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2004
年
最
優
秀
遺
物
発
表

　

'04
年
に
最
も
調
査
員

を
喜
ば
せ
た
遺
物
は
、

平
田
遺
跡
第
１
次
調
査

で
出
土
し
た
磨
製
石
刀

で
し
ょ
う
。

　

全
長
38
㎝
で
、
刃
に

あ
た
る
部
分
の
断
面
は

ア
ー
モ
ン
ド
形
で
、
丁

寧
に
磨
か
れ
て
い
ま

す
。
柄
に
あ
た
る
部
分

に
は
３
条
の
文
様
帯
が

あ
り
、
２
本
の
平
行
線

の
あ
い
だ
に
「
＝
」
や

「
×
」
の
文
様
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時

代
晩
期
の
も
の
と
見
ら

れ
ま
す
が
�
こ
れ
ほ
ど

長
く
、
折
れ
の
無
い
石

刀
の
出
土
は
め
っ
た
に

あ
り
ま
せ
ん
。

　

不
思
議
な
こ
と
に
、

こ
の
石
刀
は
弥
生
時
代

終
末
頃
の
方
形
周
溝
墓

の
一
部
と
み
ら
れ
る
溝

か
ら
出
土
し
ま
し
た
。

そ
れ
も
き
ち
ん
と
据
え

ら
れ
た
よ
う
な
状
態
で

で
す
。

　

想
像
で
す
が
、
偶
然

石
刀
を
掘
り
起
こ
し
た

弥
生
時
代
の
人
々
が
そ

の
神
秘
さ
に
恐
れ
を
な

し
て
そ
っ
と
埋
め
戻
し

た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
あ
る
い
は
、
こ
の

お
墓
に
葬
ら
れ
た
人
物
が
た
ま
た
ま
見

つ
け
、
珍
し
い
宝
も
の
と
し
て
大
事
に

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。　

天王遺跡　平田遺跡　伊勢国分寺跡

伊勢国府跡　宮上道遺跡　甲懸Ⅱ遺跡

平野遺跡　三宅神社西遺跡　国府城跡

須賀遺跡　里遺跡　竹野一丁目遺跡

天王遺跡第 13 次発掘調査　掘立柱建物

ご自由にお取りください     
Take Free  



3次

5次

10次

13次

6次 9次

11-2次

11-2次

11-1次

7次

8次

2次

1次

11-3次

12次

4次

3次

5次

10次

13次

6次 9次

11-2次

11-2次

11-1次

7次

8次

2次

1次

11-3次

12次

4次

       天王遺跡調査区位置図（1：1,500）

0 100ｍ50

天
王
遺
跡

　
　
　

第
13
次
調
査

　
　
　
　

４
月
８
日
〜
10
月
31
日

　
　
　
　
　
　
　

岸
岡
町
字
天て
ん
の
う王

天
王
遺
跡
は
、
金か
な
さ
い沢
川
に
向
か
っ
て

張
り
出
し
た
標
高
６
〜
７
ｍ
の
低
位
段

丘
の
先
端
部
に
立
地
し
ま
す
。
'96
年
か

ら
病
院
建
設
・
宅
地
造
成
等
に
伴
い
調

査
を
行
い
、
今
回
で
調
査
次
数
は
13
次

と
な
り
、
総
調
査
面
積
は
約
１
万
８
千

㎡
に
お
よ
び
ま
す
。

第
１
〜
12
次
調
査
で
は
弥
生
時
代

か
ら
室
町
時
代
の
遺
構･

遺
物
を
確
認

し
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
後
期
に
は
幅

３
〜
５
ｍ
で
深
さ
0.8
〜
1.3
ｍ
の
断
面
逆

台
形
の
溝
と
、
幅
３
ｍ
で
深
さ
２
ｍ
の

Ｖ
字
形
の
溝
を
二
重
に
め
ぐ
ら
せ
た

環か
ん
ご
う濠
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

飛
鳥
〜
奈
良
時
代
に
は
掘
立
柱
建
物
を

中
心
と
し
た
建
物
群
が
出
現
し
、
Ｌ
字

や
コ
の
字
形
の
配
置
を
採
る
建
物
群
が

建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は

大
型
建
物
や
井
戸
の
検
出
、
そ
し
て

山や
ま
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
碗
の
墨
書
「
北
庤
か
ん
だ
ち」
か
ら
伊
勢

神
宮
の
御み
く
り
や厨
（
所
領
）
の
中
心
地
で
あ

っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
主
な

遺
構
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
環
濠
、
竪

穴
住
居
、
飛
鳥
時
代
の
竪
穴
住
居
群
、

飛
鳥
〜
奈
良
時
代
の
掘
立
柱
建
物
群
で

す
。調

査
区
南
西
で
幅
３
ｍ
、
深
さ
２

ｍ
の
環
濠
を
、
北
西
〜
南
東
方
向
に
35

ｍ
に
わ
た
っ
て
確
認
し
ま
し
た
。
断
面

の
形
状
は
Ｖ
字
形
を
呈
し
、
中
層
の
黒

色
層
よ
り
下
か
ら
は
弥
生
時
代
後
期
の

遺
物
が
、
黒
色
層
以
上
か
ら
は
古
墳
時

代
後
期
以
降
の
須す

え

き

恵
器
な
ど
遺
物
が
大

量
に
出
土
し
て
い
ま
す
。

竪
穴
住
居
は
調
査
区
南
部
を
中
心

に
12
棟
を
確
認
し
ま
し
た
。
う
ち
一
棟

は
弥
生
時
代
後
期
の
も
の
で
一
辺
6.5
ｍ

あ
り
ま
す
。
そ
の
他
11
棟
は
出
土
し
た

土
器
か
ら
飛
鳥
時
代
の
も
の
と
み
ら
れ

ま
す
。
６
棟
以
上
の
竪
穴
住
居
が
重
複

し
て
い
る
箇
所
も
あ
り
ま
す
。

掘
立
柱
建
物
は
調
査
区
全
域
か
ら

18
棟
見
つ
か
り
ま
し
た
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、
調
査
区
南
部
の
Ｌ
字
形
に
配
置

さ
れ
た
奈
良
時
代
中
頃
〜
後
半
の
掘
立

柱
建
物
３
棟
で
す
。
柱
筋
を
揃
え
、
建

物
の
間
隔
と
梁
行
の
長
さ
な
ど
に
規
則

性
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
整
然

と
配
置
さ
れ
る
建
物
群
は
、
古
代
の
役

所
に
関
係
し
た
施
設
の
一
画
の
可
能
性

が
高
く
、
こ
の
時
期
の
天
王
遺
跡
の
中

で
中
心
的
な
施
設
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

奈
良
時
代
を
代
表
す
る
遺
物
と
し
て

蹄て
い
き
ゃ
く
け
ん

脚
硯
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
中
心
的
な

掘
立
柱
建
物
群
の
南
側
か
ら
出
土
し
ま

し
た
。
蹄
脚
硯
は
都
や
、
国こ
く
ふ府
・
郡ぐ
ん
が衙

と
い
っ
た
地
方
の
役
所
で
使
用
さ
れ
た

硯
の
種
類
の
中
で
も
格
式
の
高
い
も
の

で
す
。
三
重
県
内
で
は
斎
宮
跡
に
次
ぐ

２
例
目
の
出
土
で
す
。

今
回
の
調
査
で
は
奈
良
時
代
中
頃

〜
後
半
の
遺
跡
の
中
心
施
設
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で

は
６･

９
次
調
査
で
確
認
さ
れ
た
Ｌ
字

形
の
配
置
の
建
物
群
、
３
次
調
査
の
コ

の
字
形
に
配
置
さ
れ
る
建
物
群
は
そ
れ

ぞ
れ
、
飛
鳥
時
代
中
〜
後
葉
、
飛
鳥
時

代
末
〜
奈
良
時
代
前
葉
の
中
心
的
施
設

で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
古
代
の
役
所

に
類
似
す
る
、
Ｌ
字
形
や
コ
の
字
形
に

配
置
さ
れ
る
建
物
群
は
天
王
遺
跡
の
場

合
、
地
理
的
条
件
と
な
ど
か
ら
み
て
港

蹄脚硯の出土

天王遺跡第 13 次調査区全景

須恵器器台 ?の出土須恵器大甕の出土

天王遺跡第 13 次調査

遺構配置図（1/800）

環濠

環濠断面

天王遺跡調査区位置図 (1/3,000)

の
管
理
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
古
代
の
金
沢
川

に
よ
っ
て
海
側
に
潟
が
形
成
さ
れ
、
そ

れ
に
向
か
っ
て
突
き
出
し
た
台
地
と
い

う
港
を
管
理
す
る
に
適
し
た
場
所
と
い

う
遺
跡
の
立
地
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
古
墳
時
代
後
期
〜
飛
鳥
時

代
初
め
に
は
、
遺
跡
の
南
方
に
あ
る
岸

岡
山
窯
で
焼
か
れ
た
土
器
が
天
王
遺
跡

か
ら
大
量
に
出
土
し
て
い
て
、
そ
の
中

に
は
焼
け
歪
ん
だ
も
の
や
融
着
し
た
も

の
が
含
ま
れ
、
こ
の
場
所
で
製
品
を

集
積
し
選
別
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
。
岸
岡
山
窯
で
生
産
さ
れ
た

脚き
ゃ
く
つ
き
た
ん
け
い
こ

付
短
頸
壺
と
い
う
特
殊
な
形
の
土
器

が
、
三
河
湾
周
辺
地
域
の
古
墳
か
ら
出

土
す
る
こ
と
、
逆
に
三
河
湾
岸
で
使
用

さ
れ
た
製
塩
土
器
が
天
王
遺
跡
に
持
ち

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
天
王
遺

跡
を
拠
点
と
し
た
長
期
に
わ
た
る
伊
勢

湾
上
の
も
の
の
動
き
が
推
定
さ
れ
る
た

め
で
す
。

飛鳥時代竪穴住居弥生時代竪穴住居 掘立柱建物



平
田
遺
跡
第
１
次
調
査

　
　
　
　
　
　

４
月
５
日
〜
７
月
20
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
本
町
一
丁
目

　

平
田
遺
跡
は
鈴
鹿
川
右
岸
の
段
丘
上

の
縁
辺
部
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
中
世

城
館
の
平
田
城
跡
や
御
門
垣
内
古
墳
と

さ
れ
る
古
墳
状
の
高
ま
り
が
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
調
査
は
宅
地
造
成
に
伴
う

も
の
で
、
道
路
の
建
設
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
る
部
分
を
調
査
し
ま
し
た
が
調
査

面
積
は
２
千
200
㎡
を
超
え
ま
し
た
。

　

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
大
き
く
３
つ
の

時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

ず
弥
生
時
代
終
末
か
ら
古
墳
時
代
初

頭
の
も
の
、
次
い
で
飛
鳥
時
代
か
ら
奈

良
時
代
に
か
け
て
の
も
の
、
そ
し
て
鎌

倉
時
代
を
中
心
と
し
た
中
世
の
遺
構
で

す
。

　

第
一
の
時
期
の
遺
構
と
し
て
は
、

方ほ
う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

形
周
溝
墓
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
溝

１
条
と
一
辺
が
7.4
ｍ
の
大
形
竪
穴
住
居

が
あ
り
ま
す
。
竪
穴
住
居
か
ら
赤
く
彩

ら
れ
た
土は

じ

き

師
器
壺つ
ぼ

が
出
土
し
ま
し
た
。

　

飛あ
す
か鳥
（
白は
く
ほ
う鳳
）
時
代
の
遺
構
と
し
て

は
竪
穴
住
居
４
棟
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
暗あ
ん
も
ん文
が
施
さ
れ
た
土
師
器
と
須
恵

0 20m

弥生 古墳 飛鳥･奈良 鎌倉

土塁

N

器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

時
期
の
遺
構
か
ら
は
格
子
叩
き
調
整
さ

れ
た
平
瓦
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い

ま
す
。
付
近
に
未
発
見
の
白
鳳
寺
院
が

存
在
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け

て
の
掘
立
柱
建
物
15
棟
以
上
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
建
物
の
方
位
に
よ
り
大

き
く
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
分
け
を
し
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
も
最
も
注
目
さ
れ
る

の
は
、
や
や
東
に
触
れ
る
も
の
の
正
方

位
に
近
い
向
き
で
建
て
ら
れ
た
３
棟
か

ら
な
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
中
心
と
な
る

建
物
は
梁は
り

行
（
南
北
）
３
間
×
桁け
た

行
３

間
以
上
か
ら
な
る
身も

や舎
の
四
方
に
庇
ひ
さ
し
が

つ
く
建
物
で
す
。
柱
を
据
え
る
た
め
に

掘
ら
れ
た
穴
も
最
大
で
1.4
×
1.1
ｍ
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
規
模
の
建
物
は

役
所
の
中
心
的
建
物
か
、
国
司
・
郡
司

な
ど
の
権
力
者
の
居
宅
し
か
あ
り
え
ま

せ
ん
。
そ
れ
ら
を
裏
付
け
る
円え
ん
め
ん
け
ん

面
硯
な

ど
の
遺
物
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

古
代
こ
の
付
近
は
鈴
鹿
郡
牧ひ
ら
た田
郷
の

中
心
的
な
集
落
で
、
郡
司
を
勤
め
る
よ

う
な
豪
族
が
住
み
、
牧
田
郷
を
管
轄
す

る
役
所
の
出
先
の
よ
う
な
施
設
を
営
む

と
と
も
に
、
付
近
に
氏
寺
と
し
て
の
寺

院
を
建
立
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が

高
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

鎌
倉
時
代
以
降
の
遺
構
と
し
て
は
、

調
査
地
の
東
よ
り
で
一
辺
42
ｍ
の
方
形

に
巡
る
二
重
の
溝（
土
塁
に
伴
う
溝
か
）

の
中
央
に
桁
行
（
東
西
）
３
間
×
梁
行

４
間
の
総
柱
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
溝
か
ら
は
山
茶
碗
や
青
磁
な
ど

が
出
土
し
、
鎌
倉
時
代
の
有
力
者
の
居

宅
の
よ
う
で
す
。
他
に
も
２
棟
の
掘
立

柱
建
物
と
２
基
の
井
戸
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
御
門
垣
内
古
墳
と
呼
ば
れ
て

い
た
高
ま
り
も
同
様
に
二
重
の
溝
に
挟

ま
れ
て
い
て
、
土
塁
の
一
部
が
残
さ
れ

た
も
の
で
し
た
。
平
田
城
は
応
仁
元
(1467)

年
に
置
か
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
り
ま

す
が
、
そ
の
前
身
と
な
る
よ
う
な
館
か

砦
の
よ
う
な
も
の
が
す
で
に
存
在
し
た

の
で
し
ょ
う
。

平田遺跡第 1次調査区遺構配置図（1/1,000）

二重の堀 (土塁 ?) に囲まれた居宅 庇を持つ大型掘立柱建物

密集する掘立柱建物群 古墳時代竪穴住居

平田遺跡調査区全景

土師器手あぶり形土器 土師器赤彩 (パレススタイル )壺

格子叩き平瓦

須恵器杯蓋

須恵器器台？ 須恵器筒型器台 須恵器脚付壺

脚付短頸壺

蹄脚硯

製塩土器



平
田
遺
跡
第
２
次
調
査

　
　
　
　
　
　

９
月
14
日
〜
10
月
14
日

　

宅
地
造
成
が
終
了
し
た
平
田
遺
跡
で

住
宅
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。
建
物
の

基
礎
等
の
工
事
で
遺
構
が
壊
さ
れ
る
部

分
の
３
箇
所
で
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

第
１
の
調
査
区
は
残
存
土
塁
の
西

側
で
、
第
１
次
調
査
の
際
に
は
土
塁
の

側
溝
と
思
わ
れ
る
中
世
の
溝
２
条
と
、

飛
鳥
時
代
〜
奈
良
時
代
の
掘
立
柱
建
物

が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
調
査

の
結
果
、
同
じ
掘
立
柱
建
物
の
柱
穴
列

と
、
連
続
す
る
中
世
溝
、
そ
し
て
竪
穴

住
居
１
棟
を
検
出
し
ま
し
た
。
竪
穴
住

居
は
残
り
が
悪
く
、
出
土
遺
物
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

第
２
の
調
査
区
は
、
造
成
地
の
最

も
西
側
に
位
置
し
ま
す
。
調
査
の
結

果
、
竪
穴
住
居
２
棟
と
東
西
方
向
に

建
て
ら
れ
た
掘
立
柱
建
物
１
棟
な
ど

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
白
鳳
期
の

重じ
ゅ
う
こ
も
ん
の
き
ひ
ら
が
わ
ら

弧
文
軒
平
瓦
片
１
点
も
出
土
し

て
い
ま
す
。

　

第
３
の
調
査
区
は
、
第
２
調
査
区
の

道
を
は
さ
ん
で
東
に
位
置
し
ま
す
。
第

１
次
調
査
で
は
中
世
の
東
西
溝
と
掘
立

柱
建
物
１
棟
が
見
つ
か
っ
て
い
る
場
所

に
隣
接
し
、
調
査
の
結
果
も
中
世
溝
と

掘
立
柱
建
物
の
続
き
が
検
出
で
き
建
物

の
規
模
が
判
明
し
ま
し
た
。　

平
田
遺
跡
第
３
次
調
査

　
　
　
　
　
　

12
月
13
日
〜
12
月
24
日

　

さ
ら
に
、
住
宅
建
築
に
か
か
る
調
査

が
２
箇
所
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
第
１
の

調
査
箇
所
は
対
象
地
の
西
南
に
あ
た
り

第
１
次
調
査
で
古
墳
時
代
竪
穴
住
居
が

検
出
さ
れ
て
い
た
地
点
の
隣
接
地
で

す
。
今
回
の
調
査
で
竪
穴
住
居
の
全
体

像
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
他
、

中
世
溝
２
条
の
続
き
と
土
坑
、
ピ
ッ
ト

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

第
２
の
調
査
個
所
は
対
象
地
の
北
寄

り
で
、
第
１
次
調
査
の
際
に
掘
立
柱
建

物
や
竪
穴
住
居
が
密
集
し
て
い
た
地
点

に
あ
た
り
ま
す
。
調
査
で
は
既
に
確
認

さ
れ
て
い
た
南
側
に
庇
を
持
つ
掘
立
柱

建
物
の
一
部
と
、
溝
、
ピ
ッ
ト
多
数
を

確
認
し
ま
し
た
。

３次第 1調査区全景 2次第 2調査区掘立柱建物

2次第 1調査区竪穴住居

伊
勢
国
分
寺
跡

　
　
　
　

第
30
次
調
査

　
　
　
　

７
月
23
日
〜
'05
年
２
月
28
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
分
町
字
堂
跡  

　

国
分
寺
と
は
741
年
に
聖し
ょ
う
む武
天
皇
の

詔
み
こ
と
の
りに
よ
り
各
国
に
置
か
れ
た
寺
院
で

す
。
国
分
寺
は
僧
寺
と
尼
寺
か
ら
な
り

ま
す
が
、
こ
の
遺
跡
は
僧
寺
跡
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
大
正
11
年
10
月
12
日

に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査
に
よ

り
、
180
ｍ
四
方
の
築つ
い
じ地
塀
に
囲
ま
れ
た

伽が
ら
ん藍
地
と
、
南
門
・
中
門
・
回
廊
・
金

堂
・
講
堂
・
僧
坊
と
い
っ
た
主
要
伽
藍

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
調
査
は
、
塔
の
確
認
と
、

昨
年
確
認
さ
れ
た
も
の
の
ま
だ
規
模
等

が
確
実
で
な
い
僧
坊
の
再
確
認
、
そ
し

て
外
周
築
地
の
門
の
有
無
確
認
を
目
的

と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

　

僧
坊
調
査
区
は
僧
坊
の
中
央
東
寄
り

に
設
け
ま
し
た
。
基き
だ
ん壇
は
後
世
に
削
ら

れ
、
わ
ず
か
に
残
る
外
周
溝
な
ど
か
ら

南
北
９
ｍ
×
東
西
72
ｍ
の
規
模
で
は
な

い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回

の
調
査
で
も
外
周
溝
を
確
認
し
、
南
北

幅
は
９
ｍ
で
よ
い
よ
う
で
す
。
軒こ
ん
ろ
う廊
は

講
堂
と
僧
坊
を
結
ぶ
廊
下
で
、
講
堂
の

主
軸
か
ら
幅
を
６
ｍ
と
推
定
し
ま
し
た

が
、今
回
そ
の
東
半
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

築
地
北
調
査
区
は
、
伽
藍
北
辺
の
築

地
と
伽
藍
地
の
内
部
の
東
1/3
を
区
画
す

る
南
北
方
向
築
地
の
交
点
部
分
で
す
。

両
者
と
も
地
上
部
分
は
全
く
削
平
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
内
・
外
の
側

溝
か
ら
北
辺
築
地
は
基
底
部
の
幅
が
約

2.6
ｍ
、
南
北
築
地
は
幅
が
約
２
ｍ
で
あ

っ
た
と
推
定
し
ま
し
た
。
北
辺
の
築
地

塀
と
は
１
条
の
溝
を
は
さ
ん
で
Ｔ
字
状

に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

東
門
推
定
地
調
査
区
は
、
昨
年
度
確

認
し
た
食じ
き
ど
う堂
と
考
え
ら
れ
る
大
型
掘
立

柱
建
物
の
東
側
で
す
。
東
辺
築
地
と
食

堂
と
の
間
に
施
設
か
無
い
か
を
確
認
す

る
と
と
も
に
、
北
東
院
の
出
入
口
と
な

る
東
門
の
確
認
を
目
的
と
し
ま
し
た
。

東
辺
築
地
も
削
平
さ
れ
、
内
・
外
側
溝

か
ら
基
底
部
の
幅
が
約
2.5
ｍ
で
あ
っ
た

と
推
定
し
ま
し
た
。
東
門
の
遺
構
は
存

在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

塔
推
定
地
調
査
区
と
し
て
回
廊
の
南

東
を
面
的
に
調
査
し
ま
し
た
が
、
関
連

す
る
よ
う
な
遺
構
は
確
認
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
竪
穴
住
居
１
棟
、
中
世
墓
１

基
な
ど
を
検
出
し
ま
し
た
。

　

築
地
南
調
査
区
は
、
伽
藍
地
の
東
1/3

を
区
画
す
る
南
北
方
向
の
築
地
と
南
辺

の
築
地
と
接
点
に
な
る
は
ず
の
地
点
で

す
。
南
辺
築
地
の
基
底
部
と
内
溝
が
確

認
で
き
ま
し
た
が
、
南
北
方
向
築
地
の

基
底
や
側
溝
は
全
く
削
平
さ
れ
た
の
か

検
出
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

南
東
院
南
門
推
定
地
調
査
区
は
、
北

東
院
と
同
様
に
院
の
存
在
が
想
定
さ
れ

る
た
め
、
そ
の
南
門
に
あ
た
る
遺
構
が

存
在
す
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
設
け

ま
し
た
。
南
辺
築
地
の
基
底
部
と
内
溝

築地北調査区

伊勢国分寺跡第 30 次調査区配置図（1/2,000）

伊勢国分寺跡第 30 次調査南東院南門推定地調査区および軒瓦出土状況

を
確
認
し
ま
し
た
。
内
溝
は
幅
約
1.5
ｍ

の
溝
で
、築
地
基
底
に
完
全
に
添
わ
ず
、

調
査
区
西
半
で
は
北
側
に
曲
っ
て
い
ま

す
。
重
な
る
瓦
溜
り
か
ら
は
多
数
の
軒

瓦
を
含
む
完
形
に
近
い
瓦
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
確
実
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

こ
こ
に
小
規
模
な
門
が
存
在
し
た
可
能

性
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

結
局
、
今
次
の
調
査
で
も
塔
の
手
が

か
り
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
伽
藍

地
を
南
北
方
向
の
築
地
塀
で
区
画
さ
れ

た
西
側
の
2/3
と
考
え
、
塔
が
発
見
さ
れ

な
い
こ
と
か
ら
こ
の
国
分
寺
跡
を
尼
寺

と
考
え
る
意
見
も
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

積
極
的
に
尼
寺
と
す
べ
き
証
拠
も
確
認

で
き
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
来
年
度
以
降

も
引
き
続
き
塔
の
確
認
調
査
を
続
け
て

い
く
予
定
で
す
。

刻印平瓦

軒丸瓦・軒平瓦
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政庁

北方官衙ブロック

伊
勢
国
府
跡

　
　
　
　

第
19
次
調
査

　
　
　
　
　
　

８
月
31
日
〜
11
月
18
日

　
　

広
瀬
町
字
丸
内
、
仲
土
居
、
長
塚

　

伊
勢
国
府
跡
（
長
者
屋
敷
遺
跡
）
は

鈴
鹿
川
の
支
流
安
楽
川
の
左
岸
台
地
上

に
立
地
し
ま
す
。
遺
跡
は
広
瀬
町
・
西

冨
田
町
お
よ
び
亀
山
市
の
一
部
に
お
よ

ぶ
広
大
な
遺
跡
で
す
。
平
成
３
年
か
ら

継
続
的
に
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
て
い

ま
す
。

　

平
成
４
年
に
は
遺
跡
の
南
側
で
政
庁

の
遺
構
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
遺
跡
が
奈

良
時
代
中
ご
ろ
の
伊
勢
国
府
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
政
庁
の

北
方
に
は
瓦
葺
で
礎
石
建
ち
の
建
物
群

が
約
120
ｍ
四
方
の
区
画
に
囲
ま
れ
、
整

然
と
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。
国
府
に
付
随
す
る
何
ら
か

の
官か
ん
が衙
（
役
所)

ま
た
は
館た
ち

（
官
舎
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
は
、
こ
の
官
衙
群
に

伴
う
地
割
の
溝
が
北
方
に
ど
う
広
が
っ

て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
ま
し
た
。
調
査
区
は
、
広
瀬
町
字
丸

内
・
仲
土
居
・
長
塚
の
３
箇
所
に
設
置

し
ま
し
た
。

字
丸
内
の
調
査
区
で
は
東
西
に
走

る
幅
１
ｍ
、
深
さ
0.4
〜
0.6
ｍ
の
溝
を
延

伊勢国府跡第 19 次調査 6AAD-A 調査区東西区画溝

長
12
ｍ
に
わ
た
り
検
出
し
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い

る
地
割
の
北
限
溝
と
状
況
が
一
致
し
て

い
る
こ
と
か
ら
一
連
の
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

字
仲
土
居
の
調
査
区
は
、
遺
跡
内
で

も
わ
ず
か
に
残
る
土
塁
跡
の
北
側
に
設

定
し
、
土
塁
に
伴
う
地
割
溝
の
確
認
柄

尾
を
目
的
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
遺

構
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

字
長
塚
の
調
査
で
は
、
地
割
内
部
の

利
用
状
況
を
確
認
し
ま
し
た
。
広
い
範

囲
に
３
条
の
南
北
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し

た
と
こ
ろ
、
東
側
の
ト
レ
ン
チ
で
竪
穴

住
居
１
棟
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
竪
穴

住
居
は
一
辺
3.5
ｍ
の
不
整
な
方
形
で
、

床
面
中
央
に
炉
が
、
東
壁
に
カ
マ
ド
、

南
東
隅
に
貯
蔵
穴
が
見
ら
れ
ま
す
。
カ

マ
ド
の
袖
に
は
国
府
の
瓦
が
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
カ
マ
ド
内
や
周
辺
・
貯
蔵

穴
内
か
ら
は
土
師
器
の
甕か
め

、
坏つ
き

等
が
出

土
し
ま
し
た
。
竪
穴
住
居
は
奈
良
時
代

後
半
頃
と
見
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
に
見
つ

か
っ
て
い
る
竪
穴
住
居
同
様
、
国
府
で

労
役
に
あ
た
っ
た
人
物
の
住
居
ま
た
は

工
房
の
よ
う
な
性
格
と
見
ら
れ
ま
す
。

6ABB-B 調査区竪穴住居

宮
上
道
遺
跡

　
　
　
　
　
　

４
月
５
日
〜
６
月
30
日

　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
町
字
宮み
や
う
え
ど
う

上
道

　

宮
上
道
遺
跡
は
、
安
楽
川
と
鈴
鹿
川

に
挟
ま
れ
半
島
状
に
な
っ
た
河
岸
段
丘

上
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
国
道

１
号
線
と
JR
関
西
本
線
が
遺
跡
の
東
西

を
通
っ
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
は
市
道

の
新
設
に
先
立
ち
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
幅
５
〜
６
ｍ
、
延
長
120
ｍ
の

細
長
い
調
査
区
と
な
り
ま
し
た
。

　

調
査
区
の
中
央
や
や
西
寄
り
か
ら
竪

穴
住
居
１
棟
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
南

東
壁
に
は
作
り
つ
け
の
カ
マ
ド
が
あ
り

両
袖
に
は
平
瓦
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
材
料
の
平
瓦
は
安
楽
川
対
岸
の
伊

勢
国
府
跡
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
よ
う
で

す
。
カ
マ
ド
内
に
は
鍋
の
底
を
支
え
る

支
脚
が
残
り
、
カ
マ
ド
を
壊
す
と
き
の

ま
じ
な
い
の
痕
で
し
ょ
う
か
土
師
器
埦わ
ん

が
伏
せ
て
あ
り
ま
し
た
。
奈
良
時
代
後

半
〜
平
安
時
代
初
頭
頃
の
も
の
と
見
ら

れ
ま
す
。
そ
の
他
、
白
鳳
時
代
と
み
ら

れ
る
格
子
叩
き
痕
の
あ
る
平
瓦
も
出
土

し
て
い
て
、
付
近
に
白
鳳
寺
院
が
存
在

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

調
査
区
の
全
域
か
ら
、
多
数
の
溝
・

土ど
こ
う坑
・
ピ
ッ
ト
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
遺
構
か
ら
出
土
し
た
遺
物
に

は
、
山
茶
碗
・
常と
こ
な
め
や
き

滑
焼
そ
し
て
土
師
器

の
鍋
や
皿
等
が
あ
り
ま
す
。
少
量
で
す

が
瀬
戸
焼
の
壺
や
皿
、
青せ
い
じ磁
・
白は
く
じ磁
な

ど
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

遺
構
は
中
世
の
も
の
で
、
溝
は
排
水
や

土
地
の
区
画
の
た
め
、
土
坑
は
水
溜
め

や
ご
み
の
廃
棄
の
た
め
に
掘
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ピ
ッ
ト
に
は
掘

立
柱
建
物
の
柱
穴
と
考
え
ら
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
が
建
物
と
し
て
は
ま
と
ま

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
調
査
区
の

西
端
か
ら
は
井
戸
が
見
つ
か
り
、
曲ま
げ
も
の物

の
底
な
ど
木
製
品
が
出
土
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
一
般
的
な
集
落
に
も
み
ら
れ

る
も
の
で
す
。

　

た
だ
、
一
部
の
遺
構
か
ら
古こ

せ

と

瀬
戸
の

四し

じ

こ

耳
壺
や
常
滑
焼
の
三さ
ん
き
ん
こ

筋
壺
そ
し
て
石

製
五ご
り
ん
と
う

輪
塔
の
火か
り
ん輪
部
分
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
中
世
の
墓
の
蔵ぞ
う
こ
つ
き

骨
器

と
墓
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
付
近
に
は
中
世
墓
や
寺
院
跡

が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
縄
文
土
器
片
や
古
墳
時
代

の
土
師
器
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

調
査
区
の
関
係
か
ら
遺
跡
の
全
体

像
が
つ
か
め
た
と
は
到
底
言
え
ま
せ

ん
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
生
活
が
営
ま

れ
た
複
合
遺
跡
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

す
。

北

井戸

竪穴住居   

土坑

溝   

０ 20ｍ

宮上道遺跡遺構配置図

（1/1,200）

火輪

土師器長胴甕
土師器鉢

土師器坏

平瓦丸瓦

字丸内

字長塚

字仲土居



甲
懸
Ⅱ
遺
跡

　
　
　
　

10
月
21
日
〜
'05
年
２
月
９
日

　
　
　
　
　
　
　
　

稲い

の

う生
町
字
甲こ
う
が
け懸

　

甲
懸
Ⅱ
遺
跡
は
、
通
称
サ
ー
キ
ッ
ト

道
路
の
す
ぐ
北
側
の
丘
陵
地
に
位
置
し

ま
す
。
国
道
23
号
線
中
勢
道
路
建
設
に

先
立
ち
調
査
さ
れ
る
も
の
で
す
。
平
成

15
年
度
に
実
施
し
た
試
掘
調
査
の
際
、

埴は
に
わ輪
の
出
土
が
確
認
さ
れ
た
約
３
千
㎡

を
調
査
し
ま
し
た
。

　

調
査
地
は
西
向
き
の
緩
や
か
な
斜
面

で
、
そ
こ
に
谷
状
の
流
路
が
多
数
見
つ

か
り
ま
し
た
。
人
工
の
も
の
で
あ
る
確

実
な
手
が
か
り
は
得
ら
れ
ず
、
自
然
の

浸
食
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
流
路
内
か
ら
は
、
５
世
紀

末
か
ら
６
世
紀
初
め
頃
の
須
恵
器
や
円

筒
埴
輪
・
形
象
埴
輪
の
破
片
が
多
数
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
形
象
埴
輪
に
は
人

物
・
馬
や
家
形
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

旧
石
器
時
代
の
剥
片
や
、
弥
生
時
代

末
頃
の
土
器
も
出
土
し
ま
し
た
。

　

確
か
な
遺
構
を
確
認
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
調
査
区
よ
り
上

方
に
古
墳
時
代
後
期
の
古
墳
群
か
須
恵

器
・
埴
輪
生
産
に
か
か
わ
る
工
房
な
ど

が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
が

自
然
の
浸
食
と
後
世
の
開
発
で
失
わ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

甲懸Ⅱ遺跡調査区全景谷状流路

竪穴住居カマド 井戸宮上道遺跡調査区全景

平
野
遺
跡
第
２
次
調
査

　
　
　
　
　

４
月
７
日
〜
５
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　

国こ

う府
町
字
富
士

平
野
遺
跡
は
鈴
鹿
川
右
岸
の
河
岸

段
丘
上
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
鈴
鹿
川

に
面
し
た
台
地
の
端
に
は
八や
お
ひ
め

百
姫
古
墳

群
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
は

集
合
住
宅
の
建
設
に
先
立
っ
て
行
わ
れ

ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
弥
生
時
代
の
墓
で
あ

る
方ほ
う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

形
周
溝
墓
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

規
模
は
溝
の
内
法
で
南
北
６
ｍ
、
東
西

７
ｍ
で
す
。
残
念
な
が
ら
埋
葬
の
た
め

の
墓
壙
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

周
溝
は
全
周
せ
ず
四
隅
で
切
れ
る
タ
イ

プ
で
す
。
北
辺
の
溝
で
長
さ
7.5
ｍ
、
最

大
幅
２
ｍ
、
深
さ
0.6
ｍ
で
し
た
。
北
辺

溝
中
央
か
ら
大
形
の
壺
が
、
南
辺
溝
中

央
か
ら
脚
付
壺
が
、
そ
し
て
西
辺
溝
か

ら
は
２
個
の
壺
が
そ
れ
ぞ
れ
残
り
の
良

い
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
。
墓
に
供
え

ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
土

器
か
ら
こ
の
方
形
周
溝
墓
は
、
弥
生
時

代
の
中
期
後
葉
に
築
か
れ
た
も
の
と
み

ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
の
遺
構
と
し
て
、
奈
良
時

代
の
掘
立
柱
建
物
と
土
坑
が
、
平
安
時

平野遺跡調査区全景

大形壺出土状況 方形周溝墓

代
の
溝
・
土
坑
、
鎌
倉
時
代
の
溝
・
ピ

ッ
ト
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

弥
生
時
代
に
墓
地
と
し
て
利
用
さ

れ
た
後
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は

人
々
が
連
綿
と
生
活
し
た
集
落
の
一
部

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

弥生土器壺

円筒埴輪

形象埴輪

須恵器坏蓋

古瀬戸四耳壺

常滑焼三筋壺

山皿 片口鉢

古墳時代土師器小型鉢

奈良時代土師器坏

格子叩き平瓦



試
掘
調
査
か
ら

　

加か

さ

ど

佐
登
町
の
加
佐
登
神
社
境
内
の
山

林
に
は
白し
ら
と
り
づ
か

鳥
塚
１
号
墳
が
所
在
し
ま
す
�

直
径
70
ｍ
以
上
�
２
段
築
成
で
県
内
最

大
の
円
墳
と
し
て
県
の
史
跡
に
指
定
さ

れ
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
�

　

東
側
の
山
林
に
お
い
て
開
発
の
計
画

が
立
案
さ
れ
た
た
め
�
範
囲
を
確
認
す

る
た
め
の
ト
レ
ン
チ
調
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
�
そ
の
結
果
�
驚
い
た
こ
と
に
墳

丘
に
沿
�
て
巡
�
て
い
る
は
ず
の
周
し
�
う
こ
う溝

と
思
わ
れ
る
る
溝
が
�
現
在
の
墳
丘
裾

か
ら
東
に
10
ｍ
以
上
離
れ
た
地
点
で
見

つ
か
�
た
の
で
す
�
溝
の
幅
は
約
８
ｍ

あ
り
ま
す
�
こ
の
間
は
比
較
的
平
坦
と

な
�
て
い
ま
す
の
で
�
こ
の
部
分
を

造つ
く
り
だ
し
出
と
考
え
れ
ば
�
白
鳥
塚
１
号
墳
が

帆ほ
た
て
が
い

立
貝
式
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
可
能

性
も
で
て
き
ま
し
た
�
ま
た
�
円
墳
だ

と
し
て
も
規
模
の
見
直
し
が
必
要
と
な

り
ま
す
�

　

今
後
の
追
加
調
査
の
成
果
が
待
た
れ

ま
す
�

墳丘から見たトレンチ

国
府
城
跡

　
　
　
　
　
　

10
月
21
日
〜
11
月
５
日

　
　
　
　
　
　
　
　

国
府
町
字
長ち
�
う
の
し
ろ

ノ
城

　

国
府
城
跡
は
鈴
鹿
川
の
左
岸
の
段
丘

上
の
、
東
西
に
谷
が
入
り
金
床
状
を
な

し
た
台
地
上
に
立
地
し
ま
す
。
長
ノ
城

と
い
う
字
名
か
ら
伊
勢
国
府
の
政
庁
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

き
た
所
で
す
。
ま
た
、
戦
国
時
代
に
は

関
氏
一
族
の
国
府
氏
が
居
館
を
構
え
た

国府城跡調査区全景堀状の溝

三
宅
神
社
西
遺
跡　

　
　
　
　
　
　

12
月
８
日
〜
12
月
15
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
府
町
字
貝
下

　

三み
や
け宅
神
社
西
遺
跡
は
鈴
鹿
川
右
岸

の
段
丘
上
に
位
置
し
ま
す
。
遺
跡
が
所

在
す
る
国
府
町
一
体
は
平
安
時
代
後
期

の
伊
勢
国
府
の
推
定
地
と
な
っ
て
い
ま

す
。
調
査
地
は
、
伊
勢
国
総そ
う
じ
ゃ社
に
比
定

さ
れ
て
い
る
三
宅
神
社
の
す
ぐ
西
に
な

り
ま
す
。
調
査
は
、
個
人
の
宅
地
造
成

に
伴
う
も
の
で
す
。
調
査
の
結
果
、
３

棟
分
の
掘
立
柱
建
物
の
柱
穴
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。

２
棟
は
そ
れ
ぞ
れ
調
査
区
の
端
か

ら
、
柱
間
２
間
分
が
検
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
柱
の
掘
り
方
は
1.2
〜
0.8
ｍ
と
大
き

な
方
形
で
、
両
者
の
柱
筋
の
方
位
も
ち

ょ
う
ど
直
角
に
交
わ
る
な
ど
企
画
性
が

高
く
、
同
時
に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の

と
見
ら
れ
ま
す
。
１
棟
の
柱
間
は
３
ｍ

（
10
尺
）、も
う
１
棟
の
柱
間
は
2.4
ｍ（
８

尺
）
を
計
り
ま
す
。
建
て
ら
れ
た
時
期

は
平
安
時
代
前
半
頃
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

調
査
区
の
中
央
か
ら
は
も
う
１

三宅神社西遺跡掘立柱建物

棟
、
２
間
×
３
間
以
上
の
掘
立
柱
建
物

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
柱
間
は
2.4
ｍ

等
間
で
す
。
柱
穴
は
か
な
り
小
さ
な
円

形
ま
た
は
い
び
つ
な
方
形
で
、
柱
穴
の

切
り
あ
い
関
係
か
ら
前
二
者
よ
り
後
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

三
宅
神
社
の
周
辺
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
三
宅
神
社
遺
跡
の
調
査
で
平
安
時

代
の
掘
立
柱
建
物
、
井
戸
等
が
多
数
検

出
さ
れ
て
い
て
、
後
期
伊
勢
国
府
関
連

の
曹ぞ
う
し司
や
官
人
の
居
宅
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
今
回
確
認
さ
れ
た
建
物
群
も

同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。

須
賀
遺
跡
第
４
次

　
　
　
　
　

発
掘
調
査

　
　
　
　
　

11
月
15
日
〜
11
月
26
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢や

ば

せ橋
三
丁
目

　

須す

か賀
遺
跡
は
，
神か
ん
べ戸
の
市
街
地
が
立

地
す
る
低
位
段
丘
の
先
端
部
に
広
が
る

広
大
な
弥
生
時
代
の
集
落
遺
跡
で
す
。

　

調
査
地
は
、
須
賀
遺
跡
で
も
東
端
に

あ
た
り
ま
す
。
調
査
は
宅
地
造
成
に
伴

う
も
の
で
す
が
、
埋
立
地
の
た
め
建
物

基
礎
等
は
遺
構
面
に
及
ば
な
い
の
で
、

擁
壁
の
設
置
に
伴
う
掘
削
部
分
の
み
の

ト
レ
ン
チ
状
の
調
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
溝
２
条
と
土
坑
１
基

ピ
ッ
ト
多
数
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
出

土
し
た
土
器
か
ら
弥
生
時
代
後
期
頃
の

遺
構
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
包

含
層
な
ど
か
ら
は
弥
生
時
代
前
期
や
中

期
の
土
器
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

須賀遺跡調査区全景溝

土坑とピット

と
さ
れ
、
段
丘
の
北
端
に
は
３
条
の
堀

が
入
り
込
み
、土
塁
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

住
宅
建
築
に
先
だ
ち
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
３
条
の
溝
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
西
側
で
見
つ
か
っ

た
溝
は
幅
は
不
明
で
す
が
、
V
字
状
に

落
ち
込
み
堀
の
一
部
で
し
ょ
う
。

　

室
町
時
代
の
土
師
器
皿
・
耳
皿
・
鍋

や
古
瀬
戸
の
碗
、
そ
し
て
鉄
製
の
刀と
う
す子

が
出
土
し
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
国
府
城

に
関
わ
る
施
設
の
一
部
で
し
ょ
う
。

　

期
待
さ
れ
た
古
代
の
遺
物
は
残
念

な
が
ら
ほ
と
ん
ど
出
土
し
ま
せ
ん
で
し

た
。

平
野
遺
跡
第
１
次

　
　
　
　
　

発
掘
調
査

　
　
　
　
　

２
月
27
日
〜
３
月
15
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
野
町
字
平
林

　

第
２
次
調
査
の
調
査
区
か
ら
、
北
に

200
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
地
点
で
す
。
住
宅
建

築
に
先
立
ち
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
土
坑
６
基
と
、
溝
10

条
ほ
か
多
数
の
ピ
ッ
ト
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
各
遺
構
か
ら
は
山
茶
碗
・
土
師

器
釜
・
常
滑
焼
甕
・
青
磁
な
ど
の
遺
物

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遺
物

か
ら
遺
構
の
年
代
は
鎌
倉
時
代
以
後
の

も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
ピ
ッ
ト
は
掘
立

柱
建
物
の
柱
穴
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
調
査
区
が
狭
い
こ
と
か
ら
建

物
と
し
て
の
柱
穴
の
並
び
は
確
認
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
他
、
土
坑
か
ら
中
世
の
遺
物
に

混
じ
っ
て
奈
良
時
代
〜
平
安
時
代
の
土

弥生土器鉢

土師器耳皿 土師器皿

土師器羽釜 刀子



里
遺
跡
発
掘
調
査

　
　
　
　
　
　

８
月
23
日
〜
８
月
30
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
田
町
字
里

　

里
遺
跡
は
、
波
瀬
川
の
左
岸
に
位
置

し
木
田
町
の
集
落
の
下
に
広
が
っ
て
い

る
遺
跡
で
す
。
調
査
は
住
宅
建
築
に
先

立
っ
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
ピ
ッ
ト
多
数
と
土
坑
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
ピ
ッ
ト
は
掘
立
柱

建
物
の
柱
穴
と
見
ら
れ
、2.1
ｍ
（
７
尺
）

間
隔
で
並
ぶ
も
の
も
あ
り
ま
す
。
柱
穴

か
ら
灰か
い
ゆ
う釉
陶
器
が
出
土
し
た
た
め
平
安

時
代
以
降
の
建
物
と
見
ら
れ
ま
す
。
も

う
１
棟
建
物
と
し
て
ま
と
ま
り
そ
う
な

柱
穴
の
並
び
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
遺
構
や
包
含
層
か
ら
は
古

墳
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て

の
土
師
器
・
須
恵
器
片
や
鎌
倉
時
代
の

山
茶
碗
の
破
片
等
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

里
遺
跡
は
鈴
鹿
川
に
面
し
た
微
高
地

と
し
て
古
墳
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て

の
長
い
間
、
人
々
の
生
活
の
場
と
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。

師
器
・
須
恵
器
片
の
ほ
か
瓦
片
も
出
土

し
て
い
ま
す
。

発掘調査地位置図（1/75,000）

調査区全景

竹野一丁目遺跡調査区全景

井戸･溝山皿･山茶碗山茶碗底部の墨書

竹
野
一
丁
目
遺
跡

　
　

第
４
次
発
掘
調
査

　
　
　
　
　

10
月
18
日
〜
11
月
10
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
野
一
丁
目　

　

竹
野
一
丁
目
遺
跡
は
鈴
鹿
川
右
岸
の

低
位
段
丘
上
に
立
地
し
ま
す
。
三
日
市

町
の
近
鉄
線
が
走
る
段
丘
面
か
ら
は
一

段
低
く
、
そ
の
た
め
湧
き
水
が
豊
か
で

す
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
鎌
倉
時

代
の
掘
立
柱
建
物
・
区
画
溝
・
水
田
跡

な
ど
が
多
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
地
は
，
遺
跡
の
西
端
に

あ
た
り
ま
す
。
調
査
は
宅
地
造
成
に
先

立
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
溝
３
条
・
井
戸
状
の

土
坑
１
基
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
遺
構

か
ら
は
土
師
器
の
鍋
・
皿
と
、
山
茶
碗
・

山
皿
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
山
茶

碗
に
は
底
に
記
号
や
文
字
の
墨
書
が
見

ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
わ

ず
か
で
す
が
青
磁
の
破
片
も
出
土
し
て

い
ま
す
。

　

出
土
遺
物
か
ら
見
て
、
鎌
倉
時
代
の

集
落
の
一
部
で
あ
る
と
見
ら
れ
ま
す
。

平野遺跡調査区全景石の詰まった中世の土坑里遺跡調査風景

●伊勢国分寺跡

●里遺跡

●須賀遺跡

●天王遺跡

●甲懸Ⅱ遺跡

●三宅神社西遺跡
●国府城跡

●平野遺跡

●宮上道遺跡

●伊勢国府跡

●白鳥塚 1号墳

●平田遺跡 ●竹野一丁目遺跡


