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I . 令和 3 年度事業概要
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調査の理由と工程

１. 発掘調査

県建設局
下水道課

一宮
建設事務所

一宮
建設事務所

日光川上流流域
下水道事業

令和3年5月
～10月

県建設局
道路建設課

県建設局
道路建設課

県建設局
道路建設課

県建設局
道路建設課

県県民文化局
文化芸術課

橋梁整備工事総合治水
対策特定河川工事

道路改良工事
一般国道155号

県道給父稲沢線
道路改良工事

一般国道月バイパス
道路改良工事

一般国道151号
(一宮BP)

史跡断夫山古墳
調査事業

国土交通省
中部地方整備局

設楽ダム
工事事務所

文化財室

新体育館室

堀木・蔭山

堀木・武部

堀木・早野

樋上・酒井

樋上・川添・
酒井

樋上・社本・
宮腰

樋上・渡邉・
河嶋・社本・
宮腰
樋上・川添・
河嶋・社本・
渡邉・宮腰

調査期間 調査担当

1,040

700

100

650

調査面積
(㎡）

堀木・鈴木恵

設楽ダム

事業主体 事業名 遺跡名

一色青海遺跡

南山町遺跡

清洲城下町遺跡

県スポーツ局
競技・施設課 新体育館

鈴木正・樋上・
永井邦・早野・
宮腰・鈴木恵

27,000名城公園遺跡

断夫山古墳

尾張
建設事務所

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡・
下延坂遺跡・大崎遺跡

国土交通省 設楽ダム
中部地方整備局

国土交通省
中部地方整備局

国土交通省
中部地方整備局

工事事務所

R.1・R.2

調査年度

15,920

整理・報告

印刷・刊行

整理 R.3

大栗遺跡

胡桃窪遺跡・
大名倉丸山遺跡・添沢遺跡   5,030

  3,850

  6,930

  5,550

H.30・R.1石原遺跡

笹平遺跡

一色城跡

事業名 遺跡名
調査面積
(㎡）

13,850

事業主体

設楽ダム

設楽ダム

設楽ダム

設楽ダム
工事事務所

設楽ダム
工事事務所

一宮
建設事務所

県建設局
道路建設課

国土交通省 設楽ダム
中部地方整備局 工事事務所

設楽ダム

尾張
建設事務所

県建設局
道路維持課

県建設局
河川課

主要地方道瀬戸環状線
改良工事

知立
建設事務所

東三河
建設事務所
新城設楽
建設事務所

堀木・蔭山

堀木・武部

740

620

400

20

下品野遺跡

豊橋
河川事務所

国土交通省
中部地方整備局

堀木・永井宏・
池本

堀木・早野・
池本

2,800

2,110

1,020

6,800

8,100

牛寺遺跡

花の木北遺跡

引田遺跡

下延坂遺跡

大崎遺跡

川向向山遺跡

上ヲロウ・
下ヲロウ遺跡

姫下遺跡

マサノ沢遺跡 2,050 H.29

H.27・R.2

H.27

H.27・H.28

国土交通省 設楽ダム
中部地方整備局 工事事務所

設楽ダム

緊急防災対策河川事業
（一級河川鹿乗川）

矢作川河川改修
（河道掘削）

令和3年12月
～令和4年3月

令和3年12月
～令和4年3月

令和3年11月
～12月
令和4年2月
～6月

令和3年5月
～9月

令和3年5月
～9月

令和3年6月
～9月

令和3年10月
～令和4年2月

令和4年1月
～3月

令和3年5月

令和3年5月
～7月
令和3年5月
～11月

令和3年7月
～令和4年2月
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２. 整理・報告書編集

３. 令和3年度刊行物 

 ・埋蔵文化財調査報告書（計2冊）

     第215集 笹平遺跡
     第218集 大栗遺跡

 ・令和 3 年度 愛知県埋蔵文化財センター年報
 ・研究紀要 第 22 号

県建設局
下水道課

一宮
建設事務所

一宮
建設事務所

日光川上流流域
下水道事業

令和3年5月
～10月

県建設局
道路建設課

県建設局
道路建設課

県建設局
道路建設課

県建設局
道路建設課

県県民文化局
文化芸術課

橋梁整備工事総合治水
対策特定河川工事

道路改良工事
一般国道155号

県道給父稲沢線
道路改良工事

一般国道月バイパス
道路改良工事

一般国道151号
(一宮BP)

史跡断夫山古墳
調査事業

国土交通省
中部地方整備局

設楽ダム
工事事務所

文化財室

新体育館室

堀木・蔭山

堀木・武部

堀木・早野

樋上・酒井

樋上・川添・
酒井

樋上・社本・
宮腰

樋上・渡邉・
河嶋・社本・
宮腰
樋上・川添・
河嶋・社本・
渡邉・宮腰

調査期間 調査担当

1,040

700

100

650

調査面積
(㎡）

堀木・鈴木恵

設楽ダム

事業主体 事業名 遺跡名

一色青海遺跡

南山町遺跡

清洲城下町遺跡

県スポーツ局
競技・施設課 新体育館

鈴木正・樋上・
永井邦・早野・
宮腰・鈴木恵

27,000名城公園遺跡

断夫山古墳

尾張
建設事務所

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡・
下延坂遺跡・大崎遺跡

国土交通省 設楽ダム
中部地方整備局

国土交通省
中部地方整備局

国土交通省
中部地方整備局

工事事務所

R.1・R.2

調査年度

15,920

整理・報告

印刷・刊行

整理 R.3

大栗遺跡

胡桃窪遺跡・
大名倉丸山遺跡・添沢遺跡   5,030

  3,850

  6,930

  5,550

H.30・R.1石原遺跡

笹平遺跡

一色城跡

事業名 遺跡名
調査面積
(㎡）

13,850

事業主体

設楽ダム

設楽ダム

設楽ダム

設楽ダム
工事事務所

設楽ダム
工事事務所

一宮
建設事務所

県建設局
道路建設課

国土交通省 設楽ダム
中部地方整備局 工事事務所

設楽ダム

尾張
建設事務所

県建設局
道路維持課

県建設局
河川課

主要地方道瀬戸環状線
改良工事

知立
建設事務所

東三河
建設事務所
新城設楽
建設事務所

堀木・蔭山

堀木・武部

740

620

400

20

下品野遺跡

豊橋
河川事務所

国土交通省
中部地方整備局

堀木・永井宏・
池本

堀木・早野・
池本

2,800

2,110

1,020

6,800

8,100

牛寺遺跡

花の木北遺跡

引田遺跡

下延坂遺跡

大崎遺跡

川向向山遺跡

上ヲロウ・
下ヲロウ遺跡

姫下遺跡

マサノ沢遺跡 2,050 H.29

H.27・R.2

H.27

H.27・H.28

国土交通省 設楽ダム
中部地方整備局 工事事務所

設楽ダム

緊急防災対策河川事業
（一級河川鹿乗川）

矢作川河川改修
（河道掘削）

令和3年12月
～令和4年3月

令和3年12月
～令和4年3月

令和3年11月
～12月
令和4年2月
～6月

令和3年5月
～9月

令和3年5月
～9月

令和3年6月
～9月

令和3年10月
～令和4年2月

令和4年1月
～3月

令和3年5月

令和3年5月
～7月
令和3年5月
～11月

令和3年7月
～令和4年2月

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3
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令和 3 年度　調査遺跡位置図

国土地理院 1/2.5 万地形図「清洲」国土地理院 1/2.5 万地形図

　　　　　　　　　　「竹鼻・一宮・津島・清洲」 ※地形図は 50％縮小しています。

熱田区

港区

千種区
東区

北区
西区

中村区
中区

昭和区

瑞穂区中川区

南区

守山区

緑区

名東区

天白区

稲沢市
一色青海遺跡

豊川市
花の木北遺跡

設楽町
上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

設楽町
大崎遺跡

江南市
南山町遺跡

名古屋市
名城公園遺跡

設楽町
下延坂遺跡

東栄町
引田遺跡

豊田市
牛寺遺跡

瀬戸市
下品野遺跡

設楽町
川向向山遺跡

安城市
姫下遺跡

名古屋市
断夫山古墳

清須市
清洲城下町遺跡

一色青海遺跡
●

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3
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国土地理院 1/2.5 万地形図「小牧」 国土地理院 1/2.5 万地形図「名古屋南部」

国土地理院 1/2.5 万地形図「名古屋北部」 国土地理院 1/2.5 万地形図「猿投山」

※地形図は 50％縮小しています。

●断夫山古墳南山町遺跡

●
名城公園遺跡

●
下品野遺跡

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3
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国土地理院 1/2.5 万地形図「安城・西尾」

国土地理院 1/2.5 万地形図「田口」

国土地理院 1/2.5 万地形図「新城」

国土地理院 1/2.5 万地形図「三河本郷」

国土地理院 1/2.5 万地形図「豊田南」

※地形図は 50％縮小しています。

●姫下遺跡

●
花の木北遺跡

牛寺遺跡

引田遺跡

●
●

●

●

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

下延坂遺跡

大崎遺跡

川向向山遺跡

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3



II. 遺跡調査の概要
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所 在 地

調 査 理 由

調 査 期 間

調 査 面 積

担 当 者
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稲沢市一色青海町地内
（北緯35度14分11秒　東経136度45分18秒）

日光川上流流域下水道事業
令和3年5月〜10月
1,040㎡
堀木真美子・鈴木恵介 調査地点（1/2.5万「清洲」）

調査は愛知県建設局下水道課による日光川上流流域下水道事業水処理施設築造工事に
伴う事前調査として、愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施した。調査対象地の
現況は埋め立てられた旧耕作地である。近代の耕作土、床土を除去した状態を１面目とし
て、鎌倉時代〜江戸時代までの遺構を検出し、１面目の遺構除去後に検出される弥生時代
中期後半の遺構を２面目として扱っている。調査面積は1,040㎡である。

一色青海遺跡は三宅川と日光川に挟まれた沖積低地の旧河道南岸の自然堤防上に位置
する。遺跡周辺の現況は、水田や植木の栽培を目的とする耕作地として整備され、区画整
理も進んでいるため、旧地形が窺える場所は無い。現況の遺跡周辺の標高は、わずかに北
東から南西側に下る地形となっている。

地下水位は高く、標高0.5m以下では湧水が発生する。遺構検出面は、現代の水田耕作土
の掘削深度にも影響されるが、標高0.2m〜0.5m付近に位置し、遺構、地山ともに砂質の
粘質土によって形成され、滞水によって容易に崩落するため、調査には常時排水設備が必
須となる。

過去の調査結果から、一色青海遺跡では北西側を上流として、南東に流下する旧河道と
旧河道内を再掘削されて設けられた大溝が2019年度調査区の西半部を通り、2009年度調
査区内で東向きとなった後に北東に向きを転じ、2018年度調査区中央を北に抜ける状況
が検出されている。今年度の調査区は2019年度調査区の西隣、2009年度調査区の北西側
に位置することから、旧河道(400NR)と、大溝(200SD・600SD)は、2019年度調査区から
連続し、当調査区の北西角付近から東へ抜け、当調査区の南西付近には、旧河道、大溝の
南岸に位置する居住域がわずかにかかることが想定されていた。

調査の結果、１面目では、過去の調査同様、鎌倉時代〜近代の遺構が検出された。主
な遺構は平面形が方形・楕円形の土坑、溝がある。平面形が方形の土坑(007SK・008SK・
009SK)は、過去の調査でも多数検出され、埋土は粘質土がブロック状に混じる土、山茶碗
などが検出されるという共通点がある。これらは鎌倉時代前後に掘削されたと考えられて
いる。平面形が楕円でやや深い土坑(001SK・018SK)は、埋土が方形のものとは異なり、粘
土か粘土に砂が混入した状態となっている。施釉陶器が検出されたことから、近世に掘削
され、埋没したと考えられる。過去の調査でも検出されているが、検出される数は方形の
土坑より少なく、用途として耕作地内の水溜めなどを推定している。溝(2面目遺構平面図
では撹乱として表記)は現在の水田と方位が一致しないものは、周辺の耕作地が区画整理
される以前のものと考えられ、時期は近現代を想定する。

弥生時代中期の遺構は、旧河道(400NR)、大溝(200SD・600SD)、竪穴建物跡(066SI・

調査の経過

立地と環境

調査の概要

1面の遺構
(中近世)

2面の遺構
(弥 生 時 代
中期)

一
いっしき

色青
あおかい

海遺跡（本発掘調査B）　

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3
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1280SI・1313SI)がある。旧河道と大溝は当初の想定よりも東寄りに検出され、上流部が
当調査区のより北側から流下することが判明した。また、居住域が想定された調査区南西
角部では、合計３棟の竪穴建物跡が検出された。内訳は、新たな竪穴建物跡１棟(066SI)、
2009年度の調査区から連続する竪穴建物跡2棟(1280SI・1313SI)である。これら３棟の前
後関係は検出状況より066SIが最新であり、1313SIが切られている。なお、2009年度の調
査では、066SIの位置に想定された1660SIがもっとも古いと考えられたが、今回の検出結
果は異なっているため、新たに別の遺構番号(066SI)を付した。

066SIは長辺8.5m以上、短辺5.7mを測る。特に遺構内の北半部には炭化物・炭化材が多
く残存し、炭化材が一定の方向に揃う状況も見られるため、これらは066SIに用いられて
いた建築部材の一部と考えられる。066SIの柱穴は、東側の049SK、054SKが検出されたが、
西側では明確な柱穴が検出できなかった。

遺物は066SI内で土器がまとまって検出された。旧河道(400NR)、大溝(200SD・600SD)
からも検出はされるものの、過去の調査に比べると量が少ない。これは一色青海遺跡の集
落域中心部が当調査区よりも下流域にあるため、河道・大溝に廃棄、あるいは流れ込んだ
遺物は下流に流れ、上流方向には少ないためと考えられる。　　　　　　　　 (鈴木恵介)

ま と め

1.00m
0.60m
0.20m
-0.20m
-0.60m
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0.00m 10.00m 27.422m20.00m
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A  

T1

T2

撹 乱

撹 乱

撹 乱

撹 乱

撹 乱

撹 乱

撹 乱

撹 乱

第2面基本平面図(S=1/50)

082SD

600SD

040SK

041SK

042SK

043SK

044SD

045SK

047SK

048SK049SK

050SL

051SK

052SD

054SK
055SK

056SK

057SK

066SI

1280SI
1313SI

200SD

400NR

053SK001SK

018SK

007SK
008SK

009SK

2021年度調査遺構配置図(一部1・2面の遺構を合成)

T1土層断面(200SDと600SDの境界付近が噴砂で歪んでいる)
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一色青海遺跡 遠景(西から)

楕円形の土坑断面(018SK：南西から)

竪穴建物跡(右から066SI、1313SI、1280SI：北上空から)

大溝の完掘状況(手前の列左が200SD南岸、右は北岸) T1土層断面

竪穴建物跡(066SI)出土遺物(南から)

竪穴建物跡(1280SI：東から)

調査区 全景(西から)

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3
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集落模式図(弥生時代中期後葉・S=1/2000)
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調査地点（1/2.5万「清洲」）

調査は、愛知県建設局道路建設課による橋梁整備工事総合治水対策特定河川工事(主)名
古屋祖父江線に関わる清洲橋施工事業に伴う事前調査として、愛知県県民文化局を通じ
た委託事業として実施した。調査区は五条川両岸の河川敷で清洲橋の南北にある。調査面
積は650㎡で、五条川右岸にある21A区、五条川左岸で、北から21Ba区〜21Bd区として
調査した。

清洲城下町遺跡は五条川中流域に形成された自然堤防と後背湿地上に立地する古代か
ら近世にかけての複合遺跡である。遺跡の中央には、名古屋方面の南南東から北北西にの
びる美濃街道がはしっており、美濃街道と五条川が交差する北側に清須城の本丸が想定
されている。

今回の調査では、古代の自然流路1条(004NR)と戦国時代の溝4条を確認できた。調査を
実施した21B区は五条川左岸の中堀の内側にあたる地点で、主に城下町後期の武家屋敷地
などを構成する区画の一部かと思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　(蔭山誠一)

調査の経過

立地と環境

調査の概要

清須市一場・朝日城屋敷地内
(北緯35度13分07秒　東経136度50分39秒)

橋梁整備工事総合治水対策特定河川工事
令和3年12月〜令和4年3月
650㎡
堀木真美子・蔭山誠一

調査区配置図(S=1/500)

清
きよ

洲
す

城
じょうかまち

下町遺跡（本発掘調査B）

21A区

21Bb区

21Ba区

21Bc区

21Bd区19A区

19B区

0 10m1/500
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調査区(Ba区) 遠景(北から)

Ba区全 景(南東から) Bb区 全景(北から)

Bc区 全景(北から) Bc区 020SD・021SD(北東から)
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調査は、愛知県建設局道路建設課による一般国道 155 号道路改良工事に伴う事前調査
として、愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施した。調査対象地は現道南側の
拡張部分であり、昨年度調査区西側の Aa・Ab 区、同東側の B 区について、計 700 ㎡の
調査を行った。

遺跡の所在する江南市は、尾張北部の犬山扇状地の扇央部に立地する。調査遺跡は市
域の南東部にあたり、隣接する大口町との境界に近い五条川右岸の標高約 16m の自然堤
防上に立地する。周辺一帯には多数の古墳が分布し、調査地点のすぐ北側には『尾張名
所図会』にも記載のある富士塚古墳、南東方向約 1.0km には全長約 60m の規模をもつ
6 世紀の前方後円墳、曽本二子山古墳などがみられる。五条川対岸には飛鳥〜奈良時代
の集落跡である白木遺跡が位置する。

調査範囲は、現在南流する五条川右岸域の自然堤防および後背湿地の地形を横断する
形となる。西端の A 区は犬山と岩倉方面を結ぶ柳街道 ( 岩倉街道 ) に近接すると考えられ、
また東端の B 区は旧五条川に続く谷地形が想定された。両者の間の昨年度調査区は遺構・
遺物ともに希薄ではあったが、古墳時代の溝、奈良時代の溝・土坑、平安時代の土坑、鎌倉・
室町時代、江戸時代の遺物が出土している。

A 区では国道整備に伴う整地層等を除去すると、攪拌された層厚 20cm 前後の褐色シ
ルト質砂層がみられ、これには炭化物、土器、須恵器、灰釉陶器、山茶碗の細片が多数
混じる。その下には暗褐色砂質土に基盤層が混じる堆積層が 5 〜 40cm、西側に厚く東
側は調査区南壁付近にのみ認められる。旧地形の起伏に関連すると思われるが、現況か
らはほぼ推定できない。この暗褐色土下位から基盤層上端で遺構検出を行なった。

主な遺構には、古墳時代の須恵器を含む土坑、古代の竪穴建物 1 棟、中世の区画溝、
時期の不確定な土坑・ピットがある。Aa 区東部の南壁際の不定形の凹み (036SK) には須
恵器高坏、無台坏、土師器が含まれる。凹みの下層 (079SK) には土器等はないものの大
型の河原石 2 点が含まれ、さらに下に続く円形土坑 (087SK) も壁面で検出した。溝 (020・
026・029SD) は検出長 17.4m、南西から北東方向にほぼ直線状に延び、幅約 90cm、深
さ 32cm である。また、建物の復元はできなかったが、この溝に先行して上端で径 60
〜 80cm の掘方、深さ 50 〜 80cm のピット (045・023・050SK) がある。出土遺物の須
恵器高杯は灰白色を呈し美濃須衛窯製品の可能性がある。溝の埋土上層で 13 世紀半ばを
中心とした山茶碗 ( 尾張型、東濃型 )、片口鉢がややまとまって出土している。

調査終盤に Ab 区にて竪穴建物が検出され、周辺に古代の集落の広がりが推定できる
ようになった。市域の遺跡調査は少なく、貴重な事例である。　　　　　　　　(武部真木)

所 在 地

調 査 理 由

調 査 期 間

調 査 面 積

担 当 者
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南
みなみやまちょう

山町遺跡（本発掘調査B）
江南市南山町東地内

（北緯35度18分51秒　東経136度52分50秒）

一般国道155号道路改良工事
令和3年12月〜令和4年3月
700㎡
堀木真美子・武部真木

調査地点（1/2.5万「小牧」）

調査の経過

立地と環境

調査の概要

ま と め
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Aa区 020SD(西から) Aa区 020SD片口鉢出土状況(北から)

Aa区 南壁東端付近 須恵器出土状況(北東から) Aa区 042SK須恵器出土状況(南西から)

Aa区 南壁東端付近(北西から) Aa区 023SK(西から)

遺跡遠景と柳街道(南から) Aa区 全景(写真上が北)
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断
だ ん ぷ さ ん

夫山古
こ ふ ん

墳（本発掘調査B）
名古屋市熱田区旗屋二丁目

（北緯35度07分52秒　東経136度54分14秒）

史跡断夫山古墳調査事業
令和3年11月〜12月
100㎡
堀木真美子・早野浩二 調査地点（1/2.5万「名古屋南部」）

調査の経過

立地と環境

2 1 A 区

2 1 B 区

ま と め

発掘調査は愛知県県民文化局による史跡断夫山古墳調査事業に伴う学術調査で、愛知
県県民文化局を通じた委託事業として、昨年度から継続して実施している。今年度は墳丘
主軸の延長線上付近に、後円部の墳端、周濠の規模、周堤の有無の確認を目的とした調査
区、後円部背後の周濠、周堤(とその外側の周濠)の有無の確認を目的とした調査区を設定
した。

史跡断夫山古墳は岬状に突出する洪積台地(熱田台地)の南端西縁辺に立地する全長
150mの大型の前方後円墳である。築造時期は墳形、過去に採集された埴輪と須恵器から
古墳時代後期前半と推定されている。埋葬施設の構造は不明である。

古墳の周辺には縄文時代の遺跡として玉ノ井遺跡、弥生時代の遺跡として高蔵遺跡、古
墳時代後期の古墳として全長約70mの前方後円墳である白鳥古墳、古墳時代中期から後
期を中心とする古墳群として高蔵古墳群が分布する。

21A区は史跡指定範囲である後円部最下段の墳丘部分と墳丘を囲う玉石垣間から指定
範囲外の部分にかけて設定した。墳丘部分は後円部最下段の斜面から墳端に相当すること
が想定されていたが、後円部最下段の斜面は墳丘の流出、崩落が著しく、墳端が想定され
る付近も後世の埋設物の設置等で大きく削り込まれていた。基盤層直上の崩落土からは
五輪塔、土師器皿等、中世以降の遺物が出土した。崩落土上にも近現代の遺物を大量に含
む客土が厚く盛られていた。客土中からは若干の円筒埴輪、形象埴輪も出土した。玉石垣
間は玉石垣の設置によって深く掘削されていた。なお、これらの部分で、(転落した状態の
ものを含めて)葺石は確認されなかった。指定範囲外の部分は周濠、周堤に相当すること
が想定された部分で、濠状に深く落ち込む状況を確認したが、中世以降に掘削、排土、整
地が繰り返されたようで、落ち込みの下層からは若干の円筒埴輪に混じって中世の遺物
も出土した。その上位には近世から近現代の整地層が厚く堆積していた。

21B区は公園の園路外、寿琳寺境内に近接する地点に設定した。調査区の南西(園路)側
は生活関連の構造物等の設置によって、遺構面はほとんど遺存していなかった。北東(境
内)側は表土直下に基盤層が露出し、古墳に向かって緩やかに傾斜する斜面を確認した。
付近からは少量の円筒埴輪が出土したことから、緩斜面は周濠の外側の斜面に相当する
可能性がある。なお、調査区内には近世の土坑が散在する。

発掘調査の結果、21A区では墳丘や外部施設に関係する明確な情報は得られなかった。
今後、葺石の有無の確認が必要である。その反面、古墳とその周囲には中世以降の営為が
加わっていることが判明した。21B区ではわずかながら周濠の可能性がある部分を確認し
た。今後、周濠の位置、形状を確定するための調査が必要である。　　　　　  (早野浩二)
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調査区配置図
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B区(寿琳寺境内前) B区(周濠外側の斜面)

A区 中央土層断面(周濠状の落ち込み)

A区 玉石垣間掘削状況

A区 掘削状況(周濠状の落ち込み)

18

A区 後円部最下段土層断面

A区(後円部) A区 調査着手前
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所 在 地

調 査 理 由

調 査 期 間

調 査 面 積

担 当 者

19

名古屋市北区名城一丁目
(北緯35度11分24秒　東経136度54分09秒)

愛知県新体育館
令和4年2月〜6月
27,000㎡　　　
鈴木正貴・樋上 昇・永井邦仁・早野浩二・宮腰健司・
鈴木恵介 調査地点（1/2.5万「名古屋北部」）

調査は、愛知県スポーツ局による愛知県新体育館工事に伴う事前調査として、愛知県県
民文化局を通じた委託事業として実施した。令和3〜4年度の総事業面積27,000㎡のうち、
今年度は21Aa・Ab・Ba・Bb・Ca・Cb区について調査を行った。

遺跡は特別史跡名古屋城の北側に位置し、熱田台地から約10m下った沖積低地に立地す
る。標高は4.5〜5.5mである。江戸時代の当該場所は、「御蓮池」とその北側に尾張徳川家
の庭園である下御深井御庭が広がっていた。明治22（1889）年からは陸軍の名古屋城北練
兵場、戦後は名城公園となっている。

調査対象地の西縁付近では、近代以降に撹乱された層位から近世後半以降の陶器や瓦の
出土し、第10代尾張藩主の徳川斉朝によって改作された頃のものと思われる。その下層に
は、古墳時代中〜後期を中心とする土器類、特に5世紀末〜6世紀前葉の須恵器や土師器を
包含する暗褐色シルト層が広がっている。土器の集中するポイントがいくつかあり、多量
の炭化物を伴う箇所もあることから、当該期の集落があったものと考えられる。遺物包含
層の下位は微高地を形成する明灰色砂質シルトで、21Aa区〜21Ba区が最も高くなると見
られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （永井邦仁）

名城公園遺跡 全体図 （S=1/2,500）

調査の経過

立地と環境

調査の概要

名
めいじょう

城公
こうえん

園遺跡（本発掘調査B）
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瀬戸市品野町5丁目地内
(北緯35度14分56秒　東経137度07分30秒)

主要地方道瀬戸環状線改良工事
令和3年5月〜9月
740㎡
堀木真美子・蔭山誠一

調査地点（1/2.5万「猿投山」）

下
し も し な の

品野遺跡（本発掘調査B）

調査は、愛知県建設局尾張建設事務所道路整備課による主要地方道瀬戸環状線交差点
改良工事に伴う事前調査として、愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施した。調
査区は国道248号と県道22号瀬戸環状線が交差する品野町6丁目交差点の東側にある。調
査面積は740㎡で、品野町6丁目交差点の北東にある21A区・21B区、南西にある21C区〜
21G区に分けて調査した。また、21C区と21E区は21Ca区・21Cb区、21Ea区・21Eb区と
南北に細分して調査を実施した。

下品野遺跡は瀬戸市北東部にある品野盆地の南東緩斜面にあり、北東から流れる水野
川と南東から流れる鳥原川が合流する地点の南にある。遺跡の南東には、名古屋方面の南
西から長野方面の北西にのびる中馬街道がはしっており、遺跡周辺は古代末から現代に
かけての陶器・磁器を生産する窯が数多く営まれた地域である。

今回の調査では、飛鳥時代〜奈良時代と平安時代〜鎌倉時代、戦国時代、江戸時代後期
〜近代の主に4時期の遺構と出土遺物が確認できた。

溝(SD)1条、竪穴状土坑(SK)1基、土坑(SK)4基を確認することができた。21A区075SD
は地形の傾斜に直行する東西方向に流れており、075SDが埋まった後に087SK・089SK・
112SKが形成された。交差点南側の21G区においても、竪穴建物跡の可能性のある竪穴状
土坑133SKが見つかり、集落が交差点の周囲に広がっていたものと思われる。出土遺物に
は須恵器、土師器甕、製塩土器などがある。

溝(SD)7条、土坑(SK)2基を確認することができた。溝は飛鳥時代〜奈良時代の溝と同様
の東西方向に検出されたが、21A区・21B区で確認できた020SD・111SDは南北20m程の
区画を囲む西側部分にあたり、110SDは南北20m 程の区画を囲む東側部分にあたる。周
囲に溝に囲まれた屋敷地などの区画が展開していたものと思われる。出土遺物には灰釉
陶器、山茶碗などがある。

溝(SD)6条、掘立柱建物1棟、土坑(SK)2基を確認することができた。21B区018SDと
21Ca区123SDは、幅が2mを超える断面「V」字型をしており、屋敷地を囲む溝と考えられ
る。またこれら溝の南東側にも21B区107SDや21Ca区124SD・125SDが並行して検出さ
れ、区画の変遷や屋敷の内側を区画する溝になるものと考えられる。またA区北側に掘立
柱建物が確認でき、居住域が北側にも展開する可能性が高い。出土遺物には天目茶碗、皿、
擂鉢などがある。

井戸(SE)1基、溝(SD)1条、土坑(SK)4基、家の基礎と思われる石列(SD)2条を確認するこ
とができた。21F区143SEは中馬街道から7m程西に位置しており、街道に隣接する町屋に
伴うものと考えられる。出土遺物には多様な椀、皿、徳利、擂鉢、焙烙鍋などがある。

調査の経過

立地と環境

調査の概要

飛鳥時代〜
奈 良 時 代

平安時代〜
鎌 倉 時 代

戦 国 時 代

江戸時代後
期 〜 近 代
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21G区

21A区
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21E区

21F区
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撹乱

コンクリート柱

塩ビ管

柱痕跡

：江戸時代後期～近代

：戦国時代

：平安時代後期～鎌倉時代

：飛鳥時代～奈良時代

：昭和時代

123SD・132SD
（戦国時代の溝）

133SK
（奈良時代の竪穴状土坑）

124SD・125SD
（戦国時代の溝）

018SD・107SD
（戦国時代の溝）

075SD
（飛鳥時代の溝）

（戦国時代頃の
　掘立柱建物）

096SD・101SD・
110SD・111SD
（平安時代～鎌倉時代の溝）

143SE
（江戸時代後期の井戸）

138SD・140SK
（江戸時代後期の溝・土坑）

21B区

21Cb区

21D区

21E区
21F区

21G区

21A区

21Ca区
0ｍ 20ｍ

1/800

遺構平面図(1/800)

B区 018SD(西から)

A区 全景(北から) A区 075SD遺物出土状況(東から)

A区 096SD・101SD・110SD・111SD(南東から)

21

ま と め 今回の調査により、下品野遺跡が古代から近世にかけての複合遺跡であることが確認で
きた。各時代の遺構の広がりやその性格などの究明は今後の調査によるが、戦国時代の断
面「V」字型の溝は、防御性を意識した形状を持つものと考えられる。　　　　 (蔭山誠一)
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調査地点（1/2.5万「安城・西尾」）

姫
ひめした

下遺跡（本発掘調査B）

調査の経過

立地と環境

調査の概要

ま と め

調査は、愛知県建設局河川課知立建設事務所による緊急防災対策河川事業に伴う事前
調査として、愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施した。鹿乗川および同排水路
左岸で新たに事業用地となった１区画について、620㎡の調査を行った。

遺跡は、安城市東部に位置し、碧海台地に沿って流れる鹿乗川東岸の標高７m前後の沖
積地上に立地する集落遺跡である。西岸の台地上には桜井古墳群が分布し、最大規模の姫
小川古墳をはじめ、崖古墳・姫塚古墳・獅子塚古墳が遺跡に近接して並んでいる。

遺跡自体の調査は昭和48年の安城市教育委員会の発掘に始まり、これまでの調査成果
は弥生時代・古墳時代初期〜前期・古墳時代後期・平安時代〜室町時代・江戸時代後期〜
明治の５期の変遷として整理され、集落の中心的な活動時期となる古墳時代前期の出土
遺物には、人面文土器を含む線刻土器や布留系土器群のほか、農具や工具、祭祀具、大型
建築材を含む大量の木製遺物が知られている。

調査地点は姫下遺跡の南端付近にあたり、北側は姫下遺跡14区、現道を挟んだ南側は寄
島遺跡14E区であり、両調査区に挟まれた範囲である。今回の調査地点では一部で古墳時
代前期の包含層が確認でき、また中世から近世の構築と推定される井戸状の土坑、流路な
どが検出されたほか、土師器、中・近世の陶磁器類が出土した。

古墳時代前期の包含層は調査区南西部で検出されたもので、標高は約7.0m、流路
(002NR・039NR)による削平を免れた8.0×2.5mと7.0×1.2mほどの範囲である。厚さ
20cm程度の暗褐色土層は多数の土器片が含まれるが、上端では不明瞭であったため、基
盤層上面を遺構検出面として土坑、ピットなど多数を確認した。プランの大部分が調査区
外となるが、壁面の土層観察により022SI、034SIは隅丸方形の竪穴建物の一部と想定され、
埋土下層には炭化物層が認められる。土坑004SKは検出面で径約1.0m、深さ19cmの皿状
の凹みであり、松河戸I式段階の土師器高坏、壺または甕、小型壺が含まれる。

西から東へと流れる039NRは検出面で幅約7.0m、深さは1.0mであり、東側は南北方向
の002NRに削られて不明である。遺物は検出されなかった。002NRは南北の既調査地点
から続く流路跡であり、攪拌された埋土中には中世・近世の陶磁器片が混じり、古墳時代
包含層と同様な暗褐色粘土質土がブロック状となって含まれる。

今回の調査地点まで古墳時代前期を中心とした集落の広がりが確認された。また1930
年代の『碧海郡桜井村土地宝典』では、この辺りに東西方向の用水路が記されており、字
界付近で検出された東西方向の039NRがこれに関連すると考えられる。 (武部真木)

安城市姫小川町地内
（北緯34度54分45秒　東経137度05分47秒）

緊急防災対策河川事業（一級河川鹿乗川）
令和3年6月〜9月
620㎡
堀木真美子・武部真木

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3



029SE(上部は002NRに削られている)

調査区 遠景(南東から) 004SK 土器出土状況

032SI(西から)

23
調査区主要遺構配置図(S=1/300)

試掘坑

試掘坑

022SI

034SI

040SK

029SE

039NR

002NR

023SK

020SK

002NR

古墳時代包含層

0 5m

（↑ 姫下遺跡14区）

（寄島遺跡14E区 ↓）
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豊田市野見町一丁目地内
（北緯35度04分23秒　東経137度10分23秒）

矢作川河川改修(河道掘削)
令和3年10月〜令和4年2月
2,800㎡
堀木真美子・永井宏幸・池本正明

調査地点（1/2.5万「豊田南」）

牛
ご で ら

寺遺跡（本発掘調査B）

　調査は国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所による矢作川河川改修に伴う事前調
査として、愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施した。今回の調査区は遺跡の
西側部分に該当し、標高は約38ｍ。調査面積は2,800㎡である。
　遺跡は矢作川左岸の段丘低位面に位置する。西側には矢作川が流れ、東側は小河川に
より開析されている関係から、幅約200m、長さ約700m程度の南側に伸びる半島状の地
形となっており、遺跡は基部の西側に位置している。
　牛寺遺跡の発掘調査は今回で4回目となる。最初の調査は1991（平成3）年で、豊田市
教育委員会により実施され、中世の柵列・溝などが確認されている。続く2005(平成17)
年と2018(平成30)年の調査は本センターにより実施されたもので、前者は縄文時代中期
の土器敷炉や弥生時代後期の竪穴建物、中世の土坑・溝などが確認され、後者は古代・
中世の土坑・溝などが検出されている。
　ここではA区(1,700㎡)の成果を概観する。縄文時代晩期の土坑(153SK)や、弥生時代
後期の竪穴建物(370SB)なども検出されているが、概ね15・16世紀に重心を持つ中世の
遺構が中心となる。調査区を見渡すと、全域に溝が展開する事が確認でき、特に140SD・
426SDによる東西15m、南北30mの区画が注目される。南東隅には柵列(580SA)も検出
されている。内側には直径30㎝前後の土坑が多数存在し、掘立柱建物が存在した可能性
も考えられる。この区画の南と東側には、主軸が直交するやや大型の掘立柱建物が２棟
(480SB・600SB)も検出されている。次に、調査区の北側と東側では、火葬施設とこれに関
連する遺構が点在している。遺構の平面形や埋土の様相は様々だが、床面が被熱し埋土に
焼骨を多量に含む782ST、床面の被熱は観察できないが、埋土に焼土塊・炭化材・焼骨の
小片を含む292STなどが特徴的となる。
　主要遺構の変遷を考えると、今回検出された遺構は、大まかに三つのグループに大別
できる。まず大型建物だが主軸が直交し、両者は有機的関連性を想定でき、600SBの柱穴
が240SD・770SD・806SDなどに覆われている。次に区画溝は、溝の接続部分で切り合い
が観察できないため、少なくとも埋没はほぼ同時期と考えられる。次に、火葬施設とこれ
に関連する遺構は、性格上ほぼ同一時期に収まるものと仮定した場合、160STが770SD、
782STが806SDの上面から確認できるため、溝による区画の終焉後にこれらが稼働した
ものと考えられる。現状では出土遺物の十分な検討を加えていないが、溝による区画が15
世紀頃、大型掘立柱建物がこれに先行し、火葬施設とこれに関連する遺構は、溝により区
画される遺構群の終焉後の16世紀頃と想定できる。　　　　　　　　　　　　（池本正明）

調査の経過

立地と環境

調査の概要

ま と め

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3
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北設楽郡設楽町川向地内
（北緯35度06分51秒 東経137度34分05秒）

設楽ダム
令和3年5月〜7月
1,020㎡　　　
樋上 昇・川添和暁・酒井俊彦

調査地点（1/2.5万「田口」）

調査区位置図

調査の経過

立地と環境

調査の概要

縄 文 時 代

古代・中世

戦 国 期
〜 近 世

上
かみ

ヲロウ・下
しも

ヲロウ遺跡（本発掘調査B）

調査は、国土交通省中部地方整備局による設楽ダムに伴
う事前調査として、愛知県県民文化局を通じた委託事業と
して実施した。調査区は、県道432号小松田口線の北側、昨
年度調査区20C区に接して遺跡範囲の東端に1,020㎡で設定
された。

遺跡は、境川北岸の緩斜面上に立地する。当地には、斜面
上方北側から幾筋もの沢が流れ込んで来ており、緩斜面は
度重なる扇状地堆積(土石流堆積)の累積によって形成されて
いる。今年度調査区の調査前の標高は、400〜410mを測る。

基本層序は、上から、第1層：表土および近代以降の盛土・耕作土、第２層：古代から近
世の包含層および耕作土(灰褐色および黒褐色あるいは黒色シルトもしくは粘土層)、第３
層：縄文時代中期〜弥生時代中期の遺物包含層(黒色粘土層および褐色粘土層)、第４層：
無遺物層(明黄褐色礫層)、である。第４層は縄文時代前期以前に形成された堆積層で、こ
れより以下からは遺構・遺物を確認することができなかった。当遺跡では、この第４層が
堆積そして安定化してはじめてヒトの安定的な活動が行われたものと考えられるが、20C
区・21区の境付近で本層が馬の背に高くなっており、さらに南側県道に向かって地形が傾
斜するに従って、第２層・第３層の堆積および遺構･遺物の存在が確認された。

調査前の調査区は、北東側高位の緩斜面部と南東側低位の平坦部、さらに西側緩傾斜
部に分けられ、各部分で確認された主たる時期が異なっていた。縄文時代の遺構は、北東
側高位の緩斜面部を中心に第３層が広がっており、竪穴建物跡(4064SI)が検出された。ま
た西側緩傾斜部では土坑２基も見つかった。出土遺物は深鉢細片のみであり、帰属時期
は後期と考えられる。古代〜中世前半の遺物は、西側緩傾斜部で見つかった自然流路内
(4099NR)からまとまって出土した。出土遺物には、灰釉陶器椀・壺や山茶碗などがある。

今回の調査で最もまとまって調査された遺構･遺物は、戦国期〜近世にかけてであり、
南東側低位の平坦部に集中していた。平坦部では当該時期の土坑・柵列や炉跡の可能性も
ある集石遺構(4185SX)のほか、南側の斜面下方に向かって炭化物や陶器片を多量に含む
整地層が確認されたことから、この平坦面の造成が戦国期に遡るものであることが確認さ
れた。設楽町内では、近世後半から近代以降にかけて宅地などの所在していた場所は、戦
後から昭和50年代にかけて大きな造成が行われている場合が多い。本調査区では、西地・
東地遺跡の調査以来、戦国期に遡る集落跡の一端が確認・調査された極めて貴重な事例と
なったといえる。出土遺物には天目茶碗・擂鉢・内耳鍋・砥石などがある。　　(川添和暁)

0 50m
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（1/5000）
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20B
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境
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21
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北設楽郡設楽町川向字上延坂・下延坂
（北緯35度06分58秒 東経137度34分28秒）

設楽ダム
令和3年5月〜11月
6,800㎡　　　
樋上 昇・渡邉 峻・河嶋優輝・社本有弥・宮腰健司

調査地点（1/2.5万「田口」）

調査の経過

立地と環境

調査の概要

2 1 A 区
土 器 埋
設 遺 構
0 1 1 5 S J
0 1 1 6 S J

調査は国土交通省中部地方整備局による設楽ダムに伴う事前調査として、愛知県県民
文化局を通じた委託事業として実施した。調査面積は6,800㎡で、調査区の中央を走る町
道79号を挟んで東西二つに分け、西側の昨年度調査区より山側を21A区、東側の調査区は
更に中央で南北に分け、それぞれ南を21B区、北を21C区とした。

遺跡は境川右岸の河岸段丘から山麓の丘陵斜面に立地する遺跡で、調査区は山の斜面
に沿った石垣の残る棚田となっており、一部に植林がされていた。また、21B区と21C区
ではかつて養鶏場が存在し、コンクリートによる建物の基礎が一部残存していた。現地表
面の標高は、山側の21A区で410〜420m、川側の21B・C区で398〜401mとなる。

調査は21A区と21B区を並行して行い、最後に21C区の調査を行なった。21A区の北側
では、複数の土坑や柱穴列が検出され、南側では大部分が土石流と思われる礫層によって
削平されているが、一部で縄文時代後・晩期の土器片や石器を多数含む黒色砂質シルト層
の遺物包含層が確認された。この黒色土層の上面からは縄文時代晩期の土器埋設遺構が2
基、六文銭を伴う近世の墓跡が3基検出された。また、その下層からは、縄文時代後期の貯
蔵穴が１基検出されている。

21B区の西側約3/4の範囲は近現代の削平によって礫を多く含む砂層(基盤層)が露出し
ており、埋甕1基を除いて建物跡等の痕跡は検出されていない。残る東側約1/4では、南半
は近現代の撹乱が大部分を占めるが、北半では基盤層の上に堆積するシルト質の砂層が
確認されており、その上面で縄文時代中期後半の竪穴建物跡が２棟検出された。

21C区の東側はかつて存在した養鶏場の基礎工事によって、中央は礫層によって削られ、
遺構は検出されなかった。中央の礫層は調査区の東を流れる境川の旧河道と思われる。遺
構は調査区の南西側で確認された。南西側では縄文時代中期〜後期の土器片や石器が出
土し、調査区の南端では竪穴建物跡が３棟、重複して検出された。３棟とも、ピット状の
遺構は複数検出されたが、炉跡や柱穴などの付属施設は検出されていない。さらに、それ
ら縄文時代中期〜後期の遺構面よりも下層から、縄文時代早期の繊維土器や石器が出土
したため、中・後期の遺構面より更に下層の2面目の調査を行なった。その結果、複数のピ
ット状の遺構と北から南へと流れる複数の自然流路と多数の石器が検出された。

土器埋設遺構0115SJと0116SJは21A区の南側に位置する、縄文時代後・晩期の遺構を
含む黒色土層より検出された遺構である。土器は共に縄文時代晩期の土器と推測され、正
位に埋設された状態で検出された。0115SJの遺構は直径28㎝で、深さは18㎝、土坑の深
さ12㎝の位置に底部が添えられている。土器は底部からおよそ12㎝が残存している。紋
様は特に確認されず、土器の厚さはおよそ0.8㎝である。0116SJは0115SJからわずか10

下
しものべさか

延坂遺跡（本発掘調査B）
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(S=1/1000)
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竪穴建物跡1100SI・1110SI
　　縄文時代中期後半

21C区 21B区

21A区

土器埋設遺構0115SJ・0116SJ
　　　縄文時代晩期

貯蔵穴0121SK
縄文時代後期
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㎝東で検出され、遺構の直径32㎝で、深さは12㎝、土坑の深さ8㎝の位置に底部が添えら
れている。土器は底部からおよそ9㎝が残存しており、0115SJの土器より残存状況が良好
ではなく、ほとんど底部しか残存していない。紋様は同じく特に確認されず、土器の厚さ
は底部でおよそ2㎝である。

0121SKは貯蔵穴と思われる。21A区の黒色土層の下層より検出された遺構である。直
径は110㎝で、深さは46㎝で複数の遺物が出土する。埋土の上部で黒曜石の剥片1点、埋土
の下部で土器片が上下で２箇所にまとまって出土している。これらの土器片は縄文時代後
期初頭のものと思われる。炭化物は確認されなかった。　　　　　　　 　　(渡邉 峻)

1030SKは21B区西端部に位置する埋甕である。直径50〜60cm、検出面からの深さは
15cmで、土坑底面から7cmの高さに正位の土器が添えられている。土器は底部から約
8cm程度が残存しており、上部は削平によって欠損したものと思われる。同様に、付近に
存在したであろう竪穴建物跡も削平によって滅失したものと想定される。周辺に展開する
土坑については、竪穴建物の柱穴であった可能性が考えられるが、柱痕跡は確認できなか
った。

1110SIは21B区東端部に位置する、集石を伴う隅丸方形の竪穴建物跡である。平面規模
は一辺3m65cmで、遺構の南東隅は一段低く削平され滅失している。また、遺構内東寄り
には植生痕が複数存在し、建物床面が破壊されている。

主柱穴は確認できないが、建物の北辺および西辺に沿って複数の土坑が検出された。柱
痕跡は確認できなかったが、これらが壁柱列を構成した可能性が考えられる。また、これ
らの土坑には切合関係が認められ、建て替えを行った可能性が想定できる。

建物の中央からやや北寄りに、石囲炉1242SLが存在する。建物床面から土坑を掘り、土
坑の壁面に沿って炉石を配置するもので、平面形はやや不整な方形を呈する。埋土には炭
化物が少量含まれ、炉石と炉の底面には被熱痕が確認された。

集石遺構は主に建物内の東側に集中し、69個の礫を確認した。周囲の基盤層に同様の礫
はほとんど含まれないため、人為的に礫を集めたものと想定できる。石材は安山岩、花崗岩、
片麻岩、溶結凝灰岩、砂質凝灰岩であり、片麻岩が全体の3/4を占める。これらは全て遺跡
付近で採集できるものである。

出土遺物は、縄文土器、石器（石鏃・剥片・石核・磨石・敲石・台石）がある。竪穴建物跡
の時期は、出土した縄文土器から縄文時代中期後半と推定される。

1110SIは1100SIの北約3mに位置する、集石を伴う隅丸長方形の竪穴建物跡である。平
面規模は1辺4ｍ55cm〜75cmで、南北方向が東西方向に比べて長い。

建物の推定床面では、４箇所に主柱穴を確認した。直径は30〜50cmで、建物の推定床面
からの深さは40〜50cmである。床面から掘り込んだ土坑はこの他には無く、建て替えな
どは想定できない。また推定床面では、建物の壁に沿う形で、台石状の礫を複数点、上部
に平坦面を向けて配置する様子が見られた。

建物の中央からやや北寄りに、石囲炉1249SLが存在する。1242SL同様に平面形は方形
であり、炉石には被熱痕が確認される。1249SLでは四辺のうち、東辺と北辺の炉石が割れ
て炉の内側に転落しており、西辺の炉石も中央で割れている。そのため、建物の廃絶に伴
う人為的な破壊行為が行われた可能性が考えられる。また、1249SLでは炉の北東隅に炉石
3個をコの字型に並べた様子が確認され、南辺の炉石が確認できないものの、方形の平面

貯 蔵 穴
0 1 2 1 S K

2 1 B 区
埋 甕
1 0 3 0 S K

竪穴建物跡
1 1 0 0 S I

竪穴建物跡
1 1 1 0 S I
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竪穴建物跡1100SI・1110SI 遺構平面図(S=1/100)
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3mS=1:100０

3mS=1:100０

3mS=1:100０

1110SI　廃絶後土坑群平面図（S=1/100）

1110SI　推定床面平面図（S=1/100）

1249SL

1250SP 1251SP

1252SP
1253SP

1110SI　集石遺構平面図（S=1/100）

1249SK

1245SK

1243SK

1248SK

1244SK

1246SK

1100SI　推定床面平面図（S=1/100）

1242SL

3mS=1:100０
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形態をもつ副炉である可能性がある。
建物の廃絶後、ある程度覆土が流入した段階で、複数の土坑を掘り込んだ様子が確認

された。掘り込みは一部の床面を破壊しており、建物南東部では壁面を破壊している。土
坑群の埋土には多量の炭化物、焼土および複数の炭化木材が含まれ、炭化木材では長径
30cmを超えるものも出土した。土坑の底面や壁面などに被熱痕は確認できず、別の場所
で生じた炭化物等を埋めたものと推定される。

集石遺構は土坑群の上層で確認された。礫は建物内のほぼ全体に分布するが、建物北半
では南半に対し、礫の径が小さく個数が多いといった違いが存在する。礫の個数は確認で
きただけで538点を数え、1100SIの集石遺構と同様に人為的なものと推定される。構成石
材は1100SIと同様で、片麻岩が半分以上を占める。また、集石遺構を構成する礫には自然
礫のほか、石核が複数点含まれる。

出土遺物は、縄文土器、石器(石錐・削器・剥片・石核・切目石錘・磨石・敲石・台石)がある。
1110SIでの出土遺物は、建物の廃絶後に掘り込まれた土坑群や、それより上層の集石遺構
に伴うものが大半を占め、建物内および掘方の埋土からはごく少数である。このことから、
建物の廃絶に伴って土器や石器等を運び出したことが想定される。

竪穴建物跡の時期は、出土した縄文土器から縄文時代中期後半と推定されるが、先述の
とおり推定床面付近からの出土遺物が少ないため確実ではない。　　　　　　(河嶋優輝)

2144SI・2145SI・2146SIは21C区の南西隅で、黒褐色の縄文時代中・後期の土層より重
複して検出された。2144SI・2145SIは調査区の法面になってしまい、2146SIは上層の撹
乱が激しく、表土掘削時に誤って削平してしまったため、全体の約半分のみ検出された。
2144SI・2146SIは一辺が約４mの隅丸方形で、2144SIは東側の一部が2145SIによって切
られている。2145SIは全体のおよそ4分の1のみ検出され、残存形状から円形だと思われる。
東側が2146SIに切られている。３棟とも主柱穴や炉跡は検出されていない。2144SIは壁柱
穴と思われる建物の壁に沿った複数の土坑は検出されたが、明確な柱痕跡は検出されてい
ない。遺物は2146SIでは複数の縄文時代中・後期の土器片と石器（剥片）が出土したが、他
の２棟ではあまり出土していない。

自然流路2266NR・2267NR・2268NRは21C区南西で確認され、縄文時代早期後半の遺
物包含層を削り込んで形成されている。流路内は多数の礫と、多くの剥片が出土している。
石器の石材は殆どが安山岩である。大きなものでは長さが15㎝近い剥片も出土している。
C区北西にはかつて丘陵地があり、そこから小規模の自然流路が複数流れ込んできたと考
えられる。

今年度の下延坂遺跡は、土石流や近現代の整地による削平が多いものの、それ以外の残
された部分では、多くの遺構が安定して検出されている。今後の調査でも、多くの遺構が
安定して検出されると思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (渡邉 峻)

2 1 C 区
2 1 4 4 S I
2 1 4 5 S I
2 1 4 6 S I

自 然 流 路
2 2 6 6 N R
2 2 6 7 N R
2 2 6 8 N R

ま と め
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A区南側 土器埋設遺構0115(右)・0116SJ(左)(北から) A区 貯蔵穴0121SK断面(北から)

A区 北側石臼出土状況(東から) A区 南側黒色土検出状況(東から)

A区 全景 A区 北側柱穴列(東から)

A区 貯蔵穴0121SK出土遺物(北西から) A区 近世墓0136SK出土の寛永通宝(東から)
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B区 1110SI掘方・柱穴完掘状況(北から) B区 1249SL検出状況(東から)

B区 竪穴建物跡1100SI機能面完掘状況(西から)

B区 竪穴建物跡1100SI集石遺構検出状況(西から)

B区 全景(北から) B区 埋甕1033SK出土状況

B区 竪穴建物跡1110SI炭化木材出土状況(南西から)

B区 竪穴建物跡1110SI集石遺構検出状況(南西から)
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竪穴建物跡2146SI完掘(北から) 竪穴建物跡2144SI完堀(北から)

C区 調査区2面目(縄文時代早期)完堀状況(南西から) 竪穴建物跡2144SI・2145SI・2146SI完掘状況(北東から)

C区 全景(北から) C区 調査区1面目(縄文時代中・後期)完掘状況(南西から)

C区 南壁土層断面(北東から)

自然流路 2267NR

↑竪穴建物跡 2145SI( 縄文時代中期末〜後期初頭 )

↑竪穴建物跡 2144SI( 縄文時代中期末〜後期初頭 )

↑遺物包含層 ( 縄文時代早期後半 )
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調査地点（1/2.5万「田口」）

調査の経過

立地と環境

調査の概要

調査は国土交通省中部地方整備局による設楽ダム
に伴う事前調査として、愛知県県民文化局を通じた
委託事業として実施した。調査区は、遺跡範囲の中
央から南端に向かっての8,100㎡が設定され、便宜
的に西側をA区・東側をB区とした。

遺跡は境川東岸、河岸段丘状の緩斜面地上に立地
し、標高365m〜377mである。当地は現在の田口集
落西にある丘陵尾根が境川に向かって伸びる末端付
近に当たり、遺跡の北と東には丘陵尾根が迫ってい
る。北東側はこれら尾根に挟まれた谷地形で、湧水
などのためか、調査前までは湿潤な環境となっていた。遺跡範囲内は北東から南西方向へ
の傾斜地で、遺跡中央付近で傾斜の変換点があり、傾斜角度がさらに緩やかとなり南側へ
と続く。境川は西側からクランクして遺跡の南側を東流し、この付近では、遺跡との比高
差が約8mと最も小さい。

層序は、Ⅰ層：表土・腐植土(約10cm)、Ⅱ層：灰黄褐色粘土層など(20〜40cmほど)、Ⅲ
層：にぶい黄褐色粘土・シルト層(20〜50cmほど)、Ⅳ：黒色粘土・シルト層(約30cm)、Ⅴ
層：明黄褐色粘土・シルト・砂・砂礫層である。Ⅱ層は古い段階の耕作土および遺物包含層、
Ⅲ層上面が縄文時代中期以降の遺構検出面である。Ⅴ層が片麻岩由来の岩盤層あるいは
旧境川河床由来の堆積層である。Ⅳ層の形成時期は不詳であるが、特に片麻岩由来の風化
細礫を包含する層は、よりⅤ層に近いと考えられる。

今年度の調査で確認された遺構・遺物は、以下の通りである。
時代・時期 検出・出土層 遺構(基数) 遺物

近世以降 Ⅰ層、
Ⅲ層上面

集石遺構(5)
木炭窯(1) 陶器片?

戦国期〜近世

Ⅱ層中および
Ⅲ層上面

ピット列(1)・一部の
水田関連遺構 陶器片

中世前半
水田関連遺構【畦畔お
よび導水路、沼地形
およびピット列(2)】

山茶碗類【碗・小皿】・伊勢型鍋

古代 灰釉陶器【椀・皿】
弥生時代後期 台付甕片など

縄文時代中期
〜弥生時代中期

Ⅱ層下および
Ⅲ層上面

竪穴建物跡(19)・土坑
墓(4)・包含層

縄文土器【深鉢・注口土器】、弥生土器【壺・
深鉢・甕】、石器【石鏃・石匙・スクレイパ
ー・打製石斧・刃器・礫器・剥片石核類・
磨製石斧・有溝石錘・磨石敲石類・石皿台
石類】、石製品【石棒石刀類・岩偶岩版類】

縄文時代早期以前 Ⅴ層直上 煙道付炉穴(1)・
土坑群（3） 剥片

北設楽郡設楽町田口字大崎
（北緯35度06分22秒 東経137度33分50秒）

設楽ダム
令和3年7月〜令和4年2月
8,100㎡　　　
樋上 昇・川添和暁・渡邉 峻・河嶋優輝・
社本有弥・酒井俊彦・宮腰健司

大
おおさき

崎遺跡（本発掘調査B）

40m 0

N

（1/5,000）

愛

知

県

道

4

3

2

号

21A区 21B区

境

川

大崎遺跡範囲と調査区位置
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水 田 関
連 遺 構

畦畔の検出状況(左：平面、右：平面と断面)

表土掘削を実施したところ、Ⅱ層下層からⅢ層直上に達したところで、安山岩剥片類の
出土が、散在的ではあるものの広く確認することができた。さらにⅢ層としているにぶい
黄褐色粘土・シルト層は遺跡内全体に安定的な広がりが認められることから、Ⅱ層下層・
Ⅲ層直上を目安に調査開始面とした。Ⅱ層は撹拌された堆積層で、部分的に炭化物粒を多
く含む。一部Ⅲ層に掘り込まれる形でⅡ層を確認できる部分があり、畦畔の形状を呈して
いることを確認した（上写真右）。以下、これら遺構を水田関連遺構として概要を述べる。

水田関連遺構が検出されたのは、調査区西半分から南側、さらには南東部分にかけてで
ある。水田関連遺構は、Ⅱ層内での包含を主体としており、Ⅲ層直上では概ね擬似畦畔の
検出を行うこととなった。水田関連遺構は、アゼおよび溝と、畦畔区画内に形成された作
土で構成されている。アゼに囲われた区画は、一辺4mほどを主体とする小区画の形状を
呈する。当地は緩やかではあるが地形の傾斜があることから、耕作地を造成するには、等
高線に沿った小さい区画を基本とすることが、最も効率的であったと推測される。調査で
は、導水路と考えられる溝（014SD）が確認されている。この014SDは調査区北側では顕
著に確認できるものの、南に進むに従ってこの流路自体を畦畔としての利用がなされてい
たようである。014SD内には144SKのような大きな落ち込みが見つかっている。中からは
片麻岩礫が多く出土していることから、水流を調整する施設であった可能性もある。

1

0 10cm(1/3) 2

3

水田関連遺構出土遺物(1：山茶碗、2：伊勢型鍋、3：灰釉陶器 椀 S=1/3)
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水田関連遺構は部分的な補修･改変が継続して行われており、アゼ部分の土層断面を見
ると、複数回にわたる造成が確認できる。このようなアゼ内から、山茶碗(37頁図の1)や土
坑内(5140SK)に入れられた伊勢型鍋(2)の出土が確認されている。水田関連遺構の時期比
定は容易ではないものの、まずはこれらの時代(鎌倉時代)の所産である可能性があろう。B
区では、これらの水田と重複する近世の水田跡(5282SX)が存在しているほか、灰釉陶器が
多く出土していることから、時代の遡る水田遺構もあるかもしれない。　　　 (川添和暁)

木炭窯跡か【近世以降】
0245SY

0145SD

0144SK

0010SX

0130SK

5140SK

5254SN

5252SN

5248SN

5298SN

5297SN

5293SN

5299SN

5310SN

5294SN

5296SN

5295SN

5287SN

5265SN

5288SN

5286SN

5285SN

5282SX
5290SN

5291SN

5267SN

5284SN

5276SN5264SN

5277SN

5281SN

5274SK

5270SN

5268SN

5269SN

5273SN5272SN

5260SN

5261SN

5271SN

5279SN

5280SN

5263SX

5257SN

5256SN

5255SN

5253SN

5247SN

5250SN
5245SN 5249SN

5244SN

5241SN

5239SN

5233SN
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柱列【戦国期】

柱列

柱列

沈砂池状の沼地形

伊勢型鍋の土坑内出土

完形の山茶碗出土

導水路

1/600 20m 0

OSK5

N

古代以降 遺構全体図 中世前半主体(S=1/600)

水田関連遺
構 の 時 代
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植生痕

1 10YR3/2黒褐色シルト層　中礫の亜角礫を少量含む。炭化物を少量含む。
2 10YR3/2黒褐色シルト層　細礫含む。炭化物を非常に多く含む。焼土を極少量含む。
3 10YR3/2黒褐色シルト層　細礫少量含む。炭化物を含む。焼土を極少量含む。
4 10YR2/2黒褐色シルト層　暗褐色シルト小ブロックを含み、細礫少量含む。炭化物を少量含む。
5 10YR3/2黒褐色シルト層　黒色シルト小ブロックを含み、細礫含む。炭化物を多く含む。焼土を少量含む。
6 10YR2/1黒色シルト層

1 10YR2/2黒褐色シルト層　褐色シルト小ブロックを少量含み、細礫含む。
2 10YR2/2黒褐色シルト層　褐色シルト小ブロックを少量含み、細礫多く含む。
3 10YR2/2黒褐色シルト層　褐色シルトブロックを含み、細礫含み、中礫の亜角礫を含む。
4 10YR4/4褐色シルト層　黒褐色シルト大ブロックを多く含み、中礫の亜角礫を少量含む。
5 10YR4/6褐色細粒砂質シルト層　中礫を少量含む。

A

A’
A A’

0245SY　平断面図（S=1/100） 0216SK　断面図（S=1/100）

2mS=1:100０2mS=1:100０

木 炭 窯

袋 状 土 坑

0245SYはB区北部の斜面地に位置し、多量の炭化物、焼土を埋土に含み、壁面に若干の
被熱痕を持つ大型の土坑である。平面形状は直径約2.0〜2.5mの不整な円形で、残存する
深さは約60cm、遺構西側は植生痕によって破壊され、遺構上部も削平されている。出土遺
物はなく、少数の炭化木材が出土するのみで、木炭窯としての機能が想定される。時期は
不明であるが、近世後半以降のものと考えられる。

0209SK、0215SK、0216SKはB区北部の斜面地のうち、やや傾斜の緩い一帯に位置する
袋状土坑である。検出面からの深さは0216SKで約50cmであり、形状から落とし穴などの
機能が想定される。出土遺物はなく時期は不明であるが、縄文時代のものか。  (河嶋優輝)

遺跡全景 A区水田関連遺構全体(南西より) A区 水田関連遺構全景(北より)

畦畔部分出土山茶碗（南東より） 5140SK 伊勢型鍋出土状況（南より）

2
1

0245SY　平断面図（S=1/100） 0216SK　断面図（S=1/100）
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袋状土坑【落し穴か】
（縄文時代早期?）

縄文時代後期末～晩期前半
の遺物集中範囲

縄文時代中期
～弥生時代中期

の集落跡

竪穴建物跡
土坑墓

土坑墓

竪穴建物跡?

縄文時代中期～晩期

・弥生の遺物出土範囲

0216SK
0215SK

0209SK

0024SK

OSK5

N

1/600 20m 0

縄文時代・弥生時代 遺構全体図(S=1/600 枠内の拡大図は右頁上に掲載)

縄 文 時 代・
弥 生 時 代
の 集 落

調査区全体で、安山岩を主体とする剥片類の出土があるものの、遺跡範囲の南西側で
は、特に土器・石器が著しく出土した。調査区の中央では、Ⅰ層(表土)を除去すると、Ⅱ層
が薄くすぐにⅢ層に達し、竪穴建物跡の集中を確認することができた。出土土器を見ると、
縄文時代中期前半以降、弥生時代後期までの遺物が確認されたが、竪穴建物跡の集中地点
では、縄文時代中期後半から弥生時代中期までの遺物が出土している。またより西側では、
縄文時代後期末〜晩期にかけての遺物が集中しており、Ⅱ層下層に当時期の包含層が、耕
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縄文時代後期末～晩期前半
の遺物集中範囲

縄
文
時
代
中
期
～
晩
期

・弥
生
の
遺
物
出
土
範
囲

5324SI
5356SI

5057SI 5055SI

5054SI

5050SI

5004SI

5320SI

5321SI

5361SI

上：5044SI
下：5303SI
【弥生中期後葉】

上：5320SI-1
下：5320SI-2
【弥生中期以前】

上：5321SI-1【縄文後期末】
下：5321SI-2
　　【縄文後期前葉～中葉】

5050SI
【縄文後期中葉】

上：5001SI【縄文晩期】
下：5300SI【縄文中期後半】

上：5324SI
　【縄文後期中葉】
下：5356SI
　【縄文後期中葉以前】

上：5004SI【弥生前期末～中期初頭】
下：5361SI【縄文中期後半】

5001SI

5300SI

配石を伴う土坑墓【縄文後期末】

5090SI
【縄文後期末以前】

5131SK

5130SK

5135SK

5136SK

上：5425SI
下：5440SI
【縄文後期末】

土器細片が
入れられた土坑墓

土坑墓
OSK5

N

1/300 10m 0

縄文中期

縄文後期

縄文晩期

弥生前期

弥生中期

※太線および重なりは重複関係を、矢印は帰属時期が遡る可能性を示す。

5090SI
5425SI
5440SI

5044SI
5303SI

5320SI-1
5320SI-2

5321SI-1

5321SI-2

5054SI 5057SI
5055SI 5361SI

5050SI

5004SI

5324SI
5356SI

5001SI

5300SI

?

竪穴建物跡周辺詳細(S=1/300)

竪穴建物跡形成時期および重複関係模式図

作土として撹拌されることなく残存していた。
竪穴建物跡は、同場所の重複も含めて、計19棟を確認した。二つの上図は平面的位置と、

形成関係を示したものである。縄文時代中期後半から後期にかけてのものが多い一方で、
5004SIのような弥生時代中期初頭、5044SI・5303SIのような弥生時代中期後葉に属する
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5425SI(南西から)

竪穴建物跡群完掘状況(北東から)竪穴建物跡群検出状況 5004SI付近(北から)

5131SK(南から)

ものもあり、長い時代にわたって、居住場所として選地されていた様子を見ることができ
る。確認できた竪穴建物跡からみて、当時は一時期に1棟あるいは2棟程度の集落であった
と推定される。

なかでも最も内容が充実しているのは、縄文時代後期末から晩期であった。竪穴建物跡
のほか、埋葬遺構や包含層の形成(送り場・捨て場)の形跡が認められる。この包含層からは、
土器片のほか、石棒石刀類や岩偶岩版類の出土も認められた。竪穴建物跡は、5425SIで唯
一石囲炉跡を確認し、その他は地床炉跡、あるいは石囲炉の掘り込み土坑が検出されたの
みであった。埋葬遺構は4基見つかっている。5131SKは埋土上位などに配石行為が実施さ
れた土坑墓で、埋土内から岩偶岩版類片と磨製石斧が出土した。一方、5130SKは土器の大
型破片のみならず、細片化した土器片が埋土に多数含まれていた土坑墓である。いずれの
遺構からも骨片などの出土は確認できなかった。

出土遺物には、土器･陶器・石器・石製品がある。縄文土器には、深鉢のほか注口土器の
出土も確認されている。注口部の出土は目立たなく、壺形を呈する口縁部片や胴部片が多
く出土している。弥生土器では、壺・深鉢のほか、台付甕の出土もある。石器には、石鏃・
石匙・スクレイパー・打製石斧・刃器・礫器・剥片石核類・磨製石斧・有溝石錘・磨石敲石類・
石皿台石類がある。特に、調査区全体から出土する安山岩は、境川河床で採取されるもの
で、これまでの調査でも、打製石斧・刃器・礫器などの大型の打製石器を対象とした石材
として集中して使用されたものである。大崎遺跡でも、岩偶岩版類の出土が2点確認された。

出 土 遺 物
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5004SI出土土器(弥生時代前期末〜中期初頭) 5004SI周辺出土土器(弥生時代中期)

5131SK出土 磨製石斧(縄文時代後期末) 岩偶岩版類(縄文時代後期末〜晩期)

2点とも砂岩あるいは凝灰質砂岩製で、破片での出土である。注目すべきはそのうちの1点
は5131SKという配石を伴う土坑墓の埋土から出土しており、この岩偶岩版類の性格を考
える好資料となろう。

大崎遺跡の今年度の調査は、Ⅲ層(にぶい黄褐色粘土・シルト層)上面までの調査となっ
た。さらに下層に埋蔵文化財の存在の有無を確認するために、2m四方の国土座標を用い
たグリッドを設定して、Ⅲ層の堆積が認められる範囲を掘削した。2118Yグリッドでは焼
土を検出したほか、2114Fグリッド付近では煙道付炉跡(2001SL)を、Ⅴ層直上で検出した。
2001SLは長軸3m強の平面プラン水滴状を呈する遺構で、もともとは二つの土坑を連結さ
せてトンネル状の炉穴として機能していたものが、その後、礫を入れて改修して使用され
たようである。遺構の性格などから縄文時代早期前半に属するものと思われるが、土器の
出土は確認できなかった。このように特に遺跡南端では、Ⅲ層下に縄文時代早期以前の埋
蔵文化財が包含されている可能性が高いことが推定された。周囲からは、溶結凝灰岩によ
る剥片の出土も散発的に認められることから、今後も注意深い調査が必要とされるところ
である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川添和暁）

下 層 確
認 調 査
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1418Y

1718E

1918E

2118E

2218Y
2217W

2016Y
2015Y

1915Y
1917U

1816Y1816U

1913K

2013E 2014E

2112E

2114F

T0027

1416U

1514E

1517A

1514Y

1615U 1616U

1617A

1714A

1814E

1716U
1817A

2217A

20003NR

2114F

2001SL
煙道付炉穴【縄文早期か】

焼土の検出

OSK5

N

1/600 20m 0

1/200 5m 0

下層確認グリッド位置と煙道付炉穴(2001SL)

検出状況(東より) 掘削状況(南より)
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調査地点（1/2.5万「田口」）

調査の経過

立地と環境

調査の概要

調査は、国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所による設楽ダムに伴う事前調
査として、愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施した。

遺跡は、戸神川右岸の小規模な河岸段丘から山麓の緩斜面地に立地する。遺跡の北東、
戸神川を挟んだ場所には上戸神遺跡がある。愛知県教育委員会によって分布調査が行わ
れた際に戦国時代と思われる遺物が確認されている。

今回の調査は橋の脇の平地に１×２mのトレンチTT01、その奥の平地に３×２mのト
レンチTT02〜TT04を設定・掘削し、TT03とTT04は基盤層までの深堀りを行った。なお
TT01は重機の侵入が困難であったので人力での掘削とした。

調査で観察された層序であるが、TT01は表土下に擁壁を造成した際に搬入されたと思
われる礫を多く含む砂質シルトの層が広がっていた。TT02〜TT04はにぶい黄褐色粘質シ
ルト層、黄灰色粘質シルト層が共通して見られる。TT03で水田の一部が土層断面で確認
できているのみで、包含層は確認できない。TT03とTT04は地表面より２mまで深堀りを
行い、基盤層である褐灰色粘土層を確認した。

出土遺物は近代のものと思われる磁器片が１点のみTT03で出土している。遺構はTT03
の土層断面より、近代に造成されたと思われる水田跡を確認した。　　　　　(社本有弥)

トレンチ配置図（S=1/1,500）

北設楽郡設楽町川向字向山
（北緯35度06分47秒 東経137度33分22秒）

設楽ダム
令和3年5月
20㎡　　　
樋上 昇・社本有弥・宮腰健司

川
かわむきむかいやま

向向山遺跡（本発掘調査A）
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北設楽郡東栄町大字月地内
（北緯35度04分27秒　東経137度39分20秒）

道路改良工事（一般国道473号月バイパス）
令和4年1月〜3月
400㎡
樋上 昇・酒井俊彦

調査地点（1/2.5万「三河本郷」）

調査は愛知県建設局道路建設課による一般国道473号月バイパス道路改築工事に伴う
事前調査として愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施した。調査に先立ち、愛知
県埋蔵文化財調査センターが範囲確認調査を行なっている。これに基づき、道路用地調査
対象範囲において、河岸段丘中央部にA区、この東側で山地斜面に近い部分にB区の二調
査区を設定している。

本遺跡は御殿川の左岸、南向する緩斜面の段丘上に立地する。遺跡の立地する河岸段丘
は北側の山地から南に突出し、西辺と南辺を御殿川が巡っている。標高は約420mである。
遺跡の存在は戦時中より知られており、1985年に圃場整備に伴う立ち会い調査が行われ
た。調査は耕作地二十数箇所において実施され、縄文時代後・晩期の遺物を中心に縄文時
代前期から弥生時代中期の遺物が出土した。その他古代から中世の遺物が確認されている。

愛知県埋蔵文化財調査センターによる範囲確認調査ではA区部分から弥生土器が出土
し、この時期と考えられる遺構が検出されている。その他縄文時代中期の土器が出土して
いる。圃場整備時の立ち会い調査でも近接する部分より縄文時代から弥生時代の遺物が
出土していることから、A区では同時代の遺構・遺物が検出されると考えられる。B区につ
いては圃場整備時の立ち会い調査で周辺より縄文時代晩期から弥生時代の遺物が出土し
ていることから、この時期の遺構・遺物が検出されると推測される。　　　　　（酒井俊彦）

調査の経過

立地と環境

ま と め

調査前状況(北から)

引
ひき

田
た

遺跡（本発掘調査B）
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豊川市大木町地内
（北緯34度51分34秒　東経137度24分48秒）

道路改良工事（一般国道151号一宮BP）
令和3年5月〜9月
2110㎡
堀木真美子・早野浩二・池本正明

調査地点（1/2.5万「新城」）

調査は愛知県建設局東三河建設事務所道路建設課による道路改良工事（一般国道151号
一宮バイパス）に伴う事前調査として、愛知県県民文化局を通じた委託事業として実施し
た。遺跡は、令和元年度の本発掘調査Ａで確認され、新規に登録された弥生時代の遺跡で
ある。

遺跡は本宮山山麓から広がる扇状地の末端、西原台地の縁辺に立地する。付近の標高は
約50mである。谷を隔てた台地上には昨年度、愛知県埋蔵文化財センターが本発掘調査Ｂ
を実施した花の木遺跡・花の木古墳群が立地する。花の木遺跡は弥生時代中期後葉から後
期に続く集落で、数棟の大型竪穴建物も確認されている。花の木古墳群は７基の方墳が確
認される古墳時代中期前半を中心とする古墳群で、玉類や鉄器類が豊富に出土している。
その他、周辺には鑓水Ｂ遺跡、宝陵高校遺跡等、弥生時代の遺跡が数多く分布する。

今年度の発掘調査においては、弥生時代中期後葉の竪穴建物３棟と土器棺、古墳時代中
期前半の竪穴建物２棟を確認した。これらの遺構は標高50mの等高線付近から上位の平坦
面上に分布する。

弥生時代中期後葉の竪穴建物はいずれも４m前後の規模で、やや不整な長方形、方形を
呈する。011SIは南西隅付近で細頸壷が出土した。020SIは竪穴のほぼ中央に広範囲の焼土
面、その周囲に硬化した床面を確認した。021SIは床面付近に炭化材と焼土塊が検出された。

弥生時代中期後葉の土器棺002SXは体部中位を大きく打ち欠いた太頸壷を棺身として
横位に埋設し、別個体の壷の体部片を被せて棺蓋としていた。棺身とした太頸壷の口縁部
は板状の礫で塞がれていた。

古墳時代の竪穴建物は残存状況が特に良好であった。南半部を調査した001SIは一辺約
６mの規模で、硬化した床面、主体穴、壁周溝が明瞭に確認された。覆土中からは、土師器
高杯、台付甕、鉄製品等の遺物が散在して出土した。ほぼ全形が判明する010SIは一辺約
７mの方形で、地床炉、硬化した床面、主体穴、壁溝が明瞭に確認された。遺物は下層から
床面付近にかけて、土師器（宇田型甕を含む）台付甕、平底甕、有段口縁壷、鉢、（大型高杯
を含む）高杯等が多く出土した。竪穴建物の南東隅には編物錘ともされる細長い自然石が
集積されたような状態で出土した。

弥生時代中期後葉の竪穴建物は花の木遺跡の弥生時代中期後葉から後期の集落に続く
集落を構成する遺構群で、同時期の集落の景観や構造、その変遷を明らかにするための好
適な事例である。古墳時代中期前半の竪穴建物は花の木古墳群の造営に対応する集落の一
つを構成する遺構群と思われる。特に大型竪穴建物を含めて集落と古墳の関係が把握でき
る事例として重要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(早野浩二)

調査の経過

立地と環境

調査の概要

弥 生 時
代 中 期

古 墳 時
代 中 期

ま と め

花
はな

の木
き

北
きた

遺跡（本発掘調査B）
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調査区配置図

遺構配置図

50

45

45

5050

4545

花の木遺跡

花の木北遺跡

花の木古墳群

0 50m

0 10m

N
011SI

021SI
020SI

001SI

弥生時代中期

古墳時代中期

002SX
010SI
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調査区 全景

竪穴建物011SI 弥生土器出土状況 竪穴建物020SI 床面

土器棺002SX 検出状況 土器棺002SX 調査状況

021SI
020SI

002SX

010SI

011SI

001SI
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大型竪穴建物010SI 遺物出土状況(土師器) 大型竪穴建物010SI 遺物出土状況(自然石)

大型竪穴建物010SI 調査状況 大型竪穴建物010SI 遺物出土状況

竪穴建物001SI 検出状況 竪穴建物001SI 土層断面

大型竪穴建物010SI 主柱穴土層断面 大型竪穴建物010SI 完掘状況
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III. 刊行報告書抄録
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2258SK 遺物出土状態平面図

Y=
36
48
2

X=-98388 X=-98388

4299SI

B

B'

A'

0582

0583

0589

0610

52

第215集  笹平遺跡

笹平遺跡は境川左岸の２段の段丘面に所在し、高い段丘面で縄文時代後期初頭～中葉を中心に竪穴建
物跡30棟以上、炉跡、貯蔵穴などの袋状土坑、土器埋設遺構、集石遺構、柱穴列、大型石棒および立石を
伴うピットなどが確認された。主要遺構群は段丘面の微高地に展開し、遺構は全体に掘り方が浅く上部
はかなり削平されたものと推定される。低い段丘面では、縄文時代中期後半堆積層の上に縄文時代晩期
の包含層が確認されたことから、本来は晩期の遺構群もあった可能性が考えられる。

竪穴建物跡は、石囲炉跡や石敷炉跡を伴うものが多く、土器が埋設された炉跡もある。竪穴建物跡に
は掘り方のみならず、炉跡の重複例もいくつか認められ、このことから構築に際しては同じ場所が繰り
返し利用されたものと推測される。また、袋状土坑には縄文時代後期初頭の土器が集中する事例もある。

出土遺物は大量の縄文土器と石器などがあり、特に打製石斧や礫器などの大型の石器に対応する安山
岩が多量に出土しており、それに由来する原石・石核・剥片が遺跡全体で見つかった。また、大型石棒の
ほか石棒石刀類・石冠・岩偶岩版類・独鈷石が多く、なかでも線刻礫を含む岩偶岩版類の出土量は県内で
最多となる。

今回の笹平遺跡の調査成果は、集落のすべてを調査したことにより、巨岩を挟んで地形に沿って展開
した縄文時代の集落のあり方を解明する良好な資料となった。　　　　　　　　　　　　 (鈴木正貴)

笹平遺跡2258SKの遺物出土状況
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縄文土器、土偶、

灰釉陶器など

土製品、

弥生土器など

平安時代

縄文時代 竪穴建物跡、

掘立柱建物（柱穴列）、

袋状土坑、集石遺構、

ふりがな

書　　　名

副　書　名

巻　　　次

シリーズ名

シリーズ番号

編著者名

編集機関

所在地

発行年月日

ささだいらいせき

笹平遺跡　

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書

第215集

鈴木正貴、川添和暁、鬼頭剛、古澤明、株式会社パレオ・ラボAMS年代測定グループ
株式会社第四紀地質研究所、藤根久、米田恭子、伊藤茂、佐藤正教、廣田正史、
山形秀樹、Zuar Lontatidze、三谷智広

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

〒498-0017 愛知県弥富市前ヶ須町野方802-24

西暦 2022年 3月 31日

ふりがな ふりがな
所収遺跡名 所在地

コード
市町村 遺跡番号

北緯 東経 調査期間 調査面積 調査原因

笹平遺跡 愛知県北設楽郡

設楽町小松

23561 700169
35度
06分
45秒

137度
34分
01秒

2015.05.23～
2015.12.11 6,930 設楽ダム

ささだいらいせき あいちけん  きたしたらぐん

したらちょうこまつ

所収遺跡名 種別

集落

主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

TEL0567(67)4161

要約

文書番号

笹平遺跡

　本遺跡は、境川左岸に形成された段丘面に立地する遺跡で、調査の結果、縄文代から平安時代にか

けての遺構や江戸時代までの遺物が確認された。特に、縄文時代中期末から後期中葉までの時期には

竪穴建物跡26棟、掘立柱建物跡（柱穴列）3基、袋状土坑（貯蔵穴）や集石遺構、土器埋納遺構など多数

の遺構が確認された。今回の調査は現状で残された遺跡全体を発掘調査したこととなり、結果的に集落

全域の様相を詳細に明らかにできたことが貴重な成果といえる。

発掘届出（26埋セ第148号　2015.3.31）　

通知（27教生第55号　2015.4.13）

終了届・保管証・発見届（27埋セ第107号　2015.12.21）

鑑定結果通知（27教生第2573号　2016.1.8）

㎡

報告書抄録

土器棺墓、

土器埋納遺構、

土坑、ピットなど

弥生時代 土器棺墓、

土坑など

土坑など

石器、石製品など

岩偶岩版類の大量出土

報告書抄録
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ふりがな

書　　名

副  書  名

巻　　次

シリーズ名

シリーズ番号

編著者名

編集機関

所  在  地

発行年月日

ふりがな

所収遺跡名

ふりがな

所  在  地

コード

市町村 遺跡番号
北緯 東経 調査期間

調査
面積
㎡

調査原因

所収遺跡名 種 別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

文書番号

要　　約

おおぐりいせき

大栗遺跡

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書

第 218 集

樋上　昇・鬼頭　剛・川添和暁・早野浩二・鈴木恵介・田中　良ほか

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

〒498-0017　愛知県弥富市前ヶ須町野方 802-24　TEL 0567(67)4161

西暦 2022 年 3月 31 日

大栗

愛知県北設楽郡

設楽町川向

おおぐり

あいちけんきたしたらぐん

したらちょうかわむき
23561 700163

35 度
6分
40 秒

137 度
33 分
52 秒

2015.７
〜

2015.９

2016.９
〜

2016.12

5,550 設楽ダム

大栗遺跡

集落跡

集落跡

集落跡

縄文時代早期

縄文時代中期

中世～近代

竪穴建物１棟

煙道付炉穴 3基、
屋外炉 2基、陥し穴９基

石囲炉を有する
竪穴建物

煙道付炉穴の遺存
状況が極めて良好

火葬施設 2基、
柵列３基、土坑

　奥三河山間部の戸神川左岸の傾斜地に立地する縄文時代早期から近代の集落跡。
縄文時代早期は煙道付炉穴と陥し穴、縄文時代中期は竪穴建物が認められる。
また、近世～近代には大型の柵列と石組の火葬施設が確認されている。

発掘届出 : 埋文（27埋セ第 147 号 /28 埋セ第 51-1 号）
発掘届出：県教委（27教生第 53号 /28 教生第 1508 号）
完了報告（27埋セ第 81号 /27 埋セ第 85号）
文化財認定（27教生第 1910 号 /28 教生第 3008 号）

縄文土器、石器

縄文土器、石器

陶磁器
土留めの可能性を
有する大型柵列

報告書抄録
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SPD

SPD'

SPB'

SPB

SPA'

SPA

d-0040

d-0050

d-0044

焼土範囲

破線部分は断面から推定

破線部分は断面から推定

16-246SL A

16-246SL B 16-246SL D

L=401.000m

L=401.500m

L=402.000m

L=401.000m

L=401.500m

L=402.000m

L=401.000m

L=401.500m

L=402.000m

SPD'SPDSPB'SPB

SPA'SPA

0.000m 0.842m1.000m0.000m 1.219m

1.000m0.000m 1.995m

9 10YR5/6 黄褐色 シルト やや粘質 細礫含む。
8 10YR5/6 黄褐色 シルト やや粘質 炭、焼土含む。
7 10YR5/3 にぶい黄褐色 シルト 粘質 粗砂含む。
6 10YR5/3 にぶい黄褐色 シルト 粘質 細礫含む。
5 10YR5/4 にぶい黄褐色 シルト やや粘質 細礫、炭、焼土含む。
4 10YR5/4 にぶい黄褐色 シルト やや粘質 極粗砂、細礫含む。　
3 10YR5/4 にぶい黄褐色 シルト やや粘質 細礫多く含む。
2 10YR5/3 にぶい黄褐色 シルト やや粘質 粗砂を含む。　
1 10YR3/1 黒褐色 シルト やや粘質 粗砂 中礫の亜角礫を多く含む。　
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第218集  大栗遺跡

奥三河山間部の戸神川左岸の傾斜地に立地する縄文時代早期から近代の集落跡。縄文時代早期には煙
道付炉穴3基と陥し穴9基、縄文時代中期には竪穴建物跡1棟を確認している。また、近世～近代には居住
地を設けるために大規模な造成が行なわれており、その際に築いたとみられる土留め用の柵列3基を確
認した。その造成によってできた平場には火葬施設とみられる石組遺構がある。　　　　　　 (樋上 昇)

246SL(1/40)
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IV. 普及・公開活動の記録
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▲「埋文桜ニュース」▲春の埋文展　チラシ

埋蔵文化財展

　愛知県埋蔵文化財センターでは、遺跡の発掘調査により発見された資料を広く公開するとともに、講座
や体験プログラムなどの企画を通じて、県民の埋蔵文化財に対する理解を深め、文化財保護意識の向上を
図ることを目的とした埋蔵文化財展を行っている。
　2021年度は、春に愛知県埋蔵文化財調査センターと共催し新出土品展と重要文化財の特別公開を行った。
また、秋には『発掘された愛知の城』と題し、常設展のリニューアルを4年ぶりに行った。

春の埋蔵文化財展
1.会場:愛知県埋蔵文化財センター
2.会期:令和3年4月1日(木）~4月16日(金)まで
3.開催要旨
　「やとみ新発見展(しんはっけんでん)と題して
昨年度の発掘調査成果を中心に展示し、展示解説
を実施。入館無料。
4.内容

「やとみ新発見展2021」2階収蔵庫Cにて2021年に
　本発掘調査Bを実施した９遺跡(胡桃窪遺跡、添
　沢遺跡、下延坂遺跡、上ヲロウ・下ヲロウ遺跡、
　花の木遺跡、亀塚遺跡、南山町遺跡、断夫山古墳、
　一色城跡)の出土遺物と写真パネル等を展示。

「食と文化の考古学　煮炊きの道具の歴史」
　2階収蔵庫Cにて展示

「食と文化の考古学　石の道具の歴史」
　2階資料管理閲覧室にて展示

　配布資料として埋文展ニュース「埋文桜ニュー
ス2021」を発行し、遺跡の概要説明と本年度イベ
ント案内及び同時開催の愛知県埋蔵文化財調査セ
ンター春の特別公開の展示解説を掲載。
5.考古学縁日
例年開催されている弥富市社会教育センター（弥
富市主催）「やとみ春まつり」にて行なっている
ワークショップは、イベントが新型コロナウィル
ス感染症予防対策のため中止となったため、今年
は行なっていない。
6.その他

「やとみ新発見展2021」開催中は、来館者には新
型コロナウィルス感染症予防のため、入り口にて
アルコールによる手指の消毒を行なってもらい、
万一の緊急時の連絡のため来館者名簿に記入して
もらった。　　　　　　　　　　　　　 (渡邉 峻)
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金箔瓦の色塗り体験 『戦国愛知!城取り輪投げ〜英雄たちの夢〜』

資料管理閲覧室の展示 収蔵庫Cの展示

秋の埋蔵文化財展
１　展示名称
　令和3年度埋蔵文化財展『発掘された愛知の城』
２　会場
　愛知県埋蔵文化財調査センター　収蔵庫C・資
料管理閲覧室
3　会期
　令和3年11月4日(木)〜11月12日(金)※11月6日
(土)・7日(日)も開場
　開場時間：午前10時〜午後4時
4　内容
　センターでこれまでに発掘調査した城跡は22
遺跡に上る。これらは尾張地域の平城や三河地域
の山城、さらに近世城郭など多様である。これら
の調査成果図をよりわかりやすい城の構造図解
とし、出土遺物とともに展示した。平城は岩作城
跡(長久手市、平成10年度調査)、山城は矢並下本
城跡(豊田市、平成13年度調査)を選んで150分1ス
ケールのジオラマを作成した。また城山城跡(豊
田市、平成12・13年度調査)で検出した薬研堀の
断面を実物大で作成して、より立体的・体感的に
城の構造が理解できるようにつとめた。一方、愛
知県内の各市町村で行われた城跡の発掘調査成果
についても、写真を借用し解説や愛知県内の城跡

分布図を付して展示した。またそれに合わせて尾
張と三河で異なる型式となる土師器鍋も展示して、
戦国時代の地域色がわかるようにした。
5　解説シート
　A4版両面カラー印刷 1枚
6　関連行事
　(1)パネル用写真公募『あなたの「城」写真を展
示パネルに』
　　個人で撮影した城の写真をWeb上で公募し
パネルにして展示する企画。公募期間：令和3年
10月4日(月)〜11月12日(金)。展示期間：令和3年
11月4日〜令和4年3月31日。応募点数19点。
　(2)新作ゲーム『戦国愛知!城取り輪投げ〜英雄
たちの夢〜』
   地図風マット上に配置した城を狙って輪投げで
高得点を競うゲーム。11月6・7日開催。参加者42
人。
　(3)ワークショップ『清須城の金箔瓦を作ろう』
　3Dデータで作成した清洲城下町遺跡出土軒丸
瓦の笵型で量産した紙粘土製の瓦当に金色絵の具
を塗布して金箔瓦を擬似的に制作する企画。参加
料150円。参加者17人。
7　入場者数
　334人(9日間)　　　　　　　　　　 (永井邦仁)

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3



60

連続歴史講座「型式学の考古学」

目的：愛知県内外の考古学に関する成果などを広く一般県民に公開するための歴史講座を開催する。
場所：愛知県埋蔵文化財調査センター　2階　研修室
時間：いずれも午前10時30分より開催。参加費は無料。

　　　　　日時　　　　　タイトル　　　　　　　講師　　　　　参加人数
第1回　　5月15日　　　型式学入門　　　　　　永井宏幸　　　　19人
第2回　　5月29日　　　縄文土器の型式学　　　渡邉 峻　　　　  23人
第3回　　6月12日　　　石器の型式学　　　　　社本有弥　　　　23人
第4回　　6月26日　　　層位学と考古学　　　　鬼頭 剛　　　　  22人

　本年度の連続歴史講座は「型式学の考古学」と
いうテーマで5月から6月にかけて4回開催した。
新型コロナウィルス感染防止対策を講じた上、参
加者の方にはマスクの着用、検温、アルコールに
よる手指の消毒の実施、ソーシャルディスタンス
を保ため座席の間隔を空けて聴講をお願いした。
専門性の高い内容だったものの、講師への熱心な
質問などに参加者の積極的に学ぶ姿勢が感じられ
た。コロナ禍にも関わらず多くの方々にご参加を
いただき、講座を無事実施することができた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (永井宏幸) ▲歴史講座の様子

▲歴史講座の資料
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発掘体験講座

調査遺跡周辺住民に遺跡の紹介と発掘調査の必要性について理解を得るとともに、埋蔵文化財保護の
重要性と普及・啓発を図る目的で企画された。この企画を受けて、発掘体験を行う遺跡の選定と開催日
時について、今年度当初から検討をおこなった。その結果、発掘調査の必要性について理解を得るとい
う目的のためには、ある程度の説明を行う時間も必要と考え「講座」として時間を設定した。

発掘体験開始前の説明 発掘体験実施中の様子 発掘体験後の講座の様子

「発掘体験」作業では、遺物が出土する状況を知ってもらうことと、遺物の取り上げを行なってもらう
ことを重視し、遺物を多く包含する弥生時代中期の河道跡(400NR）の一部で掘削をおこなった。予想最
高気温が３５度を超える猛暑日であったため、熱中症の危険を避けるために気温が相対的に低い午前中
に作業を実施した。屋外での作業は途中での水分補給を挟み１時間以内とした。それでも参加者からは、
この暑い中での作業は本当に大変との感想が聞かれた。
「講座」としての座学では、まず発掘調査が行われるまでの法律や事務の手続きを説明した。遺跡の範

囲が示される「マップあいち」、県内各地の遺跡の情報が掲載されている愛知県史、稲沢市史などを例と
して紹介し、遺跡が居住地の近隣に存在することを紹介した。さらに、遺跡の発掘調査の多くは開発に
伴い行われることや、発掘調査で出土する遺物の取り扱いや保管状況などを説明した。

この発掘体験は当初から大人向けとして企画したため、講座の内容が小学生の参加者にとって難解に
なってしまったことが反省点であるが、「発掘体験」という点では出土遺物が多数あり、発掘調査受託会
社の協力により、出土遺物を記録（撮影・測量）する一連の作業を間近で見学してもらえたことも発掘調
査の作業の実際を見るという点で、良い体験をしていただけたものと考える。
「発掘体験」である以上は、出土遺物に触れ合う機会は必要であり、確実に遺物を包含した遺構が存在

することや、交通が便利、あるいは駐車場の必要数の確保、気象条件など、実施可能な条件が揃うことが
必要となる。これらを満たすのは周辺で調査が進んでいる周知の遺跡で遺構の存在が確実なこと、調査
の規模がある程度大きく（調査期間が長めである）、郊外で実施し駐車スペースが容易に確保できる遺跡
は発掘体験が実施可能と考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (鈴木恵介)

会場：一色青海遺跡(発掘体験)、メタウォーター下水道科学館あいち(講座)
日時：令和３年8月27日（金）　9:00〜12:00
参加者：事前申し込み制(10名)
参加費：500円
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栄中日文化センター協力講座

会場：栄中日文化センター（久屋中日ビル）
日時：令和３年５月27日（木）・６月24日（木）・７月22日（木）、いずれも10:30〜12:00
担当講師：鈴木正貴
参加者：５月27日：20名、６月24日：20名、７月22日：22名

集落の分類模式図(鈴木2017「集落の変遷と都市」『愛知県史資料編5考古5』を改変)

集落２Ａ類

城郭

武家屋敷 寺町

町屋

馬引横手遺跡

法圓寺

街道など

集落１Ａ類

集落１Ｂ類

集落１Ｃ類

集落２Ａ類

集落２Ｂ類

集落２Ｃ類

集落１Ｄ類

屋敷４類

近世城下町へ

内容：戦国時代に天下布武を掲げ、後の歴史を大きく変革した織田信長は、約450年経った今でも織田信
長のリーダー像に惹かれる人は多く、その人気は衰えていない。織田信長が生み出した革新的な構造を
持つ城郭や城下町についても、その形が近世城郭や城下町に受け継がれており、結果として現代の都市
へと繋がっている。講座では、織田信長が生まれた尾張における中世遺跡の発掘調査から集落・町・城の
発展の様子を明らかにし、織田信長が築いた城と町の何が革新的だったのか、そして、これを生み出し
た背景について講義した。この結果、文字史料ではなくモノから戦国時代を語ることの面白さを解説し
た。
第1講　織田信長の城づくりと都市づくり
　清須城・小牧山城・岐阜城・安土城などの織田信長が居城した城郭とその城下町を比較して、織田信長
が作り出した城づくりと都市づくりにおける革新的なモノとは何かを明らかにしていく。
第２講　中世集落から戦国時代の城と城下町へ
　尾張では平安時代の終わり頃から人々の生活が一変し新しい村の形ができ、やがて萱津や下津などの
宿や市などが勃興し、支配者は館や城を築いた。信長が誕生するまでの都市づくりにおける時代背景を
探る。
第３講　受け継がれる城づくりと都市づくり
　尾張の実権は織田氏から豊臣氏そして徳川氏へと引き継がれた。その中で清須城と名古屋城を比較し
て受け継がれたモノとそうでないモノを明らかにし、徳川政権の城と都市づくりの特色を浮かび上がら
せた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (鈴木正貴)

　愛知県埋蔵文化財センターでは、発掘調査で明らかになった新たな愛知県の歴史像を紹介することに
より、県民の埋蔵文化財に対する理解を深め、文化財保護意識の向上を図るため、名古屋栄中日文化セ
ンターの依頼と協力を得て、年２回協力講座を有料で開講した。

織田信長の都市づくりのルーツを探る—尾張の中世都市の変遷—
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会場：栄中日文化センター（久屋中日ビル）
日時：令和３年10月19日(火)・11月16日(火)・12月21日(火)、いずれも10:30〜12:00
担当講師：永井邦仁
参加者：10月19日：24名、11月16日：25名、12月21日：25名

内容：律令制が整えられ、平城京に都が置かれた奈良時代。現在は愛知県となっているエリアに尾張国
と参河国が設置されたのもこの時代である。奈良時代は、それ以前に比べて文献史料でわかる事が圧倒
的に増えるが、一方で文献史料にあまり記されていない地方の動向については、遺跡の発掘調査を通じ
た考古学的な視点が必要となる。今回の講座では、愛知県内にある寺院、集落、官衙（役所）の各遺跡か
ら当時の社会を復元していく。合わせて考古学者が瓦や土器をどのように読み解いていくのか、その方
法についても提示する。
第１講　『尾張最古の願興寺と参河最古の北野廃寺』
　7世紀に急増した古代の仏教寺院。愛知県最古の古代寺院跡が、名古屋市と岡崎市にある。それぞれを
起点に、尾張と参河の豪族たちの間でどのように仏教と寺院造営が広がっていったのか、比較しながら
考えていく。
第2講　『人々の暮らした集落と猿投窯の須恵器づくり』
　平城京に住む貴族に対して地方の豪族や一般の人々はどのような暮らしぶりだったのか、その生活の
場であった集落遺跡に実像を探る。また代表的な生産物である猿投窯の須恵器からみた奈良時代の文化
を発見する。
第3講　『尾張国府を大胆に推測する』
　古代地方行政の拠点である国府はどこに所在してどれくらいの規模だったのか、まだ謎につつまれた
尾張国府について、参河国や伊勢国などの事例と比較しながら発掘された遺跡をもとに推測する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (永井邦仁)

水入遺跡98D区古代の集落跡

奈良時代の尾張国と参河国 —遺跡からみた古代の地域社会—
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第10回 考古学セミナー「あいちの考古学2021」

概要：　考古学セミナー「あいちの考古学」は、愛知県内および近隣地域で活動する県・市町村教育委員会、
　　　公益財団法人、大学、特定非営利活動法人(NPO)、研究グループ、関連企業などが一堂に会して遺
　　　跡調査と考古学に関係する研究成果を広く一般に公開し情報を共有することを目的に、平成24年
　　　度より開催している。名古屋市博物館が会場となって8年目となる。
　　　 　今回は、感染症対策のため、講堂で行われるシンポジウムとプレゼンテーションに関しては、

事前予約制(各日100名まで)として実施した。継続して参加されている方だけでなく、初めて参加
された方も多数いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主　催：名古屋市博物館・名古屋市教育委員会文化財保護室・愛知県埋蔵文化財センター
日　時： 12月11日(土)13時〜16時
            12月12日(日)10時〜16時
会　場：名古屋市博物館　講堂・展示説明室
参加者数：12月7(土)・8日(日)　合計282名
出展団体・個人：プレゼンテーション10、ポスターセッション18(エントリー制)
講　演：城ヶ谷和広(愛知県埋蔵文化財調査センター)
事例報告・パネルディスカッション：
          片桐妃奈子(名古屋市教育委員会文化財保護室)、大西 遼(愛知県陶磁美術館)、
          森 まどか(福井県陶芸館)、武部真木(愛知県埋蔵文化財センター)

◎12月11日(土)13時〜16時(12時30分開場)　
13:00〜13:10　開会あいさつ
＜シンポジウム＞『あいちの窯業　猿投窯にはじまる』
13:10〜14:10「あいちの窯業　猿投窯にはじまる」城ヶ谷和広(愛知県埋蔵文化財調査センター)
14:10〜14:20　◆小休止
14:20〜14:25　趣旨説明　「あいちの窯業　猿投窯にはじまる」武部真木(愛知県埋蔵文化財センター)
14:25〜14:45　「窯業のはじまり−東山地区−」片桐妃奈子(名古屋市教育委員会文化財保護室)
14:45〜15:05　「山々には窯焚きの煙−岩崎・鳴海・折戸・黒笹地区−」大西 遼(愛知県陶磁美術館)
15:05〜15:25　「新たなやきものを−緑釉陶器・灰釉陶器」森 まどか(福井県陶芸館)
15:25〜16:00　パネルディスカッション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(城ヶ谷和広・片桐妃奈子・大西 遼・森 まどか・司会 武部真木)
　　　　16:00　◆２日目の案内と関連展示の案内
◎12月12日(日)10時〜16時(9時30分開場)
10:00〜10:10 　2日目日程・連絡
＜プレゼンテーション＞
10:10〜10:30「大府市石丸遺跡発掘調査と未来」白樫 淳(株式会社 アコード)
10:30〜10:50「水中遺跡における分布調査の実践例−豊川河床遺跡と琵琶湖湖底遺跡の調査事例から」
　　　　　　　中川 永(豊橋市美術博物館)
10:50〜11:10「古代の風を感じてみませんか?『久留倍官衙遺跡公園』を紹介します」
　　　　　　　大原涼子(四日市市教育委員会)
11:10〜11:30「広久手C3窯跡　第1〜3次発掘調査報告」山田美咲(愛知学院大学大学院)
11:30〜11:40　◆宣伝タイム
11:40〜13:00　◆昼休憩
13:00〜13:20「江戸後期の瀬戸窯の一例−桂蔵窯跡の調査から−」河合君近((公財)瀬戸市文化振興財団)
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13:20〜13:40「近代犬山焼の新資料−尾関作十郎と六世乾山−」佐久間真子(愛知県陶磁美術館)
13:40〜14:00「太佐山高射砲陣地確認調査について」宮澤浩司(東海市教育委員会)
14:00〜14:30　◆休憩
14:30〜14:50「根方岩陰遺跡(岐阜県高山市)における縄文時代早期を中心とした出土遺物の検討」
　　　　　　　加藤大智(南山大学大学院)
14:50〜15:10「南知多町天神山遺跡の縄文土器」堀内祐花(南山大学大学院)
15:10〜15:30「愛知県南知多町天神山遺跡の縄文早期末頃の動物遺存体群」
　　　　　　　廣瀬允人(名古屋大学大学院)
15:30　　　　閉会あいさつ

＜ポスターセッション＞
(１)「設楽ダム事業に伴う発掘調査2021」愛知県埋蔵文化財センター　
(２)「近代犬山焼の新資料−尾関作十郎と六世乾山−」青木 修・井上あゆこ・佐久間真子・宮川菜々子・
　　　中野耕司・鈴木智恵・安藤 悟(犬山焼ミュージアム)
(３)「令和3年度井ケ谷古窯跡群の分布調査(計画)について」河野あすか(刈谷市歴史博物館)
(４)「畑間遺跡出土の大量出土銭について」早川由香里(東海市教育委員会) 　
(５)「富士山1号墳の発掘調査」藤原秀樹・吉田真由美(鈴鹿市考古博物館)　
(６)「動物遺体同定と人骨同定−骨分析からわかること−」三谷智広(株式会社パレオ・ラボ)
(７)「大府市石丸遺跡発掘調査と未来」白樫 淳(株式会社アコード)
(８)「360度カメラによるVR(仮想現実)でのリアルな体験」榊 孝浩(安西工業株式会社)
(９)「UAVレーザー測量のご紹介」山田哲也(株式会社イビソク)　
(10)「文化遺産カードの取組と広報施策について」西村誠治・植木 萌(ナカシャクリエイテブ株式会社)
(11)「出張!安城市内　発掘調査報告展」後藤麻里絵(安城市埋蔵文化財センター)　
(12)「古代の風を感じてみませんか?『久留倍官衙遺跡公園』を紹介します」
　　　大原涼子・大野路彦(四日市市教育委員会)
(13)「犬山城大手門枡形跡(犬山市福祉会館跡地)発掘調査成果について」中野拳弥(犬山市教育委員会)
(14)「2021年度　豊田市伊保古瓦出土地(伊保白鳳寺)の発掘調査」
　　　張 睿帆、張温舒芸、陳 永強・相場伸彦・須賀永帰(名古屋大学大学院)　
(15)「岐阜県九合洞窟出土の縄文時代草創期末の動物遺存体群」廣瀬允人(名古屋大学大学院)
(16)「あいちの窯業　猿投窯にはじまる」武部真木(愛知県埋蔵文化財センター)
(17)「先史時代人の行動復元−川向東貝津遺跡の接合作業から分かったこと–」神取龍生・平井義敏・
　　　田中 良・野村啓輔・松田莉歩・加藤大智・飯塚寿音(東海石器研究会)
(18)「考古学フォーラム・東海石器研究・三河考古のご案内」考古学フォーラム・東海石器研究会・
　　　三河考古学談話会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(田中 良)
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▲宣伝タイム(株式会社アコード)▲プレゼンテーション

▲シンポジウム城ヶ谷和広氏の講演▲設楽ダム関連調査ポスターセッション展示

▲ポスターセッション展示会場風景▲シンポジウムパネルディスカッション

▲プレゼンテーション講堂受付 ▲ポスターセッション会場入口
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考古学講座「朝日遺跡の周辺環境をめぐる最新研究」

目的：あいち朝日遺跡ミュージアムとの連携事業。
場所：あいち朝日遺跡ミュージアム研修室
日時：令和4年１月２９日（土）午後１時３０分〜３時
講座タイトル：『朝日遺跡の周辺環境をめぐる最新研究』
講師：樋上　昇
参加人数：３１名
　令和２年秋にオープンしたあいち朝日遺跡ミュージアムとの連携事業として、愛知県埋蔵文化財セン
ターが主催した考古学講座である。場所柄、朝日遺跡をメインとした講義とする必要があり、令和３年
３月に刊行した『朝日遺跡Ⅹ』に掲載した史跡貝殻山貝塚周辺の新しい環濠の復元案と、総合地球環境学
研究所にて樋上が共同研究に参画した年輪酸素同位体比によって復元された弥生時代の気候変動が朝日
遺跡の変遷にどのような影響を与えたのかの二本立ての発表内容とした。
　新型コロナウイルスの蔓延にも関わらず、３１名もの方々の参加を得た。　　　　　　　　　(樋上 昇)

▲講座の様子

▲講座チラシ

愛知県埋蔵文化財センター 年報 2022.3
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V. 埋蔵文化財センターの活動
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資料の貸出・提供

ホームページ

	 報告書 PDF	 266	 本
	 説明会資料	 97	 本
	 年報 PDF	 495	 本
	 研究紀要 PDF	 207	 本
	 各遺跡の広報誌	 176	 本
	 埋蔵文化財展資料	 17	 本
	 講座・説明会資料	 134	 本
	 その他チラシ類	 80	 本
	 遺跡位置登録	 269	 件
	 写真登録（遺跡アルバム）	 44,999	 点
	 実測図登録	 17,619	 点

▲表１　公開データ数

貸出先 目　的 遺跡名 貸出・提出資料 期　間

あいち朝日遺跡
ミュージアム館

企画展「パレス・スタイル

赤の土器 」
西上免遺跡
八王子遺跡

第73集　西上免遺跡　（073-009.jpg  .j
第92集　八王子遺跡　（092-005.jpg 

点

知立市文化課文化
課

「新編知立市史１　通史編
原始・古代・中世・近世」

西牧野遺跡
郷上遺跡
月縄手遺跡

第174 集　西牧野遺跡(174-055.jpg)
第98 集　郷上遺跡　（098-026.jpg）
第55 集　月縄手遺跡（055c-052.jpg）

点

株式会社ジャパン通
信情報センター

「文化財発掘出土情報」
花の木古墳群・花
の木遺跡

現地説明会資料
令和２年度年報

点

光村推古書院株式
会社

「かわいい古代」 朝日遺跡 第154集　朝日遺跡 (dtp 点

公益財団法人瀬戸
市文化振興財団

「国史跡指定５０周年記念　小
長曽陶器窯跡　－元禄に甦っ
た室町の窯-」

瓶子窯跡
第135集　瓶子窯跡　（135-398.jpg 135-399.jpg 135-400.jpg 135-401.jpg
135-414.jpg 135-415.jpg)

点

知立市文化課
「新編知立市史１　通史編　原
始・古代・中世・近世」

下懸遺跡 第144集　下懸遺跡（144-269.jpg） 点

西尾市一色学びの
館

常設展パネル 志貴野遺跡 第13集　志貴野遺跡　（013a-005.jpg 点

常滑市 常設展および展示図録
夏敷古窯跡　蛇廻
間古窯跡

第152集　夏敷古窯跡　蛇廻間古窯跡（152-047.jpg) 点

みよし市立歴史民
俗資料館

企画展「シリーズ猿投窯跡の
歴史を探るI 猿投開く窯」

志賀公園遺跡
第90 集　志賀公園遺跡（090-073.jpg   

     
   

点

NHKエンタープライ
ズ中部支社

番組名「歴史探偵」桶狭間
の戦い～最新研究で検証～

清洲城下町遺跡 第183 集　清洲城下町遺跡（183-012.jpg .jpg 点

個人 齋藤基生氏追悼本 西牧野遺跡 現地指導風景写真（10_etc00040.jpg) 点

南部町教育委員会
国史跡聖寿寺館跡の坩堝の
分析結果の記者発表

清洲城下町遺跡 把手付き坩堝の写真 点

大府市歴史民俗資
料館

企画展「古墳時代初頭の知
多半島」

朝日遺跡
廻間遺跡
五反田遺跡
寄島遺跡

第30集　朝日遺跡 .jpg 030-014.jpg)）

第154集　朝日遺跡(154-013.jpg)
第10集　廻間遺跡 (010-009.jpg 010-027.jpg)
第210集　五反田遺跡(210-102.jpg 210-111.jpg)
第204集　寄島遺跡(204-0150,jpg)

点

豊田市 「新修豊田市史だより　２８号」 荒山古墳 第128 集　荒山古墳群　（128-014.jpg） 点

春日市
企画展 「発見 !! 弥生の
権 -奴国の王都須玖遺跡群
のおもり-」

八王子遺跡 第92 集　八王子遺跡　（092-127.jpg .jpg） 点

安西工業株式会社 会社のホームページに利用
花の木古墳群・花
の木遺跡

現場での３Dモデル 点

岡崎市美術博物館
企画展「至宝- 燦めく岡崎
の文化財-」

西牧野遺跡
第174 集　西牧野遺跡（174-004 jpg   

056.jpg）
点

栄中日文化セン
ター

広報のため 水入遺跡 第108 集　水入遺跡（108-S570,jpg） 点

葛飾区教区委員会 特別展 清洲城下町遺跡 第53 集　清洲城下町遺跡（053-080 ） 点

個人 副読本瀬戸
上品野遺跡
長谷口遺跡

第132 集　上品野遺跡（132-047.jpg  ,jpg)
第126 集　長谷口遺跡（126-007.jpg)

点

大府市歴史民俗資
料館

企画展「古墳時代初頭の知
多半島展」

朝日遺跡 朝日銅鐸複製品及び展示台 点

西尾市教育委員会
企画展「戦国・近世の西
尾」

清水遺跡
鳥羽城跡
黄金堤

第25 集　清水遺跡　( ,jpg)
第69 集　鳥羽城跡　( ,jpg )
年報　平成2 年度　黄金堤　( 1. )

点 2021/9/137

株式会社ジャパン
通信情報センター

「文化財発掘出土情報」
花の木古墳群・花
の木遺跡

現地説明会資料 令和２年度年報 発掘関連写真 点

個人 副読本瀬戸 上品野遺跡 第132 集　上品野遺跡（132-005 点

株式会社シンブリ
『東三河の古墳ー1,600 基
の古墳はどうして築かれた
のかー』

石座神社遺跡
花の木古墳群

第189 集　石座神社遺跡（189-210.jpg)
花の木古墳群　現地説明会資料写真(rec10951,jpg)

点

個人
日本旧石器学会ホームペー
ジ「日本列島の旧石器時代
遺跡」

川向東貝津遺跡
第213 集 川向東貝津遺跡( 3.jpg .jpg .jpg .jpg

.jpg)
点

合計　26件 点

▲表２　YouTube での動画配信　令和 4年 1月末現在

	 														遺跡名 公開時期 視聴回数 公開状況
	 上ヲロウ・下ヲロウ遺跡　調査速報	 8 月	 152 回	 限定公開
	 姫下遺跡　　　　　　　　調査速報	 ９月	 159 回	 限定公開
	 花の木古墳群　　　　　　鉄器取り上げ	 10 月	 235 回	 公開中
	 一色青海遺跡　　　　　　調査速報	 11 月	 		71 回	 限定公開
	 下延坂遺跡　　　　　　　調査速報	 12 月	 　28 回	 公開中
	 下品野遺跡　　　　　　　調査速報	 	 	 公開予定
	 南山町遺跡　　　　　　　調査速報	 	 	 公開予定
	 設楽ダム関連遺跡　　　　成果報告会	 3 月	 	 公開予定

　HP上では、これまで通り多様な刊行物を PDF として公開し、
各種データ類も活用しやすいようにデータベースに格納した。
また昨年度同様、新型コロナの感染症予防等を考慮し、遺跡の
調査成果の報告を、YouTube サイトを活用した動画配信てに実
施した。
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地元説明会・遺跡報告会

報告書作成のための指導

発掘調査における遺構・遺物などの指導
遺跡名	 指導日	 指導者	 所　　属
花の木北遺跡	 令和3年	8月			5日		（木）	 須川勝以	 豊川市役所総務部部長
下延坂跡	 令和3年	9月			24日（金）	 綿田弘実	 長野県埋蔵文化財センター
断夫山古墳	 令和3年	11月	30日（火）	 岩原　剛	 豊橋市文化財センター所長
	 令和3年	12月	1日		（水）	 赤塚次郎	 古代邇波の里・文化遺産ネットワーク
	 令和3年	12月	1日		（水）	 鈴木一有	 浜松市市民部文化財課課長
	 令和3年	12月	3日		（金）	 中井正幸	 岐阜聖徳学園大学教育学部
	 令和3年	12月	6日		（月）	 浅田博造	 春日井市教育委員会文化財課課長補佐
大崎遺跡	 令和3年	12月	16日（木）	 山田昌久	 東京都立大学
牛寺遺跡	 令和4年	1月			13日（木）	 岡本直久	 瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センター

遺跡名	 　　指導日	 　　指導者	 所　　属
石原遺跡				　　　　　　　　		令和3年8月25日（水）		増子康眞	 名古屋考古学会

																																										令和4年3月15日（火）							〃	 	 										〃

																																										令和4年3月11日（金）		綿田弘実	 長野県埋蔵文化財センター

																																										令和4年3月12日（土）		前田清彦	 豊川市教育委員会教育部長

胡桃窪遺跡																											令和4年3月16日	(水)		増子康眞		 名古屋考古学会

　遺跡名	 　所在地	 　　　　　開催日																			参加人数	
花の木北遺跡			　　豊川市大木町																 令和3年8月	7日（土）	 125名	 	地元説明会
姫下遺跡							　　安城市姫小川町	 令和3年9月	4日（土）		 9名	 	地元説明会
一色青海遺跡　　	稲沢市一色青海町							 令和3年9月23日（木）	 中止	 	地元説明会
下延坂遺跡　　　	設楽町川向　　　　　	 令和3年9月26日（日）	 7名	 	地元説明会
断夫山古墳　　　	名古屋市熱田区　　　	 令和3年12月5日（日）	 180名	 	地元説明会
大崎遺跡　　　　	設楽町田口　　											令和3年12月19日（日）	 23名	 	地元説明会
牛寺遺跡　　　　	豊田市野見町　　　　		令和4年1月15日（土）	 81名	 	地元説明会
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その他普及事業

遺物カードの配布について
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今年度より、埋蔵文化財の普及・啓発活動を行うための資金調達のため、寄付金の徴収を開始した。
1口300円にて、寄付金を受領するものである。寄付行為の返礼品として、ペーパークラフト付き遺物カ
ードを準備した。今年度は、２回のイベントに合わせ３種類の返礼品を用意し、計12口の寄付を受領した。

	(堀木真美子)

清須城本丸出土軒丸瓦
清洲城下町遺跡 94A 区内堀 SX01 出土 1586 年～

出土地点 94A 区 SX01 は後期清須城本丸の東辺内堀
        幅 9m以上、長さ 32m以上、西肩に石垣が残る。
遺物基本情報 報告書番号 675、登録番号 94A-E-522、
  　　全長 27.4cm、幅 15.5cm、重量は約 3650g、
        丸瓦部内側に桟があり、コビキ Aの痕跡が残る。

愛知埋文セ報告書第 70 集『清洲城下町遺跡Ⅶ』掲載

【企画・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
〒498-0017
　　愛知県弥富市前ヶ須町野方 802-24
ホームページ http://www.maibun.com

No.01あいち埋文遺物カード
No.01あいち埋文遺物カード

清須城本丸出土軒丸瓦
清洲城下町遺跡 94A 区 SX01 出土

　清須城は戦国時代から江戸時代初期までの尾張の中
心的城郭であり、織田信雄の改修により石垣や瓦葺建
物を伴う織豊系城郭となる。本資料は 21 類ある軒丸
瓦のうちM122 型式 （左巻三巴紋に 16 珠紋 軒丸瓦） である。

1586 年～

清須城本丸出土軒平瓦
清洲城下町遺跡 94A 区内堀 SX01 出土 1586 年～
愛知埋文セ報告書第 70 集『清洲城下町遺跡Ⅶ』掲載

出土地点 94A 区 SX01 は後期清須城本丸の東辺内堀
　　幅 9m以上、長さ 32m以上、西肩に石垣が残る。
　　南西部に張出部があり多聞櫓などが想定される。
遺物基本情報 報告書番号 764、
　　登録番号 94A-E-611、残存
　　長は 10.0cm、幅 25.4cm、
　　重量は約 2010g、瓦当部は
カキメを施す顎貼り付け技法

　　で作られる。

あいち埋文遺物カード No.02

【企画・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
〒498-0017
　　愛知県弥富市前ヶ須町野方 802-24
ホームページ http://www.maibun.com

清須城本丸出土軒平瓦
清洲城下町遺跡 94A 区 SX01 出土

　清須城は戦国時代から江戸時代初期までの尾張の中
心的城郭であり、織田信雄の改修により石垣や瓦葺建
物を伴う織豊系城郭となる。本資料は 22 類ある軒平
瓦のうちH102 型式 （桐紋に 4反転均整唐草紋 軒平瓦）である。
瓦当面中央にある中心飾りは五三桐紋で、豊臣系城郭
に使用された軒平瓦と考えられる。本資料には金箔が
残されていないが、本来は中心飾りと外区などに金箔
が押されていたと推定される。

1586 年～

No.02あいち埋文遺物カード

朝日遺跡出土 土製合子
出土地点 合子・96 年度調査区 SZ009 SZ343 SZ347

遺物基本情報 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書

　　　第 83 集　朝日遺跡 6( 2000 年発行 )

       第 154 集　朝日遺跡 8総集編 ( 2009 年発行 ) 他

国指定重要文化財（2012 年 9月 6日指定）

【企画・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
〒498-0017
　　愛知県弥富市前ヶ須町野方 802-24
ホームページ http://www.maibun.com

No.03あいち埋文遺物カード
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No.03あいち埋文遺物カード

　朝日遺跡出土 土製合子
　弥生時代後期初頭の方形周溝墓の周溝底から赤彩され
た土製の合子が見つかりました。これはもともと木製の
合子をモデルにちょうど 1/2 のサイズに縮小して作ら
れたもので、朝日遺跡ではオリジナルの木製合子の破片
も見つかっています。
　宝物でも入れていたのでしょうか?
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　合子
　　　　国指定重要文化財

　弥生時代後期初頭の方形周溝墓の周溝底から赤彩された
土製の合子が見つかりました。これはもともと木製の合子
をモデルにちょうど 1/2 のサイズに縮小して作られたも
ので、朝日遺跡ではオリジナルの木製合子の破片も見つ
かっています。

　土製の合子は類例が非常に少な
く、愛知県内では他に豊田市川原遺
跡から見つかっているのみです。い
ずれも方形周溝墓からの出土例なの
で、中に貴重品を入れてお墓に供え
た「宝石箱」のようなものだったの
でしょうか。

●作り方

1. 型紙を切る。

2. 蓋を作る。蓋の口縁は内側に折り曲

げて貼る。

3. 胴部内側に台部の上の糊代を貼る。

4. 合子の内部の底が赤くなるように、

底部を台部の方から貼る。
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▲遺物カード01　清須城本丸出土軒丸瓦

▲遺物カード02　清須城本丸出土軒平瓦

▲遺物カード03　朝日遺跡出土　土製合子
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令和3年度　愛知県埋蔵文化財センター　組織一覧

運営協議会委員

	 判治忠明	 愛知県県民文化局文化部長

	 加藤安信	 元学校法人大同学園顧問

	 城ヶ谷和広	愛知県埋蔵文化財調査センター

	 竹内　誠	 名古屋大学大学院環境学研究科教授

				都築暢也	 元中京大学文学部歴史学科客員教授	

	 古尾谷知浩	名古屋大学大学院教授

	 村　良弘	 愛知県都市教育長協議会会長（江南市教育長）

　　

専門委員

	 考 古 学 	伊藤秋男　	南山大学名誉教授

	 岩 石 学 	榎並正樹	 名古屋大学名誉教授

	 考 古 学 	柴垣勇夫	 元愛知淑徳大学教授

	 形質人類学	 多賀谷　昭	 長野県看護大学名誉教授

	 古代史学	 西宮秀紀	 愛知教育大学名誉教授

	 考 古 学 	藤澤良祐	 愛知学院大学文学部教授

	 建築史学	 濱田晋一	 名古屋工業大学大学院准教授

	 木材組織学	 吉田正人	 名古屋大学准教授

	 保存科学	 脇谷草一郎	 独立行政法人国立文化財機構
	 	 	 奈良文化財研究所	保存修復科学研究室長

センター長	 　　　

管理課
	 	

	 	

調査課

管理課長

主 任

主 任

主 事

渡辺佳俊

青山徳彦

森　　淸

村岡　香

鈴木正貴

樋上　昇	 堀木真美子

永井宏幸	 	 	

鬼頭　剛	 	 	武部真木	

蔭山誠一	 	 	川添和暁	

永井邦仁　早野浩二

鈴木恵介　池本正明

酒井俊彦

田中　良　河嶋優輝

渡邉　峻　社本有弥

宮腰健司

高橋寿人

調査課長

主任専門員

調査研究専門員

調査研究主任

調査研究主事

調査研究嘱託員
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