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西
地
・
東
地
遺
跡
地
元
説
明
会
を

　

開
催
し
ま
し
た
。

　

十
月
か
ら
開
始
し
ま
し
た
、
大お

お
な
ぐ
ら

名
倉
地
区
の
西に

し
じ地

・
東ひ

が
し
じ地

遺
跡
の
地

元
説
明
会
を
、
十
一
月
十
九
日
に
開
催
し
ま
し
た
。
無
事
開
催
で
き
ま

し
た
こ
と
、
関
係
の
方
々
に
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

当
日
は
、
あ
い
に
く
降
雨
が
強
く
、
天
候
が
良
く
な
か
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
十
七
名
の
方
が
見
学
に
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
。
現
場
内
に

水
が
た
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
地
を
す
べ
て
ご
覧
頂
く
こ

と
が
で
き
ず
、
残
念
な
が
ら
、
ご
く
一
部
の
み
の
ご
紹
介
に
と
ど
ま
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
調
査
中
の
遺
構
な
ど
の
説
明
に
、
ご
来
跡
の

皆
様
の
熱
心
に
聞
き
入
る
様
子
を
拝
見
し
て
、
皆
様
の
ご
理
解
あ
っ
て

の
埋
蔵
文
化
財
調
査
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
す
。

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
も
、
終
わ
り
に
近
づ
い
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
成
果
は
、
三
月
初
め
の
成
果
報
告
会
で
ご
報
告

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
成
果
報
告
会
の
詳
し
い
ご
案
内
は
次
号

で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
埋ま

い
ぞ
う蔵

文ぶ
ん
か
ざ
い

化
財
セ
ン
タ
ー　

川か
わ
ぞ
え添

和か
ず
あ
き暁

） 写真６　小松地区 笹平遺跡 貯蔵穴 土層断面

　

縄
文
時
代
の
貯
蔵
穴　

　
　

遺
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
貯
蔵
穴
は
、
縄
文
時
代
の
初
め
か
ら
用
い
ら

れ
、
日
本
に
お
け
る
食
料
を
貯
蔵
す
る
生
活
習
慣
を
示
す
痕
跡
と
し
て
重
要
な
遺
構
で
あ
り

ま
す
。
設
楽
地
区
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
も
、
平
成
二
十
六
年
度
の
西に
し
じ地

・
東ひ
が
し
じ地

遺
跡
、
昨

年
度
の
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
（
写
真
６
）、
滝た
き
せ瀬

遺
跡
に
お
い
て
発
見
さ
れ
て
お
り
、
今
年
度
の
滝
瀬

遺
跡
の
調
査
に
お
い
て
も
一
基
み
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
７
上
）。

　

縄
文
時
代
の
貯
蔵
穴
の
形
は
、
平
面
形
が
円
形
で
断
面
形
は
口
が
狭
く
、
底
に
近
い
部
分

が
や
や
広
く
な
る
袋
状
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
、
考
古
学
用
語
で
は
こ
の
特

徴
か
ら
「
袋ふ
く
ろ
じ
ょ
う
ど
こ
う

状
土
坑
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
穴
の
大
き
さ
は
口
の
径
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル

～
一
メ
ー
ト
ル
程
、
深
さ
も
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
～
一
メ
ー
ト
ル
程
に
も
な
る
比
較
的
大
き
な

も
の
で
す
。

　

で
は
こ
れ
ら
の
袋
状
土
坑
が
ど
う
し
て
貯
蔵
用
の
穴
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
滝
瀬
遺

跡
や
笹
平
遺
跡
の
袋
状
土
坑
に
お
い
て
も
、
ド
ン
グ
リ
類
の
黒
色
化
し
た
も
の
が
少
量
見
つ

か
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
豊
田
市
に
あ
る
寺て
ら
べ部

遺
跡
の
よ
う
に
遺
跡
の
谷
部
に
あ

る
湧
水
を
利
用
し
た
袋
状
土
坑
で
は
、
多
量

の
ド
ン
グ
リ
類
や
少
量
の
ト
チ
、
ク
リ
な
ど

の
堅け
ん
か果
が
見
つ
か
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、

当
時
の
食
糧
用
貯
蔵
穴
と
し
て
使
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

設
楽
地
区
に
お
い
て
見
つ
か
っ
た
貯
蔵
穴

は
、
全
て
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡あ
と

の
近
く
に
発
見
さ
れ

て
い
る
の
が
特
徴
で
、
集
落
内
に
貯
蔵
す
る

タ
イ
プ
の
も
の
で
す
（
写
真
７
下
）。
こ
れ

ら
の
遺
構
は
、
設
楽
の
縄
文
時
代
の
人
々
が

集
落
の
周
り
に
あ
る
山
野
で
、
秋
の
実
り
を

せ
っ
せ
と
集
め
て
冬
に
備
え
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
埋ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔭か
げ
や
ま山

誠せ
い
い
ち一

）

↓
建物群

写真７　上：八橋地区 滝瀬遺跡 貯蔵穴 土層断面
下：貯蔵穴の位置（白矢印）

写真 1　上：西地・東地遺跡　現場での説明の様子
下：西地・東地遺跡　出土遺物の展示・解説の様子

写真２　西地・東地遺跡地元説明会資料
愛知県埋蔵文化財センターHPからダウンロードできます。



浅い落ち込み

土器

写真 3  　滝瀬遺跡 Bd 区全景 ( 上が北 )写真 ４ 　大栗遺跡 A 区全景（上が南西）

写真５　西地・東地遺跡 磨製石斧出土状況
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滝
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
調
査
は
、
十
一
月
中
旬
に
終
了
し
ま
し
た
。
最
後
に
調
査
を
行
っ
た
Ｂ
ｄ
区

は
、
後こ
う
せ
い世

の
削さ
く
へ
い平

が
激
し
く
、
検け
ん
し
ゅ
つ出

で
き
た
遺い
こ
う構

は
少
数
で
し
た
（
写
真
３
）。
た
だ
し
、

残ざ
ん
ぞ
ん存

状
態
は
良
く
な
い
も
の
の
重
要
な
遺
構
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

　

一
つ
目
は
、調
査
区
北
部
で
検
出
し
た
落
ち
込
み
で
す
。
大
き
さ
は
約
三
×
約
二
・
五
メ
ー

ト
ル
、
深
さ
は
約
五
セ
ン
チ
と
浅
く
、
上
面
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

中
央
部
分
に
は
炭た
ん
か
ぶ
つ

化
物
が
見
ら
れ
、
炉ろ

の
痕こ
ん
せ
き跡

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
地
形
的
に
は
傾け
い
し
ゃ斜

が
比
較
的
緩ゆ
る

ま
る
場
所
で
、
段だ
ん
き
ゅ
う丘

の
縁え
ん
ぺ
ん辺

部
分
に
位
置
し
ま
す
。
詳し
ょ
う
さ
い細

な
性
格
は
不
明
で
す

が
、
中
央
に
炉
を
持
つ
竪た
て
あ
な穴
建た
て
も
の
あ
と

物
跡
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
埋ま
い
せ
つ設

さ
れ
た
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
土
器
は
劣れ
っ
か化

が
激
し
く
、
判
別
が
困

難
な
状
態
で
す
。
周
囲
に
は
赤せ
き
へ
ん変

し
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
、
被ひ
ね
つ熱

し
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
埋う
め
が
め甕

も
し
く
は
土ど

き器
埋ま
い
せ
つ設

炉ろ
あ
と跡

の
可
能
性
が
あ
り
、
同
様
の
遺
構
は
Ａ
区
で
も
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
前
述
の
落
ち
込
み
か
ら
南
に
約
十
ｍ
の
場
所
に
位
置
し
て
お
り
、
周
囲

に
居き
ょ
じ
ゅ
う
く

住
区
が
広
が
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
包ほ
う
が
ん
そ
う

含
層(

遺
構
面
の
上
の
堆た
い
せ
き積)

を
中
心
に
一
定
量
の
遺
物
も
出
土
し
ま
し
た
。

中
で
も
打だ
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
は
多
量
に
見
つ
か
り
、
Ｂ
ｄ
区
だ
け
で
数
十
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
今
回
の
調
査
全
体
に
も
い
え
る
特と
く
ち
ょ
う徴
で
、
特
に
山
側
か
ら
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
調
査
で
は
、
多
く
の
遺
構
、
遺
物
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
貴
重
な

も
の
も
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
お
り
、
有ゆ
う
い
ぎ

意
義
な
調
査
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ

西
工
業
株
式
会
社　

岩い
わ
せ
だ
い
す
け

瀬
大
輔
）

　

大
栗
遺
跡
の
発
掘
調
査　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大お
お
ぐ
り栗

遺
跡
は
A
B
C
の
三
区
に
分
け
て
調
査
を
行
い
、
十
一
月
中
旬
に
A
区
（
約

一
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
の
調
査
が
終
了
し
ま
し
た
（
写
真
４
）。
A
区
は
北
か
ら
南
へ

低
く
傾
斜
す
る
地
形
で
、南
北
の
標
高
差
は
約
六
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り
ま
す
。
調
査
区
で
は
、

一
〇
〇
基
程
の
遺
構
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
遺
構
に
は
、
土
坑
、
柱
穴
、
鍛か

じ

ろ

治
炉
の
ほ
か
、

内
側
が
真
っ
赤
に
焼
け
た
土
坑
や
石
を
長
方
形
に
緻ち
み
つ密
に
組
み
合
わ
せ
た
構
造
の
遺
構
、
円

形
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
状
の
遺
構
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
傾
斜
地
で
多
く
の
遺
構
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
が
、
こ
の
中
に
は
東
西
方
向
に
等
間
隔
で
列
を
成
す
も
の
が
二
列
み
つ
か
り
ま
し

た
。
こ
の
う
ち
の
一
列
は
、
列
を
成
す
一
つ
一
つ
の
柱
穴
の
径
が
約
五
十
セ
ン
チ
も
あ
り
、

太
い
柱
穴
の
痕こ
ん
せ
き跡
も
明
瞭
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
傾
斜
地
を
利
用
す
る
為
に
造
ら
れ
た

強
固
な
構
造
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
う
か
が
え
ま
し
た
。
調
査
地
で
出
土
し
た
遺
物
は
、
陶と
う
じ
き

磁
器
、

土は

じ

き
師
器
、
縄
文
土
器
と
石
器
な
ど
、
近
代
～
縄
文
時
代
の
多
様
な
も
の
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

B
・
C
区
は
十
二
月
中
の
終
了
を
目
指
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
昨
年
に
行
わ

れ
た
範
囲
確
認
調
査
で
、
遺
物
が
多
く
出
土
し
た
位
置
に
あ
た
る
為
、
当
地
で
の
人
々
の
痕

跡
が
、
更
に
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ

西
工
業
株
式
会
社　

市い
ち
だ
え
い
す
け

田
英
介
）

　

西
地
・
東
地
遺
跡
の
発
掘
調
査　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

西に
し
じ地
・
東ひ
が
し
じ地
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
十
二
月
初

旬
に
終
了
し
ま
し
た
。
今
回
の
発
掘
調
査
で
は

中
世
以
降
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
じ
ょ
う
い
こ
う

穴
建
物
状
遺
構
や
集し
ゅ
う
せ
き
い
こ
う

石
遺
構
、

縄
文
時
代
の
土
坑
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

遺い
ぶ
つ物

は
、
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
中
期
か
ら
後
期
（
今
か

ら
五
千
年
～
四
千
四
百
年
前
頃
）
の
土
器
や

石せ
き
ぞ
く鏃

、
中
世
の
陶と
う
じ
き

磁
器
や
銅ど
う
せ
ん銭

な
ど
が
出
土
し

ま
し
た
。
写
真
５
は
縄
文
時
代
の
磨ま
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
で

す
。
遺
構
の
ご
説
明
は
次
号
で
い
た
し
ま
す
。

今
後
は
出
土
し
た
遺
物
の
水す
い

洗せ
ん

、
分ぶ
ん
る
い類
や
写

真
、
図
面
の
整
理
作
業
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
（
安あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ

西
工
業
株
式
会
社 　

坂さ
か
ぐ
ち
ひ
さ
と

口
尚
人
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

範
囲
確
認
調
査　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
名
倉
地
区
の
大お

お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
・
胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡
、
川
向
地
区
の
大お
お
ぞ
ら
ま
え

空
前
遺
跡
・
上か
み
お
ろ
う

ヲ
ロ
ウ
・

下し
も
お
ろ
う

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
・
川か
わ
む
き
ち
か
ざ
わ

向
近
沢
遺
跡
・
石い
し
は
ら原

遺
跡
・
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
、
小
松
地
区
の
マま
さ
の
さ
わ

サ
ノ
沢
遺

跡
、
八
橋
地
区
の
永な
が
え
さ
わ

江
沢
遺
跡
・
根ね
み
ち
そ
と

道
外
遺
跡
・
滝た
き
せ瀬

遺
跡
と
設
楽
町
内
各
地
区
で
行
っ
て

き
た
範
囲
確
認
調
査
も
十
二
月
中
旬
で
滝
瀬
遺
跡
の
調
査
を
最
後
に
終
了
し
ま
す
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ

西
工
業
株
式
会
社　

入い
り
え
た
け
ひ
ろ

江
剛
弘
）
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西
地
・
東
地
遺
跡
地
元
説
明
会
を

　

開
催
し
ま
し
た
。

　

十
月
か
ら
開
始
し
ま
し
た
、
大お

お
な
ぐ
ら

名
倉
地
区
の
西に

し
じ地

・
東ひ

が
し
じ地

遺
跡
の
地

元
説
明
会
を
、
十
一
月
十
九
日
に
開
催
し
ま
し
た
。
無
事
開
催
で
き
ま

し
た
こ
と
、
関
係
の
方
々
に
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

当
日
は
、
あ
い
に
く
降
雨
が
強
く
、
天
候
が
良
く
な
か
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
十
七
名
の
方
が
見
学
に
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
。
現
場
内
に

水
が
た
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
地
を
す
べ
て
ご
覧
頂
く
こ

と
が
で
き
ず
、
残
念
な
が
ら
、
ご
く
一
部
の
み
の
ご
紹
介
に
と
ど
ま
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
調
査
中
の
遺
構
な
ど
の
説
明
に
、
ご
来
跡
の

皆
様
の
熱
心
に
聞
き
入
る
様
子
を
拝
見
し
て
、
皆
様
の
ご
理
解
あ
っ
て

の
埋
蔵
文
化
財
調
査
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
す
。

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
も
、
終
わ
り
に
近
づ
い
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
成
果
は
、
三
月
初
め
の
成
果
報
告
会
で
ご
報
告

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
成
果
報
告
会
の
詳
し
い
ご
案
内
は
次
号

で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
埋ま

い
ぞ
う蔵

文ぶ
ん
か
ざ
い

化
財
セ
ン
タ
ー　

川か
わ
ぞ
え添

和か
ず
あ
き暁

） 写真６　小松地区 笹平遺跡 貯蔵穴 土層断面

　

縄
文
時
代
の
貯
蔵
穴　

　
　

遺
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
貯
蔵
穴
は
、
縄
文
時
代
の
初
め
か
ら
用
い
ら

れ
、
日
本
に
お
け
る
食
料
を
貯
蔵
す
る
生
活
習
慣
を
示
す
痕
跡
と
し
て
重
要
な
遺
構
で
あ
り

ま
す
。
設
楽
地
区
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
も
、
平
成
二
十
六
年
度
の
西に
し
じ地

・
東ひ
が
し
じ地

遺
跡
、
昨

年
度
の
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
（
写
真
６
）、
滝た
き
せ瀬

遺
跡
に
お
い
て
発
見
さ
れ
て
お
り
、
今
年
度
の
滝
瀬

遺
跡
の
調
査
に
お
い
て
も
一
基
み
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
７
上
）。

　

縄
文
時
代
の
貯
蔵
穴
の
形
は
、
平
面
形
が
円
形
で
断
面
形
は
口
が
狭
く
、
底
に
近
い
部
分

が
や
や
広
く
な
る
袋
状
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
、
考
古
学
用
語
で
は
こ
の
特

徴
か
ら
「
袋ふ
く
ろ
じ
ょ
う
ど
こ
う

状
土
坑
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
穴
の
大
き
さ
は
口
の
径
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル

～
一
メ
ー
ト
ル
程
、
深
さ
も
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
～
一
メ
ー
ト
ル
程
に
も
な
る
比
較
的
大
き
な

も
の
で
す
。

　

で
は
こ
れ
ら
の
袋
状
土
坑
が
ど
う
し
て
貯
蔵
用
の
穴
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
滝
瀬
遺

跡
や
笹
平
遺
跡
の
袋
状
土
坑
に
お
い
て
も
、
ド
ン
グ
リ
類
の
黒
色
化
し
た
も
の
が
少
量
見
つ

か
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
豊
田
市
に
あ
る
寺て
ら
べ部

遺
跡
の
よ
う
に
遺
跡
の
谷
部
に
あ

る
湧
水
を
利
用
し
た
袋
状
土
坑
で
は
、
多
量

の
ド
ン
グ
リ
類
や
少
量
の
ト
チ
、
ク
リ
な
ど

の
堅け
ん
か果
が
見
つ
か
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、

当
時
の
食
糧
用
貯
蔵
穴
と
し
て
使
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

設
楽
地
区
に
お
い
て
見
つ
か
っ
た
貯
蔵
穴

は
、
全
て
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡あ
と

の
近
く
に
発
見
さ
れ

て
い
る
の
が
特
徴
で
、
集
落
内
に
貯
蔵
す
る

タ
イ
プ
の
も
の
で
す
（
写
真
７
下
）。
こ
れ

ら
の
遺
構
は
、
設
楽
の
縄
文
時
代
の
人
々
が

集
落
の
周
り
に
あ
る
山
野
で
、
秋
の
実
り
を

せ
っ
せ
と
集
め
て
冬
に
備
え
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
埋ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔭か
げ
や
ま山

誠せ
い
い
ち一

）

↓
建物群

写真７　上：八橋地区 滝瀬遺跡 貯蔵穴 土層断面
下：貯蔵穴の位置（白矢印）

写真 1　上：西地・東地遺跡　現場での説明の様子
下：西地・東地遺跡　出土遺物の展示・解説の様子

写真２　西地・東地遺跡地元説明会資料
愛知県埋蔵文化財センターHPからダウンロードできます。




