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秋
の
埋
蔵
文
化
財
展
　
終
了
し
ま
し
た

　

八
月
三
一
日
（
水
）
か
ら
九
月
二
七
日
ま
で
、
奥
三
河
郷
土
館
に
て
開
催
し
ま

し
た
秋
の
埋
蔵
文
化
財
展
「
悠
久
の
記
憶
」
は
入
場
者
二
、四
一
八
名
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
、
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
、
設
楽
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
連
す
る
発
掘
調
査
の
成
果
を
中

心
に
紹
介
し
ま
し
た
。
通
常
の
展
覧
会
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
に
見
学
し
て
い

た
だ
き
ま
す
が
、
今
回
は
一
部
の
展
示
品
を
露
出
展
示
で
お
こ
な
い
、
間
近
で
じ
っ

く
り
観
察
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
見
学
者
の
方
に
は
、
手
で
触
れ

た
く
な
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
い
つ
か
触
れ
る
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

開
催
期
間
中
に
四
日
間
（
午
前
と
午
後
の
二
回
）
の
展
示
説
明
会
を
行
い
ま
し

た
。
毎
回
、
多
く
の
参
加
者
の
方
を
ご
案
内
い
た
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
最
終
回

九
月
二
四
日
（
土
）
の
午
前
は
、
四
〇
名
を
超
え
る
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
毎
回
、

説
明
を
終
了
し
た
あ
と
、
参
加
者
か
ら
多
く
の
質
問
を
い
た
だ
き
、
皆
様
の
埋
蔵

文
化
財
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
参
加
者
の
中
に
は
、
遺

跡
の
調
査
し
た
場
所
に
両
親
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
、
あ
る
い
は
ご
自
身
が
お
住

ま
い
だ
っ
た
方
、
群
馬
県
や
神
奈
川
県
な
ど
遠
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
展
示
を
見
学
に

来
て
い
た
だ
い
た
方
も
み
え
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
、
発
掘
調
査
が
終
了
し
、
発
掘
調
査
報
告
書
を
刊
行
し
た
出

土
品
を
中
心
に
紹
介
し
ま
し
た
。
現
在
発
掘
調
査
中
の
遺
跡
、
未
整
理
未
報
告
の

遺
跡
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
公
開
し
て
い
な
い
出
土
品
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
今
後
、

遺
跡
説
明
会
、
発
掘
成
果
報
告
会
に
加
え
て
今
回
の
よ
う
に
展
覧
会
も
計
画
し
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。（
永
井
宏
幸
）

図１　展示説明会の様子（８月 31 日）

石
囲
炉
の
廃
絶
儀
礼

　

縄
文
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
は
建
物
を
廃
棄
す
る
際
に
そ
の
建
物
を
わ
ざ
と
燃
や
し

た
り
、
石
を
敷
き
詰
め
て
配
置
し
た
集
石
遺
構
を
建
物
の
上
に
作
っ
た
り
す
る
儀
礼

的
な
行
為
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼
的
行
為
は
建
物
だ
け
で
な

く
、
建
物
に
伴
う
石
囲
炉
に
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
が
行
な
っ
て
き
た
設
楽
ダ
ム
関
連
発
掘
調
査
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
石
囲
炉
の

廃
絶
儀
礼
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

設
楽
町
の
縄
文
時
代
遺
跡
で
は
石
囲
炉
の
廃
絶
儀
礼
は
中
期
後
半
（
五
０
０
０
年

前
）
か
ら
多
く
確
認
さ
れ
ま
す
。
一
番
例
が
多
い
の
は
図
１
１
の
よ
う
な
、
石
囲
炉

を
構
築
す
る
炉
石
の
一
部
を
抜
く
行
為
で
す
。
炉
石
を
抜
く
際
は
全
て
の
石
を
抜
く

よ
り
、
全
体
の
半
分
か
ら
三
分
の
一
程
の
石
を
抜
く
行
為
が
多
い
よ
う
で
す
。
次
に

多
い
の
が
図
１
２
の
よ
う
に
炉
の
中
に
壊
れ
た
土
器
片
を
敷
き
詰
め
る
行
為
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
土
器
片
は
火
に
か
け
て
焼
け
た
よ
う
な
痕
跡
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、

炉
を
廃
棄
し
た
後
に
意
図
的
に
炉
の
中
に
敷
き
詰
め
て
埋
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
設
楽
町
で
は
例
は
少
な
い
で
す
が
、
図
１
３
の
よ
う
に
炉
石
に

意
図
的
に
ひ
び
を
入
れ
割
る
炉
石
の
破
壊
行
為
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代

後
期
（
四
０
０
０
年
前
）
に
な
る
と
、
新
た
に
石
棒
を
用
い
た
廃
絶
儀
礼
が
加
わ
り

ま
す
。
図
１
４
は
石
囲
炉
の
脇
に
立
位
で
埋
め
ら
れ
て
い
た
石
棒
で
す
。
熱
を
加
え

破
壊
し
た
石
棒
を
廃
棄
し
た
炉
穴
の
脇
に
、
廃
棄
し
た
炉
穴
の
脇
に
意
図
的
に
埋
め

ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
儀
礼
的
な
行
為
は
何
の
為
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
、
残
念
な
が
ら

は
っ
き
り
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
か
ら
後
期
に
か
け
て
大
き

く
増
加
す
る
傾
向
は
設
楽
町
だ
け
で
な
く
、
関
東
や
東
北
な
ど
の
多
く
の
縄
文
時
代

遺
跡
に
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
集
落
が
大
規
模
な
集
落
か
ら
小
規
模
な

集
落
に
移
り
変
わ
る
時
期
で
も
あ
り
、
集
落
全
体
で
行
っ
て
い
た
祭
祀
が
、
各
家
で

規
模
を
縮
小
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。（
渡
邉　

峻
）

図 13 炉石の破壊【下延坂遺跡】 図 11 炉石の抜取り【胡桃窪遺跡】

図 14 炉石に石棒　　　　　　　
【笹平遺跡】

図 12 炉に土器敷　　　　　　　
【上ヲロウ・下ヲロウ遺跡遺跡】



0 10m

縄文時代早期

縄文時代中期

縄文時代後期 0 20m

22A 区

22B 区

昨年度調査区

水田 水路 集石遺構

調査区位置図

23

設楽発掘通信 No.74設楽発掘通信 No.74

図６　22B 区全体図

大
崎
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

大
崎
遺
跡
の
調
査
は
終
了
し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
が
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
調
査
区
ご
と
に
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

２
２
Ａ
区
で
は
、
集
石
遺
構(

図
２
赤
塗)

、
水
田
関
連
遺
構
（
図
２
緑
塗
と
青
塗
）、
縄

文
時
代
早
期
の
遺
構
群
（
図
２
赤
線
）
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
集
石
遺
構
は
平
面
形
が
約
一
〇
ｍ
四
方
の
方
形
を
呈
し
、
石
を
積
む
行
為
は
数
回
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
（
図
２
の
①
）。
遺
構
の
下
部
か
ら
中
世
の
遺
物
が
出
土
し

た
こ
と
か
ら
中
世
よ
り
新
し
い
時
代
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
昨
年
度
の
調
査
を
し
た

小
型
の
集
石
遺
構
と
セ
ッ
ト
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
遺
構
の
例
と
し
て
中
世
の

民
間
信
仰
の
「
十
三
塚
」
が
相
当
し
、
豊
田
市
足
助
町
に
類
例
が
あ
り
ま
す
。
大
崎
遺
跡
で

見
つ
か
っ
て
い
る
集
石
遺
構
も
こ
の
「
十
三
塚
」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

水
田
関
連
遺
構
は
、
一
辺
三
〜
四
ｍ
ほ
ど
を
主
体
と
す
る
小
区
画
水
田
と
流
路
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
し
た
（
図
２
の
②
）。
流
路
は
北
側
か
ら
一
条
、
東
側
か
ら
一
条
の
計
２
条
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
北
側
か
ら
の
水
路
は
昨
年
度
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
水
路
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
し
た
。
水
田
関
連
遺
構
か
ら
は
、
縄
文
時
代
・
弥
生
時
代
・
古
代
・
中
世
と
い
っ

た
よ
う
に
幅
広
い
時
代
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
中
世
の
遺
物
と
し
て
は
山
茶
碗
と
伊
勢

型
鍋
を
中
心
と
し
て
古
瀬
戸
や
常
滑
の
陶
器
片
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
水
田
が
使
わ
れ
て
い
た

頃
の
遺
物
と
思
わ
れ
ま
す
。
縄
文
時
代
中
期
〜
弥
生
時
代
前
期
ご
ろ
ま
で
の
遺
物
は
、
水
田

関
連
遺
構
の
下
層
に
（
あ
る
い
は
前
に
）
あ
っ
た
縄
文
か
ら
弥
生
時
代
の
遺
構
や
遺
物
包
含

層
が
壊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
早
期
の
遺
構
群
は
、
調
査

区
東
側
の
斜
面
地
で
複
数
の
土
坑
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
同
一
等
高
線
上
に
あ
る
様
で
、
陥お
と

し
穴
な
ど
の
遺
構
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
他
の
落
ち
込
み
か
ら
は
、

早
期
後
半
の
土
器
（
図
２
の
③
）
と
剥
片
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

２
２
Ｂ
区
で
は
、
昨
年
度
検
出
さ
れ
た
調
査
区
南
部
の
上
層
に
④
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後

期
の
遺
構
群
、
調
査
区
東
部
の
上
層
に
⑤
縄
文
時
代
後
期
の
遺
構
群
の
補
足
調
査
と
、
さ
ら

に
新
た
に
下
層
遺
構
と
し
て
⑥
縄
文
時
代
早
期
の
遺
構
群
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
上
層
の
縄
文
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
遺
構
群
は
、
調
査
区
の
南
部
に
縄
文
時
代
中

図２　22 Ａ区全体図

図３ 　①集石遺構（南東から）

図４　②水田関連遺構（南から）

図５　③縄文時代早期の土器

期
、
北
東
部
に
縄
文
時
代
後
期
と
い
う
よ
う
に
遺
構
の
展
開
す
る
場
所
が
異
な
っ
て
い
ま
し

た
。
縄
文
時
代
中
期
の
遺
構
群
は
、
残
り
の
二
棟
の
重
複
を
含
め
四
棟
の
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
う
ち
二
棟
は
残
存
状
態
が
悪
く
、
半
分
が
失
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
重
複
し
て
い
た
竪
穴

建
物
跡
は
綺
麗
に
残
っ
て
お
り
、
上
の
竪
穴
建
物
跡
で
は
石
囲
炉
と
思
わ
れ
る
炉
跡
が
、
下

の
竪
穴
建
物
跡
で
は
複
数
の
柱
穴
と
壁
溝
と
思
わ
れ
る
溝
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
出
土
遺

物
は
縄
文
時
代
中
期
後
半
ご
ろ
の
土
器
片
と
石
器
類
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
後

期
の
遺
構
は
調
査
区
の
東
部
に
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
は
計
七
基

で
、
特
に
調
査
区
中
央
付
近
の
竪
穴
建
物
跡
は
四
基
の
竪
穴
建
物
跡
が
重
な
り
合
っ
て
い
ま

し
た
。
図
６
の
⑤
緑
線
で
示
し
た
竪
穴
建
物
跡
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
竪
穴
建
物

跡
は
平
面
形
は
角
丸
の
正
方
形
（
図
８
の
白
線
）
を
呈
し
て
お
り
、壁
柱
列
（
図
８
の
橙
線
）

と
石
囲
炉
（
図
８
の
赤
線
）
を
確
認
し
ま
し
た
。
出
土
遺
物
と
し
て
は
、
後
期
中
葉
の
土
器

片
（
図
９
）
や
石
器
類
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
縄
文
時
代
早
期
の
遺
構
群
は
、
竪
穴
建
物
跡
一
基
と
煙
道
付
炉
穴
一
基
を
確
認
し
て

い
ま
す
（
図
６
の
⑥
）。
竪
穴
建
物
跡
は
約
四
ｍ
四
方
の
方
形
を
呈
し
て
お
り
、
南
東
側
の

壁
面
は
失
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
壁
に
沿
う
よ
う
に
柱
を
立
て
る
壁
柱
列
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
竪
穴
建
物
跡
に
重
な
る
様
に
煙
道
付
炉
穴
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
図
１
０
）。

煙
道
付
炉
穴
は
昨
年
度
の
調
査
に
続
き
二
基
目
と
な
り
ま
す
。
昨
年
度
の
調
査
で
は
縄
文
時

代
早
期
の
遺
物
の
出
土
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
年
度
調
査
で
は
遺
物
が
ま

③

①

②

⑥

④

⑤

図７ 　④縄文時代中期の竪穴建物跡

図８ 　⑤縄文時代後期の竪穴建物跡

図 10 　⑥縄文時代早期の竪穴建物跡（白線）と

　　　　　　　　煙道付炉穴（赤線）

図９　⑤縄文時代後期の竪穴建物出土の土器

と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
ま
す
。　

(

社
本
有
弥)
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秋
の
埋
蔵
文
化
財
展
　
終
了
し
ま
し
た

　

八
月
三
一
日
（
水
）
か
ら
九
月
二
七
日
ま
で
、
奥
三
河
郷
土
館
に
て
開
催
し
ま

し
た
秋
の
埋
蔵
文
化
財
展
「
悠
久
の
記
憶
」
は
入
場
者
二
、四
一
八
名
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
、
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
、
設
楽
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
連
す
る
発
掘
調
査
の
成
果
を
中

心
に
紹
介
し
ま
し
た
。
通
常
の
展
覧
会
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
に
見
学
し
て
い

た
だ
き
ま
す
が
、
今
回
は
一
部
の
展
示
品
を
露
出
展
示
で
お
こ
な
い
、
間
近
で
じ
っ

く
り
観
察
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
見
学
者
の
方
に
は
、
手
で
触
れ

た
く
な
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
い
つ
か
触
れ
る
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

開
催
期
間
中
に
四
日
間
（
午
前
と
午
後
の
二
回
）
の
展
示
説
明
会
を
行
い
ま
し

た
。
毎
回
、
多
く
の
参
加
者
の
方
を
ご
案
内
い
た
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
最
終
回

九
月
二
四
日
（
土
）
の
午
前
は
、
四
〇
名
を
超
え
る
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
毎
回
、

説
明
を
終
了
し
た
あ
と
、
参
加
者
か
ら
多
く
の
質
問
を
い
た
だ
き
、
皆
様
の
埋
蔵

文
化
財
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
参
加
者
の
中
に
は
、
遺

跡
の
調
査
し
た
場
所
に
両
親
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
、
あ
る
い
は
ご
自
身
が
お
住

ま
い
だ
っ
た
方
、
群
馬
県
や
神
奈
川
県
な
ど
遠
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
展
示
を
見
学
に

来
て
い
た
だ
い
た
方
も
み
え
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
、
発
掘
調
査
が
終
了
し
、
発
掘
調
査
報
告
書
を
刊
行
し
た
出

土
品
を
中
心
に
紹
介
し
ま
し
た
。
現
在
発
掘
調
査
中
の
遺
跡
、
未
整
理
未
報
告
の

遺
跡
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
公
開
し
て
い
な
い
出
土
品
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
今
後
、

遺
跡
説
明
会
、
発
掘
成
果
報
告
会
に
加
え
て
今
回
の
よ
う
に
展
覧
会
も
計
画
し
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。（
永
井
宏
幸
）

図１　展示説明会の様子（８月 31 日）

石
囲
炉
の
廃
絶
儀
礼

　

縄
文
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
は
建
物
を
廃
棄
す
る
際
に
そ
の
建
物
を
わ
ざ
と
燃
や
し

た
り
、
石
を
敷
き
詰
め
て
配
置
し
た
集
石
遺
構
を
建
物
の
上
に
作
っ
た
り
す
る
儀
礼

的
な
行
為
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼
的
行
為
は
建
物
だ
け
で
な

く
、
建
物
に
伴
う
石
囲
炉
に
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
が
行
な
っ
て
き
た
設
楽
ダ
ム
関
連
発
掘
調
査
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
石
囲
炉
の

廃
絶
儀
礼
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

設
楽
町
の
縄
文
時
代
遺
跡
で
は
石
囲
炉
の
廃
絶
儀
礼
は
中
期
後
半
（
五
０
０
０
年

前
）
か
ら
多
く
確
認
さ
れ
ま
す
。
一
番
例
が
多
い
の
は
図
１
１
の
よ
う
な
、
石
囲
炉

を
構
築
す
る
炉
石
の
一
部
を
抜
く
行
為
で
す
。
炉
石
を
抜
く
際
は
全
て
の
石
を
抜
く

よ
り
、
全
体
の
半
分
か
ら
三
分
の
一
程
の
石
を
抜
く
行
為
が
多
い
よ
う
で
す
。
次
に

多
い
の
が
図
１
２
の
よ
う
に
炉
の
中
に
壊
れ
た
土
器
片
を
敷
き
詰
め
る
行
為
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
土
器
片
は
火
に
か
け
て
焼
け
た
よ
う
な
痕
跡
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、

炉
を
廃
棄
し
た
後
に
意
図
的
に
炉
の
中
に
敷
き
詰
め
て
埋
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
設
楽
町
で
は
例
は
少
な
い
で
す
が
、
図
１
３
の
よ
う
に
炉
石
に

意
図
的
に
ひ
び
を
入
れ
割
る
炉
石
の
破
壊
行
為
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代

後
期
（
四
０
０
０
年
前
）
に
な
る
と
、
新
た
に
石
棒
を
用
い
た
廃
絶
儀
礼
が
加
わ
り

ま
す
。
図
１
４
は
石
囲
炉
の
脇
に
立
位
で
埋
め
ら
れ
て
い
た
石
棒
で
す
。
熱
を
加
え

破
壊
し
た
石
棒
を
廃
棄
し
た
炉
穴
の
脇
に
、
廃
棄
し
た
炉
穴
の
脇
に
意
図
的
に
埋
め

ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
儀
礼
的
な
行
為
は
何
の
為
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
、
残
念
な
が
ら

は
っ
き
り
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
か
ら
後
期
に
か
け
て
大
き

く
増
加
す
る
傾
向
は
設
楽
町
だ
け
で
な
く
、
関
東
や
東
北
な
ど
の
多
く
の
縄
文
時
代

遺
跡
に
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
集
落
が
大
規
模
な
集
落
か
ら
小
規
模
な

集
落
に
移
り
変
わ
る
時
期
で
も
あ
り
、
集
落
全
体
で
行
っ
て
い
た
祭
祀
が
、
各
家
で

規
模
を
縮
小
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。（
渡
邉　

峻
）

図 13 炉石の破壊【下延坂遺跡】 図 11 炉石の抜取り【胡桃窪遺跡】

図 14 炉石に石棒　　　　　　　
【笹平遺跡】

図 12 炉に土器敷　　　　　　　
【上ヲロウ・下ヲロウ遺跡遺跡】




