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「
院
」
の
発
見
！

塔
は
・
・
・
？

　

今
回
の
大
き
な
成
果
は
、
築つ
い
じ地
に

よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
院
が
確
認
さ
れ
た

こ
と
で
す
。
東
西
45
ｍ
×
南
北
30
ｍ
の

規
模
で
す
。
こ
の
院
に
は
、
南
側
に
簡

易
な
造
り
の
門
が
あ
り
ま
し
た
。
院
内

で
は
建
物
な
ど
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
何
の
目
的

で
造
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
す
が
、
こ

の
院
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
可
能
性
を
考
え
て
い
ま
す
。

１
．
布ふ

せ

い

ん

施
院

都
な
ど
で
労
役
に
服
す
る
た
め
に
往

来
す
る
人
々
に
食
事
や
宿
な
ど
を
提

供
す
る
「
布
施
」
を
行
う
施
設

２
．
国こ

く
し
い
ん

師
院

国
分
寺
の
僧
尼
の
監
督
や
経
論
の
講

義
な
ど
を
行
っ
た
国
師
（
講
師
）
と

呼
ば
れ
る
僧
侶
の
た
め
の
施
設

３
．
施
設
の
増
築

何
ら
か
の
理
由
で
必
要
に
な
っ
た
施

設
の
増
築

　

残
念
な
が
ら
伊
勢
国
分
寺
跡
は
遺
跡

の
残
存
状
況
が
非
常
に
悪
い
た
め
、
こ

れ
以
上
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め

こ
の
院
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
今
後
全

国
の
国
分
寺
で
行
わ
れ
る
調
査
で
類
似

例
が
発
見
さ
れ
る
の
を
待
ち
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
調
査
の
大
き
な
目
的

で
あ
っ
た
塔
跡
の
確
認
に
つ
い
て
は
、

何
ら
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
今
後
の
調
査
に
期
待
し

た
い
と
思
い
ま
す
。　
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平
田
遺
跡

　
　
　

第
４
次
調
査

１
月
７
日
～
１
月
20
日

個
人
住
宅
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

平
田
本
町
一
丁
目

平
田
遺
跡
は
、
鈴
鹿
川
右
岸
の
標

高
約
22
ｍ
の
段
丘
上
に
位
置
す
る
弥
生

時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
遺
跡

で
す
。

今
回
の
調
査
で
は
竪た
て
あ
な穴
住
居
・
掘

立
柱
建
物
・
土
器
焼し
ょ
う
せ
い
こ
う

成
坑
・
土ど
こ
う坑
・
柱

穴
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
平
安
時

代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
頭
に
造
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
土は

じ

き

師
器
を
焼
い
た
窯
の
跡

（
土
器
焼
成
坑
）
で
す
。
径
約
80
㎝
の

浅
い
円
形
の
穴
（
円
形
部
）
の
西
側
に
、

幅
約
40
㎝
の
溝
（
溝
部
）
が
70
㎝
に
わ

た
っ
て
取
り
付
く
遺
構
で
す
。
円
形
部

と
溝
部
が
接
続
す
る
部
分
の
壁
は
強
い

熱
を
受
け
赤
く
な
り
、
硬
化
し
て
い
ま

す
。
円
形
部
の
底
に
は
１
～
２
㎝
の
炭

の
層
が
あ
り
、
そ
の
上
か
ら
は
赤
く
焼

け
た
粘
土
の
塊
か
た
ま
りが
た
く
さ
ん
出
て
き
ま

し
た
。

こ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
師
器
は
形

を
作
る
時
に
ロ
ク
ロ
を
使
用
し
た
も
の

で
、
ロ
ク
ロ
土
師
器
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
す
。
見
つ
か
っ
た
ロ
ク
ロ
土
師
器
は

す
べ
て
小
皿
で
、
円
形
部
か
ら
４
点
、

溝
部
か
ら
２
点
出
土
し
ま
し
た
。

奈
良
時
代
の
土
器
焼
成
坑
は
三
重

県
内
で
も
多
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す

第４次調査区

第５次調査区

第６次調査区

第10次調査区

第８-②次調査区

第８-①次調査区

第８-③次調査区

第７次調査区

土器焼成坑検出位置

竪穴住居（古代）

掘立柱建物（古代）

中世の遺構

方形周溝墓（弥生時代）

古代の道路遺構

20ｍ0

平田遺跡遺構配置図

平
田
遺
跡

第
５
次
調
査

２
月
９
日
～
２
月
24
日

個
人
住
宅
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

平
田
本
町
一
丁
目

　

第
４
次
調
査
に
引
き
続
き
行
わ
れ
た

第
５
次
調
査
で
は
、
掘
立
柱
建
物
・
溝
・

土
坑
・
柱
穴
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

掘
立
柱
建
物
は
第
１
次
調
査
で
確
認

さ
れ
た
掘
立
柱
建
物
の
続
き
（
東
側
半

分
）
で
す
。
四
角
い
１
辺
1.0
～
1.3
ｍ
の

柱
穴
で
構
成
さ
れ
る
梁は
り

行
き
３
間
、
桁け
た

行
き
６
間
の
身も

や舎
の
周
り
に
、
一
回
り

小
さ
い
柱
穴
の
庇
ひ
さ
し
を
付
け
、
建
物
の
床

面
積
を
大
き
く
し
て
い
ま
す
。
東
面
庇

の
存
在
が
不
確
定
で
す
が
、
四
面
庇
と

す
れ
ば
、
全
体
の
規
模
は
東
西

18.6
ｍ
×

南
北

10.5
ｍ
と
な
り
床
面
積
は

195
㎡
（
約

60
坪
）
と
な
り
ま
す
。

　

出
土
遺
物
は
い
ず
れ
も
小
片
で
時
期

が
判
明
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

周
辺
の
遺
物
や
第
１
次
調
査
区
の
遺
物

な
ど
か
ら
奈
良
～
平
安
時
代
に
建
て
ら

れ
た
建
物
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
見
つ
か
っ
た
よ
う
な
四し
め
ん
び
さ
し

面
庇
付

掘
立
柱
建
物
は
、
都
の
宮
殿
や
貴
族
の

邸
宅
に
採
用
さ
れ
た
格
式
の
高
い
建
物

の
形
式
で
、
地
方
で
は
国
や
郡
の
役
所

の
中
心
施
設
、
役
人
や
豪
族
の
館
に
こ

の
形
式
の
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
建
物

の
規
模
も
役
所
の
中
心
施
設
で
あ
っ
て

も
お
か
し
く
な
い
大
き
さ
で
す
。
こ
の

よ
う
に
格
式
の
高
さ
・
規
模
か
ら
見
る

と
、
こ
の
建
物
が
一
般
集
落
の
も
の
で

四面庇付掘立柱建物の柱穴

四面庇付掘立柱建物模式図

身
も や

舎

庇
ひさし

四面庇付掘立柱建物（柱穴に人が立っています）

平
田
遺
跡

第
６
次
調
査

４
月
11
日
～
４
月
28
日

個
人
住
宅
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

平
田
本
町
一
丁
目

　

第
６
次
調
査
で
は
、
第
１
次
調
査
で

検
出
し
た
掘
立
柱
建
物
や
溝
の
続
き
を

確
認
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
掘
立
柱

建
物
の
規
模
は
梁
行
が
２
間
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
第
１
次
調
査
で
ゆ
る
や
か

に
蛇
行
し
な
が
ら
東
か
ら
西
へ
と
向
か

う
中
世
の
溝
の
続
き
は
、
当
調
査
区
の

西
側
で
西
と
南
の
二
方
向
に
分
岐
し
ま

す
。
他
に
調
査
区
の
南
西
隅
か
ら
北
東

方
向
に
向
か
う
溝
は
、
第
１
次
調
査
の

結
果
と
総
合
す
る
と
幅
約
９
ｍ（
内
法
）

の
道
路
遺
構
の
西
側
側そ
っ
こ
う溝
の
可
能
性
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
に
は
、
南
北
に
細
長
い
土
坑

を
検
出
し
ま
し
た
。
こ
の
土
坑
か
ら
は

ほ
ぼ
完
全
な
形
の
山
茶
碗･

山
皿
が
出

土
し
ま
し
た
。

平
田
遺
跡

第
７
次
調
査

４
月
26
日
～
５
月
８
日

個
人
住
宅
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

平
田
本
町
一
丁
目

　

第
７
次
の
調
査
区
は
、
第
１
次
調
査

で
確
認
し
た
中
世
の
掘
立
柱
建
物
と
そ

の
建
物
の
三
方
（
東
・
南
・
西
）
を
囲

む
二
重
の
溝
で
囲
ま
れ
た
区
画
の
南
東

部
に
あ
た
り
ま
す
。
今
回
の
調
査
区
で

も
東
側
を
区
画
す
る
溝
の
続
き
を
確
認

し
ま
し
た
。
そ
の
溝
の
西
側
に
中
世
の

掘
立
柱
建
物
を
検
出
し
ま
し
た
。
第
１

次
調
査
の
掘
立
柱
建
物
と
共
に
区
画
内

に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
区
の
南
西
隅
で
は
L
字

状
に
曲
が
る
溝
を
検
出
し
ま
し
た
。
出

土
遺
物
か
ら
判
断
し
て
、
古
墳
時
代
前

期
の
溝
と
考
え
ら
れ
古
墳
の
周
溝
の
可

能
性
も
残
り
ま
す
。

　

他
に
は
竪
穴
住
居
を
検
出
し
ま
し
た

が
、
削
平
が
著
し
い
た
め
西
側
部
分
し

か
遺
構
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
住
居
内

の
北
西
部
に
焼
土
の
痕
跡
が
あ
り
、
竈
か
ま
ど

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

土器焼成坑

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
た
、
出

土
遺
物
の
中
に
、
文
字
を
使
用
し
た
証

拠
に
な
る
硯
す
ず
り
や
、
近
隣
に
寺
院
の
存
在

を
思
わ
せ
る
よ
う
な
瓦
が
一
定
量
出
土

す
る
こ
と
か
ら
も
遺
跡
の
特
殊
性
が
う

か
が
え
ま
す
。

調査区全景

が
、
今
回
見
つ
か
っ
た
も
の
と
同
時

期
の
も
の
は
県
内
で
は
四
日
市
市
で
２

例
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
の
み
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
２
例
は
遺
構
の
残
り

が
悪
く
全
体
の
様
子
は
分
か
ら
な
い
た

め
、
今
調
査
の
比
較
的
残
り
の
良
い
土

器
焼
成
坑
の
発
見
は
、
不
明
な
点
が
多

い
こ
の
時
期
の
土
師
器
生
産
を
考
え
る

上
で
重
要
な
も
の
と
い
え
ま
す
。

にぶい黄褐色粘土

焼土塊

炭化物

被熱硬化部

0 １ｍ

土器焼成坑平面図



平
田
遺
跡

第
９
次
調
査

10
月
11
日
～
12
月
18
日

宅
地
造
成
に
よ
る
緊
急
調
査

弓
削
一
丁
目

　

第
９
次
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
か
ら

中
世
に
か
け
て
の
遺
構
を
確
認
し
ま
し

た
。
古
代
の
遺
構
は
主
に
北
区
で
、
中

世
の
遺
構
は
主
に
南
区
で
確
認
し
て
い

ま
す
。

　

古
墳
時
代
の
遺
構
と
し
て
は
、
Ｌ
字

状
に
曲
が
る
幅
４
～
５
ｍ
ほ
ど
の
溝
を

検
出
し
ま
し
た
。
古
墳(

方
墳)

の
周

溝
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
溝
か
ら
は

遺
物
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し
て
い
な
い
た

め
、
築
造
時
期
は
不
明
で
す
。

　

周
溝
の
底
部
か
ら
掘
立
柱
建
物
の
柱

穴
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
古
墳
が
築
造

さ
れ
る
以
前
に
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

　

飛
鳥
時
代
～
奈
良
時
代
の
遺
構
に
は

竪た
て
あ
な穴
住
居
が
11
棟
・
掘
立
柱
建
物
も
11

南
山
遺
跡

第
３
次
調
査

５
月
30
日
～
６
月
３
日

進
入
道
路
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

河
田
町

　

南
山
遺
跡
は
、
鈴
鹿
川
左
岸
の
台
地

の
先
端
部
に
位
置
し
、
弥
生
時
代
の
遺

物
や
古
墳
群
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
成
７
年
度
に
今
回
の
調
査
区
の

西
に
隣
接
す
る
箇
所
で
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
、
弥
生
時
代
後
期
の
竪
穴
住
居
１

棟
と
方
形
周
溝
墓
１
基
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成
17
年
４
月

に
は
、
福
祉
施
設
の
建
設
に
先
立
ち
試

掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
が
、
遺
構
や
遺

物
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
の
調
査
は
、
施
設
敷
地
内
の
進

入
路
工
事
の
際
に
遺
構
が
発
見
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
遺
跡
の
記
録
保
存
を
目
的

と
し
て
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

調
査
の
結
果
、
溝
１
条
・
竪
穴
住
居

３
棟
と
い
く
つ
か
の
柱
穴
を
検
出
し
ま

し
た
。　

　

建
替
え
前
の
福
祉
施
設
の
玄
関
正
面

で
検
出
し
た
溝
の
規
模
は
、幅
約
3.2
ｍ
、

深
さ
約
１
ｍ
を
測
り
ま
す
。
溝
の
断
面

は
逆
台
形
状
で
、
溝
底
部
の
角
が
型
崩

れ
せ
ず
に
残
っ
て
い
ま
す
。
竪
穴
住
居

を
検
出
し
た
調
査
区
の
崖
面
に
こ
の
溝

の
東
肩
が
わ
ず
か
に
残
存
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
溝
は
北
東―

南
西
方
向

に
13
ｍ
以
上
延
び
る
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。
溝
埋
土
に
は
、
脚
付
壺
や
高た
か
つ
き坏

な
ど
多
く
の
土
器
が
含
ま
れ
て
い
ま
し

た
。
出
土
し
た
土
器
は
弥
生
時
代
後
期

に
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。
南
山
遺
跡
の

谷
を
は
さ
ん
で
南
西
に
は
環か
ん
ご
う濠
を
持
つ

一い
っ
た
ん
ど
お
り

反
通
遺
跡
が
あ
り
、
今
回
の
調
査

で
検
出
し
た
溝
も
立
地
条
件
や
規
模
、

形
状
か
ら
お
そ
ら
く
環
濠
な
ど
の
濠ほ
り

と

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

３
棟
の
竪
穴
住
居
は
切
り
合
い
関
係

が
あ
る
た
め
時
期
差
が
あ
り
ま
す
。
最

も
新
し
い
竪
穴
住
居
の
埋
土
か
ら
は

石せ
き
ぞ
く鏃
や
弥
生
時
代
後
期
の
高た
か
つ
き坏
、
甕
な

ど
の
土
器
片
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
竪
穴
住
居
と
溝
が
併
存
し
て
い
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
調
査
区
周
辺
に
は
弥
生
時

代
に
濠
を
伴
う
集
落
（
環
濠
集
落
）
が

形
成
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
ま
す
。

崖面に残る溝の断面

脚付壺・石鏃

べっこう製横櫛

甕出土状況

は
、南
東
辺
の
溝
を
検
出
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
周
溝
墓
の
北
西―

南
東
の
規

模
は
内
法
で
約
７
ｍ
を
測
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
調
査
で
新
た
に
判
明
し
た

こ
と
は
、
第
１
次
調
査
で
検
出
さ
れ
た

掘
立
柱
建
物
の
三
方
を
囲
む
区
画
溝
と

想
定
し
て
い
た
溝
が
南
西
隅
で
は
つ
な

が
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
区
画

さ
れ
た
屋
敷
地
へ
の
入
口
の
た
め
溝
が

途
切
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
本
来

区
画
溝
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
調
査
面

積
が
狭
小
の
た
め
現
時
点
で
は
不
明
で

す
が
、
今
後
の
追
加
調
査
の
結
果
を
み

て
判
断
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
田
遺
跡

第
10
次
調
査

12
月
14
日
～
12
月
27
日

個
人
住
宅
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

平
田
本
町
一
丁
目

　

第
10
次
調
査
で
は
、
第
１
次･

第
８

‐
①
次
調
査
で
検
出
さ
れ
た
飛
鳥
時
代

か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
掘
立
柱
建

物
の
続
き
を
確
認
し
ま
し
た
。
当
初
、

こ
の
建
物
の
規
模
を
東
西
５
間
×
南
北

３
間
と
想
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

の
調
査
で
さ
ら
に
西
へ
延
び
る
こ
と
が

判
明
し
、
東
西
６
間
の
規
模
を
持
つ
掘

立
柱
建
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
そ
の
西
側
で
検
出
さ
れ
た
掘
立
柱

建
物
の
北
辺
と
第
１
次
調
査
で
検
出
さ

れ
て
い
る
掘
立
柱
建
物
の
庇
ひ
さ
し
が
ほ
ぼ
一

直
線
上
に
並
ぶ
こ
と
か
ら
、
計
画
的
に

建
物
を
配
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
調
査
区
の
南
側
で
も
掘
立
柱

建
物
、
東
側
で
は
竪
穴
住
居
を
検
出
し

て
い
ま
す
。

平
田
遺
跡

第
８
次
調
査

６
月
17
日
～
７
月
８
日

個
人
住
宅
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

平
田
本
町
一
丁
目

　

第
８
次
調
査
は
調
査
区
が
３
箇
所
に

分
か
れ
ま
す
。大
き
な
成
果
と
し
て
は
、

道
路
部
分
を
調
査
し
た
第
１
次
調
査
で

検
出
さ
れ
た
遺
構
の
続
き
が
続
々
と
明

ら
か
と
な
っ
た
こ
と
で
す
。

第
８
‐
①
次
調
査　

　

第
１
次
調
査
で
検
出
し
た
掘
立
柱

建
物
の
続
き
を
確
認
し
ま
し
た
。
飛
鳥

時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
掘
立

柱
建
物
の
規
模
は
東
西
５
間
×
南
北
３

間
、
鎌
倉
時
代
の
掘
立
柱
建
物
の
規
模

は
東
西
４
間
×
南
北
５
間
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
調
査
区
の
西
側
で
方
形
の

土
坑
を
検
出
し
ま
し
た
。
こ
の
土
坑

か
ら
は
土
師
器
・
須す

え

き

恵
器
の
他
に
鉄て
っ
さ
い滓

が
出
土
し
、
埋
土
に
は
焼
土
が
含
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
調
査
区
の
南
で
も
楕だ
え
ん円

形
の
土
坑
を
検
出
し
、
土
師
器
・
須
恵

器
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
南
東
隅

で
は
方
形
の
土
坑
を
検
出
し
、
常
滑
焼

（
甕か
め

）
の
底
部
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

第
８
‐
②
次
調
査　

　

主
に
中
世
の
遺
構
を
検
出
し
ま
し

た
。
調
査
区
の
南
側
で
検
出
し
た
土
坑

か
ら
は
完
形
に
近
い
山
茶
碗
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
山
茶
碗
の
中
に
は
底
部
に

墨
で
格
子
状
の
記
号
（
ド
ー
マ
ン
？
）

が
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

第
８
‐
③
次
調
査　

　

第
１
次
調
査
で
検
出
し
た
弥
生
時
代

後
期
の
方
形
周し
ゅ
う
こ
う溝
墓
の
続
き
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
北
西
辺
と

北
隅
が
検
出
さ
れ
て
い
た
方
形
周
溝
墓

棟
あ
り
ま
す
。

　

中
世
の
遺
構
と
し
て
は
、
南
区
の
西

端
で
幅
２
ｍ
の
南
北
溝
を
検
出
し
ま
し

た
。
出
土
遺
物
か
ら
室
町
時
代
以
降
埋

没
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
屋
敷

地
を
区
画
す
る
た
め
の
溝
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

重なり合う掘立柱建物と竪穴住居

平田遺跡調査風景 掘立柱建物（道路部分は第１次調査の判明分）



萱か
や
ま
ち町

遺
跡

　
　
　
　
　
　

２
月
15
日
～
３
月
15
日

　
　
　
　

宅
地
造
成
に
よ
る
緊
急
調
査

神
戸
八
丁
目

　

萱
町
遺
跡
は
、
鈴
鹿
川
右
岸
の
低
位

段
丘
上
に
位
置
し
ま
す
。

　

本
遺
跡
で
は
昭
和
18
年
に
出
土
し

た
と
い
う
、
弥
生
時
代
後
期
の
紅
彩
文

土
器(

壺)

３
点
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

出
土
し
た
の
は
神
戸
中
学
校
に
近
い
旧

萱
町
の
西
側
で
、
貯
水
池
の
掘
削
中
に

地
下
２
ｍ
の
地
点
か
ら
偶
然
発
見
さ
れ

た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
調
査
に
お

い
て
も
弥
生
時
代
の
遺
構
や
遺
物
が
確

認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て

い
ま
し
た
が
、
当
初
の
予
想
に
反
し
て

確
認
で
き
た
の
は
古
墳
時
代
か
ら
中
世

の
遺
構
で
し
た
。

　

今
回
の
調
査
に
お
い
て
最
も
大
き
な

成
果
は
、
調
査
区
北
辺
で
検
出
し
た
２

条
の
溝
で
す
。
溝
の
位
置
関
係
や
出
土

遺
物
が
似
通
っ
て
い
る
点
、
ま
た
２
条

の
溝
の
間
が
陸
橋
状
に
残
っ
て
い
る
点

な
ど
か
ら
、
こ
の
２
条
の
溝
は
一
連
の

溝
と
し
て
掘
削
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

溝
か
ら
は
、
多
く
の
円え
ん
と
う
は
に
わ

筒
埴
輪
片
と

と
も
に
高た
か
つ
き坏
や
ハ
ソ
ウ
と
い
っ
た
祭さ
い
し祀

的
色
彩
の
濃
い
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
大
刀
の
先
端
部
と
考
え

ら
れ
る
鉄
製
品
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

 

こ
れ
ら
の
遺
物
か
ら
判
断
す
れ

ば
、
２
条
の
溝
は
古
墳
の
周
し
ゅ
う
こ
う溝
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
溝
か
ら
出
土
し
た

埴
輪
や
土
器
・
鉄
製
品
は
、
古
墳
の
破

壊
に
よ
っ
て
、
崩
落
あ
る
い
は
廃
棄
さ

れ
た
も
の
と
推
察
で
き
ま
す
。

萱町遺跡調査風景

馬形埴輪の脚出土状況

白
鳥
塚
１
号
墳

　
　
　
　

第
２
次
調
査

４
月
15
日
～
８
月
12
日

学
術
調
査

石
薬
師
町
字
北
松
塚

　

白
鳥
塚
古
墳
群
は
鈴
鹿
市
加
佐
登
町

字
椎
山
か
ら
石
薬
師
町
字
北
松
塚
に
位

置
し
、
１
号
墳
を
主
墳
と
す
る
計
７
基

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
調
査
し
た
1
号
墳
は
三
重
県

最
大
の
円
墳
で
、『
鈴
鹿
市
史
』
に
よ

れ
ば
そ
の
規
模
は
東
西
径
78
ｍ
・
南

北
径
60
ｍ
・
墳
丘
高
13
ｍ
を
誇
り
、
昭

和
12
年
に
三
重
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
平
成
17
年
度
の
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
る
ま
で
は
、
５
世
紀
後
半
か
ら
６

世
紀
の
築
造
と
さ
れ
、
横
穴
式
石
室
の

可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た

だ
そ
の
根
拠
と
な
る
遺
物
資
料
は
乏
し

く
、
隣
接
す
る
加
佐
登
神
社
に
は
富
岡

鉄
斎
が
明
治
21
年
頃
滞
在
中
に
描
い
た

と
さ
れ
る
『
能の

ぼ

の

褒
野
陵
并
な
ら
び
に

笠
殿
』
と

題
す
る
絵
図
・
出
土
品
を
描
い
た
巻

物
が
存
在
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
白
鳥

塚
１
号
墳
出
土
の
も
の
と
は
考
え
が
た

く
、
わ
ず
か
に
表
採
資
料
が
数
点
伝
わ

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
16
年
度
の
範
囲
確
認
調
査
の
結

果
、
墳
丘
か
ら
12
ｍ
の
地
点
で
幅
約
７

ｍ
の
古
墳
の
周
し
ゅ
う
こ
う溝
を
検
出
し
ま
し
た
。

こ
の
調
査
経
過
を
踏
ま
え
て
、

１
．
規
模
が
一
回
り
大
き
く
な
る
可
能

　
　

性
（
円
墳
）

２
．
墳
形
が
変
わ
る
可
能
性
（
帆
立
貝

　
　

式
古
墳
）

の
両
面
を
想
定
し
た
上
で
、
ト
レ
ン
チ

を
８
本
設
定
し
、
範
囲
確
認
調
査
を
行

う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
墳
丘
裾
か
ら
12
ｍ
の

地
点
で
古
墳
周
溝
を
検
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
県
指
定
史
跡
範
囲
内
の
ト
レ
ン

チ
で
は
円
筒
埴
輪
が
出
土
し
ま
し
た
。

こ
の
埴
輪
の
透
か
し
穴
は
半
円
形
を

呈
す
る
と
見
ら
れ
、
５
世
紀
前
半
の
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら

白
鳥
塚
１
号
墳
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い

た
５
世
紀
後
半
か
ら
６
世
紀
に
か
け
て

の
時
期
の
円
墳
で
は
な
く
、
５
世
紀
前

半
に
築
か
れ
た
帆
立
貝
式
古
墳
の
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
他
の

ト
レ
ン
チ
の
調
査
結
果
か
ら
、
墳
丘
は

全
体
に
は
２
段
築
成
、
部
分
的
に
は
３

つ
の
段
を
持
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。

白鳥塚 1号墳

円面硯

円筒埴輪

　

こ
の
よ
う
な
調
査
成
果
か
ら
、
調
査

区
の
南
側
に
古
墳
が
存
在
し
た
可
能
性

は
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
現
存

す
る
阿あ

じ

か

自
賀
神
社
古
墳
を
含
め
、
こ
の

辺
り
一
帯
に
大
小
の
古
墳
が
多
数
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
想
定
外
で
あ
っ
た
古
代
や
中

世
の
遺
構
を
確
認
し
た
こ
と
も
大
き
な

成
果
で
す
。
古
代
の
遺
構
と
し
て
検
出

し
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
奈
良
時
代
の

土
坑
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
土
坑
だ

け
で
は
こ
の
地
が
居
住
域
で
あ
っ
た
と

は
言
い
が
た
く
、
今
回
の
調
査
区
は
集

落
の
中
心
か
ら
は
や
や
離
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た

円え
ん
め
ん
け
ん

面
硯
（
す
ず
り
）
の
出
土
は
、
こ
の

地
に
文
字
を
使
用
す
る
階
層
が
存
在
し

た
証
拠
と
な
り
得
ま
す
。

古墳周溝（中央に陸橋状の部分が見える）

0 50 ｍ25

T1’

T7

T3

T8

T2

T4

円筒埴輪出土状況

平成１７年度の調査成果まとめ
従来の見解 新しくわかったこと

墳形 円墳（楕円） 帆立貝式古墳
規模 東西径 78 ｍ

南北径 60 ｍ
墳長 80m（全長 92m）
後円部：径 64m（基壇含 77m）
　　　　高さ 9m（基壇含 11m）
前方部：長さ 15.5m
　　　　幅 27m

時期 5 世紀後半～ 6 世紀 5 世紀前半
・墳丘は 2 段構成であり、段築は最下部で基壇を設けその上に築
　かれていたことが確認されました。
・トレンチ（T5 と T6）の基底石の検出により、正確な段築最上
　段の規模・位置が確認できました。

T5

T6



国史跡指定範囲

過去の発掘調査区

20次6AAD‐B

20次6AGF‐A
 

第20次発掘調査区

仲土居北

仲土居南

長塚北西

長塚南西

長塚北東

長塚南東

南野北

南野南

仲土居北

仲土居南

長塚北西

長塚南西

長塚北東

長塚南東

南野北

南野南18-2次
 

19次
 6AAD-A区
19次
 

19次
 6AFA-A区
19次
 

19次
 6ABB-A区
19次
 

17次17次

金藪

政庁

5次5次

4-2次4-2次

SD11SD11 SD2SD2
SD1SD1

3-2次3-2次

土塁Ａ土塁Ａ

12次12次

伊勢国府跡発掘調査区配置図

政庁

北方官衙ブロック

伊
勢
国
府
跡第

20
次
調
査

　
　
　
　
　
　

８
月
22
日
～
11
月
30
日

　
　

学
術
調
査

広
瀬
町
字
丸
内
・
字
西
野

　

伊
勢
国
府
跡
（
長
者
屋
敷
遺
跡
）
は

安あ
ん
ら
く楽
川
北
岸
の
標
高
約
50
ｍ
の
段
丘
上

に
位
置
し
、
鈴
鹿
市
広
瀬
町
・
西
冨
田

町
、
亀
山
市
能の

ぼ

の

褒
野
町
・
田
村
町
に
ま

た
が
っ
て
広
が
る
遺
跡
で
す
。

　

鈴
鹿
市
で
は
、
平
成
４
年
度
か
ら
学

術
調
査
を
続
け
て
お
り
、
平
成
７
年
度

ま
で
に
政
庁
全
体
の
構
造
・
規
模
を
ほ

ぼ
明
ら
か
に
し
、
平
成
８
年
度
以
降
に

は
、
政
せ
い
ち
ょ
う庁
周
辺
の
調
査
を
進
め
、
政
庁

西
隣
で
「
西
院
」
と
も
呼
び
う
る
区
画

を
発
見
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
北
方
で

は
区
画
内
部
に
瓦か
わ
ら
ぶ
き
そ
せ
き
た
て
も
の

葺
礎
石
建
物
が
整

然
と
建
ち
並
ん
だ
方ほ
う
か
く
ち
わ
り

格
地
割
（
北
方

官か
ん
が衙
）
の
存
在
も
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
方
格
地
割
で
す
が
、
三
重
県

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
平
成

６
・
７
年
度
の
調
査
か
ら
、
復
元
案
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
格
地
割
案

は
、
一
辺
約

120
ｍ
の
略
正
方
形
を
１
区

画
と
し
、
東
西
５
区
画
、
南
北
６
区
画

の
規
模
で
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
後
に
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
か
ら
、

方
格
地
割
の
展
開
範
囲
を
当
初
復
元
案

よ
り
も
狭
く
考
え
る
見
解
も
提
示
さ
れ

る
な
ど
、
現
在
検
討
中
で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
当
館

で
は
平
成
15
年
度
よ
り
方
格
地
割
の
範

囲
確
定
に
重
点
を
置
い
て
調
査
を
進
め

て
お
り
、平
成
15
年
度
調
査
で
は
西
限
、

平
成
16
年
度
調
査
で
は
北
限
の
確
認
を

目
的
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
引
き
続
い

て
、
平
成
17
年
度
は
北
限
・
東
限
の
確

認
を
最
重
点
目
標
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
北
限
を
確
認
す
る
調
査

区
と
し
て
は
、
当
初
復
元
案
の
最
も
北

側
に
推
定
さ
れ
て
い
た
区
画
列
の
う

ち
、
西
か
ら
３
番
目
の
区
画
の
北
辺
部

分
に
６
Ａ
Ａ
Ｄ
‐
Ｂ
区
を
設
定
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
東
限
を
確
認
す
る
調
査
区

と
し
て
、
復
元
案
の
最
も
東
側
に
想
定

さ
れ
て
い
た
区
画
列
の
北
か
ら
３
番
目

の
区
画
の
東
辺
部
分
に
６
Ａ
Ｇ
Ｆ
‐
Ａ

区
を
設
定
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
６
Ａ
Ａ
Ｄ
‐
Ｂ
区
で
溝

２
条
、
６
Ａ
Ｇ
Ｆ
‐
Ａ
区
で
溝
１
条
を

検
出
し
ま
し
た
。
６
Ａ
Ａ
Ｄ
‐
Ｂ
区
の

東
西
溝
と
そ
の
溝
に
直
交
す
る
南
北
溝

は
、
過
去
の
調
査
で
検
出
し
て
い
る
方

格
地
割
の
溝
と
規
模
・
断
面
・
埋
土
が

類
似
す
る
こ
と
か
ら
同
一
の
溝
と
考
え

て
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
東
西

溝
と
交
わ
っ
て
い
る
南
北
溝
が
北
側
に

延
び
な
い
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の

東
西
溝
が
伊
勢
国
府
の
方
格
地
割
の
北

限
を
示
す
遺
構
で
あ
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

６
Ａ
Ｇ
Ｆ
‐
Ａ
区
で
も
、
想
定
ど
お

り
（
方
格
地
割
案
の
東
端
）
の
位
置
に

南
北
溝
を
検
出
し
ま
し
た
。
ま
た
ひ
と

つ
、
一
連
の
設
計
に
基
づ
い
て
規
格
性

の
あ
る
配
置
が
な
さ
れ
た
遺
構
が
加
わ

っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

遺
物
と
し
て
は
、
６
Ａ
Ａ
Ｄ
‐
Ｂ
区

か
ら
瓦
片
（
丸
瓦
・
平
瓦
）
が
２
片
出

土
し
た
だ
け
で
す
。

奥
山
田
古
墳

　
　
　
　
　
　

８
月
８
日
～
８
月
10
日

　
　
　

倉
庫
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

御
薗
町
字
琴
谷

　

奥
山
田
古
墳
は
鈴
鹿
南
西
部
丘
陵
の

東
部
に
位
置
し
、
御
薗
町
方
面
か
ら
入

る
中
ノ
川
支
流
の
谷
を
北
に
望
む
尾
根

上
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
規
模
は
、『
鈴

鹿
市
史
』
に
よ
る
と
径
８
ｍ
・
高
さ
１

ｍ
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

古
墳
の
現
況
は
西
側
と
南
側
が
削
平

さ
れ
て
崖
状
を
成
し
て
い
ま
す
。
こ
の

地
形
の
改
変
は
崖
面
に
生
え
た
樹
木
の

年
輪
か
ら
約
30
年
ほ
ど
前
に
行
な
わ
れ

た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
北
か
ら
東
に
か

け
て
は
ほ
ぼ
旧
状
を
留
め
て
い
て
、
東

西
８
ｍ
×
南
北
6.5
ｍ
の
扇
形
を
し
た
高

ま
り
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
高
さ
は

南
の
平
坦
面
か
ら
は
2.5
ｍ
を
測
り
ま
す

が
、
本
来
は
市
史
に
あ
る
と
お
り
１
ｍ

ほ
ど
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。調

査
は
主
体
部
な
ど
の
存
在
を
確

認
す
る
た
め
に
、
高
ま
り
の
ほ
ぼ
中
央

を
基
準
点
と
し
て
南
北
５
ｍ
・
東
西
7.5

方格地割北限の溝（6AAD-B 区）

0 5ｍ

SD264

SD265

6AAD-B 区平面図

6AGF-A 区溝（北から）6ADD-B 区調査風景

奥山田古墳（調査前）

ｍ
・
幅
0.5
ｍ
の
ト
レ
ン
チ
（
試
掘
溝
）

を
十
文
字
に
設
定
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
表
土
で
あ
る
腐
葉
・

細
根
を
含
む
細
砂
質
シ
ル
ト
層
を

わ
ず
か
数
㎝
～
10
数
㎝
を
除
去
す
る

と
、
純
粋
な
細
砂
質
シ
ル
ト
層
が
現

れ
、
基
盤
層
（
地
山
）
と
認
め
ら
れ

ま
し
た
。

地
表
面
の
観
察
で
も
落
ち
込
み

な
ど
は
存
在
せ
ず
、
遺
物
も
墳
丘
中

央
や
や
北
の
撹か
く
ら
ん乱
穴
か
ら
近
代
の
磁

器
茶
碗
片
が
出
土
し
た
の
み
で
す
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
こ
れ
ま
で

奥
山
田
古
墳
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
が
、
実
は
尾
根
の
浸
食
に
よ
っ
て

生
じ
た
自
然
地
形
の
高
ま
り
で
あ
っ

た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
形
状
か
ら
塚
（
古
墳
）
と

し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

奥山田古墳調査風景 十文字のトレンチ

南北溝

東
西
溝



長
法
寺
遺
跡

第
２
次
調
査

　
　
　
　

４
月
25
日
～
７
月
６
日

老
人
福
祉
施
設
増
築
に
よ
る
緊
急
調
査

長
法
寺
町
字
権
現

　

長
法
寺
遺
跡
は
中
ノ
川
に
向
か
っ
て

張
り
出
し
た
幅
70
ｍ
程
の
舌
状
の
丘
陵

上
の
平
坦
地
に
あ
り
ま
す
。

　

平
成
９
年
度
に
老
人
福
祉
施
設
建
設

に
伴
い
実
施
さ
れ
た
第
１
次
調
査
で

は
、
弥
生
時
代
中
期
の
方ほ
う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

形
周
溝
墓
５

基
・
中
世
の
掘
立
柱
建
物
・
焼
土
坑
な

ど
を
検
出
し
て
い
ま
す
。
方
形
周
溝
墓

の
周
溝
か
ら
は
弥
生
土
器
・
石
器
（
石せ
き

白
子
深
田
遺
跡　
　
　
　
　

10
月
３
日
～
10
月
13
日

土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
試
掘
調
査

白
子
町
深
田

遺
構
・
遺
物
の
包
蔵
状
態
の
確
認

を
目
的
と
し
て
、
４
ｍ
×
４
ｍ
の
ト
レ

ン
チ
（
試
掘
坑
）
を
28
箇
所
設
定
し
実

施
し
ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
一
部
の

ト
レ
ン
チ
で
土
坑
・
溝
を
確
認
し
ま
し

た
が
、
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
い

た
め
時
期
不
明
の
溝
が
多
い
で
す
。
土

師
器
片
が
出
土
し
た
溝
も
あ
り
ま
し
た

が
、
下
位
の
層
か
ら
近
世
以
降
の
遺
物

が
出
土
し
た
り
、
他
に
も
近
世
陶
器
が

出
土
し
て
い
る
溝
も
あ
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
ほ
と
ん
ど
が
近
世
以
降
の
溝
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
遺
物
は
、
土は

じ

き

師
器
や

溝（左）・土坑（右） 長法寺遺跡調査風景

土ど
す
い錘
・
山
茶
碗
・
近
世
陶
器
等
の
小
片

が
出
土
し
ま
し
た
。

『
三
重
の
戦
争
遺
跡
』
に
よ
る
と
、

調
査
区
西
側
一
帯
に
は
戦
時
中
に
第

一
鈴
鹿
海
軍
航
空
基
地
が
あ
り
、
滑

走
路
も
２
箇
所
あ
り
ま
し
た
。
地
権

者
に
話
を
伺
う
と
、
当
該
調
査
区
に
は

土
製
掩え
ん
た
い
ご
う

体
壕
（
軍
用
機
を
空
襲
か
ら
守

る
た
め
に
造
ら
れ
た
格
納
庫
）
が
２
基

あ
っ
て
、
戦
後
に
こ
れ
ら
を
取
り
壊
し

整
地
し
て
田
畑
に
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
整
地
を
裏
付
け
る
も
の
と
し

て
、
一
部
の
ト
レ
ン
チ
の
検
出
面
か
ら

ビ
ニ
ー
ル
製
品
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
や

整
地
層
か
ら
検
出
面
ま
で
中
世
か
ら
近

代
の
遺
物
が
混
じ
っ
て
包
含
し
て
い
る

こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
大
半
の
ト

鏃ぞ
く

・
石
小
刀
）
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

第
２
次
調
査
の
結
果
、
第
１
次
調
査

で
検
出
し
た
方
形
周
溝
墓
の
周
溝
の
続

き
を
検
出
し
、
新
た
に
方
形
周
溝
墓
２

基
を
検
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
調
査

地
で
は
７
基
の
方
形
周
溝
墓
を
確
認
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
周
溝
か
ら
は
石

鏃
や
水
晶
の
剥
片
、
磨
製
石せ
き
ふ斧
、
弥
生

土
器
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
土
器
の

中
に
は
、
完
形
の
細ほ
そ
く
び頸
壺
や
倒
立
し
た

状
態
で
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
甕
な

ど
が
あ
り
、
墓
に
供
き
ょ
う
け
ん献
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
細
頸
壺
は
頸
部
か
ら

体
部
に
か
け
て
ヘ
ラ
に
よ
っ
て
文
様
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
倒
立
し
た

方形周溝墓（四隅に人が立っています）

弥生土器細頸壺（周溝から出土） 弥生土器甕（周溝から出土）

状
態
で
出
土
し
た
甕か
め

の
底
部
に
は
穴
が

あ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

２
次
に
わ
た
る
調
査
で
方
形
周
溝
墓

７
基
を
検
出
し
墓
域
は
確
認
で
き
ま
し

た
が
、
長
法
寺
遺
跡
の
集
落
に
お
け
る

居
住
域
は
未
確
認
で
す
。
こ
の
地
に
墓

を
営
ん
だ
人
々
の
集
落
に
つ
い
て
は
台

地
の
周
辺
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

レ
ン
チ
は
検
出
面
ま
で
撹
乱
さ
れ
て
い

る
と
判
断
し
ま
し
た
。
ま
た
、
遺
物
を

包
含
し
て
い
な
い
溝
は
近
代
～
現
代
の

何
ら
か
の
区
画
溝
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

石器・剥片・水晶片

0 10m

方形周溝墓
SX07

SD0209

SD0208

SD0210

方形周溝墓
SX04

方形周溝墓
SX05

方形周溝墓
SX06

SD0202

SD0203

SD0201

SD0206

SD0211

1997年
第１次調査Ⅲ調査区

2005年
第２次調査区

長法寺遺跡遺構配置図



「院」（東から）

境
谷
遺
跡
・中

尾
山
遺
跡

　
　
　
　
　
　

10
月
３
日
～
３
月
10
日

公
共
施
設
建
設
に
よ
る
試
掘
調
査

　
　
　
　

国
分
町
字
境
谷
・
字
中
尾
山

　

境
谷
遺
跡
な
ら
び
に
中
尾
山
遺
跡
の

範
囲
確
認
調
査
は
、
鈴
鹿
市
不
燃
物
リ

サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
２
期
事
業
に
伴
い

行
っ
た
調
査
で
す
。
幅
２
ｍ
の
ト
レ
ン

チ
を
合
計
34
箇
所
、
調
査
地
に
設
定
し

ま
し
た
が
、
平
成
17
年
度
は
試
掘
調
査

で
あ
る
た
め
、
遺
構
の
掘
削
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

調
査
の
結
果
、
遺
構
密
度
に
違
い
は

あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
ト
レ
ン
チ

で
遺
構
を
確
認
し
ま
し
た
。
主
な
遺
構

と
し
て
は
竪た
て
あ
な穴
住
居
・
溝
・
土
坑
・
柱

穴
な
ど
で
す
。
調
査
地
の
谷
部
分
は
堆

積
し
た
耕
作
土
層
か
ら
、
水
田
耕
作
な

ど
の
生
産
域
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
ま
た
、
調
査
地
南
東
に
あ

た
る
尾
根
上
に
、
竪
穴
住
居
が
集
中
し

て
確
認
さ
れ
た
た
め
、
境
谷
遺
跡
の
集

落
の
中
心
部
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
ま

す
。

調査区

　

中
尾
山
遺
跡
で
は
、
平
成
元
年
に
リ

サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
１
期
事
業
に
伴
い

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
舌
状
に
の
び
る

台
地
上
か
ら
は
弥
生
時
代
中
期
の
竪
穴

住
居
や
方
形
周
溝
墓
な
ど
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
た

場
所
は
そ
の
北
西
に
あ
た
り
、
過
去
の

調
査
同
様
に
集
落
が
広
が
る
と
想
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
遺
構
は
柱
穴
数
基
の

み
で
、
集
落
と
は
言
い
が
た
い
状
況
で

し
た
。
周
辺
に
遺
構
が
残
存
す
る
可
能

性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

伊
勢
国
分
寺
跡

第
31
次
調
査

７
月
28
日
～
1
月
20
日

学
術
調
査

国
分
町
字
堂
跡

　

平
成
16
年
度
ま
で
の
調
査
で
塔
が
確

認
で
き
て
い
な
い
状
況
の
中
、
史
跡
公

園
整
備
に
向
け
て
の
計
画
調
査
の
最
後

の
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、
塔
を
建
て
る

こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

空
閑
地
が
か
な
り
限
定
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
平
成
17
年
度
の
調
査

で
は
、
伽が
ら
ん
ち

藍
地
の
東
中
央
部
に
調
査
区

を
設
定
し
、
広
い
範
囲
を
面
的
に
調
査

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
３
基
の
築
地
と
そ

れ
に
伴
う
溝
・
門
１
基
・
柱
列
２
条
・

竪た
て
あ
な穴
住
居
３
棟
な
ど
が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。
遺
跡
保
存
の
た
め
な
る
べ
く
遺
構

検
出
ま
で
に
と
ど
め
ま
し
た
の
で
、
遺

物
の
数
は
少
な
い
で
す
が
、
鬼
瓦
や

「
勾
」・「
十
」
と
刻
印
さ
れ
た
平
瓦
等

が
出
土
し
て
い
ま
す
。　
　

　

一
面
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
貴
重
な

成
果
と
し
て
院
の
発
見
は
あ
り
ま
し
た

が
、
今
調
査
の
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た

塔
跡
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
何
ら
手
が

か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
た
め
、
現
段
階
で
は
こ
れ
ま

で
の
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
伊
勢
国

分
寺
の
伽
藍
地
内
に
は
塔
が
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
り
ま

し
た
。
国
分
寺
に
は
塔
が
あ
り
、
国
分

尼
寺
に
は
塔
が
な
い
こ
と
が
文
献
や
全

国
各
地
の
発
掘
調
査
の
結
果
な
ど
か
ら

通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
伊

須恵器ハソウ

伊勢国分寺跡第 31 次調査配置図

勢
国
分
寺
が
尼
寺
で
あ
る
と
い
う
明
確

な
証
拠
も
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
発
見
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
今
後
着
手
予
定
の

整
備
事
業
の
中
で
追
加
調
査
を
行
っ
て

塔
に
つ
い
て
の
検
証
を
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

刻印瓦「勾」・「十」

軒丸瓦の出土

僧坊

軒廊

金堂

講堂

第 31 次調査区

北門

中門

南門

食堂

建物

建物



特
別
展
示　

保
存
処
理
さ
れ
た
木
製
品

漆器椀（江戸時代）

井戸 2出土糸巻・井戸 1出土曲物（鎌倉時代）

枡・ヘラ状木製品（鎌倉時代）

天
王
遺
跡
第
11
次
調
査

　

平
成
15
年
８
月
21
日
～
10
月
10
日

病
院
建
設
に
よ
る
緊
急
調
査

岸
岡
町
字
天
王

三
宅
神
社
遺
跡
第
５
次
調
査

平
成
11
年
９
月
９
日
～
12
年
１
月
５
日

ほ
場
整
備
に
よ
る
緊
急
調
査

国
府
町
字
中
木
曽
田

神
戸
中
学
校
遺
跡
第
２
次
調
査

　

平
成
10
年
８
月
17
日
～
８
月
31
日

宅
地
造
成
に
よ
る
緊
急
調
査

十
宮
四
丁
目

　

国
府
町
に
あ
る
三
宅
神
社
は
式
内

社
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
伊
勢
国
総
社

の
有
力
候
補
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
三
宅
神
社
を
中
心
に
東
西

200

ｍ
・
南
北

400
ｍ
の
範
囲
が
三
宅
神
社
遺

跡
で
す
。
ほ
場
整
備
に
伴
う
第
５
次
調

査
は
神
社
の
南
約

200
ｍ
の
場
所
に
調
査

区
を
設
け
ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
７

基
検
出
し
た
井
戸
の
う
ち
、
鎌
倉
時

代
の
井
戸
２
基
（
井
戸
１
・
井
戸
２
）、

奈
良
時
代
の
井
戸
１
基
（
井
戸
３
）
か

ら
展
示
の
木
製
品
が
出
土
し
ま
し
た
。

深
さ
４
ｍ
の
井
戸
１
の
底
か
ら
は
、
片

口
鉢
・
漆
器
椀
・
曲ま
げ
も
の物
が
出
土
し
ま
し

た
。
ま
た
、
７
基
の
井
戸
の
う
ち
最
大

の
規
模
を
も
つ
井
戸
２
か
ら
は
、
糸
巻

が
出
土
し
ま
し
た
。
深
さ
2.4
ｍ
の
井
戸

３
は
、
四
隅
に
角
材
を
立
て
柱
と
し
て

い
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
四
隅
そ

れ
ぞ
れ
の
柱
周
辺
か
ら
、
祭さ
い
し
ぐ

祀
具
で
あ

る
斎い
ぐ
し串
が
４
本
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
井
戸
を
掘
削
す
る
と
き
、
清
浄

な
水
が
絶
え
る
こ
と
な
く
湧
き
出
る
よ

う
に
祈
っ
た
祭さ
い
し祀
で
使
用
さ
れ
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
底
か
ら

横
櫛
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

井戸3出土　斎串・横櫛(奈良時代)井戸 1出土　片口鉢・漆器椀（鎌倉時代）

●伊勢国分寺跡

●萱町遺跡

●境谷遺跡

●長法寺遺跡

●白子深田遺跡

●南山遺跡

●伊勢国府跡

●平田遺跡

●奥山田古墳

●白鳥塚１号墳
●中尾山遺跡

●天王遺跡

●神戸中学校遺跡

●三宅神社遺跡

　

発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
製
品
は
、
水
に
漬
か
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
長
い
間
土
の
中

に
埋
も
れ
て
い
ま
し
た
。
出
土
後
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
然
に
乾
燥
さ
せ
て
お
く
と
、

ひ
び
割
れ
が
生
じ
た
り
、
収
縮
し
た
り
し
て
木
製
品
そ
の
も
の
が
変
形
し
て
し
ま
う
の

で
、
早
急
に
保
存
処
理
を
施
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
処
理
に
は
時
間
が
か
か
る
た

　

神
戸
中
学
校
遺
跡
は
鈴
鹿
川
右
岸

に
形
成
さ
れ
た
低
位
段
丘
上
に
位
置

し
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
に

至
る
複
合
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。　

調
査
の
結
果
、
井
戸
を
３
基
検

出
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
井
戸
に
も

井
戸
枠
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

漆し
っ
き
わ
ん

器
椀
・
羽は
が
ま釜
・
近
世
陶
器
な
ど
が
出

土
し
、
こ
れ
ら
か
ら
室
町
時
代
の
井
戸

が
２
基
、
江
戸
時
代
の
井
戸
が
１
基
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

天
王
遺
跡
は
鈴
鹿
川
右
岸
の
沖
積

平
野
の
最
南
端
に
あ
り
ま
す
。
平
成
８

年
度
以
降
、
開
発
に
伴
う
緊
急
調
査
が

断
続
的
に
実
施
さ
れ
、
現
在
ま
で
に
13

次
に
わ
た
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

第
11
次
調
査
の
結
果
、
病
院
建
物
の

基
礎
の
下
か
ら
、
深
さ
2.3
ｍ
の
素
掘
り

の
井
戸
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
山
茶
碗

な
ど
の
出
土
遺
物
か
ら
判
断
し
て
鎌
倉

時
代
の
井
戸
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
曲ま
げ
も
の物

底
板
・
ヘ
ラ
状
木
製
品
が
出
土
し
、
最

下
層
か
ら
は
枡ま
す

（
18.5
×

19.5
×
9.3
㎝
）
が

ほ
ぼ
完
形
で
出
土
し
ま
し
た
。
枡
の
材

質
は
檜
ひ
の
き
で
、
竹
釘く
ぎ

を
用
い
て
組
み
合
わ

せ
て
い
ま
す
。
底
面
の
四
辺
中
央
と
側

面
の
四
角
中
央
に
Ｖ
字
型
の
切
り
込
み

が
あ
り
ま
す
。

発掘調査地位置図
　　　　　　　　（1/75,000）

め
、
同
時
期
に
出
土
し
た
も
の
と
い
っ
し
ょ
に
速
報
展
で
展
示
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
特
別
に
、
過
去
の
調
査
で
出
土
し
、
保
存
処
理
さ
れ
た
木
製
品

を
展
示
し
ま
す
。

●　2005 年に本調査した遺跡

●　2005 年に試掘調査した遺跡

●　特別展示に関連する遺跡


