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上
条
遺
跡
群
は
上
条
町
・
山
崎
町
に
か
け
て
広
が
る
い

く
つ
か
の
遺
跡
を
ま
と
め
た
呼
び
方
で
、
弥
生
時
代
と
古

墳
時
代
を
中
心
と
し
た
大
き
な
集
落（
ム
ラ
）の
あ
と
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
県
営
ほ
場
整
備
事
業
に
伴
い
、
平
成

　

年
度
か
ら
調
査
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
平
成　

年
度
は
、

１６

１７

過
去
の
工
事
で
遺
跡
が
消
滅
し
た
根
崎
地
区
の
様
子
を
探

る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
、
ま
だ
遺
跡
の
残
っ
て
い
る
根

崎
台
地
東
側
部

分
の
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
こ

の
根
崎
台
地
東

側
部
分
は
大
半

が
湿
地
に
な
っ

て
お
り
、
岸
辺

か
ら
は
大
量
の

土
器
が
出
土
し

ま
し
た
が
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が

弥
生
時
代
後
半

と
奈
良
時
代
か

ら
平
安
時
代
の

も
の
で
、
そ
の

ほ
か
に
は
縄
文
時
代
と
古
墳
時
代
の
土
器
が
少
量
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
一
部
に
は
台
地
が
削
ら
れ
残
っ
た
部
分
が
あ

り
、
そ
こ
で
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
井
戸
や
泉
の
跡
と
思
わ

れ
る
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
土
器
や
井
戸

な
ど
の
遺
構
は
根
崎
台
地
の
上
に
あ
っ
た
遺
跡
で
暮
ら
し

て
い
た
人
々
が
使
っ
て
い
た
も
の
な
の
で
、
弥
生
時
代
後

半
と
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め
ご
ろ
に
か
け
て
は
台

地
の
上
に
大
き
な
ム
ラ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め
ご
ろ
の
遺
物
や
遺

構
の
発
見
は
、
こ
れ
ま
で
上
条
遺
跡
群
の
空
白
の
時
期
と

さ
れ
て
い
た

こ
ろ
の
も
の

な
の
で
、
弥

生
時
代
後
半

以
降
、
わ
ず

か
な
期
間
の

断
絶
は
あ
っ

て
も
、
ム
ラ

が
続
い
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
少
量
で
す
が
縄
文
時

代
の
遺
物
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
上
条
遺
跡
群
の
開
始

時
期
が
縄
文

時
代
に
ま
で

 
遡 
る
可
能
性

さ
か
の
ぼも

出
て
き
ま

し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
２

年
間
の
調
査

で
謎
の
多
か

っ
た
上
条
遺

跡
群
の
実
体

に
迫
る
こ
と

が
で
き
ま
し

た
。

　

鎌
倉
時
代
後
期
に
開
か
れ
た
と
さ
れ
る
本
證
寺
は
、
古

く
か
ら
西
三
河
地
方
の
真
宗
門
徒
の
中
心
的
役
割
を
果
た

し
た
寺
院
の
一
つ
で
、
室
町
時
代
に
本
願
寺
の
勢
力
下
に

入
っ
て
か
ら
は
、
三
河
三
か
寺
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
１
５
６
２
年（
永
禄
５
年
）に
起
こ
っ
た
三
河
一

向
一
揆
で
は
家
康
と
敵
対
し
ま
し
た
。
こ
の
本
證
寺
に
は

境
内
地
を
囲
む
よ
う
に
二
重
に
堀
や
土
塁
が
巡
ら
さ
れ
、

あ
た
か
も
城
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら 
城 
郭

じ
ょ
う   
か
く 

伽  
藍 

が 
ら
ん

の
代
表
的
遺
跡
と
し
て
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
調
査
を
し
た
の
は
、
境
内
地
の
北
側
に
あ
る
土
塁

 
裾 
部
で
、
近
年
の
風
災
害
な
ど
に
よ
り
こ
の
土
塁
の
一
部

す
そが

自
然
崩
落
し
た
の
で
、
現
状
復
旧
と
将
来
の
保
存
活
用

策
に
向
け
た
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
、
幅
１�
、
長
さ
７

�
の
範
囲
で
試
掘
坑
を
設
け
て
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

明
治
時
代
以
降
に
削
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
土
塁
北
側
の

下
層
が
、
何
層
も
の
土
や
粘
土
を
突
き
固
め
て
重
ね
て
い

く 
版 
築
   

と
い
う
工
法
で
盛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、

は
ん 
ち
く

崩
れ
た
土
塁
の
北
側
に
深
さ
約　
�
の
堀
が
埋
ま
っ
て
い

1.9

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
出
土
し
た
陶
器
片
が
江
戸
時

代
後
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
見
る
こ
と
が
で崩れた土塁の北側で見つかった堀

井戸の底の部分と出土した土器
(中央の帯は土層観察用に掘り残した部分 )

平安時代の壺

台地 裾 から出土した多量の土器片
すそ
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き
る
堀
や
土
塁
の
一
部
は
江
戸
時
代
後
期
に
再
整
備
さ
れ

た
こ
と
が
初
め
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
更
に
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
、
現
在
の
地
表
面

か
ら
約　
�
の

2.4

深
さ
で
こ
れ
よ

り
古
い
堀
の
底

が
見
つ
か
り
ま

し
た
。
当
初
の

土
塁
の
高
さ
は

確
実
な
こ
と
は

分
か
り
ま
せ
ん

が
、
土
塁
の
北

斜
面
の
た
い
積

状
況
か
ら
、
内

堀
の
底
か
ら
土

塁
の
頂
部
ま
で

約
４�
の
高
さ

が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
調
査
で

は
、
こ
の
当
初

の
堀
や
土
塁
が

築
造
さ
れ
た
時

期
に
つ
い
て
は

確
認
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、

少
な
く
と
も
現

状
の
内
堀
が
境

内
を
取
り
囲
む

よ
う
に
全
体
に

深
く
掘
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が

高
い
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。

　

碧
海
台
地
の
す
ぐ
下
の
沖
積
地
に
立
地
し
て
い
ま
す
。 

今
回
の
調
査
で
は
、
調
査
区
内
全
域
に
い
く
つ
も
の
自
然

水
路
が
何
度
も
流
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
水
路
は 
概 
ね
飛
鳥
〜
奈
良
時
代
に
か
け
て
流
れ
て

お
お
む

い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
北
西
隅
の
一
角
で
は
、
水
路

の
南
側
に
沿
っ
て
何
本
も
の
杭
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
の

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
杭
列
は
２
〜
３
回
に
わ

た
っ
て
作
り
直

さ
れ
て
お
り
、

護
岸
の
目
的
な

ど
に
使
用
し
た

と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
の

川
の
中
か
ら
は

弥
生
〜
戦
国
時

代
に
か
け
て
の

土
器
な
ど
が
た

く
さ
ん
出
土
し

ま
し
た
が
、
特

に
多
か
っ
た
の

は
飛
鳥
〜
奈
良

時
代
の
土
器
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
遺
物
と
し
て
、

古
墳
時
代
の 
耳 
環
   
（
耳
飾
り
）や

じ 
か
ん

 
巡 
方

じ
ゅ
ん   

（
奈
良
時
代
の
役
人
が

ぽ
う

使
用
し
た
ベ
ル
ト
に
付
け
る
金
属
製
の
装
飾
品
）と
思
わ
れ

る
も
の
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
屋
下
遺
跡
で
出
土
す
る
遺

物
は
、
完
全
な
形
で
出
て

く
る
も
の
は
極
め
て
少
な

く
、
多
く
が
破
片
で
出
土

す
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
で

生
活
し
て
い
た
人
々
が
使

っ
て
い
た
土
器
が
、
川
の

流
路
が
変
わ
っ
て
流
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
屋
下
遺
跡
は
人
々
が
直
接
生
活
し
て
い
た
場

所
で
は
な
く
、
主
に
古
代
に
流
れ
て
い
た
自
然
水
路
の
跡

で
あ
り
、
一
部
で
は
杭
な
ど
で
構
造
物
を
構
築
す
る
な
ど

の
人
為
的
な
営
み
が
見
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
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問
い
合
わ
せ
▼

　

安
城
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー（
安
祥
文
化
の
さ
と
内
／

　
�
〈　

〉４
４
９
０
）

７７

土層の模式図 堀に埋まった土層の測量作業

水路に沿って打ち込まれた杭列

ベルトの装飾品


