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し
た
。
江
戸
時
代
後
期
の
桜
井
村
の

絵
図
に
は
、
西
鹿
乗
川
か
ら
桜
井
神

社
に
沿
っ
て
水
路
を
引
い
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
、
こ
の
溝
は
そ
の
水
路

の
一
部
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
水
路
を

用
い
、
農
業
な
ど
の
用
水
と
し
て
河

川
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
当
時
の
様

子
が
垣
間
見
え
ま
す
。

■
古
墳
時
代
の
土
器
が
出
土

別
の
溝
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の
土

器
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

約
１
７
０
０
年
前
、
古
墳
時
代
前
期

に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
壺
や

甕
な
ど
の
ほ
か
、
古
墳
に
並
べ
ら
れ

か
める

よ
う
な
特
殊
な
も
の
も
あ
り
、
古

墳
に
葬
ら
れ
た
人
物
と
の
関
係
を
う

ほ
う
む

か
が
わ
せ
ま
す
。

■
調
査
結
果
か
ら

今
回
の
調
査
で
は
、
昔
の
絵
図
に

描
か
れ
た
溝
や
古
墳
時
代
の
土
器
が

た
く
さ
ん
捨
て
ら
れ
た
溝
を
確
認
で

き
ま
し
た
。
ま
た
、
古
代
・
中
世
の

遺
物
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
地

域
に
昔
か
ら
人
々
の
営
み
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

こ
の
遺
跡
は
、
約
１
７
０
０
年
前

に
盛
期
を
迎
え
た
大
集
落
群「
鹿
乗

か
の
り

川
流
域
遺
跡
群
」に
含
ま
れ
ま
す
。

周
辺
に
は
二
子
古
墳
や
姫
小
川
古

墳
を
始
め
と
す
る「
桜
井
古
墳
群
」も

あ
り
、
当
時
の
集
落
と
墓
の
様
子
が

同
時
に
分
か
る
、
全
国
で
も
数
少
な

い
遺
跡
群
で
す
。

■
木
杭
で
護
岸
さ
れ
た
溝

江
戸
時
代
後
期
か
ら
近
代
の
溝
に

は
、
両
側
に
護
岸
を
目
的
と
し
た
木

杭
が
た
く
さ
ん
打
ち
込
ま
れ
て
い
ま▲調査区域（南東から撮影、奥は

桜井神社）

▲木杭で護岸された溝

▲古墳時代に使われていた土器が出土

今回の調査地

本
市
に
は
、

カ
所
を
超
え
る
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
平
成

年
度
、

２５０

２６

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
発
掘
調
査
８
件
、
試
掘
調
査

件
を
実
施

２７

し
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、
２
件
の
調
査
成
果
を
紹
介
し
ま
す
。

検
出
で
き
、
折
れ
曲
が
る
部
分
も
、

よ
り
詳
細
に
確
認
で
き
ま
し
た
。

■
本
堂
西
側
に
は
沼
や
井
戸
が

江
戸
時
代
後
期
の
絵
図
に
は
空
白

地
と
さ
れ
て
い
た
本
堂
西
側
で
す
が
、

戦
国
時
代
や
そ
れ
以
前
か
ら
、
外
堀

の
内
側
に
沼
や
井
戸
な
ど
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
沼
と
み
ら

れ
る
く
ぼ
地
は
、
調
査
区
域
の
大
部

分
に
広
が
り
、
出
土
品
か
ら
外
堀
と

同
時
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
沼
が
埋
ま
っ
た
時
期

は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
出
土

品
か
ら
江
戸
時
代
後
期
ま
で
に
は
埋

ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
井
戸
と
思
わ
れ
る
大
穴
は
直
径

ｍ
、
深
さ

ｍ
以
上
あ
り
、
中
か

３．４

１．４

ら
室
町
時
代
の
陶
器
や
土
器
が
数
多

く
出
土
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、

ご
み
穴
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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こ
の
遺
跡
は
、
３
月

日
に
本
市

１０

で
３
つ
め
と
な
る
国
史
跡
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
史
跡
の
指

定
を
目
的
と
し
た
、
外
堀
範
囲
の
確

認
調
査
を
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
は

史
跡
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
に
活
用

で
き
る
か
を
考
え
る
た
め
、
境
内
本

堂
西
側
部
分（
左
図
参
照
）を
調
査
し

ま
し
た
。

■
江
戸
時
代
の
絵
図
の
通
り

調
査
か
ら
、
外
堀
は
江
戸
時
代
後

期
に
描
か
れ
た
本
證
寺
伽
藍
絵
図
に

が
ら
ん

描
か
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
場
所
で

■
調
査
結
果

か
ら今

回
の
調

査
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
分

か
ら
な
か
っ

た
本
堂
西
側

で
人
々
の
営

み
が
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
今

後
の
史
跡
整
備
に
向
け
て
重
要
な
成

果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

■
特
別
展「
三
河
真
宗
の
名
刹
本
證

寺
」開
催
中

歴
史
博
物
館
に
て
７
月
５
日
掌
ま

で（
休
館
日
を
除
く
）開
催
し
て
い
ま

す
。
本
證
寺
の
歴
史
や
数
々
の
貴
重

な
文
化
財
に
加
え
、
実
物
大
の
外
堀

復
元
模
型
も
展
示
。
本
證
寺
の
歴
史

を
知
る
、
絶
好
の
機
会
で
す
。

本
市
で
は
、
開
発
な
ど
で
や

む
を
得
ず
壊
さ
れ
る
遺
跡
を
事

前
に
発
掘
調
査
し
て
い
ま
す
。

住
宅
建
設
な
ど
工
事
の
計
画
が

あ
る
場
合
は
、
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
調
査
成
果
の
展
示

今
回
紹

介
し
た
も
の
は
、
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

調
査
や
展
示
品
を
紹
介
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
も
無
料
で
配
布
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
展
示
日
時

昇
～
掌
午
前
９

時
～
午
後
５
時（
年
末
年
始
を

除
く
）

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開

館
。

▲出土品などを展示しています

▲室町時代の陶器や土器が出土

▲調査により判明した外堀と沼（西
から撮影、奥の屋根は本堂）

▲江戸時代後期の境内の様子（本證寺伽藍絵図より
作成）と今回の調査区

■問諮埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）


