
の
住
ん
だ
痕
跡

が
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
Ａ
区
に
近
い
西
側
で
は
、
水
田

遺
構
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
Ａ
区
で
見
つ
か
っ
た
水
田
遺
構
か
ら
一
連
の
も
の
で
あ
る
と

想
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、縄
文
時
代
の
土
器
・
石
器
が
集
中
し
て
出
土
す
る
箇
所
も
あ
り
、

水
田
遺
構
の
下
か
ら
竪
穴
建
物
跡
な
ど
が
今
後
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

 （
河
嶋
優
輝
）

写真７　大崎遺跡 B区の作業の様子（南東隅から )

写真６　落とし穴断面図 ( 破線の中が落とし穴 )

1/1000
10m 0

N

有溝石錘出土位置

①

②

③

図１　A区竪穴建物周辺を拡大したもの

A 区 B 区

　

A
区
の
南
東
部
で
は
遺
物
は
広
い
範
囲
で
出
土
し
、
時
期
も
縄
文
時
代
後
期
か
ら
中
世
ま
で

と
様
々
で
す
。
特
に
縄
文
時
代
後
期
中
葉
に
見
ら
れ
る
有ゆ
う
こ
う
せ
き
す
い

溝
石
錘(

写
真
５)

や
縄
文
時
代
の

も
の
と
思
わ
れ
る
石せ
っ
か
く核

、
剥
片
な
ど
の
石
器
の
出
土
が
目
立
ち
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
水
田
遺

構
の
下
に
縄
文
時
代
の
遺
構
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

社
本
有
弥)

写真２　竪穴建物跡の床面検出状況 ( 図１① )

写真３　竪穴建物跡検出状況 ( 図１② )
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る
縄
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の
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竪
穴
建
物
跡
は
時
代
に
よ
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て
様
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な
形
や
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を
伴
っ
て
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り
、
土
器
や
石
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と
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も

に
遺
跡
の
時
期
を
考
察
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
写
真
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は
平
成
30
年
度
の
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せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
で
す
。
こ
の
竪
穴
建
物
跡
は
形
は
円
形
に
近
く
、

明
確
な
柱
は
し
ら
あ
な穴
や
炉ろ
あ
と跡
な
ど
の
付
属
施
設
は
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
期
段
階
で
は
炉
を
竪
穴

内
部
に
お
か
ず
、
外
に
築
く
屋
外
炉
が
一
般
的
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
滝
瀬
遺
跡
で
は
同
じ
よ
う

な
竪
穴
建
物
跡
が
11
棟
見
つ
か
り
、
愛
知
県
内
で
も
っ
と
も
古
く
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
縄
文
時

代
早
期
の
集
落
跡
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
正
確
な
年
代
は
他
の
竪
穴
か
ら
出
土
し
た
土
器
片
や

炭
化
物
の
年
代
か
ら
、
約
９
千
年
前
の
縄
文
時
代
早
期
前
半
の
遺
構
だ
と
判
明
し
ま
し
た
。

　

写
真
９
は
令
和
２
年
度
の
胡く

る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
の
写
真
で
す
。
形

は
楕
円
形
に
近
く
、
中
央
に
炭
化
物
を
含
む
炉
跡
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
竪
穴

内
で
確
認
さ
れ
た
縄
文
土
器
の
特
徴
よ
り
、
縄
文
時
代
前
期
後
半
の
竪
穴
建
物
跡
と
推
測
さ
れ
ま

す
。

　

写
真
10
は
今
年
度
に
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
の
写
真
で
す
。
形
は
円
形
か
、

角
が
丸
く
な
っ
た
隅す
み
ま
る
ほ
う
け
い

丸
方
形
と
い
う
形
で
、
中
央
に
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
を
有
し
、
そ
の
炉
を
囲
う
よ
う
に
主

柱
と
な
る
柱
穴
が
４
本
あ
る
な
ど
、
多
く
の
付
属
施
設
を
伴
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は

縄
文
時
代
中
期
か
ら
よ
く
見
ら
れ
る
竪
穴
建
物
の
特
徴
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
設
楽
地
域
で
は
他

に
も
大お
お
は
た畑
遺
跡
や
笹
さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
な
ど
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

写真 1　令和３年度考古学セミナー「あいちの考古学 2021」
　　　愛知県埋蔵文化財センター　パネル展示発表の様子

※パネル展示をもとに、職員により発掘調査の概要をご説
明いたしました。

 

名
古
屋
市
内
で
発
掘
成
果
を
発
表
し
ま
し
た

　

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
年
、「
考
古
学
セ

ミ
ナ
ー　

あ
い
ち
の
考
古
学
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の

会
は
、
年
に
一
度
、
埋
蔵
文
化
財
や
考
古
学
に
関
わ
る
、
行
政
・

大
学
・
民
間
の
各
機
関
が
集
ま
り
、
成
果
を
発
表
す
る
機
会

と
な
っ
て
お
り
、今
年
は
十
二
月
十
一
日
（
土
）・
十
二
日
（
日
）

に
、
名
古
屋
市
博
物
館
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
発
表
と
し
て
は
、
今
年

度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
成
果
の
途
中
経
過
を
パ
ネ
ル
で
報

告
い
た
し
ま
し
た
。
設
楽
町
ま
で
な
か
な
か
お
越
し
頂
け
な

い
方
々
に
、
発
掘
調
査
成
果
を
お
伝
え
す
る
と
て
も
良
い
機

会
と
な
り
、
両
日
合
わ
せ
て
、
の
べ
二
百
名
以
上
の
方
々
に

ご
来
場
頂
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
が
、
遺
跡
の
内
容
や
成

果
に
大
変
な
興
味
を
示
さ
れ
、
改
め
て
我
々
も
設
楽
町
の
埋

蔵
文
化
財
の
大
切
さ
を
感
じ
た
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

（
川
添
和
暁
）　

　

設
楽
地
域
で
は
他
に
も
竪
穴
建
物
に
周
し
ゅ
う
こ
う溝
を
伴
う
例(

大
畑
遺
跡)

や
、
建
物
内
に
写
真
11
の

よ
う
な
土ど
き
ま
い
せ
つ
い
こ
う

器
埋
設
遺
構(

埋
甕)

を
伴
う
例(

西に
し
じ地
・
東ひ
が
し
じ地
遺
跡)

な
ど
、
多
く
の
縄
文
時
代
の

竪
穴
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
縄
文
時
代
の
住
居
址
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
資

料
と
な
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

渡
邉　

峻)

写真８　滝瀬遺跡の竪穴建物跡

写真９　胡桃窪遺跡の竪穴建物跡
( 中央に地床炉がある )

写真 10　下延坂遺跡の竪穴建物跡
(中央の石囲炉と４基の柱穴の完掘状況 )

写真 11　西地・東地遺跡の竪穴建物跡
( 埋甕：赤丸の部分）




