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愛あ
い
ち
け
ん
ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

　

前
回
の
設
楽
発
掘
通
信
で
は
、
西に
し
じ地

・
東ひ
が
し
じ地

遺
跡
の
遺い
ぶ
つ
せ
い
り
さ
ぎ
ょ
う

物
整
理
作
業
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
お

伝
え
し
ま
し
た
。
こ
の
作
業
は
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
愛
知
埋
文
）
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。
正
式
名
称
は
「
公こ

う
え
き
ざ
い
だ
ん
ほ
う
じ
ん

益
財
団
法
人 

愛あ
い
ち
け
ん
き
ょ
う
い
く

知
県
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振し
ん
こ
う
ざ
い
だ
ん

興
財
団　

愛
知
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
」
と
申
し
ま
す
。

　

愛
知
埋
文
で
は
、
主
に
愛あ

い
ち
け
ん
き
ょ
う
い
く
い
い
ん
か
い

知
県
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
委い
た
く託
さ
れ
る
愛
知
県
内
の
発
掘
調
査

を
は
じ
め
と
し
た
埋
蔵
文
化
財
を
扱
う
業
務
を
行
っ
て
お
り
、
本
部
は
弥や

と
み
し

富
市
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
本
部
へ
、
県
内
全
域
で
行
っ
た
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遺い

ぶ
つ物
や
遺い
こ
う構
の
記
録
を
運
び
、

遺
物
の
復ふ

く
げ
ん元
、
保ほ
ぞ
ん
し
ょ
り

存
処
理
、
分ぶ
ん
せ
き析
、
発
掘
調
査
報
告
書
の
作
成
を
行
い
ま
す
。
調
査
や
報
告
書

の
刊
行
に
必
要
な
事
務
手
続
き
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

内
部
は
研
究
や
分
析
、
収
蔵
の
た
め
の
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
日
祝
日
は
閉
館
し

て
い
ま
す
が
、平
日
に
は
こ
れ
ま
で
の
発
掘
成
果
を
展
示
し
た
「
資し

り
ょ
う
か
ん
り
え
つ
ら
ん
し
つ

料
管
理
閲
覧
室
」
の
見
学
や
、

収
蔵
図
書
の
閲
覧
（
図
書
の
貸
し
出
し
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
）
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

近
年
は
、
前
号
で
も
ご
紹
介
し
た
弥
富
春
ま
つ
り
に
連
動
し
た
「
春
の
埋
蔵
文
化
財
展
」、

毎
年
夏
ご
ろ
に
実
施
す
る
、
収
蔵
庫
や
整
理
作
業
を
見
学
で
き
る
「
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
ツ
ア
ー
」

な
ど
、
内
部
を
見
学
し
て
い
た
だ
け
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
他
、
弥
富
市
以
外
で

行
う
見
学
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
十
一
月
〜
十
二
月
頃
に
名
古
屋
市
博
物
館
で
実
施
予
定
の

「
考
古
学
セ
ミ
ナ
ー
」、
設
楽
町
役
場
議
場
で
三
月
に
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
、
皆
様
ご

存
知
の
成
果
報
告
会
「
新
設
楽
発
見
伝
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

鈴す
ず
き木　

恵け
い
す
け介
）

　

流
り
ゅ
う
い
き域

の
狭は

ざ
ま間

で

　

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
設
楽
ダ
ム
建
設
工
事
に
伴
い
、
設
楽
町
内
の
多
く

の
地
点
に
て
、
発
掘
調
査
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
設
楽
町
が
所
在
す
る
愛
知
県
の
東
三
河
地

域
山
間
部
で
は
、
地
形
に
よ
っ
て
水
の
流
れ
が
分
か
れ
、
三
つ
の
水す
い
け
い系

が
隣
り
合
っ
て
い
ま

す
。

　

水
は
平
ら
に
閉
ざ
さ
れ
れ
ば
溜
ま
り
、
傾
斜
が
あ
れ
ば
高
み
か
ら
低
み
へ
と
移
り
ま
す
。

湧
き
出
し
た
地
下
水
や
降
水
は
、
流
れ
と
な
っ
て
移
動
し
、
こ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
川
と
な
り

ま
す
。
水
の
流
れ
が
海
に
注
ぐ
ま
で
、そ
の
集
ま
り
と
な
る
範
囲
を
〜
川
流
域
と
呼
び
ま
す
。

設
楽
地
域
を
流
れ
る
水
、
稲
武
地
域
を
流
れ
る
水
、
東
栄
地
域
を
流
れ
る
水
は
、
そ
れ
ぞ
れ

豊
川
水
系
、
矢
作
川
水
系
、
天
竜
川
水
系
と
な
り
海
に
注
ぎ
ま
す
が
、
陸
で
交
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
が
移
動
す
る
た
め
の
陸
路
は
、
時
代
が
古
く
な
る
ほ
ど
、
水
の
流
れ
を
渡
る
地
点
が
難

所
と
な
り
ま
す
。
水
の
流
れ
の
速
さ
、
深
さ
、
幅
な
ど
が
増
す
ほ
ど
、
渡
る
こ
と
が
難
し
く

春の埋蔵文化財展の本部玄関部分の飾り付け

資料管理閲覧室（過去の調査の出土品を展示）

遺物整理作業中の様子（西地・東地遺跡の出土品）

設楽町の調査実施遺跡と愛知埋文の位置

な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
系
で
は
川
に
沿
っ
た
道
が
自
然
に
発
生
し
、
同
じ
水
系
の

上
流
と
下
流
の
間
で
は
、
人
の
移
動
、
交
流
が
活
発
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
別
々

の
水
系
間
で
は
、
人
の
移
動
、
交
流
は
、
同
じ
水
系
で
の
上
下
ほ
ど
活
発
で
は
な
か
っ
た
た

め
、
隣
り
合
っ
た
地
域
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
流
域
に
よ
っ
て
、
人
々
の
暮
ら
し
、
習
慣
、

言
葉
、
な
ど
に
違
い
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
「
違
い
」
は
、
時
代
が
古
く
な
る
ほ
ど

そ
の
差
が
大
き
く
、「
地
域
の
個
性
」
と
な
っ
て
、
現
在
で
も
独
自
の
生
活
文
化
と
し
て
比

べ
ら
れ
ま
す
。

　

設
楽
ダ
ム
関
連
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
旧き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

石
器
時
代
以
降
、
近き
ん
せ
い世
、
近き
ん
だ
い代
ま
で
、
人
々

の
様
々
な
暮
ら
し
を
推
定
で
き
る
資
料
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
資
料
は
、
土
器

の
形
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
流
域
の
違
い
に
よ
る
個
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各
水
系

の
水
は
お
互
い
交
わ
り
ま
せ
ん
が
、
我
々
の
祖
先
は
難な
ん
し
ょ所
を
越
え
て
様
々
な
交
わ
り
を
も
と

う
と
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
交
わ
り
の
濃の
う
た
ん淡
が
、
現
代
の
生せ
い
か
つ
ぶ
ん
か
け
ん

活
文
化
圏
に
つ
な
が
っ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、ど
の
よ
う
な
歴れ
き
し
て
き
は
い
け
い

史
的
背
景
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
も
の
な
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
、
発
掘
調
査
の
成
果
が
少
し
で
も

役
立
つ
よ
う
に
調
査
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー   

松ま
つ
だ田　

訓
さ
と
し
）

大畑遺跡付近の豊川水系境川

マサノ沢遺跡付近の豊川水系境川



河岸段丘上に位置するマサノ沢遺跡

昨年度の範囲確認調査で検出された石囲炉

マサノ沢遺跡の位置

至 稲武

至新城
至 東栄

至 足助

至 津具

国道473号

国道257号

県道33号線（設楽瀬戸線）

県道10号線（設楽根羽線）

★

★

田口

川向

小松

境川

豊川（寒狭川）

和市
松戸

大名倉

文文

●

設楽中学校
田口小学校

設楽町役場

北設楽郡設楽町

設楽大橋

添沢

八橋

★

大畑遺跡
（現在調査中）

滝瀬遺跡
（昨年度調査）

　マサノ沢遺跡
（７月より調査開始）

国道257号

N

0 5km
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マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
調
査
が
始
ま
り
ま
す

　

い
よ
い
よ
７
月
か
ら
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
調
査
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
マ
サ
ノ
沢
遺
跡

の
発
見
に
関
連
す
る
話
題
を
紹
介
し
ま
す
。

　

小
松
地
区
に
あ
る
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
は
、
設
楽
根
羽
（
県
道
10
号
）
線
沿
い
、
境
川
左
岸
に

位
置
す
る
縄
文
時
代
を
中
心
と
す
る
遺
跡
で
す
。
付
近
に
は
、
昨
年
度
ま
で
調
査
し
て
い
た

滝
瀬
遺
跡
を
は
じ
め
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
川
沿
い
の
河
岸
段
丘
上
に
立
地
し
ま
す
。

　

遺
跡
の
発
見
は
ふ
る
く
、
大
正
年
間
（
六
年
あ
る
い
は
十
二
年
）
に
、
畑
地
を
水
田
に

開か
い
こ
ん墾

す
る
際
、
多
く
の
土
器
や
石
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
山
間
部
の
貴
重
な
平
坦
面
を
水
田

化
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
縄
文
時
代
の
地ち
そ
う層

が
姿
を
あ
ら
わ

し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
開
墾
な
ど
に
よ
っ
て
見
つ
か
っ
た
遺
物
を
精
力
的
に
収
集
し
、
調
査
研

究
さ
れ
た
の
が
夏
目
一
平
さ
ん
で
し
た
。
夏
目
さ
ん
は
旧
津
具
村
に
あ
る
鞍く
ら
ふ
ね船

遺
跡
（
上
津

具
）、
桜
さ
く
ら
だ
い
ら平

遺
跡
（
東
栄
町
本
郷
）
な
ど
山
間
部
の
先
史
遺
跡
を
「
北
三
河
の
遺
跡
」
と

し
て
考
古
学
の
研
究
誌
『
考こ
う
こ
が
く
ざ
っ
し

古
学
雑
誌
』
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

戦
後
の
開
墾
（
昭
和
二
十
三
・
二
十
四
年
）
で
ふ
た
た
び
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
か
ら
遺
物
が
出

土
す
る
と
、
地
元
の
郷
土
史
家
伊
藤
正
松
さ
ん
が
収
集
し
、
岡
崎
の
郷
土
誌
『
三み
か
わ
し
だ
ん

河
史
談
』

に
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
発は
っ
け
ん
て
ん
ま
つ

見
顛
末
を
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
内
容
は
、
二

つ
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
遺
物
を
採
集
委
託
し
た
青
年
か
ら
取
材
し
「
焼
石
・
木
炭
・
灰

な
ど
の
出
た
と
こ
ろ
も
あ
る
」
状
況
か
ら
、
住
居
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
点
で
す
。
も
う

ひ
と
つ
は
、「
合
あ
わ
せ
ぐ
ち
か
め
か
ん

口
甕
棺
の
発
見
で
、
條
じ
ょ
う
こ
ん
痕
を
全
面
に
ほ
ど
こ
し
た
甕か
め
が
た
ど
き

形
土
器
が
二
個
水
平

に
横
た
わ
り
、
合
せ
口
は
互
に
交こ
う
さ叉

し
あ
た
か
も
二
重
土
器
の
如
く
な
っ
て
い
た
が
両
端
に

二
個
の
底
部
が
あ
っ
て
合
口
甕
棺
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
甕
棺
の
周
囲

に
は
十
貫
匁
位
の
石
が
数
個
め
ぐ
ら
せ
て
あ
っ
た
。」
と
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い
ば
ん
き
し
ゅ
う
ま
つ

文
時
代
晩
期
終
末
の
土ど
き
か
ん
ぼ

器
棺
墓

を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
点
で
す
。
住
居
の
存
在
は
昨
年
度
の
遺い
せ
き
は
ん
い
か
く
に
ん
ち
ょ
う
さ

跡
範
囲
確
認
調
査
で

石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
（
写
真
下
）
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
で
追
認
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
調
査
で
も
縄
文
時
代

後こ
う
き期

の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、「
合
口
甕
棺
」
は
出
土

状
態
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
、
現
在
の
研
究
と
比
較
検
討
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。
短
い
報
告

で
は
あ
り
ま
す
が
、
重
要
な
指
摘
を
後
世
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
遺
跡
の
発
見
は
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
よ
う
に
、
土
地
の
開
墾
に
よ
っ
て
地
中
の

古
い
地
層
に
眠
っ
て
い
た
遺
物
が
地
上
に
偶
然
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、

出
土
し
た
遺
物
を
正
当
に
評
価
で
き
る
人
の
存
在
も
重
要
で
す
。
北
設
楽
郡
に
は
、
日
本
考

古
学
が
産
声
を
あ
げ
た
こ
ろ
か
ら
す
で
に
考
古
学
の
知
識
を
も
っ
た
研
究
者
が
い
て
、
地
域

の
人
た
ち
と
つ
な
が
り
を

も
っ
て
情
報
を
交
換
し
て

お
り
、
そ
の
様
子
は
郷

土
誌
や
学
会
誌
へ
の
寄

稿
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ぁ
、
ど
ん
な
新
た
な
発

見
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
今
後
も
『
設
楽
発
掘

通
信
』
で
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。
乞
う
ご
期
待
！

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー　

永な
が
い井　

宏ひ
ろ
ゆ
き幸

）

　

大
畑
遺
跡
の
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
大
畑
遺
跡
は
周
囲
か
ら
独
立
し
た
丘
陵
の
頂
上

付
近
標
高
四
四
六
．
八
ｍ
に
あ
り
ま
す
。
今
回
の
調
査
範
囲
に
は
写
真
右
上
の
よ
う
に
、
中

央
に
南
北
方
向
の
谷
が
あ
り
、
東
西
に
は
丘
陵
の
頂
上
が
盛
り
上
が
る
地
形
で
、
谷
は
南
側

（
写
真
の
左
側
）
に
向
か
っ
て
下
っ
て
い
ま
す
。
西
側
（
写
真
の
奥
側
）
の
丘
陵
上
に
は
、

南
北
に
細
長
い
平ひ

ら
ば場
が
あ
り
ま
す
。
調
査
は
、
東
側
（
写
真
の
手
前
側
）
の
斜
面
か
ら
谷
に

向
か
っ
て
進
め
て
い
き
ま
す
。
最
初
に
表ひ

ょ
う
ど
く
っ
さ
く

土
掘
削
や
遺い
こ
う
け
ん
し
ゅ
つ

構
検
出
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。

　

表
土
掘
削
は
、
写
真
右
下
の
よ
う
に
、
大
型
の
掘く

っ
さ
く
き
か
い

削
機
械
を
使
っ
て
表ひ
ょ
う
ど土

（
腐ふ
し
ょ
く
ど

植
土
や
、

耕
作
土
な
ど
）
を
除
去
す
る
作
業
で
す
。
土
の
色
や
質
感
な
ど
の
違
い
を
確
認
し
な
が
ら
、

試し
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
の
結
果
を
参
考
に
し
て
、
掘
り
す
ぎ
な
い
よ
う
、
丁
寧
に
作
業
を
進
め
て
い
き
ま

す
。
と
き
に
は
、
切
り
株
ど
う
し
の
隙す

き
ま間
や
、
全
体
的
に
数
セ
ン
チ
の
厚
さ
で
表
土
を
削
っ

た
り
す
る
た
め
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
高
い
操そ

う
さ
ぎ
じ
ゅ
つ

作
技
術
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

大
畑
遺
跡
の
周
辺
は
、
杉
や
檜
が
植
林
さ
れ
て
い
た
た
め
、
切
り
株
が
多
く
残
っ
て
い
ま

す
。
切
り
株
の
周
り
は
、
作
業
員
さ
ん
が
ス
コ
ッ
プ
や
、
の
こ
ぎ
り
な
ど
を
使
っ
て
、
き
れ

い
に
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
最
中
に
、
写
真
左
上
の
よ
う
な
剥は

く
へ
ん片

（
石
器
を
作
る
際
に
は
が

れ
た
石
）
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

表
土
掘
削
が
終
わ
る
と
、
作
業
員
さ
ん
た
ち
が
、
土
の
表
面
を
削
っ
て
、
遺
物
や
、
周
辺

の
地
面
の
色
と
異
な
る
部
分
が
な
い
か
ど
う
か
、
目
を
凝こ

ら
し
て
探
し
だ
し
ま
す
。
こ
れ
が

検
出
と
呼
ば
れ
る
作
業
で
す
。
色
の
異
な
る
部
分
は
、
昔
の
人
た
ち
が
土
を
掘
っ
た
跡
の
可

能
性
が
あ
り
、
遺い

こ
う構
と
呼
び
ま
す
。
今
回
の
調
査
で
は
、
写
真
左
下
の
白
い
矢
印
の
部
分
よ

う
に
、
黄
色
い
遺
構
面
の
中
に
、
黒
っ
ぽ
い
色
の
範
囲
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

ま
だ
調
査
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
の
で
、
次
号
で
は
、
興
味
深
い
遺
構
や
、
遺
物
が
報

告
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
二に

ゆ
う
ぐ
み

友
組　

髙た
か
ぎ木　

祐ゆ
う
じ志

）　

調査前の風景（中央谷部　南から撮影）調査で見つかった剥片（長さは約 5cm）

表土掘削の様子（東側斜面　南から撮影）遺構の見え方

　

大お
お
は
た畑

遺
跡
の
発
掘
調
査
を
開
始
し
ま
し
た　
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愛あ
い
ち
け
ん
ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

　

前
回
の
設
楽
発
掘
通
信
で
は
、
西に
し
じ地

・
東ひ
が
し
じ地

遺
跡
の
遺い
ぶ
つ
せ
い
り
さ
ぎ
ょ
う

物
整
理
作
業
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
お

伝
え
し
ま
し
た
。
こ
の
作
業
は
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
愛
知
埋
文
）
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。
正
式
名
称
は
「
公こ

う
え
き
ざ
い
だ
ん
ほ
う
じ
ん

益
財
団
法
人 

愛あ
い
ち
け
ん
き
ょ
う
い
く

知
県
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振し
ん
こ
う
ざ
い
だ
ん

興
財
団　

愛
知
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
」
と
申
し
ま
す
。

　

愛
知
埋
文
で
は
、
主
に
愛あ

い
ち
け
ん
き
ょ
う
い
く
い
い
ん
か
い

知
県
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
委い
た
く託
さ
れ
る
愛
知
県
内
の
発
掘
調
査

を
は
じ
め
と
し
た
埋
蔵
文
化
財
を
扱
う
業
務
を
行
っ
て
お
り
、
本
部
は
弥や

と
み
し

富
市
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
本
部
へ
、
県
内
全
域
で
行
っ
た
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遺い

ぶ
つ物
や
遺い
こ
う構
の
記
録
を
運
び
、

遺
物
の
復ふ

く
げ
ん元
、
保ほ
ぞ
ん
し
ょ
り

存
処
理
、
分ぶ
ん
せ
き析
、
発
掘
調
査
報
告
書
の
作
成
を
行
い
ま
す
。
調
査
や
報
告
書

の
刊
行
に
必
要
な
事
務
手
続
き
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

内
部
は
研
究
や
分
析
、
収
蔵
の
た
め
の
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
日
祝
日
は
閉
館
し

て
い
ま
す
が
、平
日
に
は
こ
れ
ま
で
の
発
掘
成
果
を
展
示
し
た
「
資し

り
ょ
う
か
ん
り
え
つ
ら
ん
し
つ

料
管
理
閲
覧
室
」
の
見
学
や
、

収
蔵
図
書
の
閲
覧
（
図
書
の
貸
し
出
し
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
）
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

近
年
は
、
前
号
で
も
ご
紹
介
し
た
弥
富
春
ま
つ
り
に
連
動
し
た
「
春
の
埋
蔵
文
化
財
展
」、

毎
年
夏
ご
ろ
に
実
施
す
る
、
収
蔵
庫
や
整
理
作
業
を
見
学
で
き
る
「
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
ツ
ア
ー
」

な
ど
、
内
部
を
見
学
し
て
い
た
だ
け
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
他
、
弥
富
市
以
外
で

行
う
見
学
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
十
一
月
〜
十
二
月
頃
に
名
古
屋
市
博
物
館
で
実
施
予
定
の

「
考
古
学
セ
ミ
ナ
ー
」、
設
楽
町
役
場
議
場
で
三
月
に
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
、
皆
様
ご

存
知
の
成
果
報
告
会
「
新
設
楽
発
見
伝
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

鈴す
ず
き木　

恵け
い
す
け介
）

　

流
り
ゅ
う
い
き域

の
狭は

ざ
ま間

で

　

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
設
楽
ダ
ム
建
設
工
事
に
伴
い
、
設
楽
町
内
の
多
く

の
地
点
に
て
、
発
掘
調
査
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
設
楽
町
が
所
在
す
る
愛
知
県
の
東
三
河
地

域
山
間
部
で
は
、
地
形
に
よ
っ
て
水
の
流
れ
が
分
か
れ
、
三
つ
の
水す
い
け
い系

が
隣
り
合
っ
て
い
ま

す
。

　

水
は
平
ら
に
閉
ざ
さ
れ
れ
ば
溜
ま
り
、
傾
斜
が
あ
れ
ば
高
み
か
ら
低
み
へ
と
移
り
ま
す
。

湧
き
出
し
た
地
下
水
や
降
水
は
、
流
れ
と
な
っ
て
移
動
し
、
こ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
川
と
な
り

ま
す
。
水
の
流
れ
が
海
に
注
ぐ
ま
で
、そ
の
集
ま
り
と
な
る
範
囲
を
〜
川
流
域
と
呼
び
ま
す
。

設
楽
地
域
を
流
れ
る
水
、
稲
武
地
域
を
流
れ
る
水
、
東
栄
地
域
を
流
れ
る
水
は
、
そ
れ
ぞ
れ

豊
川
水
系
、
矢
作
川
水
系
、
天
竜
川
水
系
と
な
り
海
に
注
ぎ
ま
す
が
、
陸
で
交
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
が
移
動
す
る
た
め
の
陸
路
は
、
時
代
が
古
く
な
る
ほ
ど
、
水
の
流
れ
を
渡
る
地
点
が
難

所
と
な
り
ま
す
。
水
の
流
れ
の
速
さ
、
深
さ
、
幅
な
ど
が
増
す
ほ
ど
、
渡
る
こ
と
が
難
し
く

春の埋蔵文化財展の本部玄関部分の飾り付け

資料管理閲覧室（過去の調査の出土品を展示）

遺物整理作業中の様子（西地・東地遺跡の出土品）

設楽町の調査実施遺跡と愛知埋文の位置

な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
系
で
は
川
に
沿
っ
た
道
が
自
然
に
発
生
し
、
同
じ
水
系
の

上
流
と
下
流
の
間
で
は
、
人
の
移
動
、
交
流
が
活
発
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
別
々

の
水
系
間
で
は
、
人
の
移
動
、
交
流
は
、
同
じ
水
系
で
の
上
下
ほ
ど
活
発
で
は
な
か
っ
た
た

め
、
隣
り
合
っ
た
地
域
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
流
域
に
よ
っ
て
、
人
々
の
暮
ら
し
、
習
慣
、

言
葉
、
な
ど
に
違
い
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
「
違
い
」
は
、
時
代
が
古
く
な
る
ほ
ど

そ
の
差
が
大
き
く
、「
地
域
の
個
性
」
と
な
っ
て
、
現
在
で
も
独
自
の
生
活
文
化
と
し
て
比

べ
ら
れ
ま
す
。

　

設
楽
ダ
ム
関
連
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
旧き
ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

石
器
時
代
以
降
、
近き
ん
せ
い世
、
近き
ん
だ
い代
ま
で
、
人
々

の
様
々
な
暮
ら
し
を
推
定
で
き
る
資
料
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
資
料
は
、
土
器

の
形
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
流
域
の
違
い
に
よ
る
個
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各
水
系

の
水
は
お
互
い
交
わ
り
ま
せ
ん
が
、
我
々
の
祖
先
は
難な
ん
し
ょ所
を
越
え
て
様
々
な
交
わ
り
を
も
と

う
と
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
交
わ
り
の
濃の
う
た
ん淡
が
、
現
代
の
生せ
い
か
つ
ぶ
ん
か
け
ん

活
文
化
圏
に
つ
な
が
っ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、ど
の
よ
う
な
歴れ
き
し
て
き
は
い
け
い

史
的
背
景
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
も
の
な
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
、
発
掘
調
査
の
成
果
が
少
し
で
も

役
立
つ
よ
う
に
調
査
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー   

松ま
つ
だ田　

訓
さ
と
し
）

大畑遺跡付近の豊川水系境川

マサノ沢遺跡付近の豊川水系境川


