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令和 4 年
6 月号

No.70

令
和
四
年
度
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
す

今
年
度
も
『
設
楽
発
掘
通
信
』
を
通
じ
て
、
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
中
心

と
な
っ
て
実
施
す
る
設
楽
ダ
ム
に
関
わ
る
発
掘
調
査
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

設
楽
ダ
ム
に
関
連
す
る
工
事
予
定
地
や
水
没
す
る
地
区
に
は
数
多
く
の
遺
跡
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
工
事
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
り
水
没
し
た
り
す
る
遺い

跡せ
き

に

つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
出
土
し
た
遺い

物ぶ
つ

と
遺い

構こ
う

な
ど
の
記
録
を
残
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

令
和
四
年
度
は
、
滅
失
す
る
遺
跡
全
体
を
対
象
と
す
る
本
発
掘
調
査
Ｂ
（
い
わ
ゆ
る

本
調
査
）
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
調
査
を
行
う
遺
跡
は
、
田
口
地
区
の
大お

お

崎さ
き

遺
跡
、

小
松
地
区
の
マ
サ
ノ
沢さ

わ

遺
跡
、
八
橋
地
区
の
滝た

き

瀬せ

遺
跡
、
川
向
地
区
の
大お

お

畑は
た

遺
跡
、
下し

も

延の
べ

坂さ
か

遺
跡
、
上か

み

ヲ
ロ
ウ
・
下し

も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
合
計
六
遺
跡
で
す
。

発
掘
調
査
を
担
当
す
る
調
査
員
は
、
永な

が

井い

宏ひ
ろ

幸ゆ
き

・
川か

わ

添ぞ
え

和か
ず

暁あ
き

・
鈴す

ず

木き

恵け
い

介す
け

・
渡わ

た

邉な
べ

峻し
ゅ
ん・
社し

ゃ

本も
と

有ゆ
う

弥や

の
五
名
で
、
株
式
会
社
ア
コ
ー
ド
の
支
援
を
受
け
て
進
め
て
参
り
ま
す
。

調
査
を
順
調
に
進
め
る
に
は
、
地
域
の
皆
様
方
の
ご
理
解
を
い
た
だ
く
こ
と
が
最
も
大

事
と
考
え
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
発
掘
調
査
し
た
遺
跡
の
う
ち
、
整
理
・
報
告
書
作
成
業
務
に
つ

い
て
は
、
川
向
地
区
の
万ま

ん

瀬ぜ

遺
跡
を
河か

わ

嶋し
ま

優ゆ
う

輝き

が
担
当
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
名
倉
地

区
の
胡く

る
み桃
窪く

ぼ

遺
跡
と
大お

お

名な

倉ぐ
ら

丸ま
る

山や
ま

遺
跡
、
田
口
地
区
の
添そ

え

沢ざ
わ

遺
跡
、
川
向
地
区
の
マ
サ

ノ
沢さ

わ

遺
跡
と
石い

し

原は
ら

遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
末
に
刊
行
す
る
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

発
掘
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
に
、
設
楽
町
田
口
の
旧
県
保
健
所
に
あ

る
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
設
楽
事
務
所
を
拠
点
と
し
て
、こ
の
『
設
楽
発
掘
通
信
』

を
発
行
し
、
各
遺
跡
の
地
元
説
明
会
な
ど
を
開
催
し
て
、
地
域
の
皆
様
に
調
査
成
果
な

ど
を
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。
　
　
　
　
　
　
　（
永
井
宏
幸
）

図１　令和４年度発掘調査予定遺跡

常時満水437mの範囲

設楽ダム事業により影響を受けない遺跡

令和四年度に調査を予定している遺跡

設楽ダム事業により影響を受ける遺跡

下延坂遺跡

マサノ沢遺跡

大畑遺跡

大崎遺跡

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

滝瀬遺跡
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令
和
四
年
度
の
調
査
員
紹
介

今
年
度
は
私
た
ち
が
担
当
し
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
の
範
囲
確
認
調
査
以

来
、
本
年
度
が
八
回
目
の
担
当
と
な
り

ま
す
。
普
段
は
弥
富
に
い
ま
す
が
、
月

に
一
回
程
度
は
調
査
区
に
お
邪
魔
し
ま

す
。
専
門
は
中
近
世
考
古
学
で
、
集
落

や
都
市
の
変
遷
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

調査研究専門員
川添和暁

考
古
学
を
学
問
的
背
景
と
す
る
埋
蔵

文
化
財
調
査
は
、
常
に
新
し
い
発
見
に

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
調

査
し
て
、
い
ち
早
く
皆
様
に
お
伝
え
で

き
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の

よ
う
な
機
会
も
是
非
作
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

主任専門員
永井宏幸

昨
年
度
ま
で
は
、
二
〇
一
七
年
度
に

調
査
を
担
当
し
た
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
整

理
報
告
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
本
年

度
は
設
楽
地
区
の
調
査
工
程
を
担
当
し

ま
す
。
発
掘
調
査
の
成
果
を
分
か
り
や

す
く
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

昨
年
に
引
き
続
き
下
延
坂
遺
跡
を
担

当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
下
延
坂
遺

跡
は
昨
年
の
調
査
に
よ
り
、
今
年
度
の

調
査
区
に
も
縄
文
時
代
の
竪
穴
建
物
跡

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、

と
て
も
調
査
が
楽
し
み
で
す
。
調
査
の

成
果
は
昨
年
と
同
様
、
発
掘
通
信
で
随

時
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

調査研究主事
渡邉　峻

去
年
に
引
き
続
き
設
楽
ダ
ム
関
連
遺

跡
の
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
今
年
度
は
大
崎
遺
跡
と
マ
サ
ノ
沢

遺
跡
の
調
査
を
担
当
し
ま
す
。
調
査
を

通
し
て
得
ら
れ
た
成
果
を
い
ち
早
く
皆

様
に
お
伝
え
し
ま
す
。

主任専門員
鬼頭　剛

地
層
か
ら
遺
跡
の
立
地
場
所
の
成
り

立
ち
を
調
べ
て
い
ま
す
。
発
掘
が
終
わ

り
に
近
づ
く
こ
ろ
、
調
査
区
に
お
邪
魔

を
し
ま
す
。

調査研究主任
　鈴木恵介

二
年
ぶ
り
に
設
楽
町
の
発
掘
調
査
を

担
当
し
ま
す
。
今
年
度
は
、
設
楽
町
三

都
橋
に
あ
る
内
貝
津
橋
遺
跡
、
設
楽
町

八
橋
の
滝
瀬
遺
跡
を
担
当
す
る
予
定

で
、
過
去
の
調
査
は
、
令
和
二
年
度
の

胡
桃
窪
遺
跡
な
ど
の
発
掘
調
査
を
担
当

し
ま
し
た
。

調査課長
鈴木正貴

調査研究主事
社本有弥

調査研究主事
河嶋優輝

昨
年
度
は
現
場
で
の
発
掘
調
査
を
担

当
し
ま
し
た
が
、
今
年
は
報
告
書
作
成

に
向
け
た
作
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

担
当
の
万
瀬
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
草
創

期
か
ら
近
現
代
ま
で
幅
広
い
時
期
の
遺

物
が
出
土
し
、
こ
の
土
地
が
長
く
使
わ

れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
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040SK

新
設
楽
発
見
伝
８
に
つ
い
て

　
毎
年
、
三
月
初
旬
に
開
催
し
て
い
ま
し
た
、
設
楽
ダ
ム
関
連
発
掘
調
査
成
報
告
会
『
新
設

楽
発
見
伝
』
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
令
和
三
年
度
も

こ
れ
ま
で
の
皆
様
を
会
場
に
ご
案
内
し
て
の
開
催
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
昨
年
度
同
様
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
を
企
画
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
報
告
会

は
、
三
月
十
二
日
か
ら
四
月
十
一
日
ま
で
、
以
下
の
様
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。

　「
令
和
３
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
」（
藤ふ
じ

原わ
ら

　
哲
さ
と
し
）

　「
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
」（
川か
わ

添ぞ
え

和か
ず

暁あ
き

）

　「
下し
も

延の
べ

坂ざ
か

遺
跡
の
発
掘
調
査
　
そ
の
１
～
縄
文
時
代
晩
期
編
～
」（
渡わ
た

邉な
べ

　
峻
し
ゅ
ん

）

　「
下
延
坂
遺
跡
の
発
掘
調
査
　
そ
の
２
～
縄
文
時
代
中
期 

集
落
編
～
」（
河か
わ

嶋し
ま

優ゆ
う

輝き

）

　「
大お
お

崎さ
き

遺
跡
の
発
掘
調
査
　
そ
の
１
～
中
世 

水
田
関
連
遺
構
編
～
」（
社し
ゃ

本も
と

有ゆ
う

弥や

）

　「
大
崎
遺
跡
の
発
掘
調
査
　
そ
の
２
～
縄
文
時
代
・
弥
生
時
代 

集
落
編
～
」（
社
本
有
弥
）

　「
笹さ
さ

平
だ
い
ら

遺
跡
の
室
内
整
理
調
査
」（
川
添
和
暁
）

図２　『新設楽発見伝８』
印刷配付資料

本誌は、愛知県埋蔵文化財センター
HPからも pdf データの
ダウンロードができます。

是非、アクセスしてみて下さい。

図３　『新設楽発見伝８』の動画コンテンツ
※動画の配信は４月 11日をもって終了しました。

　
今
回
で
二
回
目
と
な
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
報
告
会
で
は
、
短
時
間
で
、
要
点
を
で
き
る

だ
け
明
確
に
示
す
よ
う
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
す
。
各
コ
ン
テ
ン
ツ
の
中
で
、
最
多
で
九
十
五

回
の
視
聴
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
も
よ
り
よ
い
動
画
配

信
を
実
施
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
ご
感
想
な
ど
が
あ
れ
ば
、
是
非
、
愛
知

県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

　
期
間
が
終
了
し
た
た
た
め
、
現
在
は
こ
の
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
て
頂
く
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
印
刷
資
料
は
今
後
も
配
布
い
た
し
ま
す
。
Ａ
四
判
カ
ラ
ー
三
十
二
頁
の
冊
子
で
、

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
ま
た
、

印
刷
資
料
の
冊
子
自
体
は
、
町
の
教
育
員
会
あ
る
い
は
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
設
楽

事
務
所
（
旧
設
楽
保
健
所
建
物
内
）、
設
楽
ダ
ム
工
事
事
務
所
、
さ
ら
に
は
奥
三
河
郷
土
館

に
置
い
て
あ
り
ま
す
。
冊
子
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
い
ず
れ
か
に
直
接
お
越
し
下
さ
い
。

　
昨
年
度
の
出
土
資
料
は
、
現
在
、「
や
と
み
新
発
見
展
２
０
２
２
」
と
し
て
、
弥
富
市
内

に
あ
り
ま
す
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
内
で
速
報
展
示
を
し
て
い
ま
す
。
諸
事
情

の
た
め
、
残
念
な
が
ら
今
年
は
五
月
末
ま
で
の
展
示
と
な
り
ま
す
が
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
越
し
い

た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
川
添
和
暁
）
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令
和
４
年
６
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
　
　
　
株
式
会
社
ア
コ
ー
ド

No.70

　
石い
し

原は
ら

遺
跡
は
二
〇
十
八
年
度
と
二
〇
十
九
年
度
の
発
掘
調
査
で
、
縄
文
時
代
中
期
前
半
と
後

期
末
か
ら
弥
生
時
代
前
期
に
か
け
て
の
遺い

構こ
う

や
遺い

物ぶ
つ

が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
縄
文
時
代

中
期
前
半
の
遺
跡
は
、
愛
知
県
内
で
も
珍
し
く
、
さ
ら
に
竪た
て

穴あ
な

建た
て

物も
の

跡あ
と

が
良
好
な
状
態
で
検
出

さ
れ
た
の
は
、
特
筆
す
べ
き
事
例
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、
二
〇
二
一
年
度
の
整
理
作
業
を
通
じ
て
新
た
に
注
目
さ
れ
る
成
果
と
し
て
、
縄

文
時
代
早
期
中
葉
と
中
期
前
葉
の
土
器
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
縄
文
時
代
早
期
中
葉
の
土
器
は
、
土ど

坑こ
う

か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
ま
し
た
（
図
４
）。
発
掘

当
初
は
、
周
辺
で
出
土
し
て
い
た
土
器
な
ど
か
ら
縄
文
時
代
晩
期
ご
ろ
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
後
の
整
理
作
業
の
中
で
、
土
器
に
付
着
し
て
い
た
炭
化
物
を
分
析
に
か
け
た
と
こ
ろ
、
今

か
ら
約
八
六
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
早
期
中
葉
ご
ろ
の
土
器
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
石
原
遺
跡
で
最
初
に
人
が
活
動
し
て
い
た
の
は
、
縄
文
時
代
早
期
中
葉
ま
で
遡

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　
一
方
、
縄
文
時
代
中
期
前
葉
は
、
分
厚
い
器
厚
と
口こ
う

縁え
ん

部ぶ

や
胴ど
う

部ぶ

に
立
体
的
な
装
飾
を
施
す

な
ど
、
縄
文
土
器
の
中
で
も
最
も
装
飾
が
派
手
に
な
る
時
期
で
す
。
東
海
地
方
で
も
立
体
的
な

文
様
を
施
す
土
器
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
関
東
地
方
や
信
州
地
方
の
土
器
と
は
異
な
り
、

器
厚
が
薄
く
作
ら
れ
、
文
様
を
口
縁
部
に
集
中
さ
せ
る
な
ど
、
東
海
地
方
独
自
の
土
器
が
作
ら

れ
ま
す
。
図
５
は
、
破
片
で
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
た
も
の
を
復
元
し
た
土
器
で
す
。
粘

土
紐
に
よ
る
貼
り
付
け
の
上
に
半は
ん

截さ
い

し
た
竹
を
使
用
し
て
、
爪つ
め

形が
た

の
刻
み
を
施
し
た
り
、
粘
土

紐
で
区
画
し
た
中
に
ヘ
ラ
状
の
工
具
で
沈
線
を
引
い
た
り
、
縄
を
転
が
し
て
文
様
を
つ
け
た
り
、

多
彩
な
文
様
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
土
器
も
器
厚
が
１
セ
ン
チ
未
満
と
か
な
り
薄
く

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
自
重
で
潰
れ
ず
、
自
立
す
る
深
鉢
に
な
っ
て
お
り
、
縄
文
人

の
技
術
力
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
資
料
で
す
。

　
今
回
ご
紹
介
し
た
事
例
の
他
に
も
、
多
く
の
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
貴
重
な
成
果

を
一
冊
の
報
告
書
と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
、
皆
様
の
前
に
も
お
披
露
目
で
き
る
よ

う
、
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。              

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

田
中
　
良)

　
石
原
遺
跡
の
室
内
整
理
経
過
報
告

図５　縄文時代中期前葉の東海系土器 ( 北
きた

裏
うら

C Ⅱ式 )

図４　土坑出土の縄文時代早期中葉の土器 ( 田
た

戸
ど

上
じょう

層
そう

式併行 )


