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平
成
二
十
七
年
度
の
範
囲
確
認
調
査
成
果

　
「
設
楽
発
掘
通
信
」
9
号
（
昨
年
五
月
配
布
）
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、今
年
度
は
、

笹さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
な
ど
五
遺
跡
を
対
象
と
し
た
本
調
査
と
並
行
し
て
、
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
な
ど
十
四
遺

跡
の
範
囲
確
認
調
査
も
行
わ
れ
ま
し
た
。「
設
楽
発
掘
通
信
」
10
号
（
昨
年
六
月
配
布
）
で

お
話
し
し
た
よ
う
に
、
こ
の
範
囲
確
認
調
査
の
目
的
は
、
今
後
の
本
調
査
を
行
う
上
で
重
要

な
情
報
を
得
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
小
さ
い
面
積
の
試
し
掘
り
を
遺
跡
全
体
に

行
う
こ
と
で
、
堆
た
い
せ
き
じ
ょ
う
き
ょ
う

積
状
況
や
遺い
こ
う構
お
よ
び
遺い
ぶ
つ物
の
分
布
を
把
握
し
て
い
き
ま
す
。
今
年
度

の
調
査
は
、
五
月
か
ら
開
始
し
て
十
二
月
中
旬
に
は
全
て
の
調
査
を
終
了
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
面
積
で
の
範
囲
確
認
調
査
で
は
あ
り
ま
す
が
、
特
徴
的
な
遺
構
が

確
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
名
倉
地
区
の
大
名
倉
遺
跡
は
、
寒か
ん
さ
が
わ

狭
川
西
岸
に
位
置
す

る
段
丘
上
の
遺
跡
で
、
下し
も
や谷

遺
跡
な
ど
の
名
称
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
遺
跡
で
す
。
今
年
度

は
、
段
丘
の
や
や
高
い
区
域
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
地
表
下
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
か
ら
、
縄

文
時
代
中ち
ゅ
う
き
こ
う
は
ん

期
後
半
（
今
か
ら
約
五
千
年
ほ
ど
前
）
の
土
器
と
と
も
に
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
剝は
く
へ
ん片
・
石
器
が

出
土
し
、
さ
ら
に
周
囲
に
ピ
ッ
ト
を
伴
う
大
き
な
落
ち
込
み
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
落
ち

込
み
は
試
し
掘
り
の
坑
よ
り
大
き
い
た
め
、
性
格
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

平
成
二
十
七
年
度
の

発
掘
調
査
が
終
了
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
の
遺
跡
発
掘
調
査
が
、
昨
年
十
二
月
に
終
了
し
ま
し

た
。
本
調
査
と
し
て
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
、
川か
わ
む
き向

東ひ
が
し
が
い
つ

貝
津
遺
跡
、
大お
お
ぐ
り栗

遺
跡
、
滝た
き
せ瀬

遺
跡
、
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉

丸ま
る

山や
ま

遺
跡
を
調
査
し
ま
し
た
。
主
な
調
査
成
果
と
し
て
、
笹
平
遺
跡
で
は
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
中ち
ゅ
う
き期

か
ら
後こ
う
き期

の
集
落
、
川
向
東
貝
津
遺
跡
で
は
旧き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

石
器
時
代
〜
縄
文
時
代
草そ
う
そ
う
き

創
期
の
石せ
っ
き器

と
縄

文
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
集
落
、
滝
瀬
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
早そ
う
き期

〜
前ぜ
ん
き期

の
集
落
な
ど
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
笹
平
遺
跡
で
は
遺
跡
全
体
が
調
査
さ
れ
、
縄
文
時
代
の
様
相
が
明
ら

か
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
と
し
て
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
、
大お
お

畑は
た

遺
跡
な
ど

十
四
遺
跡
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
東
海
地
方
で
有
名
な
大
名
倉
遺
跡
の
縄
文

時
代
の
遺
跡
範
囲
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
に
際
し
ま
し
て
は
、
多
く
の
皆
様
の
ご
協
力

と
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
の
調
査
成
果
に
関
し
ま
し
て
、
川
向
東
貝
津
遺
跡
（
七
月
開
催
・
参
加

八
十
名
）
笹
平
遺
跡
（
七
月
開
催
・
参
加
八
十
名
、
十
一
月
開
催
・
参
加
百
十
名
）
滝
瀬
遺

跡
（
十
一
月
四
十
名
）
で
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
特
に
笹
平
遺
跡
の
二
回
目
の
説

明
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
多
数
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
元
説
明
会
、
設
楽
発
掘
通
信

で
紹
介
し
て
き
た
も
の
を
含
め
て
、
成
果
報
告
会
を
下
記
の
よ
う
に
三
月
五
日
（
土
）

に
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
年
度
の
設
楽
発
掘
通
信
は
本
号
が
最
終
で
す
。
来
年
度
も
設
楽
ダ
ム
関
連
の
調
査
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
設
楽
発
掘
通
信
は
五
月
に
再
開
す
る
予
定
で
す
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

酒さ
か
い井

俊と
し
ひ
こ彦

）

写真 10　大名倉遺跡で見つかった遺構
　（写真上半の黒ずんだ部分）

写真 13　大畑遺跡出土石器
　（大型の剝片石器か）

写真 1　川向東貝津遺跡の埋甕（縄文時代中期）

 発掘調査成果報告会『新設楽発見伝』のご案内

写真 2　笹平遺跡 貯蔵穴から出土した土器（縄文時代後期） 写真 3　滝瀬遺跡 集石炉跡（縄文時代早期～前期）

 日　時：平成 28 年 3 月 5 日（土）　午後 1 時 30 分～
 会　場：設楽町役場議場（田口字辻前 14）
 内　容：平成 27 年度に行われた発掘調査の成果の報告と

出土遺物および写真の展示
 参加費：無料

※２月に、詳細な内容をご案内いたします。
愛知県埋蔵文化財センターのホームページ

（http://www.maibun.com）、あるいは
　　　　電話（0567-67-4163）でご確認下さい。

が
、
形
状
や
堆
積
状
況
か
ら
、
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

川
向
地
区
の
大お
お
は
た畑
遺
跡
は
、
東
西
二
ヶ
所
の
丘
陵
上
と
間
の
谷
地
形
が
遺
跡
の
範
囲
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
丘
陵
上
か
ら
は
、
剝は
く
へ
ん片
や
磨
す
り
い
し
た
た
き
い
し

石
敲
石
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
ま
し
た
。

丘
陵
間
の
谷
間
で
は
、
縄
文
土
器
・
石
器
な
ど
の
遺
物
の
ほ
か
、
水
が
湧
き
出
る
地
点
を
確

認
し
ま
し
た
。
今
後
行
わ
れ
る
本
調
査
で
は
湧
き
水
を
利
用
し
た
遺
構
な
ど
が
出
て
く
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

川か
わ
ぞ
え添
和か
ず
あ
き暁
）

写真 11　大名倉遺跡出土遺物

黒曜石剝片

写真 12　大畑遺跡出土遺物
（左・中：剝片、右：磨石敲石の類）
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滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

滝た
き
せ
い
せ
き

瀬
遺
跡
は
、
先
月
号
で
お
伝
え
し
た
よ
う
に
現
地
調
査
が
完
了
し
ま
し
た
。
今
回
は
、

出し
ゅ
つ
ど
い
ぶ
つ

土
遺
物
の
成
果
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。

土
器
を
伴
う
集し
ゅ
う
せ
き
い
こ
う

石
遺
構
に
は
、
上
面
で
土
器
の
口こ
う
え
ん
ぶ

縁
部
の
存
在
が
確
認
で
き
て
い
ま
し

た
。
周
り
の
石
を
外
し
な
が
ら
掘く
っ
さ
く削

を
進
め
た
と
こ
ろ
、
写
真
８
の
よ
う
に
残
り
の
部
分
が

浅
く
、
当
初
想
定
し
て
い
た
土
器
の
底て
い
ぶ部

は
出
土
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
口
縁
部
が
上
を
向
い

て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
下
向
き
に
埋
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
土
器
の
時
期
で
す
が
、
縄
文
時
代
前
期
〜
中
期
前
半
（
約
六
千
年
〜
五
千

年
前
）
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
写
真
９
の
奥
の
列
に
並
ん
で
い
る
の
が
土
器
の

口
縁
部
で
す
。
一
番
左
に
あ
る
破
片
以
外
は
下
の
方
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
上
面
で
確

認
で
き
て
い
た
口
縁
部
片
は
、
一
部
が
潰
さ
れ
、
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
上
に
上
が
っ
て
き

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

約
四
ヶ
月
間
、
大お
お
ぐ
り栗
遺
跡
・
滝
瀬
遺
跡
と
二
つ
の
遺
跡
を
調
査
し
、
皆
さ
ん
に
調
査
成
果

を
ご
報
告
し
て
き
ま
し
た
が
、今
月
が
最
後
と
な
り
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
株
式
会
社
二
友
組

杉す
ぎ
や
ま
け
い
す
け

山
敬
亮
）

写真８　埋設土器出土

写真９　埋設土器口縁部

　

笹
平
遺
跡
の
発
掘
調
査

笹さ
さ

平
だ
い
ら

遺
跡
の
発
掘
調
査
が
つ
い
に
終
了
を
迎
え
ま
し
た
。
準
備
段
階
か
ら
数
え
ま
す
と

延
べ
八
ヶ
月
間
に
お
よ
ぶ
大
規
模
な
調
査
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
に
は
、
蒸
し
暑
い
夏
の

日
、
突
然
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
ま
ま
作
業
中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
日
も
あ
り

ま
し
た
。
暖
冬
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
今
冬
で
す
が
、
調
査
終
盤
の
数
日
間
は
霜
が
降
り
て
地

面
が
う
っ
す
ら
と
白
化
粧
し
た
中
で
作
業
を
開
始
し
た
日
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
過

酷
な
環
境
の
も
と
、
ス
タ
ッ
フ
一
同
一
丸
と
な
り
、
ま
た
何
よ
り
も
大
き
な
掘
削
作
業
か
ら

細
か
い
検
出
作
業
ま
で
作
業
員
さ
ん
た
ち
の
精
力
的
な
仕
事
ぶ
り
に
助
け
ら
れ
、
調
査
を
無

事
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

調
査
の
成
果
で
す
が
、
と
て
も
こ
こ
で
は
紹
介
し
き
れ
な
い
ほ
ど
様
々
な
遺い
こ
う構
や
遺い
ぶ
つ物
が

た
く
さ
ん
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
今
回
は
遺
跡
の
全
域
、
つ
ま
り

笹
平
の
集
落
全
体
を
発
掘
調
査
で
き
た
こ
と
で
、
一
つ
の
集
落
の
景
観
を
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
愛
知
県
内
で
も
事
例
の
少
な
い
大
変
貴
重
な

成
果
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

遺
跡
の
中
央
に
は
、
ま
る
で
ム
ラ
の
シ
ン
ボ
ル
か
の
よ
う
に
自
然
の
巨き
ょ
れ
き礫
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
挟
ん
だ
東
西
両
側
か
ら
北
側
に
、
当
時
の
人
々
の
住
居
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
が
無
数
に
見
つ
か
り
ま
し
た
。
確
実
に
竪
穴
建
物
跡
と
判
断
で
き
る
も
の

で
三
十
棟
を
超
え
、
そ
の
痕
跡
も
し
く
は
可
能
性
の
あ
る
竪
穴
状
の
遺
構
も
数
え
れ
ば
さ
ら

に
そ
の
数
は
増
え
ま
す
。
以
前
に
も
紹
介
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
住
居
跡
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
材
料
と
し
て
、
柱
ち
ゅ
う
け
つ
穴
お
よ
び
炉ろ
あ
と跡
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
特
に
炉
跡
に
は
、
方
形

等
に
石
を
組
ん
で
形
成
す
る
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
と
呼
ば
れ
る
形
態
が
多
く
用
い
ら
れ
、
調
査
区
内
を
掘

り
下
げ
て
い
く
過
程
で
、
突
然
組
ん
だ
石
や
焼
け
た
土
の
広
が
り
な
ど
が
見
つ
か
り
、
そ
こ

が
住
居
跡
と
分
か
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。

写
真
６
は
、
見
つ
か
っ
た
竪
穴
建
物
跡
の
中
で
も
特
に
残
存
状
況
が
よ
か
っ
た
も
の
で

す
。
平
面
形
状
は
隅
丸
方
形
を
呈
し
、
一
辺
の
長
さ
は
五
ｍ
弱
を
測
り
ま
す
。
壁
際
に
は
溝

状
の
落
ち
込
み
が
巡
り
、
も
し
か
し
た
ら
壁
板
を
立
て
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
四
隅

に
は
立
派
な
柱
穴
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
床
面
中
央
や
や
東
寄
り
に
石
囲
炉
が
見
つ
か
っ
た

こ
と
、
西
側
の
壁
際
中
央
部
分
（
写
真
６
手
前
部
分
）
が
や
や
く
ぼ
む
こ
と
か
ら
、
西
側
が

入
口
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
そ
う
で
す
。

中
か
ら
出
土
し
た
土
器
か
ら
、
こ
の
建
物
は
縄
文
時
代
中
期
後
半
（
約
五
千
年
前
）
の
も

の
と
判
明
し
ま
し
た
。
そ
の
他
に
見
つ
か
っ
た
建
物
跡
は
、
出
土
す
る
遺
物
か
ら
縄
文
時
代

後
期
（
約
四
千
年
前
）
に
属
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
の
よ
う
で
す
。
詳
細
な
時
期
に
つ
い
て

は
今
後
の
検
討
課
題
に
な
り
ま
す
が
、
調
査
時
に
お
け
る
遺
構
の
見
つ
か
り
方
と
し
て
、
多

く
の
建
物
跡
が
少
し
ず
つ
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
以
前
に
も
紹
介
し
ま
し
た
。
中
に
は
三

重
、
四
重
に
重
な
る
建
物
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
同
じ
場
所
で
建
て
替
え
を
繰
り
返
し
な

が
ら
住
み
続
け
た
結
果
、
つ
ま
り
「
定
て
い
じ
ゅ
う

住
」
の
痕
跡
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

建
物
以
外
に
も
、
土ど
こ
う坑

が
各
竪
穴
建
物
跡
に
隣
接
し
て
見
つ
か
り
ま
し
た
。
中
に
は
断
面

形
状
が
口
よ
り
も
底
の
方
が
広
く
な
る
袋
ふ
く
ろ
じ
ょ
う
ど
こ
う

状
土
坑
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
袋
状

土
坑
は
、
一
般
的
に
ド
ン
グ
リ
等
の
堅け
ん
か
る
い

果
類
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
貯ち
ょ
ぞ
う
け
つ

蔵
穴
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
中
か
ら
大
き
な
土
器
（
縄
文
時
代
後
期
）
も
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
７
）。「
貯
蔵
」

と
い
う
行
為
も
、「
定
住
」
を
考
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
な
り
そ
う
で
す
。

こ
の
笹
平
集
落
で
は
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
人
々
が
生
活
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

土
器
か
ら
見
え
て
く
る
遺
跡
の
中
心
と
な
る
期
間
は
千
年
を
超
え
ま
す
。
前
号
ま
で
に
紹
介

し
て
き
ま
し
た
遺
物
の
質
と
量
を
考
え
る
と
、
こ
の
笹
平
遺
跡
は
当
時
の
設
楽
町
域
に
お
け

る
大
き
な
集
落
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
す
。
で
は
笹
平
が
繰
り
返
し

の
定
住
の
地
と
な
っ
た
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。
興
味
と
疑
問
は
尽
き
ま
せ
ん
。

約
半
年
間
、
設
楽
町
域
で
作
業
を
行
う
な

か
で
、
様
々
な
野
生
動
物
を
目
に
す
る
こ
と

が
一
度
や
二
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

縄
文
時
代
に
も
き
っ
と
豊
富
な
動
植
物
が
存

在
し
、
そ
れ
ら
を
食
料
資
源
と
す
る
こ
と

で
、
人
々
は
こ
の
地
に
「
定
住
」
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
当
時
の
人
々
の
生

活
を
想
像
す
る
ヒ
ン
ト
は
現
在
で
も
多
く
残

さ
れ
て
い
そ
う
で
す
。
長
い
よ
う
で
あ
っ
と

い
う
間
の
調
査
期
間
で
し
た
が
、
発
掘
調
査

を
通
じ
て
と
て
も
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

（
株
式
会
社
二に
ゆ
う
ぐ
み

友
組

鷺さ
ぎ
さ
か
ゆ
う
ご

坂
有
吾
）

写真６　竪穴建物跡（西より）

写真５　遺跡中央～北側（南東より）

写真４　遺跡全景（上が北、一部埋め戻し済み）

巨礫

巨礫

写真７　貯蔵穴内土器出土状況（南西より）
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株
式
会
社
二
友
組 No.17

平成２８年
１月号

設
楽
発
掘
通
信

No.17

平
成
二
十
七
年
度
の
範
囲
確
認
調
査
成
果

　
「
設
楽
発
掘
通
信
」
9
号
（
昨
年
五
月
配
布
）
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、今
年
度
は
、

笹さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
な
ど
五
遺
跡
を
対
象
と
し
た
本
調
査
と
並
行
し
て
、
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
な
ど
十
四
遺

跡
の
範
囲
確
認
調
査
も
行
わ
れ
ま
し
た
。「
設
楽
発
掘
通
信
」
10
号
（
昨
年
六
月
配
布
）
で

お
話
し
し
た
よ
う
に
、
こ
の
範
囲
確
認
調
査
の
目
的
は
、
今
後
の
本
調
査
を
行
う
上
で
重
要

な
情
報
を
得
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
小
さ
い
面
積
の
試
し
掘
り
を
遺
跡
全
体
に

行
う
こ
と
で
、
堆
た
い
せ
き
じ
ょ
う
き
ょ
う

積
状
況
や
遺い
こ
う構
お
よ
び
遺い
ぶ
つ物
の
分
布
を
把
握
し
て
い
き
ま
す
。
今
年
度

の
調
査
は
、
五
月
か
ら
開
始
し
て
十
二
月
中
旬
に
は
全
て
の
調
査
を
終
了
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
面
積
で
の
範
囲
確
認
調
査
で
は
あ
り
ま
す
が
、
特
徴
的
な
遺
構
が

確
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
名
倉
地
区
の
大
名
倉
遺
跡
は
、
寒か
ん
さ
が
わ

狭
川
西
岸
に
位
置
す

る
段
丘
上
の
遺
跡
で
、
下し
も
や谷

遺
跡
な
ど
の
名
称
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
遺
跡
で
す
。
今
年
度

は
、
段
丘
の
や
や
高
い
区
域
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
地
表
下
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
か
ら
、
縄

文
時
代
中ち
ゅ
う
き
こ
う
は
ん

期
後
半
（
今
か
ら
約
五
千
年
ほ
ど
前
）
の
土
器
と
と
も
に
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
剝は
く
へ
ん片
・
石
器
が

出
土
し
、
さ
ら
に
周
囲
に
ピ
ッ
ト
を
伴
う
大
き
な
落
ち
込
み
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
落
ち

込
み
は
試
し
掘
り
の
坑
よ
り
大
き
い
た
め
、
性
格
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

平
成
二
十
七
年
度
の

発
掘
調
査
が
終
了
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
の
遺
跡
発
掘
調
査
が
、
昨
年
十
二
月
に
終
了
し
ま
し

た
。
本
調
査
と
し
て
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
、
川か
わ
む
き向

東ひ
が
し
が
い
つ

貝
津
遺
跡
、
大お
お
ぐ
り栗

遺
跡
、
滝た
き
せ瀬

遺
跡
、
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉

丸ま
る

山や
ま

遺
跡
を
調
査
し
ま
し
た
。
主
な
調
査
成
果
と
し
て
、
笹
平
遺
跡
で
は
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
中ち
ゅ
う
き期

か
ら
後こ
う
き期

の
集
落
、
川
向
東
貝
津
遺
跡
で
は
旧き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

石
器
時
代
〜
縄
文
時
代
草そ
う
そ
う
き

創
期
の
石せ
っ
き器

と
縄

文
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
集
落
、
滝
瀬
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
早そ
う
き期

〜
前ぜ
ん
き期

の
集
落
な
ど
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
笹
平
遺
跡
で
は
遺
跡
全
体
が
調
査
さ
れ
、
縄
文
時
代
の
様
相
が
明
ら

か
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
と
し
て
大お
お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
、
大お
お

畑は
た

遺
跡
な
ど

十
四
遺
跡
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
東
海
地
方
で
有
名
な
大
名
倉
遺
跡
の
縄
文

時
代
の
遺
跡
範
囲
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
に
際
し
ま
し
て
は
、
多
く
の
皆
様
の
ご
協
力

と
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
の
調
査
成
果
に
関
し
ま
し
て
、
川
向
東
貝
津
遺
跡
（
七
月
開
催
・
参
加

八
十
名
）
笹
平
遺
跡
（
七
月
開
催
・
参
加
八
十
名
、
十
一
月
開
催
・
参
加
百
十
名
）
滝
瀬
遺

跡
（
十
一
月
四
十
名
）
で
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
特
に
笹
平
遺
跡
の
二
回
目
の
説

明
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
多
数
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
元
説
明
会
、
設
楽
発
掘
通
信

で
紹
介
し
て
き
た
も
の
を
含
め
て
、
成
果
報
告
会
を
下
記
の
よ
う
に
三
月
五
日
（
土
）

に
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
年
度
の
設
楽
発
掘
通
信
は
本
号
が
最
終
で
す
。
来
年
度
も
設
楽
ダ
ム
関
連
の
調
査
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
設
楽
発
掘
通
信
は
五
月
に
再
開
す
る
予
定
で
す
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

酒さ
か
い井

俊と
し
ひ
こ彦

）

写真 10　大名倉遺跡で見つかった遺構
　（写真上半の黒ずんだ部分）

写真 13　大畑遺跡出土石器
　（大型の剝片石器か）

写真 1　川向東貝津遺跡の埋甕（縄文時代中期）

 発掘調査成果報告会『新設楽発見伝』のご案内

写真 2　笹平遺跡 貯蔵穴から出土した土器（縄文時代後期） 写真 3　滝瀬遺跡 集石炉跡（縄文時代早期～前期）

 日　時：平成 28 年 3 月 5 日（土）　午後 1 時 30 分～
 会　場：設楽町役場議場（田口字辻前 14）
 内　容：平成 27 年度に行われた発掘調査の成果の報告と

出土遺物および写真の展示
 参加費：無料

※２月に、詳細な内容をご案内いたします。
愛知県埋蔵文化財センターのホームページ

（http://www.maibun.com）、あるいは
　　　　電話（0567-67-4163）でご確認下さい。

が
、
形
状
や
堆
積
状
況
か
ら
、
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

川
向
地
区
の
大お
お
は
た畑
遺
跡
は
、
東
西
二
ヶ
所
の
丘
陵
上
と
間
の
谷
地
形
が
遺
跡
の
範
囲
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
丘
陵
上
か
ら
は
、
剝は
く
へ
ん片
や
磨
す
り
い
し
た
た
き
い
し

石
敲
石
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
ま
し
た
。

丘
陵
間
の
谷
間
で
は
、
縄
文
土
器
・
石
器
な
ど
の
遺
物
の
ほ
か
、
水
が
湧
き
出
る
地
点
を
確

認
し
ま
し
た
。
今
後
行
わ
れ
る
本
調
査
で
は
湧
き
水
を
利
用
し
た
遺
構
な
ど
が
出
て
く
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

川か
わ
ぞ
え添
和か
ず
あ
き暁
）

写真 11　大名倉遺跡出土遺物

黒曜石剝片

写真 12　大畑遺跡出土遺物
（左・中：剝片、右：磨石敲石の類）




