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成
果
報
告
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
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
。
本ほ
ん
ち
ょ
う
さ

調
査
で
は
滝た

き
せ瀬
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
、
西に

し
じ地
・
東ひ

が
し
じ地
遺
跡
を
調
査
し
ま
し
た
。
主
な
調
査
成

果
と
し
て
、
滝
瀬
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
後こ
う
き期

旧き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
草そ

う
そ
う
き

創
期
の
各
種
石せ

っ

器き

を
出
土
す
る
文ぶ

ん
か化
層そ

う

、
西
地
・
東
地
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
後
期
の
集

落
、
大
栗
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
早そ
う
き期
の
炉ろ

あ
な穴
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
範は
ん
い
か
く
に
ん
ち
ょ
う
さ

囲
確
認
調
査
で
は
大お

お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
、
マ
サ
ノ
沢さ

わ

遺
跡
な
ど

十
一
遺
跡
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
調
査
に
際
し
、
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
。

　

本
調
査
で
は
、
現
地
で
地
元
説
明
会
を
開
催
し
、
川
向
東
貝
津
遺
跡

（
七
月
開
催
六
十
名
）、
滝
瀬
遺
跡
（
八
月
開
催
八
十
六
名
）、
西
地
・

東
地
遺
跡
（
十
一
月
開
催
十
七
名
）
で
ご
参
加
を
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
、
あ
ら
た

め
て
成
果
報
告
会
を
、
下
記
の
よ
う
に
三
月
四
日
（
土
）
に
開
催
い
た

し
ま
す
。
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
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
。
設
楽
発
掘
通
信
は
五
月
に
再

開
す
る
予
定
で
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　

酒さ
か
い井

俊と
し
ひ
こ彦

）

　

滝
瀬
遺
跡
の
伊
那
街
道
と
古
レ
ー
ル

　

平
成
二
十
八
年
度
の
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
敷し
き
い
し石

建た
て
も
の
あ
と

物
跡
を
始
め
と
す
る
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時

代
の
遺い
こ
う構

や
遺い
ぶ
つ物

が
多
数
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
底
面
が
平
ら
な
溝
状
を
し

た
全
長
約
十
メ
ー
ト
ル
の
道
路
遺
構
も
検
出
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
8
）。
こ
の
道
路
遺
構
は
、

古
い
地ち
わ
り割

と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
田た
ぐ
ち口

か
ら
津つ

ぐ具
へ
至
る
伊い

な那
街か
い
ど
う道

の
遺
構
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
そ
の
延
長
線
上
に
は
調
査
前
に
保
存
の
た
め
に
石
垣
か
ら
取
り
外
さ
れ
た
『
落ら
く
が書

き

石い
し

』
も
位
置
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
『
落
書
き
石
』
の
位
置
か
ら
境さ
か
い
が
わ川
の
岸
へ
下
り
る
と
、
南
か
ら
流
れ
て
き
た
長な
が
え
が
わ

江
川

と
の
合
流
点
に
着
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
向
こ
う
岸
へ
渡
る
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真

9
）。
こ
の
橋
は
簡
単
な
構
造
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
橋
き
ょ
う
き
ゃ
く
脚
に
固
定
さ
れ
た
二
本
の
鉄
道
用

古
レ
ー
ル
を
橋は
し
げ
た桁
と
し
、
そ
の
間
に
作
業
用
の
道み
ち
い
た板
を
鉄
線
で
縛
り
つ
け
た
も
の
で
す
。
全

長
は
約
４
メ
ー
ト
ル
あ
っ
て
、
ま
る
で
線
路
が
延
び
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
こ
の
橋

の
お
か
げ
で
、
現
代
の
伊
那
街
道
を
歩
く
人
は
、
水
流
に
足
を
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
境
川
を

渡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
橋
が
造
ら
れ
た
時
期
は
不
明
で
す
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
橋
脚
に
転
用
さ
れ
て
い
る
古
レ
ー
ル
で
す
。
そ
れ
は
長
年
の
使
用
に
耐
え

て
き
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
一
部
は
欠
け
て
錆
や
苔
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
細
く
く

び
れ
た
腹
部
に
は
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
ボ
ル
ト
孔
が
あ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
橋

桁
と
し
て
固
定
す
る
た
め
に
穿
た
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
腹
部
に
は
ひ
じ
ょ
う
に

読
み
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
か
す
か
に
刻こ
く
い
ん印
さ
れ
た
文
字
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す

(

写
真
9
右)

。

　

刻
印
文
字
は
陽よ
う
こ
く刻

で
浮
き
出
さ
れ
て
お
り
、判
読
可
能
な
部
分
は「BV&

C
OL

D189

□
」（
□

の
部
分
は
数
字
と
推
定
さ
れ
ま
す
が
不
明
）
で
す
。
こ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
英
国
）
の

Bolckow
,Vaughan &

 Co.Ld

（
ボ
ル
コ
ウ
・
ホ
ー
ン
株
式
会
社
）
の
刻
印
で
、
一
八
九
〇

年
代
に
製
造
さ
れ
た
六
〇
ポ
ン
ド
レ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
の
証
な
の
で
す
。
明
治
時
代
に
は
鉄

道
用
の
レ
ー
ル
が
多
数
輸
入
さ
れ
、
官
営
鉄
道
な
ど
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て

使
い
古
さ
れ
た
も
の
は
駅
の
建
造
物
な
ど
に
転
用
さ
れ
る
な
ど
し
ま
し
た
。
奥
三
河
地
域
で

写真 1　平成 28 年度調査の遺構・遺物

 日　時：平成 29年 3月４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 28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
 その他：参加は無料です

 発掘調査成果報告会『新設楽発見伝』のご案内
※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。

滝瀬遺跡 全景（東より）

滝瀬遺跡 竪穴建物跡【縄文時代中期】

川向東貝津遺跡 全景（北より）
川向東貝津遺跡 出土尖頭器

【縄文時代草創期】

マサノ沢遺跡 出土遺物
【縄文時代後期〜晩期】

マサノ沢遺跡 石囲炉跡【縄文時代後期 ?】

大栗遺跡 煙道付炉穴【縄文時代早期 ?】

上の刻印の判読可能な部分をトレースしたもの

写真 9　境川に掛かる 旧伊那街道の橋

は
田
口
鉄
道
の
海
老
〜
三
河
田
口
で
中
古
レ
ー

ル
が
使
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
伊
那
街
道
の
橋

に
転
用
さ
れ
た
こ
の
古
レ
ー
ル
も
、
そ
う
い
っ

た
一
群
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
英
国
製
品
に
出
会
う
、

歴
史
の
道
の
一
コ
マ
で
し
た
。

（
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   

永な
が
い井

邦く
に
ひ
と仁

）
写真 8　滝瀬遺跡 道路遺構

（北より）



写真 2  西地・東地遺跡全景写真（上が北）

写真 4  竪穴建物跡全景

写真 3  大栗遺跡 B 区・C 区全景写真（上が北東）

写真 5  竪穴建物跡内 石囲炉

写真 6  煙道付炉穴 土層断面

写真 7  落し穴 土層断面

落し穴群

煙道付炉穴

竪穴建物

↓
戸神川
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西
地
・
東
地
遺
跡
の
発
掘
調
査　

　

西に
し
じ地

・
東ひ
が
し
じ
い
せ
き

地
遺
跡
の
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
は
、
十
二
月
初
旬
に
完
了
し
ま
し
た
。
前
号
で
紹
介
で
き

な
か
っ
た
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
空
中
か
ら
の
全ぜ
ん
け
い景

写
真
（
写
真
2
）
を
今
回
、

掲け
い
さ
い載

い
た
し
ま
す
。
当
遺
跡
は
中ち
ゅ
う
き
ん
せ
い

近
世
と
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
の
二
時
期
が
存
在
し
て
い
る
た
め
上
下

二
回
に
分
け
て
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
上
で
は
室む
ろ
ま
ち
じ
だ
い

町
時
代
以
降
の
竪た
て
あ
な
じ
ょ
う
い
こ
う

穴
状
遺
構
（
鍛か

じ冶
な
ど

の
作さ
ぎ
ょ
う
ば

業
場
か
）、
下
で
は
縄
文
時
代
の
集し
ゅ
う
せ
き
い
こ
う

石
遺
構
や
袋
ふ
く
ろ
じ
ょ
う状

土ど
こ
う坑

な
ど
を
数
多
く
確
認
し
ま
し

た
。
遺い
ぶ
つ物

は
縄
文
時
代
後こ
う
き期

（
今
か
ら
四
千
四
百
年
前
頃
）
の
土ど

き器
の
ほ
か
、
前ぜ
ん
き期

や
中ち
ゅ
う
き期

の
土
器
も
出
土
し
ま
し
た
。
石せ
っ
き器

で
は
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
で
作
ら
れ
た
石せ
き
ぞ
く鏃

が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。

　

黒
曜
石
の
材
料
は
ど
の
よ
う
に
運
ば
れ
て
き
た
の
か
、
居き
ょ
じ
ゅ
う住
の
様
子
は
ど
う
だ
っ
た
か
な

ど
は
今
後
の
発
掘
調
査
成
果
の
分
析
で
少
し
ず
つ
解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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
）

　

大
栗
遺
跡
の
発
掘
調
査　
　

　

大お
お
ぐ
り
い
せ
き

栗
遺
跡
の
B
区
・
C
区
発は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
は
、
十
二
月
中
旬
で
終
了
し
ま
し
た
。（
写
真
3
）

こ
の
調
査
区
で
は
縄
文
時
代
中ち
ゅ
う
き
こ
う
は
ん

期
後
半
（
今
か
ら
約
五
千
年
前
頃
）
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡
（
写
真

4
）
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
中
央
附
近
に
は
、
周
辺
の
遺
跡
で
こ
れ
ま
で
に
見
つ
か
っ
て
い

る
も
の
同
様
に
、
石
で
囲
っ
た
炉ろ

跡あ
と

（
写
真
5
）
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、こ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
所
か
ら
は
平
面
が
二に
と
う
へ
ん
さ
ん
か
く
け
い

等
辺
三
角
形
を
し
た
煙え
ん
ど
う
つ
き

道
付
炉ろ
あ
な穴（
写

真
6
）
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
底て
い
め
ん面
や
壁へ
き
め
ん面
に
は
焼
け
て
硬か
た

く
な
っ
た
焼し
ょ
う
ど土
の
痕こ
ん
せ
き跡
も
残
っ

て
い
ま
し
た
。
中
に
は
土
器
な
ど
は
な
か
っ
た
た
め
、
す
ぐ
に
時
期
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

他
遺
跡
の
類
例
か
ら
縄
文
時
代
早そ
う
き期
（
今
か
ら
約
九
千
年
前
頃
）
の
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
二
つ
の
遺
構
は
調
査
区
西
北
側
の
、
川
に
近
い
平へ
い
た
ん
め
ん

坦
面
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
落
し
穴
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
も
い
く
つ
か
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
7
）。
こ
れ

ら
の
遺
構
に
は
底
に
杭
の
跡
も
残
っ
て
い
ま
し
た
。
落
し
穴
は
調
査
区
の
東
側
に
集
中
し
、

斜し
ゃ
め
ん面
の
上
下
に
設も
う

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
追
い
込
み
猟
り
ょ
う
を
し
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
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
）

　

昨
年
の
春
か
ら
行
っ
て
き
た
発
掘
調
査
も
無
事
に
終
わ
り
ま
し
た
。
地
元
の
皆
様
を
は
じ

め
、
国
土
交
通
省
設
楽
ダ
ム
工
事
事
務
所
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
に
感
謝
い
た
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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平成２9 年
1 月号

設
楽
発
掘
通
信

No.26

　

成
果
報
告
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
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
。
本ほ
ん
ち
ょ
う
さ

調
査
で
は
滝た

き
せ瀬
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
、
西に

し
じ地
・
東ひ

が
し
じ地
遺
跡
を
調
査
し
ま
し
た
。
主
な
調
査
成

果
と
し
て
、
滝
瀬
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
後こ
う
き期

旧き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
草そ

う
そ
う
き

創
期
の
各
種
石せ

っ

器き

を
出
土
す
る
文ぶ

ん
か化
層そ

う

、
西
地
・
東
地
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
後
期
の
集

落
、
大
栗
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
早そ
う
き期
の
炉ろ

あ
な穴
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
範は
ん
い
か
く
に
ん
ち
ょ
う
さ

囲
確
認
調
査
で
は
大お

お
な
ぐ
ら

名
倉
遺
跡
、
マ
サ
ノ
沢さ

わ

遺
跡
な
ど

十
一
遺
跡
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
調
査
に
際
し
、
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
。

　

本
調
査
で
は
、
現
地
で
地
元
説
明
会
を
開
催
し
、
川
向
東
貝
津
遺
跡

（
七
月
開
催
六
十
名
）、
滝
瀬
遺
跡
（
八
月
開
催
八
十
六
名
）、
西
地
・

東
地
遺
跡
（
十
一
月
開
催
十
七
名
）
で
ご
参
加
を
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
、
あ
ら
た

め
て
成
果
報
告
会
を
、
下
記
の
よ
う
に
三
月
四
日
（
土
）
に
開
催
い
た

し
ま
す
。
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
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
。
設
楽
発
掘
通
信
は
五
月
に
再

開
す
る
予
定
で
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　

酒さ
か
い井

俊と
し
ひ
こ彦

）

　

滝
瀬
遺
跡
の
伊
那
街
道
と
古
レ
ー
ル

　

平
成
二
十
八
年
度
の
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
敷し
き
い
し石

建た
て
も
の
あ
と

物
跡
を
始
め
と
す
る
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時

代
の
遺い
こ
う構

や
遺い
ぶ
つ物

が
多
数
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
底
面
が
平
ら
な
溝
状
を
し

た
全
長
約
十
メ
ー
ト
ル
の
道
路
遺
構
も
検
出
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
8
）。
こ
の
道
路
遺
構
は
、

古
い
地ち
わ
り割

と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
田た
ぐ
ち口

か
ら
津つ

ぐ具
へ
至
る
伊い

な那
街か
い
ど
う道

の
遺
構
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
そ
の
延
長
線
上
に
は
調
査
前
に
保
存
の
た
め
に
石
垣
か
ら
取
り
外
さ
れ
た
『
落ら
く
が書

き

石い
し

』
も
位
置
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
『
落
書
き
石
』
の
位
置
か
ら
境さ
か
い
が
わ川
の
岸
へ
下
り
る
と
、
南
か
ら
流
れ
て
き
た
長な
が
え
が
わ

江
川

と
の
合
流
点
に
着
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
向
こ
う
岸
へ
渡
る
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真

9
）。
こ
の
橋
は
簡
単
な
構
造
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
橋
き
ょ
う
き
ゃ
く
脚
に
固
定
さ
れ
た
二
本
の
鉄
道
用

古
レ
ー
ル
を
橋は
し
げ
た桁
と
し
、
そ
の
間
に
作
業
用
の
道み
ち
い
た板
を
鉄
線
で
縛
り
つ
け
た
も
の
で
す
。
全

長
は
約
４
メ
ー
ト
ル
あ
っ
て
、
ま
る
で
線
路
が
延
び
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
こ
の
橋

の
お
か
げ
で
、
現
代
の
伊
那
街
道
を
歩
く
人
は
、
水
流
に
足
を
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
境
川
を

渡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
橋
が
造
ら
れ
た
時
期
は
不
明
で
す
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
橋
脚
に
転
用
さ
れ
て
い
る
古
レ
ー
ル
で
す
。
そ
れ
は
長
年
の
使
用
に
耐
え

て
き
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
一
部
は
欠
け
て
錆
や
苔
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
細
く
く

び
れ
た
腹
部
に
は
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
ボ
ル
ト
孔
が
あ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
橋

桁
と
し
て
固
定
す
る
た
め
に
穿
た
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
腹
部
に
は
ひ
じ
ょ
う
に

読
み
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
か
す
か
に
刻こ
く
い
ん印
さ
れ
た
文
字
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す

(

写
真
9
右)

。

　

刻
印
文
字
は
陽よ
う
こ
く刻

で
浮
き
出
さ
れ
て
お
り
、判
読
可
能
な
部
分
は「BV&

C
OL

D189

□
」（
□

の
部
分
は
数
字
と
推
定
さ
れ
ま
す
が
不
明
）
で
す
。
こ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
英
国
）
の

Bolckow
,Vaughan &

 Co.Ld

（
ボ
ル
コ
ウ
・
ホ
ー
ン
株
式
会
社
）
の
刻
印
で
、
一
八
九
〇

年
代
に
製
造
さ
れ
た
六
〇
ポ
ン
ド
レ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
の
証
な
の
で
す
。
明
治
時
代
に
は
鉄

道
用
の
レ
ー
ル
が
多
数
輸
入
さ
れ
、
官
営
鉄
道
な
ど
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て

使
い
古
さ
れ
た
も
の
は
駅
の
建
造
物
な
ど
に
転
用
さ
れ
る
な
ど
し
ま
し
た
。
奥
三
河
地
域
で

写真 1　平成 28 年度調査の遺構・遺物

 日　時：平成 29年 3月４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 28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
 その他：参加は無料です

 発掘調査成果報告会『新設楽発見伝』のご案内
※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。

滝瀬遺跡 全景（東より）

滝瀬遺跡 竪穴建物跡【縄文時代中期】

川向東貝津遺跡 全景（北より）
川向東貝津遺跡 出土尖頭器

【縄文時代草創期】

マサノ沢遺跡 出土遺物
【縄文時代後期〜晩期】

マサノ沢遺跡 石囲炉跡【縄文時代後期 ?】

大栗遺跡 煙道付炉穴【縄文時代早期 ?】

上の刻印の判読可能な部分をトレースしたもの

写真 9　境川に掛かる 旧伊那街道の橋

は
田
口
鉄
道
の
海
老
〜
三
河
田
口
で
中
古
レ
ー

ル
が
使
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
伊
那
街
道
の
橋

に
転
用
さ
れ
た
こ
の
古
レ
ー
ル
も
、
そ
う
い
っ

た
一
群
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
英
国
製
品
に
出
会
う
、

歴
史
の
道
の
一
コ
マ
で
し
た
。

（
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   

永な
が
い井

邦く
に
ひ
と仁

）
写真 8　滝瀬遺跡 道路遺構

（北より）




