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下
延
坂
遺
跡
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
ま
す

　
今
年
の
夏
は
本
当
に
暑
か
っ
た
で
す
。
九
月
に
な
っ
て
も
暑
さ
は
お
さ
ま
ら
ず
、

中
旬
で
も
最
高
気
温
が
三
十
五
度
を
超
え
て
、
統
計
開
始
以
来
の
も
っ
と
も
遅
い

猛
暑
日
を
記
録
し
た
よ
う
で
す
。
残
暑
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か
心
配
し
ま
し
た
が
、

十
月
も
半
ば
、
さ
す
が
に
秋
も
深
ま
り
肌
寒
さ
を
感
じ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
七
月
か
ら
九
月
上
旬
ま
で
調
査
を
し
て
お
り
ま
し
た
万ま
ん
ぜ瀬
遺
跡
の
発
掘

調
査
が
終
わ
り
、
現
在
、
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
に
調
査
が
終
了
し
た
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
、
万
瀬
遺
跡
と
同
様
に
、
道

路
の
真
下
を
調
査
し
ま
す
。
町
道
七
九
号
川
向
境
川
線
上
の
南
北
方
向
に
長
さ

四
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
調
査
区
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
設
楽
町
役
場
か
ら
、
国

道
二
五
七
号
お
よ
び
県
道
十
号
を
北
に
進
む
こ
と
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
境
川
を
挟

ん
だ
対
岸
に
下
延
坂
遺
跡
の
調
査
区
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
ま
で
に
土
坑

や
ピ
ッ
ト
な
ど
の
遺
構
や
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
・
弥や
よ
い生

時
代
の
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
か
ら
発
掘
調
査
を
続
け
て
い
ま
す
下
延
坂
遺
跡
の
詳
細

に
つ
い
て
は
本
紙
三
ペ
ー
ジ
下
段
に
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
下
延
坂
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
十
月
末
ご
ろ
に
終
わ
る
予
定
で
す
。
下
延
坂
遺
跡

の
終
了
後
は
、
根ね
み
ち
そ
と

道
外
遺
跡
へ
と
調
査
が
続
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
日
ご
と
に
秋

が
深
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
健
や
か
に
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
鬼き
と
う頭

　
剛
つ
よ
し
）　

い
る
箇
所
も
し
っ
か
り
と
紋
様
が
残
っ
て
お
り
、
鏡
の
左
端
に
は
藤
原
と
い
う
文
字
も
確
認
で

き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
鏡
に
は
藤
原
と
刻
ま
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
て
お
り
、
鏡
か
が
み

師し

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
藤
原
の
下
に
は
名
前
と
思
わ
れ
る
文
字
も
刻
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
土
が
厚
く
覆
っ
て
い
る
た
め
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
な
け
れ
ば
分
か
り
ま
せ
ん
。
名

前
が
わ
か
る
と
鏡
の
制
作
時
期
か
ら
墓
坑
の
年
代
を
推
定
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
後
は

無
事
に
保
存
処
理
を
完
了
さ
せ
、
良
い
状
態
で
皆
さ
ま
に
お
見
せ
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

荒あ
ら

木き 

徳な
る

人と)

出
土
銅
製
品
の
保
存
に
つ
い
て            

　

鉄て
つ

や
銅ど
う

な
ど
の
金き
ん

属ぞ
く

は
水
や
酸
素
に
よ
り
錆さ
び

が
発は
っ

生せ
い

し
ま
す
。
出
し
ゅ
つ

土ど

金き
ん

属ぞ
く

製せ
い

品ひ
ん

も
同ど
う

様よ
う

に
土

の
中
で
錆
が
徐じ
ょ

々じ
ょ

に
進
行
し
、
発
掘
さ
れ
て
か
ら
空
気
に
触ふ

れ
る
こ
と
で
錆
の
進
行
速
度
が
加か

速そ
く

し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
ま
ま
の
状
じ
ょ
う

態た
い

で
、
放ほ
う

置ち

す
る
と
錆
の
進
行
に
よ
っ
て
現
在
の
形け
い

状じ
ょ
うを

維い

持じ

で
き
な
く
な
り
、
遺
物
が
持
つ
情
じ
ょ
う

報ほ
う

も
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う

な
考
古
資
料
を
後こ
う

世せ
い

に
残
す
た
め
に
は
適
切
な
保
存
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
近き
ん

世せ
い

の
墓
坑(

６
０
０
６
Ｓ
Ｚ)

か
ら
銅
鏡
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
銅
鏡
の
取
り
上
げ
作
業
か
ら
保
存
処
理
前
の

事
前
調
査
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
の
調
査
区
は
山
か
ら
の
水
が
流
れ
込
み
や
す

い
立り
っ

地ち

で
あ
っ
た
た
め
、
墓
坑
内
の
土
は
か
な
り
水
を
含ふ
く

ん
だ
状
じ
ょ
う

態た
い

で
し
た
。
そ
の
た
め
、
す

ぐ
に
記
録
を
お
こ
な
い
、
遺
物
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
銅
鏡
は
厚あ
つ

さ
が
薄う
す

く
、
そ
の
ま
ま
取
り
上
げ
る
と
割わ

れ
て
し
ま
う
恐お
そ

れ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
土
ご

と
取
り
上
げ
て
室
内
で
土
を
除
去
し
て
い
く
方ほ
う

針し
ん

で
作
業
を
進
め
ま
し
た
。

　

土
に
は
水
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
早そ
う

急き
ゅ
うに
土
を
除じ
ょ

去き
ょ

す
る
作
業
に
取
り
掛か

か
り
ま

し
た
。
土
を
除
去
し
て
い
く
過か

程て
い

で
鏡
に
繊せ
ん

維い

が
付ふ

着ち
ゃ
くし
て
い
る
こ
と
が
判は
ん

明め
い

し
ま
し
た(

図

12)

。
こ
の
繊
維
も
重
要
な
考
古
資
料
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
慎
重
に
土
を
除
去
し
な
が

ら
鏡
と
繊
維
を
分ぶ
ん

離り

さ
せ
る
と
、鏡
に
は
紋も
ん

様よ
う

が
刻き
ざ

ま
れ
て
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た(

図
13)

。

し
か
し
、
表
面
に
は
ま
だ
土
も
残
っ
て
お
り
、
紋
様
が
綺き

麗れ
い

に
見
え
ま
せ
ん
。

　

銅
製
品
の
保
存
は
こ
れ
ら
の
土
を
除
去
し
、
錆
が
こ
れ
以
上
進
行
し
な
い
よ
う
薬
品
に
よ
る

安
定
化
処
理
を
し
、
合ご
う

成せ
い

樹じ
ゅ

脂し

を
含が
ん

浸し
ん

さ
せ
て
強
化
し
て
い
く
事
が
最
終
的
な
ゴ
ー
ル
と
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
遺
物
の
表
面
に
付
着
し
た
土
を
除
去
す

る
に
は
顕け
ん

微び

鏡き
ょ
うで
見
な
が
ら
筆ふ
で

や
竹た
け

串ぐ
し

な
ど
を
用も
ち

い
て
慎
重

に
除
去
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
土
の
下
に
隠

れ
た
紋
様
の
位
置
や
鏡
内
部
の
ひ
び
割
れ
な
ど
の
損
傷
状
態

を
除
去
す
る
前
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
鏡
の
Ｘ 

線
写
真
を
撮
影
し
、
土
で
覆
わ
れ
た
紋
様
や
内

部
状
態
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
小
さ
な
ひ
び
割
れ

を
確
認
す
る
事
を
で
き
ま
し
た
が
、
全
体
的
に
目
立
っ
た
損

傷
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た(

図
14)

。
ま
た
、
土
に
覆
わ
れ
て

図 12　鏡に付着した繊維

図 13　鏡の表面状態

図 14　鏡の X 線写真図１　下延坂遺跡全体図（赤太線が今年度調査区位置）

（S=1/1,500）
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万ま
ん
ぜ
い
せ
き

瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

七
月
の
中
旬
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
万
瀬
遺
跡
の
発
掘
調

査
が
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
今
年
度
の
調
査
結

果
の
概
要
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。
前
号(

設
楽
発
掘

通
信
№
81)
で
は
中
ち
ゅ
う

世せ
い

か
ら
近き
ん

世せ
い

の
遺い

構こ
う

群ぐ
ん

が
展て
ん

開か
い

す
る

上じ
ょ
う

面め
ん

の
調
査
途
中
の
状
況
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
調
査
で
墓ぼ

坑こ
う(
３
１
１
５
Ｓ
Ｚ)

が
新
た
に

一い
っ

基き

見
つ
か
り
ま
し
た(
図
２)
。
こ
の
墓
坑
は
調
査
区
の

東と
う

端た
ん

に
位
置
し
て
お
り
、
墓
坑
内
に
は
人じ
ん

骨こ
つ

、
煙き

管せ
る

、
鉄て
つ

製せ
い

品ひ
ん

、
陶
製
品
の
鬢び
ん

盥だ
ら
いが
見
つ
か
り
ま
し
た
。
鬢
盥
と
は

髪
を
整
え
る
際
に
使
わ
れ
た
鬢び
ん

水み
ず(

整せ
い

髪は
つ

料り
ょ
う)
を
入
れ
る

道
具
の
事
で
す
。
鬢
盥
に
に
つ
い
て
は
万
瀬
遺
跡
の
東
側

に
位
置
す
る
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
で
も
墓
坑
内
か

ら
見
つ
か
っ
て
お
り
、
設
楽
発
掘
通
信
№
80
で
ご
報
告
し

て
お
り
ま
す
。
人
骨
に
関
し
て
は
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
くな

状
態
で
し
た
が

四し

肢し

骨こ
つ

と
思
わ
れ
る
形
状
の
物
が
一
部
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

埋ま
い

葬そ
う

方ほ
う

法ほ
う

は
骨
に
焼
け
た
痕こ
ん

跡せ
き

が
見み

当あ

た
ら
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
土ど

葬そ
う

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
前
号
で
も
ご
報
告
し
ま
し
た
調
査
区
西さ
い

端た
ん

に
位

置
す
る
墓
坑(

３
０
１
８
Ｓ
Ｚ)

で
も
、
人
骨
や
歯
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
状
態
は
脆
弱
で
す
が
、
頭と
う

蓋が
い

骨こ
つ

の
形

状
が
認
識
で
き
る
程
度
に
残
っ
て
い
た
た
め
、
形
状
を
壊

さ
な
い
よ
う
慎し
ん

重ち
ょ
うに
掘く
っ

削さ
く

を
進
め
ま
し
た(

図
３)

。
こ

ち
ら
の
人
骨
も
状
態
か
ら
み
て
埋
葬
方
法
は
土
葬
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
以
前
に
ご
紹
介
し
ま

し
た
墓
坑
内
の
小
玉
は
最
終
的
に
80
個
以
上
確
認
さ
れ
、

大
き
さ
や
素そ

材ざ
い

が
異
な
る
も
の
も
見
つ
か
り
ま
し
た(

図

４)

。
素
材
に
つ
い
て
は
今
後
、
自し

然ぜ
ん

科か

学が
く

分ぶ
ん

析せ
き

に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

次
に
、
下か

面め
ん

の
調
査
結
果
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。
下
面
に
は
縄
文
時
代
早
期(

今
か
ら

約
一
万
年
前
頃)

の
重
要
な
遺
構
や
遺
物
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
２
０
１
９
年
度
に
実
施
し
た

万
瀬
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
19
Ｃ
区
で
竪た
て

穴あ
な

建た
て
も
の物

跡あ
と

が
計
５
基
重ち
ょ
う

複ふ
く

し
た
状
態
で
確
認
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
19
Ｃ
区
で
見
つ
か
っ
た
竪
穴
建
物
跡
は
今
年
度
の
調
査
区
と
の
境さ
か
いに

位
置
し
て

お
り
、
２
０
１
９
年
度
の
調
査
で
は
そ
の
全ぜ
ん

容よ
う

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
で
は
４
基
の
重
複
し
て
い
る
竪
穴
建
物
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た(

図
５)

。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
１
棟
、

竪
穴
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、

こ
の
あ
た
り
で
当
時
の
人
々
が
居

住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た(

図
６)

。

　

今
回
の
調
査
区
で
は
煙え
ん

道ど
う

付つ
き

炉ろ

穴あ
な

も
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す(

図

７)

。
炉
穴
に
は
押お
し

型が
た

文も
ん

土ど

器き

や
撚よ
り

糸い
と

文も
ん

土ど

器き

の
土
器
片
、
石
器
が
確

認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
炉
穴
内
を

掘
削
し
て
い
く
と
底
部
の
土
が
二

層
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

異
な
る
時
期
に
何
度
も
使
用
し
て

い
た
こ
と
で
こ
の
よ
う
に
土
が
堆

積
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
今
回
、
煙
道
付
炉
穴
か
ら

出
土
し
た
土
器
片
に
は
煤
が
付
着

し
て
い
ま
し
た
。
煤す
す

は
自
然
科
学

分
析
に
よ
っ
て
年
代
を
測
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
試
料
と
な

り
ま
す
。
今
後
は
年
代
測
定
に
よ
っ

て
炉
穴
の
使
用
時
期
を
明
ら
か
に

で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

(

荒あ
ら

木き

徳な
る

人と)

図 2　墓坑内の状況 (3115SZ)

図 7　煙道付炉穴と土器の出土状況 図 6　1 棟検出した竪穴建物跡

図 3　墓坑内の掘削の様子 (3018SZ)図 4　墓坑 (3018SZ) から出土した小玉

図 5　重複した竪穴建物跡

煙え
ん
ど
う
つ
き

道
付
炉ろ

あ
な穴
に
つ
い
て

　

炉
穴
と
呼
ば
れ
る
遺
構
は
、
縄
文
時
代
草
創
期
末
か
ら
早
期
に
か
け
て
、
し
ば
し
ば
見
つ
か

る
遺
構
で
す
。
深
い
土
坑
を
掘
っ
て
、
そ
の
隣
接
し
た
場
所
に
さ
ら
に
斜
め
か
ら
や
や
小
型
の

坑
を
掘
っ
て
ト
ン
ネ
ル
状
に
つ
な
げ
た
も
の
が
代
表
的
で
、
こ
の
よ
う
な
炉
穴
は
煙
道
付
炉
穴

（
も
し
く
は
連れ
ん
け
つ結

土ど
こ
う坑

）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
構
は
、
や
や
傾
斜
の
あ
る
場
所
に
設

け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
大
き
い
坑
が
火
床
で
、
や
や
小
さ
い
坑
か
ら
煙
を
出
す
構
造
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
８
・９
）。

　

今
回
の
万
瀬
遺
跡
の
調
査
事
例
の
よ
う
に
、
修
繕
な
ど
を
し
な
が
ら
何
度
も
使
用
す
る
場
合

が
多
い
一
方
、
群
の
よ
う
に
見
つ
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
万
瀬
遺
跡
で
は
本
例
で
四
基
目
、

大お
お
ぐ
り栗

遺
跡
で
は
四
基
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
近
隣
の
遺
跡
で
見
る
と
、
豊と
よ
た
し

田
市
の
水み
ず
い
り入

遺
跡

で
二
十
基
ほ
ど
、
豊と
よ
は
し
し

橋
市
の
眼め
が
ね
し
も
い
け
き
た

鏡
下
池
北
遺
跡
で
四
十
基
ほ
ど
、
静し
ず
お
か
け
ん
は
ま
き
た

岡
県
浜
北
市
の
中
な
か
ど
お
り通

遺
跡

や
三み
え
け
ん
よ
っ
か
い
ち

重
県
四
日
市
市
の
中な
か
の
や
ま

野
山
遺
跡
で
は
百
基
以
上
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

炉
穴
は
竪
穴
建
物
の
外
に
設
け
ら
れ
る
屋
外
炉
で
し
た
。
肉
や
魚
な
ど
の
食
糧
を
燻く
ん
せ
い製
に
す

る
た
め
の
も
の
と
か
、
小
さ
い
坑
の
方
に
尖せ
ん
て
い
ど
き

底
土
器
を
据
え
て
煮
炊
き
す
る
た
め
に
使
用
し
た

な
ど
の
説
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
食
糧
調
理
に
必
要
な
施
設
で

あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。（
川か
わ
ぞ
え添

和か
ず
あ
き暁

）

下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

今
年
度
の
下
延
坂
遺
跡
は
、
町
道
部
分
の
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
の
状
況
と
調
査

の
都
合
上
、
Aa
区
・
Ab
区
・
Ac
区
・
Ba
区
・
Bb
区
の
五
調
査
区
に
分
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
（
一

頁
の
図
１
）。
こ
れ
ま
で
に
、
Aa
区
・
Ab
区
・
Ba
区
・
Bb
区
の
調
査
が
完
了
し
ま
し
た
。

　

Aa
区
で
は
、
図
10
の
よ
う
に
大
き
く
四
層
の
堆
積
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
耕
作
土
は
近
世
以

降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
細
片
化
し
た
弥
生
土
器
片
や
剝
片
な
ど
の
石
器
が
出
土
し
ま

し
た
。
そ
の
下
層
に
は
土
石
流
な
ど
の
堆
積
層
が
最
大
一
メ
ー
ト
ル
も
の
厚
さ
で
堆
積
し
て
い

ま
し
た
。
こ
の
層
に
け
削
ら
れ
た
た
め
か
、
地
山
の
上
面
で
は
、
遺
構
・
遺
物
は
確
認
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
Ab
区
で
は
道
路
造
成
土
の
下
か
ら
近
世
以
降
の
耕
作
土
の
堆
積
を
確
認
し
て
い

ま
す
。
そ
の
下
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
で
地
山
に
達
し
ま
す
が
、
そ
の
上
に
堆
積
し
た
黒
色
土
か

ら
は
石
器
（
剝
片
）
が
出
土
し
ま
し
た
。
21
Ｃ
区
で
確
認
さ
れ
た
縄
文
時
代
早
期
後
半
の
包
含

層
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
Ba
区
・
Bb
区
で
も
道
路
造
成
土
の
下
か
ら
近
世
以
降
の
耕

作
土
が
確
認
さ
れ
、
Ba
区
で
は
細
片
化
さ
れ
た
縄
文
土
器
片
や
剝
片
な
ど
の
石
器
が
ま
と
ま
っ

て
出
土
し
ま
し
た
。
そ
の
下
は
斜
面
上
方
か
ら
の
沢
の
堆
積
が
累
重
し
て
い
ま
し
た
（
図
11
）。

　

現
在
、
最
も
保
存
状
況
の
良
好
な
Ac
区
の
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
に
つ
い
て

は
、
次
号
で
ご
紹
介
致
し
ま
す
。（
川か
わ
ぞ
え添

和か
ず
あ
き暁

）
図 10　下延坂遺跡 23Aa 区北壁土層断面

図 11　下延坂遺跡 23Bb 区全景（北東より）

図９　大栗遺跡の煙道付炉穴（上）とその模式図（下）

図８　万瀬遺跡 19A 区で調査された煙道付炉穴
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下
延
坂
遺
跡
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
ま
す

　
今
年
の
夏
は
本
当
に
暑
か
っ
た
で
す
。
九
月
に
な
っ
て
も
暑
さ
は
お
さ
ま
ら
ず
、

中
旬
で
も
最
高
気
温
が
三
十
五
度
を
超
え
て
、
統
計
開
始
以
来
の
も
っ
と
も
遅
い

猛
暑
日
を
記
録
し
た
よ
う
で
す
。
残
暑
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か
心
配
し
ま
し
た
が
、

十
月
も
半
ば
、
さ
す
が
に
秋
も
深
ま
り
肌
寒
さ
を
感
じ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
七
月
か
ら
九
月
上
旬
ま
で
調
査
を
し
て
お
り
ま
し
た
万ま
ん
ぜ瀬
遺
跡
の
発
掘

調
査
が
終
わ
り
、
現
在
、
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
に
調
査
が
終
了
し
た
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
、
万
瀬
遺
跡
と
同
様
に
、
道

路
の
真
下
を
調
査
し
ま
す
。
町
道
七
九
号
川
向
境
川
線
上
の
南
北
方
向
に
長
さ

四
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
調
査
区
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
設
楽
町
役
場
か
ら
、
国

道
二
五
七
号
お
よ
び
県
道
十
号
を
北
に
進
む
こ
と
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
境
川
を
挟

ん
だ
対
岸
に
下
延
坂
遺
跡
の
調
査
区
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
ま
で
に
土
坑

や
ピ
ッ
ト
な
ど
の
遺
構
や
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
・
弥や
よ
い生

時
代
の
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
か
ら
発
掘
調
査
を
続
け
て
い
ま
す
下
延
坂
遺
跡
の
詳
細

に
つ
い
て
は
本
紙
三
ペ
ー
ジ
下
段
に
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
下
延
坂
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
十
月
末
ご
ろ
に
終
わ
る
予
定
で
す
。
下
延
坂
遺
跡

の
終
了
後
は
、
根ね
み
ち
そ
と

道
外
遺
跡
へ
と
調
査
が
続
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
日
ご
と
に
秋

が
深
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
健
や
か
に
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
鬼き
と
う頭

　
剛
つ
よ
し
）　

い
る
箇
所
も
し
っ
か
り
と
紋
様
が
残
っ
て
お
り
、
鏡
の
左
端
に
は
藤
原
と
い
う
文
字
も
確
認
で

き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
鏡
に
は
藤
原
と
刻
ま
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
て
お
り
、
鏡
か
が
み

師し

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
藤
原
の
下
に
は
名
前
と
思
わ
れ
る
文
字
も
刻
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
土
が
厚
く
覆
っ
て
い
る
た
め
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
な
け
れ
ば
分
か
り
ま
せ
ん
。
名

前
が
わ
か
る
と
鏡
の
制
作
時
期
か
ら
墓
坑
の
年
代
を
推
定
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
後
は

無
事
に
保
存
処
理
を
完
了
さ
せ
、
良
い
状
態
で
皆
さ
ま
に
お
見
せ
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

荒あ
ら

木き 

徳な
る

人と)

出
土
銅
製
品
の
保
存
に
つ
い
て            

　

鉄て
つ

や
銅ど
う

な
ど
の
金き
ん

属ぞ
く

は
水
や
酸
素
に
よ
り
錆さ
び

が
発は
っ

生せ
い

し
ま
す
。
出
し
ゅ
つ

土ど

金き
ん

属ぞ
く

製せ
い

品ひ
ん

も
同ど
う

様よ
う

に
土

の
中
で
錆
が
徐じ
ょ

々じ
ょ

に
進
行
し
、
発
掘
さ
れ
て
か
ら
空
気
に
触ふ

れ
る
こ
と
で
錆
の
進
行
速
度
が
加か

速そ
く

し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
ま
ま
の
状
じ
ょ
う

態た
い

で
、
放ほ
う

置ち

す
る
と
錆
の
進
行
に
よ
っ
て
現
在
の
形け
い

状じ
ょ
うを

維い

持じ

で
き
な
く
な
り
、
遺
物
が
持
つ
情
じ
ょ
う

報ほ
う

も
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う

な
考
古
資
料
を
後こ
う

世せ
い

に
残
す
た
め
に
は
適
切
な
保
存
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
近き
ん

世せ
い

の
墓
坑(

６
０
０
６
Ｓ
Ｚ)

か
ら
銅
鏡
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
銅
鏡
の
取
り
上
げ
作
業
か
ら
保
存
処
理
前
の

事
前
調
査
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
の
調
査
区
は
山
か
ら
の
水
が
流
れ
込
み
や
す

い
立り
っ

地ち

で
あ
っ
た
た
め
、
墓
坑
内
の
土
は
か
な
り
水
を
含ふ
く

ん
だ
状
じ
ょ
う

態た
い

で
し
た
。
そ
の
た
め
、
す

ぐ
に
記
録
を
お
こ
な
い
、
遺
物
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
銅
鏡
は
厚あ
つ

さ
が
薄う
す

く
、
そ
の
ま
ま
取
り
上
げ
る
と
割わ

れ
て
し
ま
う
恐お
そ

れ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
土
ご

と
取
り
上
げ
て
室
内
で
土
を
除
去
し
て
い
く
方ほ
う

針し
ん

で
作
業
を
進
め
ま
し
た
。

　

土
に
は
水
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
早そ
う

急き
ゅ
うに
土
を
除じ
ょ

去き
ょ

す
る
作
業
に
取
り
掛か

か
り
ま

し
た
。
土
を
除
去
し
て
い
く
過か

程て
い

で
鏡
に
繊せ
ん

維い

が
付ふ

着ち
ゃ
くし
て
い
る
こ
と
が
判は
ん

明め
い

し
ま
し
た(

図

12)

。
こ
の
繊
維
も
重
要
な
考
古
資
料
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
慎
重
に
土
を
除
去
し
な
が

ら
鏡
と
繊
維
を
分ぶ
ん

離り

さ
せ
る
と
、鏡
に
は
紋も
ん

様よ
う

が
刻き
ざ

ま
れ
て
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た(

図
13)

。

し
か
し
、
表
面
に
は
ま
だ
土
も
残
っ
て
お
り
、
紋
様
が
綺き

麗れ
い

に
見
え
ま
せ
ん
。

　

銅
製
品
の
保
存
は
こ
れ
ら
の
土
を
除
去
し
、
錆
が
こ
れ
以
上
進
行
し
な
い
よ
う
薬
品
に
よ
る

安
定
化
処
理
を
し
、
合ご
う

成せ
い

樹じ
ゅ

脂し

を
含が
ん

浸し
ん

さ
せ
て
強
化
し
て
い
く
事
が
最
終
的
な
ゴ
ー
ル
と
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
遺
物
の
表
面
に
付
着
し
た
土
を
除
去
す

る
に
は
顕け
ん

微び

鏡き
ょ
うで
見
な
が
ら
筆ふ
で

や
竹た
け

串ぐ
し

な
ど
を
用も
ち

い
て
慎
重

に
除
去
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
土
の
下
に
隠

れ
た
紋
様
の
位
置
や
鏡
内
部
の
ひ
び
割
れ
な
ど
の
損
傷
状
態

を
除
去
す
る
前
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
鏡
の
Ｘ 

線
写
真
を
撮
影
し
、
土
で
覆
わ
れ
た
紋
様
や
内

部
状
態
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
小
さ
な
ひ
び
割
れ

を
確
認
す
る
事
を
で
き
ま
し
た
が
、
全
体
的
に
目
立
っ
た
損

傷
は
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て

図 12　鏡に付着した繊維

図 13　鏡の表面状態

図 14　鏡の X 線写真図１　下延坂遺跡全体図（赤太線が今年度調査区位置）

（S=1/1,500）
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