
こ
の
溝
か
ら
は
戦
国
時
代

頃
ま
で
の
土
器
や
古
代
の
瓦

片
が
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。

溝
が
戦
国
時
代
ま
で
に
掘
ら

れ
て
い
た
と
す
る
と
、
土
塁

状
の
高
ま
り
は
そ
れ
よ
り
も

後
に
造
ら
れ
た
も
の
に
な
り

ま
す
。

高
ま
り
の
上
部
に
は
瓦
片

や
陶
器
、
石
製
五
輪
塔
の
一

部
が
入
る
土
坑
が
検
出
さ
れ

ど

こ
う

ま
し
た
。
中
か
ら
は
、
奈
良

時
代
の
瓦
片
の
他
、
中ち

ゅ
う

近
世

き
ん
せ
い

陶
器
が
大

と
う

き

量
に
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

土
塁
状
の
高
ま
り
は
戦
国
時
代
以
降
に

築
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
の
別
郷
町
と
西
別
所
町
の
字
境
に

あ
る
た
め
、
町
と
町
を
区
分
す
る
た
め

に
造
ら
れ
た
土
塁
状
の
ラ
イ
ン
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

自
大
型
柱
穴
を
発
見
錘

一
辺
が

尺
近
く
も
あ
る
方
形
大
型

ほ
う
け
い
お
お
が
た

８０

柱ち
ゅ
う

穴
が
９
基
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
柱

け
つ

穴
を
検
出
し
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
６

棟
の
掘
立

ほ
っ
た
て

柱ば
し
ら

建
物
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ

た
て
も
の

ま
す
。
そ
の
他
、
竪
穴
建
物
跡
を
１
棟

た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

検
出
し
ま
し
た
。
柱
穴
は
、
掘
立
柱
建

別
郷
廃
寺
跡（
別
郷
町
）

今
回
は
平
成

年
度
か
ら
続

２６

く
個
人
住
宅
建
設
に
伴
う
調
査

で
す
。

別
郷
廃
寺
跡
は
平
成

年
度

べ
つ
ご
う
は
い

じ

あ
と

２５

の
調
査
で
、
大
量
の
瓦
と
愛
知

県
最
大
の
鴟
尾
の
破
片
が
発
見

し

び

さ
れ
た
古
代
の
寺
院
跡
で
す
。

い
ま
だ
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い

る
別
郷
廃
寺
や
戦
国
時
代
の
土

地
利
用
状
況
が
新
た
に
分
か
り

ま
し
た
。

自
謎
の
土
塁
の
正
体
は
？

調
査
前
、
竹
藪
の
下
に
残
る

土
塁
状
の
高
ま
り
は
、
奈
良
時

代
の
寺
院
に
関
連
す
る
土
塁
と

ど

る
い

も
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

発
掘
に
よ
り
、
高
ま
り
の
下
に

東
西
に
延
び
る
溝
の
存
在
が
確

認
で
き
ま
し
た
。
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本
市
に
は
、

カ
所
を
超
え
る
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
平

２５０

成

年
度
に
発
掘
調
査

件
、
試
掘
・
確
認
調
査

件
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、

２７

１１

２４

３
つ
を
紹
介
し
ま
す
。

遺
跡
が
伝
え
る
安
城
の
歴
史

特集１

遺
跡

安
城

平
成

年
度
の
調
査
か
ら

２７

物
の
柱
と
し
て
は
通
常
の
も
の
よ
り
も

か
な
り
大
き
い
も
の
で
、
別
郷
廃
寺
に

関
係
す
る
建
物
の
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

自
今
回
の
調
査
か
ら

別
郷
廃
寺
の
中
心
と
な
る
金
堂
や

こ
ん
ど
う

塔と
う

と
い
っ
た
主
体
部
分
の
建
物
は
見
つ
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
し
っ
か
り
と
し

た
柱
を
持
つ
建
物
が
初
め
て
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
廃
寺
後
の
戦
国
時
代

頃
に
も
人
び
と
が
活
発
に
土
地
利
用
を

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
別
郷
廃
寺

跡
の
歴
史
を
ひ
も
解
く
上
で
重
要
な
成

果
で
す
。

土土塁状の高ま土塁状の高まりり
竪竪穴建物竪穴建物跡跡

方形大型柱方形大型柱穴穴

溝溝

▲

内
耳
鍋（
桜
井
城
跡
：
注
２
）

な
い

じ

な
べ

▲

三
河
型
甕（
高
畑
遺
跡
：
注
１
）

み

か
わ
が
た
か
め

▲調査地測量図
土塁状の高まり ▲

（東側から撮影）
▲調査地（西側から撮影）

寺院に関係する建物

竪穴建物跡

別郷廃寺跡

高畑遺跡

桜井城跡

●

●

●

戦国時代の溝

■問 ▼文化振興課（緯〈７７〉４４７７）
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ぼ
直
角
に
曲
が
っ
た
三
河
型
甕（
写

み

か
わ
が
た
か
め

真
：
前
ペ
ー
ジ
注
１
）と
呼
ば
れ
る
、

素
焼
き
の
甕
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
三

河
型
甕
は
研
究
か
ら
、
古
代
に
生
産
さ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
薄
手

で
軽
く
作
ら
れ
、
食
べ
物
を
大
量
に
調

理
・
貯
蔵
す
る
の
に
適
し
た
容
器
で
す
。

自
建
物
の
サ
イ
ク
ル

建
物
は
、
同
時
期
に
建
っ
て
い
た
の

で
は
な
く
、
あ
る
期
間
住
ん
だ
後
に
少

し
時
間
を
ず
ら
し
、
同
じ
場
所
に
再
び

建
て
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
出し

ゅ
つ

土
遺
物

ど

い

ぶ
つ

に
そ
れ
ほ
ど
時
期
差
が
み
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
建
替
え
る
サ
イ
ク
ル
が
早

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

自
今
回
の
調
査
か
ら

高
畑
遺
跡
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
、

古
代
の
集
落
跡
や
中
世
の
遺
物
を
発
見

し
て
い
ま
す
。
集
落
の
範
囲
は
未
解
明

で
す
が
、
遺
構
や
遺
物
等
か
ら
台
地
上

で
の
古
代
の
居
住
域
を
明
ら
か
に
す
る

上
で
、
貴
重
な
成
果
と
な
り
ま
し
た
。

調
査
で
は
、
戦
国
時
代
の
土
器（
写

真
：
前
ペ
ー
ジ
注
２
）を
多
く
含
む
直

径
約
２
、
３
杓
の
大
型
の
井
戸
が
７
基

も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
井
戸
の
近
く

に
は
丸
い
穴
が
３
、
４
基
連
な
っ
た
遺

構
が
６
カ
所
以
上
確
認
で
き
ま
し
た
。

こ
の
土
坑
の
用
途
は
不
明
で
す
が
、
井

戸
と
関
連
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
桜
井
松
平
家
が
い

た
お
よ
そ

年
前
の

世
紀
中
頃
か
ら

４５０

１６

末
ま
で
の
鍋
や
炭
、
貝
殻
等
が
出
土
し

て
い
ま
す
。

自
今
回
の
調
査
か
ら

戦
国
時
代
か
ら
近
世
、
近
代
を
中
心

と
し
た
井
戸
や
土
坑
が
多
く
、
建
物
跡

は
わ
ず
か
に
し
か
確
認
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
地
帯
は
居
住
地
域
と
い
う

よ
り
も
井
戸
を
多
く
用
い
た
生
産
活
動

の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
奈
良
時
代
の
溝
が
見
つ
か
り
、
古

く
か
ら
人
び
と
の
活
動
の
場
で
あ
っ
た

こ
と
も
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

桜
井
城
跡（
桜
井
町
）

桜さ
く
ら

井い

城じ
ょ
う

跡
は
、
戦
国
時
代
に
築
か
れ

あ
と

た
桜
井
松
平
家
の
城
で
す
。
周
囲
を
谷

に
囲
ま
れ
た
舌ぜ

つ

状
の
碧
海
台
地
面
に
広

じ
ょ
う

が
り
、
現
在
で
は
城
山
公
園
と
桜さ

く
ら

井い

靖せ
い

霊れ
い

神
社
と
な
っ
て
い
ま
す
。

じ
ん
じ
ゃ

今
回
の
調
査
は
、
土
地
区
画
整
理
事

業
の
区
域
内
と
な
る
城
跡
の
南
西
に
お

い
て
、
道
路
や
住
宅
の
新
設
予
定
地
で

行
い
ま
し
た
。
桜
井
城
跡
で
の
本
格
的

な
発
掘
調
査
は
、
今
回
が
初
め
て
と
な

り
ま
す
。

自
奈
良
時
代
の
溝

桜
井
城
が
存
続
し
て
い
た
時
期
よ
り

古
い
溝
が
１
条
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
南

北
に
延
び
、
溝
の
中
か
ら
奈
良
時
代
の

須
恵
器
や

す

え

き

土
師
器
が
出
土
し
ま
し
た
。

は

じ

き

自
桜
井
松
平
家
に
関
わ
る
戦
国
時
代
の

遺
構
を
発
見
錘

調
査
地
は
広
大
で
あ
っ
た
た
め
、
北

区
と
南
区
に
２
分
割
し
て
行
い
ま
し
た
。

高
畑
遺
跡（
高
木
町
）

高
畑
遺
跡
は
、
碧
海
台
地
の

た
か
は
た

い

せ
き

東
端
部

と
う
た
ん

ぶ

に
広
が
る
、
古
代
・
中
世
の
集
落
跡
を

中
心
と
す
る
遺
跡
で
す
。
岡
崎
市
側
の

低
地
か
ら
眺
め
る
と
約
８
杓
の
標
高
差

を
確
認
で
き
ま
す
。
現
代
と
同
様
、

日
々
の
暮
ら
し
は
標
高
の
高
い
土
地
で
、

作
物
の
生
産
は
低
地
で
行
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

近
年
、
個
人
住
宅
の
建
設
増
加
に
よ

り
、
発
掘
調
査
が
多
く
行
わ
れ
、
複
数

の
竪
穴
建
物
や
柱
穴
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
今
か
ら
お
よ
そ
１
３
０
０

年
前
の
奈
良
時
代
か
ら
、
こ
の
地
に
人

び
と
が
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

自
重
な
り
あ
っ
た
竪
穴
建
物

調
査
区
の
中
に
は
、
３
棟
以
上
の
竪

穴
建
物
が
重
な
る
よ
う
に
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
建
物
は
、
お
よ
そ

～
５
杓

３．５

四
方
の
大
き
さ
で
、
壁
の
周
囲
に
浅
い

溝（
壁
溝
）が
巡
っ
て
い
ま
す
。

へ
き
こ
う

自
煮
炊
き
に
使
っ
た
甕

１
棟
の
竪
穴
建
物
か
ら
、
こ
の
地
方

独
特
の
形
を
し
た
、
口
が
広
く
鍔
が
ほ

つ
ば

▲北区全景（西から撮影）

自遺跡の調査にご協力を
本市では、開発によってやむを

得ず壊される遺跡を事前に発掘調
査しています。住宅や工場、道路
等の工事計画がある場合は、文化
振興課に相談してください。
自調査結果の展示

紹介した遺跡を含め、平成２７年
度の調査結果を埋蔵文化財セン
ターで展示しています。また、展
示品や調査内容を紹介するパンフ
レットも無料で配布しています。
ぜひ観覧ください。
◎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。

３３棟以上の竪穴建３棟以上の竪穴建物物


