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笹
平
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
し
た
。

　

さ
る
八
月
八
日
の
土
曜
日
に
、
笹
さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
当
日
は
酷
暑
の
な
か
、
七
十
九
名
も
の
方
々
の
ご
参
加
が
あ
り
、

縄じ
ょ
う
も
ん文
時じ
だ
い
ち
ゅ
う
き
ま
つ

代
中
期
末
か
ら
後こ
う
き期
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡あ
と

の
ほ
か
、
人
の
か
た
ち
を
模

し
た
岩が
ん

版ば
ん

と
よ
ば
れ
る
石せ
き
せ
い
ひ
ん

製
品
や
石せ
き
ぼ
う棒
、
石せ
っ
か
ん冠
な
ど
多
数
の
遺い
ぶ
つ物
を
ご
覧

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
笹
平
遺
跡
で
は
調
査
の
終
盤
に
も
う
一

度
、
地
元
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　

お
盆
明
け
か
ら
は
八
橋
地
区
に
あ
る
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
調
査
が
始
ま
り
ま
し

た
。
八
月
中
の
作
業
は
調
査
区
を
囲
む
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
と
重
機
に
よ
る

表
土
は
ぎ
で
、
大お
お

栗ぐ
り

遺
跡
の
調
査
が
終
わ
る
九
月
中
旬
ご
ろ
か
ら
作
業
員

さ
ん
が
入
っ
て
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
と
な
る
予
定
で
す
。

　

本
年
度
の
調
査
区
の
す
ぐ
東
側
に
は
、
か
つ
て
の
伊い

な那
街か
い
ど
う道

が
田
ん
ぼ

の
あ
ぜ
道
と
し
て
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
試
掘
調
査
で

は
縄
文
時
代
の
遺い
こ
う構
・
遺
物
を
多
数
確
認
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
発
掘

調
査
へ
の
期
待
を
抱
か
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
十
月
下
旬
か
十
一
月
上
旬
ご
ろ
に
は
地
元
説
明
会
を

開
催
す
る
予
定
で
す
。
日
程
が
決
ま
り
次
第
、
ま
た
こ
の
『
設
楽
発
掘
通

信
』
に
て
ご
案
内
致
し
ま
す
の
で
、
地
元
の
皆
様
方
に
は
ご
参
集
の
ほ
ど
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

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

樋ひ
が
み上　

昇
の
ぼ
る

）

写真 1　笹平遺跡 地元説明会の様子

写真 2　滝瀬遺跡の様子

（上：南からの遠景、

 下：近代以降の耕作土を

剥いでいるところ）

　

地
元
説
明
会
の
舞
台
裏

　

七
月
の
川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
、
八
月
の
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
の
地
元
説
明
会
で
は
、
た
く
さ
ん
の
方
々

に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
地
元
説
明
会
の
開
催
に

向
け
て
の
舞
台
裏
を
紹
介
し
ま
す
。

　

地
元
説
明
会
の
最
も
重
要
な
目
的
は
、
遺
跡
の
立
地
す
る
地
元
の
方
々
に
調
査
の
成
果
を

見
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
、
遺
跡
調
査
の
学
術
的
な
報
告
の
場
で
も
あ
る
た
め

様
々
な
事
前
の
準
備
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
実
施
し
た
地
元
説
明
会
の
準
備
作
業
を
も

と
に
説
明
し
ま
す
。

　
写
真
12
　
遺い
ぶ
つ物
の
収
納
作
業
。
出
土
し
た
遺
物
の
収
納
の
前
に
確
認
作
業
を
行
い
ま
す
。

　
写
真
13
　
専
門
家
に
よ
る
遺
物
の
鑑か
ん
て
い定
。
遺
物
の
時
期
、
材
質
、
加
工
方
法
な
ど
を
観
察
。

　
写
真
14
　
遺い
せ
き
け
ん
と
う
か
い

跡
検
討
会
。
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
職
員
や
外
部
の
専
門
家
を
招
い
て
遺い
こ
う構

　
　
　
　
の
確
認
、
遺
物
の
鑑
定
な
ど
も
行
い
ま
す
。

　
写
真
15
　
直
前
の
準
備
作
業
。
安
全
通
路
の
準
備
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
準
備
を
経
て
、
遺
跡
の
状
況
や
遺
物
の
お
お
よ
そ
の
年
代
な
ど
、
調
査
の
成
果

を
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

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

鈴す
ず
き
け
い
す
け

木
恵
介
）

写真 14　遺跡検討会の様子（笹平遺跡）

写真 13　笹平遺跡出土　「石棒」を鑑定中

　　　　専門家のするどい視線が！

写真 12　出土遺物の確認作業（川向東貝津遺跡）

写真 15　直前の準備作業（川向東貝津遺跡）
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笹
平
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
の
調
査
は
、
15
Ａ
区
終
了
後
、
15
Ｂ
区
の
調
査
を
順
次
進
め
て
お
り
ま
す
。
見

つ
か
っ
た
遺い
こ
う構

は
、
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡あ
と

の
他
に
袋ふ
く
ろ
じ
ょ
う
ど
こ
う

状
土
坑
・
土ど
き
ま
い
せ
つ
い
こ
う

器
埋
設
遺
構
・
土ど
き
か
ん
ぼ

器
棺
墓
な
ど
が

あ
り
ま
す
。（
写
真
3
）。

　

二
棟
の
竪
穴
建
物
跡
か
ら
は
直
径
十
セ
ン
チ
～
五
十
セ
ン
チ
の
石
が
た
く
さ
ん
出
土
し
て

い
ま
す
。
二
基
の
う
ち
一
基
の
竪
穴
建
物
跡
か
ら
は
炉ろ
あ
と跡

（
写
真
4
）
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
出
土
し
て
い
る
土
器
な
ど
か
ら
、
二
棟
の
竪
穴
建
物
跡
は
共
に
縄
文
時
代
後こ
う
き期

（
お
よ

そ
四
千
年
前
）に
築
か
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
竪
穴
建
物
跡
の
床
な
ど
に
石
を
置
く
特
徴
は
、

縄
文
時
代
後
期
頃
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

袋
状
土
坑
は
、穴
の
口
に
比
べ
て
、穴
の
中
が
広
が
っ
て
い
る
土
坑
で
す
。
今
回
見
つ
か
っ

た
二
基
は
直
径
が
一
メ
ー
ト
ル
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
一
方
の
土
坑
か
ら
は
、
縄
文

土
器
（
写
真
5
）
が
大
き
な
破
片
で
出
土
し
、

Ｊ
字
に
似
た
文
様
が
表
面
に
み
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
昨
年
度
調
査
が
行
わ
れ
た
西に
し
じ地
・

東ひ
が
し
じ地
遺
跡
で
出
土
し
た
土
器
（
設
楽
発
掘
通

信
№
9
）
と
近
い
文
様
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

土
器
埋
設
遺
構
は
二
基
見
つ
か
っ
て
お

り
、
い
ず
れ
も
土
器
を
直ち
ょ
く
り
つ立
し
て
埋ま
い
せ
つ設
し
て

い
ま
す
。
一
方
の
土
器
は
底
が
残
っ
て
お
り
、

も
う
一
方
の
土
器
は
底
が
無
く
下
に
土
器
の

破
片
を
敷
い
て
い
ま
す
（
写
真
6
）。

　

土
器
棺
墓
は
、
埋ま
い
そ
う葬
を
す
る
た
め
に
、

穴
の
底
に
土
器
を
置
い
て
棺
と
し
た
お

墓
で
す
。
今
回
出
土
し
た
土
器
棺
墓
は

弥や
よ
い
じ
だ
い
ぜ
ん
き

生
時
代
前
期
（
お
よ
そ
二
千
五
百
年
前
）

と
思
わ
れ
ま
す
。
土
器
を
横
倒
し
に
置
い
て
、

口
に
当
た
る
場
所
に
は
、
大
き
な
土
器
の
破

片
が
被
せ
て
あ
り
ま
す
（
写
真
7
）。

　
　
　
　
（
株
式
会
社
二
友
組　

田た
む
ら
の
り
お

村
典
雄
）

　

川
向
東
貝
津
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
の
調
査
は
、
Ａ 

区
（
調
査
区
の
西
半
部
）
の
調
査
の
終
わ
り
が
見
え

て
き
ま
し
た
。
一
面
目
の
遺
構
掘
削
は
終
了
し
、
先
月
は
じ
め
に
空
中
写
真
撮
影
を
行
い
ま

し
た
（
写
真
８
）。

　

一
面
目
で
は
、
多
く
の
遺
構
が
検
出
で
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
遺
構

は
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
で
す
。
以
前
お
伝
え
し
た
時
点
で
は
五
基
見
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最

終
的
に
は
Ａ
区
で
合
計
八
基
の
竪
穴
建
物
跡
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
建
物
跡
は
、

馬ば
て
い蹄

形
に
並
ん
で
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
小
規
模
で
は
あ
り
ま
す
が
集
落
と
し
て
の
形

を
ほ
ぼ
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
区
北
東
部
に
位
置
す
る
竪
穴
建
物
跡
は
、
二
〇
一
〇
年
の
調
査
で
埋う
め
が
め甕
が
出

土
し
た
地
点
と
近
接
し
て
い
ま
す
。
関
連
性
は
断
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
建
物
跡
に
伴
う

も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

遺
物
の
様
相
と
し
て
は
、
前
号
ま
で
に
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
時
代
の
遺
物
が
見
ら
れ

る
こ
と
を
お
伝
え
し
て
い
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
縄
文
時
代
草そ
う
そ
う
き

創
期(

一
万
二
千
年
以
上
前)

以
前
の
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
縄
文
時
代
中
期
～
後
期(

お
よ
そ
五
千
五
百
～
四
千
年
前)

の
も
の
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
調
査
で
、

押お
し
が
た
も
ん

型
文
土
器
と
呼
ば
れ
る
土
器
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
縄
文
時
代
早そ
う
き期(

約
一
万

年
前)

に
さ
か
の
ぼ
る
土
器
で
す
。
こ
の
土

器
に
伴
う
遺
構
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
時
代
に
も
周
辺
で
生

活
を
し
て
い
た
人
々
が
い
た
よ
う
で
す
。

　

調
査
が
進
行
し
て
遺
跡
の
全
体
像
が
見
え

て
き
ま
し
た
が
、
今
後
も
新
た
な
成
果
が
出

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
先
日
も
新
た
に
状

態
の
い
い
埋
甕
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
埋

甕
に
関
し
て
は
、
次
号
で
詳
細
を
お
伝
え
し

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
（
株
式
会
社
二
友
組　

岩い
わ
せ
だ
い
す
け

瀬
大
輔
）　

写真８　Ａ区全景 ( 上が北、赤線は竪穴建物跡の位置 )

　

大
栗
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

大お
お
ぐ
り栗

遺
跡
は
現
在
、
15
Ｂ
区
の
表ひ
ょ
う
ど
く
っ
さ
く

土
掘
削
、
遺い
こ
う
け
ん
し
ゅ
つ

構
検
出
、
遺い
こ
う
く
っ
さ
く

構
掘
削
を
し
て
い
ま
す
。
ま

だ
作
業
を
始
め
て
日
が
浅
い
の
で
、
調
査
が
完
了
し
た
15
Ａ
区
の
調
査
成
果
を
記
載
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

写
真
９
は
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
に
よ
る
空
撮
風
景
で
す
。
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
の
お
な
か
に
カ
メ
ラ

を
付
け
、
モ
ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら
撮
影
し
て
い

ま
す
。
写
真
10
は
大
栗
遺
跡
の
西
か
ら
撮
影
し

た
写
真
で
す
。
左
手
に
は
笹さ
さ
だ
い
ら
い
せ
き

平
遺
跡
、
奥
に
は

設し
た
ら
お
お
は
し

楽
大
橋
が
見
え
ま
す
。
写
真
11
は
15
Ａ
区
で

約
十
メ
ー
ト
ル
四
方
で
遺
物
が
集
中
し
た
範
囲

の
写
真
で
す
。
先
月
号
の
縄じ
ょ
う
も
ん
ど

文
土
器き

・
石せ
き
ぞ
く鏃
は

こ
の
範
囲
の
表
面
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
縦
横

に
深
掘
り
し
た
と
こ
ろ
、
堆た
い
せ
き
そ
う

積
層
の
厚
さ
は
約

五
十
セ
ン
チ
あ
り
、
多
数
の
剝は
く
へ
ん片

が
出
土
し
ま

し
た
。
15
Ｂ
区
で
の
調
査
に
も
期
待
し
て
い
ま

す
。（
株
式
会
社
二
友
組　

杉す
ぎ
や
ま
け
い
す
け

山
敬
亮
）

大栗遺跡

笹平遺跡
設楽大橋

遺物出土集中箇所

ラジコンヘリ

写真 10　大栗遺跡遠景

写真 11　15 Ａ区全景 写真９　空撮風景

写真３　15A 区・15B 区全景 ( 上が北西 )

写真６　土器埋設遺構 (565SK) 写真４　竪穴建物跡 (788SI)

写真５　袋状土坑 (813SK)写真７　土器棺墓 (681SK)

 15A 区

15B 区

竪穴建物跡

竪穴建物跡
788SI

袋状土坑
813SK

土器棺墓
681SK

土器埋設遺構
565SK

炉跡

土器破片を
敷いている

土器破片が
被せてある Ｊ字に似た文様の

縄文土器

土器埋設遺構
565SK

月報 9月.indd   2-3 2015/09/04   18:25



41

設楽発掘通信 No.13設楽発掘通信 No.13

設
楽
発
掘
通
信

　
　

 

平
成
２
７
年
９
月
号

　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
・
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

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〒
４
９
８-

０
０
１
７　

愛
知
県
弥
富
市
前
ヶ
須
町
野
方
８
０
２
の
２
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話　

(

０
５
６
７)

６
７-

４
１
６
１
【
管
理
課
】　

４
１
６
３
【
調
査
課
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
t
t
p
://w

w
w

.m
a
ib

u
n
.c

o
m

　
　
　
　
　
　
　
　
　

F
a
c
e
b
o
o
k

　

h
t
t
p
s
://w

w
w

.fa
c
e
b
o
o
k
.c

o
m

/m
a
ib

u
n
a
ic

h
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　

T
w

it
t
e
r　

h
t
t
p
s
://t

w
it

t
e
r.c

o
m

/a
ic

h
i_

m
a
ib

u
n

　
　
　
　
　
　
　
　

 

印
刷
・
協
力
　
　
　
株
式
会
社 

二
友
組 No.13

平成２７年
９月号

設
楽
発
掘
通
信

No.13

　

笹
平
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
し
た
。

　

さ
る
八
月
八
日
の
土
曜
日
に
、
笹
さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
当
日
は
酷
暑
の
な
か
、
七
十
九
名
も
の
方
々
の
ご
参
加
が
あ
り
、

縄じ
ょ
う
も
ん文
時じ
だ
い
ち
ゅ
う
き
ま
つ

代
中
期
末
か
ら
後こ
う
き期
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
跡あ
と

の
ほ
か
、
人
の
か
た
ち
を
模

し
た
岩が
ん

版ば
ん

と
よ
ば
れ
る
石せ
き
せ
い
ひ
ん

製
品
や
石せ
き
ぼ
う棒
、
石せ
っ
か
ん冠
な
ど
多
数
の
遺い
ぶ
つ物
を
ご
覧

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
笹
平
遺
跡
で
は
調
査
の
終
盤
に
も
う
一

度
、
地
元
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　

お
盆
明
け
か
ら
は
八
橋
地
区
に
あ
る
滝た
き
せ瀬

遺
跡
の
調
査
が
始
ま
り
ま
し

た
。
八
月
中
の
作
業
は
調
査
区
を
囲
む
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
と
重
機
に
よ
る

表
土
は
ぎ
で
、
大お
お

栗ぐ
り

遺
跡
の
調
査
が
終
わ
る
九
月
中
旬
ご
ろ
か
ら
作
業
員

さ
ん
が
入
っ
て
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
と
な
る
予
定
で
す
。

　

本
年
度
の
調
査
区
の
す
ぐ
東
側
に
は
、
か
つ
て
の
伊い

な那
街か
い
ど
う道

が
田
ん
ぼ

の
あ
ぜ
道
と
し
て
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
試
掘
調
査
で

は
縄
文
時
代
の
遺い
こ
う構
・
遺
物
を
多
数
確
認
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
発
掘

調
査
へ
の
期
待
を
抱
か
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

滝
瀬
遺
跡
で
は
、
十
月
下
旬
か
十
一
月
上
旬
ご
ろ
に
は
地
元
説
明
会
を

開
催
す
る
予
定
で
す
。
日
程
が
決
ま
り
次
第
、
ま
た
こ
の
『
設
楽
発
掘
通

信
』
に
て
ご
案
内
致
し
ま
す
の
で
、
地
元
の
皆
様
方
に
は
ご
参
集
の
ほ
ど
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

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

樋ひ
が
み上　

昇
の
ぼ
る

）

写真 1　笹平遺跡 地元説明会の様子

写真 2　滝瀬遺跡の様子

（上：南からの遠景、

 下：近代以降の耕作土を

剥いでいるところ）

　

地
元
説
明
会
の
舞
台
裏

　

七
月
の
川か
わ
む
き
ひ
が
し
が
い
つ

向
東
貝
津
遺
跡
、
八
月
の
笹
さ
さ
だ
い
ら平

遺
跡
の
地
元
説
明
会
で
は
、
た
く
さ
ん
の
方
々

に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
地
元
説
明
会
の
開
催
に

向
け
て
の
舞
台
裏
を
紹
介
し
ま
す
。

　

地
元
説
明
会
の
最
も
重
要
な
目
的
は
、
遺
跡
の
立
地
す
る
地
元
の
方
々
に
調
査
の
成
果
を

見
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
、
遺
跡
調
査
の
学
術
的
な
報
告
の
場
で
も
あ
る
た
め

様
々
な
事
前
の
準
備
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
実
施
し
た
地
元
説
明
会
の
準
備
作
業
を
も

と
に
説
明
し
ま
す
。

　
写
真
12
　
遺い
ぶ
つ物
の
収
納
作
業
。
出
土
し
た
遺
物
の
収
納
の
前
に
確
認
作
業
を
行
い
ま
す
。

　
写
真
13
　
専
門
家
に
よ
る
遺
物
の
鑑か
ん
て
い定
。
遺
物
の
時
期
、
材
質
、
加
工
方
法
な
ど
を
観
察
。

　
写
真
14
　
遺い
せ
き
け
ん
と
う
か
い

跡
検
討
会
。
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
職
員
や
外
部
の
専
門
家
を
招
い
て
遺い
こ
う構

　
　
　
　
の
確
認
、
遺
物
の
鑑
定
な
ど
も
行
い
ま
す
。

　
写
真
15
　
直
前
の
準
備
作
業
。
安
全
通
路
の
準
備
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
準
備
を
経
て
、
遺
跡
の
状
況
や
遺
物
の
お
お
よ
そ
の
年
代
な
ど
、
調
査
の
成
果

を
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

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

鈴す
ず
き
け
い
す
け

木
恵
介
）

写真 14　遺跡検討会の様子（笹平遺跡）

写真 13　笹平遺跡出土　「石棒」を鑑定中

　　　　専門家のするどい視線が！

写真 12　出土遺物の確認作業（川向東貝津遺跡）

写真 15　直前の準備作業（川向東貝津遺跡）
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