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令
和
二
年
度
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

六
月
に
入
り
、
各
遺
跡
で
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
は
じ
め
に
重
機
を
使
っ
て
の
表
土

掘く
っ
さ
く削
を
行
い
、
そ
の
あ
と
人
に
よ
る
丁
寧
な
調
査
が
始
ま
り
ま
す
。
マ
サ
ノ
沢さ
わ

遺
跡
は
、
本
発

掘
調
査
A
で
す
の
で
、
ト
レ
ン
チ
調
査
と
な
り
、
す
で
に
終
了
し
ま
し
た
（
詳
し
く
は
三
頁
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）。
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
で
は
、
県
道
よ
り
南
の
調
査
区
で
表
土
掘
削

が
始
ま
り
ま
し
た
。
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
は
、
北
部
の
狭
い
部
分
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡

は
県
道
を
挟
む
２
つ
の
調
査
区
で
表
土
掘
削
の
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
国
道
沿
い
の
添そ
え
ざ
わ沢
遺

跡
で
も
、
表
土
掘
削
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
六
月
中
旬
か
ら
人
力
で
の
掘
削
を
始
め
ま
し
た

が
、
早
々
に
梅
雨
入
り
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
成
果
や

試
掘
調
査
の
結
果
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
、
新
た
な
る
成
果
に
向
け
て
、
日
々
頑
張
っ
て
い
ま

す
。
地
元
の
皆
様
に
も
、
よ
り
新
し
い
成
果
に
つ
い
て
、
い
ち
早
く
お
知
ら
せ
で
き
る
よ
う
、

努
め
て
ゆ
き
ま
す
。
今
後
と
も
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　
　
　
（
堀ほ
り
き木

真ま

み

こ
美
子
）　

写真 1　トレンチの調査（マサノ沢遺跡）

写真 2　重機による表土掘削（上ヲロウ・下ヲロウ遺跡）

写真 3　重機による表土掘削（下延坂遺跡）

写真 4　重機による表土掘削（胡桃窪遺跡）

万ま

ん

ぜ瀬
遺
跡
の
「
倉く

ら

」
跡

　

昨
年
度
発
掘
調
査
を
行
っ
た
万
瀬
遺
跡
で
は
、
通
常
と
は
異
な
り
平
面
形
が
細
長
い
掘ほ
っ
た
て立

柱ば
し
ら

建
物
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
建
物
跡
は
﹃
設
楽
町
誌
﹄
掲
載
の
絵
図
で
は
﹁
蔵く
ら

﹂

﹁
堂ど
う

﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
辺
り
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
細
長
い
二
つ
の
建
物
跡
が
﹁
倉
﹂、

特
に
江
戸
時
代
各
地
に
作
ら
れ
た
﹁
郷ご
う
ぐ
ら蔵

﹂
の
跡
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
今
回
は
、
愛

知
県
内
に
現
存
す
る
他
の
郷
蔵
な
ど
と
の
比
較
か
ら
こ
の
建
物
跡
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

知
ら
れ
て
い
る
限
り
、愛
知
県
内
に
現
存
す
る
郷
蔵
は
、田
内
の
郷ご
う
ぐ
ら倉（

設
楽
町
）、義ぎ
そ
う
ぐ
ら

倉
蔵（
西

尾
市
）、
谷や

た田
の
郷
倉
（
知
立
市
）、
狩
か
り
じ
ゅ
く宿
郷
倉
（
尾
張
旭
市
）
の
四
箇
所
で
す
。
こ
れ
ら
の
特

徴
を
比
較
し
て
左
の
表
に
ま
と
め
ま
し
た
。
田
内
に
所
在
す
る
も
の
は
土ど
ぞ
う
づ
く

蔵
造
り
で
な
い
点
が

ほ
か
と
異
な
り
ま
す
が
、
規
模
や
基
礎
の
面
で
は
尾
張
旭
市
の
狩
宿
郷
倉
に
近
い
も
の
と
言
え

そ
う
で
す
。
で
は
、
万
瀬
遺
跡
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
四
箇
所
の
郷
蔵
が
全
て
、
基
礎
の
上
に

横
材
を
渡
し
て
建
物
を
建
て
る
土
台
建
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
万
瀬
の
﹁
倉
﹂
跡
は
穴
を
掘
っ

て
柱
を
建
て
る
掘
立
柱
建
物
で
あ
る
と
い
う
差
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
万
瀬
の
﹁
倉
﹂
跡
は

建
物
の
長
辺
が
短
辺
の
２
〜
４
倍
の
長
さ
を
持
ち
ま
す
が
、
四
箇
所
の
郷
蔵
で
は
二
倍
未
満
と

な
っ
て
い
ま
す
。
屋
根
も
瓦
葺
で
は
な
く
、
現
存
す
る
郷
蔵
と
は
か
な
り
違
う
外
観
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

似
た
よ
う
な
建
物
跡
を
探
し
て
み
る
と
、
同
じ
万
瀬
遺
跡
や
、
豊
田
市
水み
ず
い
り入
遺
跡
な
ど
に
平

面
形
が
類
似
す
る
大
型
の
建
物
の
事
例
が
あ
り
（
図
2
）、
こ
れ
ら
に
は
倉
庫
と
し
て
の
利
用

が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
代
の
面
か
ら
見
る
と
、
水
入
遺
跡
の
大
型
建
物
は
戦
国
時
代
、
万

瀬
遺
跡
の
大
型
建
物
は
一
六
〜
一
八
世
紀
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
万
瀬
遺
跡
の
﹁
倉
﹂
跡
は

一
八
世
紀
後
半
ご
ろ
の
も
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
万
瀬
遺
跡
の
﹁
倉
﹂
跡
は
、
戦
国

時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
使
わ
れ
た
大
型
掘
立
柱
建
物
の
倉
庫
を
、
よ
り
小
さ
い
規
模
に
し
た

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

河
嶋
優
輝)

写真 16　 義倉蔵（西尾市） 写真 15　 田内の郷倉（設楽町）

写真 18　 狩宿郷倉（尾張旭市） 写真 17　 谷田の郷倉（知立市）

表
１　

愛
知
県
内
の
郷
蔵
の
比
較

図 2　 「倉」に似た遺構（全て同じ縮尺）

写真 5　壁面の精査（添沢遺跡）

発掘調査中の遺跡
常時満水437mの範囲

下延坂遺跡
マサノ沢遺跡上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

添沢遺跡

胡桃窪遺跡

4
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写真 7　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡　縄文土器片出土状況 写真 6　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡　遺構検出作業風景

上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し

も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡

　

六
月
か
ら
上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
発
掘
調
査

が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
表

土
掘く

っ
さ
く削

と
遺

構
検
出
作
業

を
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
の

調
査
で
は
、
江
戸
時
代
の
屋や

し
き
ち

敷
地
と
土ど
こ
う
ぼ

壙
墓
、
縄

文
時
代
晩
期
の
竪た

て
あ
な穴
遺い
こ
う構
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
年
度
の
調
査
で
も
、
江
戸
時
代
や
縄
文

時
代
の
遺
構
や
遺
物
が
検
出
さ
れ
る
可
能
性
が
高

い
で
す
。
現
在
は
、
昨
年
度
調
査
区
に
隣
接
す
る

県
道
よ
り
南
側
の
A
区
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
今

の
と
こ
ろ
遺
構
は
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
造
成

土
や
段
々
畑
に
よ
る
撹か

く
ら
ん乱
に
よ
り
、
道
路
に
近
い

部
分
は
遺
構
の
残
り
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
遺
物
は
出
土
し
て
い
ま
す
。
出
土
遺
物
は
、

江
戸
時
代
の
陶
磁
器
片
や
焙ほ

う
ろ
く
な
べ

烙
鍋
片
、
縄
文
時
代

の
土
器
片
や
打だ

せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
、
剥は
く
へ
ん片
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
写
真
7
の
よ
う
に
特と

く
し
ゅ殊
な
器
形
の
土
器
片

も
出
土
し
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
器
形
が
分

か
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
外
面
が
丸
く
膨

ら
み
、
内
面
が
内
側
に
屈
曲
し
て
い
て
、
円
筒
形

の
よ
う
な
器
形
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
調
査
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
川
側

に
向
か
う
に
つ
れ
一
部
遺
物
包
含
層
が
残
存
し
て

お
り
、
遺
構
が
展
開
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

次
号
以
降
で
、
新
し
い
発
見
を
お
伝
え
し
て
い
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。

(

田た
な
か中　

良
り
ょ
う)

写真 9　下延坂遺跡　条痕文土器片の出土状況
（土坑 006SK）

写真 8　下延坂遺跡　発掘調査風景
　（A 区北東側）

下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡

　

六
月
十
五
日
よ
り
、

川
向
に
あ
る
下
延
坂
遺

跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま

り
ま
し
た
。
調
査
は
町

道
79
号
川
向
境
川
線
の

山
側
に
て
、
北
東
か
ら

南
西
に
細
長
い
調
査
範

囲
の
北
東
側
の
半
分
を
A
区
と
し
て
開
始
し
ま
し
た
。

調
査
前
の
遺
跡
の
風
景
は
、
宅
地
や
畑
が
段
々
に
な
っ

て
お
り
、
一
部
に
植
林
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

調
査
は
、
地
表
面
の
土
を
バ
ッ
ク
ホ
ウ
で
遺
構
の

残
る
高
さ
ま
で
掘
り
下
げ
て
始
め
ま
し
た
。
次
に
、

掘
り
下
げ
た
地
面
を
手
刈
り
鎌か
ま

な
ど
で
削
り
、
遺
構

を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
見
つ
か
っ
た
主
な

遺
構
に
は
土ど
こ
う坑
や
溝み
ぞ

が
あ
り
、
縄
文
時
代
晩
期
〜
弥

生
時
代
前
期
（
約
三
千
年
前
〜
約
二
千
五
百
年
前
）

の
条
じ
ょ
う
こ
ん
も
ん

痕
文
土
器
の
深ふ
か
ば
ち鉢

片
や
安
山
岩
の
剥は
く
へ
ん片

な
ど
が

土
坑
の
中
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
調
査
範
囲
の
南
西
側
に
調
査
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。
試
掘
調
査
で
は
弥
生
土
器
片
も
確
認

さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
調
査
が
楽
し
み
で
す
。

（
蔭か
げ
や
ま
せ
い
い
ち

山
誠
一)

写真 10　下延坂遺跡　弥生時代前期頃の土坑
　（土坑 002SK）

胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡

　

胡
桃
窪
遺
跡
は
県
道
33
号
設
楽
瀬
戸
線
を
挟
ん
で
南
北
に
分
か

れ
た
斜
面
に
面
し
て
お
り
、
南
側
を
豊
川
（
寒
狭
川
）
が
流
れ
て

お
り
ま
す
。
遺
跡
全
体
の
内
、
川
に
近
い
南
側
を
Ａ
区
、
山
の
斜

面
に
面
し
た
北
側
を
Ｂ
区
と
呼
称
し
て
お
り
ま
す
。

　

Ａ
区
は
北
と
南
の
上
下
に
わ
ず
か
な
段
を
有
し
た
緩
や
か
な
斜
面
に
な
っ
て
お
り
、
表
土
掘
削

が
完
了
し
、
上
段
で
は
遺
構
検
出
と
、
遺
構
掘
削
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
確
認
さ
れ
た
遺
構
は
30

基
近
く
あ
り
ま
す
。
上
段
で
確
認
さ
れ
た
遺
物
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
剥
片
と
磨す
り
い
し石
の
２
点
で
す
。

下
段
は
範
囲
が
狭
く
、
傾
斜
面
の
た
め
水
が
た
ま
り
や
す
い
の
で
、
遺
構
検
出
は
天
気
の
状
態
を

確
認
し
な
が
ら
の
作
業
と
な
り
ま
す
。
今
後
、
上
段
の
遺
構
掘
削
と
、
下
段
の
遺
構
検
出
を
実
施

し
て
い
き
ま
す
。

　

B
区
は
後
世
の
造
成
の
影
響
か
ら
四
段
に
分
か
れ
て
お
り
、
一
番
下
の
段
以
外
は
東
半
分
の
表

土
掘
削
を
終
え
、
遺
構
検
出
に
移
る
と
こ
ろ
で
す
。
現
時
点
で
二
段
目
の
東
側
に
竪
穴
状
の
遺
構

が
二
基
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
一
つ
か
ら
は
灰か
い
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
片
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
古
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
Ｂ
区
で
は
事
前
の
調
査
で
縄
文
土
器
も
確
認
さ
れ
て
お

り
、
縄
文
時
代
の
遺
構
も
期
待
さ
れ
ま
す
。
今
後
は
、
Ａ
区
の
遺
構
掘
削
が
完
了
し
た
後
に
、

Ｂ
区
の
東

側
半
分
の

調
査
を
行
っ

て
い
き
ま

す
。

　

発
掘
調

査
の
成
果
は

い
ず
れ
地

元
説
明
会

等
で
皆
様
に

ご
説
明
さ
せ

て
い
た
だ
く

予
定
で
す
。

(

渡わ
た
な
べ邉

峻し
ゅ
ん）

写真 12　胡桃窪遺跡　A 区発掘調査風景

写真 11　胡桃窪遺跡の全景

マ
サ
ノ
沢さ

わ

遺
跡

設
楽
町
小
松
地
区
に
位
置
す
る
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
は
、
過
去
に

は
平
成
29
年
度
に
発
掘
調
査
を
行
っ
た
遺
跡
で
す
。
そ
の
際
に

は
、
縄
文
時
代
後
期
の
配は
い
せ
き
ぼ

石
墓
や
、
弥
生
時
代
前
期
の
土
器
棺

墓
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
ほ
か
、
ハ
ー
ト
形が
た

土ど
ぐ
う偶

の
胴
部
や
石せ
き
す
い錘

な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
そ
の
北
側
で
本
発
掘
調

査
Ａ
を
行
い
ま
し
た
。
本
発
掘
調
査
Ａ
と
は
、
遺
構
や
遺
物
が

存
在
す
る
範
囲
を
確
か
め
る
た
め
の
調
査
で
あ
り
、
ト
レ
ン
チ

と
呼
ば
れ
る
溝
を
重
機
に
よ
っ
て
掘
り
、
出
土
す
る
遺
物
や
土
層
の
堆
積
を
調
べ
ま
し
た
。

　

六
月
二
日
か
ら
十
日
に
か
け
て
、県
道
10
号
線
を
挟
ん
で
境
川
に
近
い
北
側
と
、コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
建
物
跡
が
残
る
南
側
の
両
側
で
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
出
土
し
た
遺
物
は
弥
生
時
代
や
時

期
不
明
の
土
器
片
、
石
器
、
江
戸
時
代
の
陶
器
な
ど
で
、
少
量
で
し
た
が
、
遺
物
の
含
ま
れ
る

層
が
道
路
北
側
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
一
方
、
道
路
の
南
側
で
は
建
物
を
建

て
る
際
に
地
面
を
大
き
く
削
っ
て
お
り
、
遺
物
の
含
ま
れ
る
層
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。
遺
構
は
少
数
で
す
が
、
二
箇
所
の
ト
レ
ン
チ
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
全
体
的
に
掘
り
下
げ
て
調
査
を
行
う
本
発
掘
調
査
Ｂ
を
、
来
年

度
以
降
に
行
う
か
ど
う
か
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
河か
わ
し
ま嶋

優ゆ
う
き輝

）写真 14　マサノ沢遺跡　調査で見つかった遺構
（中央左寄り）

写真 13　マサノ沢遺跡での調査の様子（道路北側）

県道432号　→境川橋

上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

N

A区B区

C区

50m100

下延坂遺跡

境
川
橋
←
　
町
道
79
号

っっｋ

A区

B区

N

50m100

胡桃窪遺跡 N

A区

B区

県
道

33号線

50m100

マサノ沢遺跡

N

田口← 県道 10号
→根羽

50m100

平成 29年度
調査区
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令
和
二
年
度
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

六
月
に
入
り
、
各
遺
跡
で
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
は
じ
め
に
重
機
を
使
っ
て
の
表
土

掘く
っ
さ
く削
を
行
い
、
そ
の
あ
と
人
に
よ
る
丁
寧
な
調
査
が
始
ま
り
ま
す
。
マ
サ
ノ
沢さ
わ

遺
跡
は
、
本
発

掘
調
査
A
で
す
の
で
、
ト
レ
ン
チ
調
査
と
な
り
、
す
で
に
終
了
し
ま
し
た
（
詳
し
く
は
三
頁
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）。
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
で
は
、
県
道
よ
り
南
の
調
査
区
で
表
土
掘
削

が
始
ま
り
ま
し
た
。
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
は
、
北
部
の
狭
い
部
分
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
胡く
る
み
く
ぼ

桃
窪
遺
跡

は
県
道
を
挟
む
２
つ
の
調
査
区
で
表
土
掘
削
の
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
国
道
沿
い
の
添そ
え
ざ
わ沢
遺

跡
で
も
、
表
土
掘
削
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
六
月
中
旬
か
ら
人
力
で
の
掘
削
を
始
め
ま
し
た

が
、
早
々
に
梅
雨
入
り
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
成
果
や

試
掘
調
査
の
結
果
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
、
新
た
な
る
成
果
に
向
け
て
、
日
々
頑
張
っ
て
い
ま

す
。
地
元
の
皆
様
に
も
、
よ
り
新
し
い
成
果
に
つ
い
て
、
い
ち
早
く
お
知
ら
せ
で
き
る
よ
う
、

努
め
て
ゆ
き
ま
す
。
今
後
と
も
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　
　
　
（
堀ほ
り
き木

真ま

み

こ
美
子
）　

写真 1　トレンチの調査（マサノ沢遺跡）

写真 2　重機による表土掘削（上ヲロウ・下ヲロウ遺跡）

写真 3　重機による表土掘削（下延坂遺跡）

写真 4　重機による表土掘削（胡桃窪遺跡）

万ま

ん

ぜ瀬
遺
跡
の
「
倉く

ら

」
跡

　

昨
年
度
発
掘
調
査
を
行
っ
た
万
瀬
遺
跡
で
は
、
通
常
と
は
異
な
り
平
面
形
が
細
長
い
掘ほ
っ
た
て立

柱ば
し
ら

建
物
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
建
物
跡
は
﹃
設
楽
町
誌
﹄
掲
載
の
絵
図
で
は
﹁
蔵く
ら

﹂

﹁
堂ど
う

﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
辺
り
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
細
長
い
二
つ
の
建
物
跡
が
﹁
倉
﹂、

特
に
江
戸
時
代
各
地
に
作
ら
れ
た
﹁
郷ご
う
ぐ
ら蔵

﹂
の
跡
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
今
回
は
、
愛

知
県
内
に
現
存
す
る
他
の
郷
蔵
な
ど
と
の
比
較
か
ら
こ
の
建
物
跡
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

知
ら
れ
て
い
る
限
り
、愛
知
県
内
に
現
存
す
る
郷
蔵
は
、田
内
の
郷ご
う
ぐ
ら倉（

設
楽
町
）、義ぎ
そ
う
ぐ
ら

倉
蔵（
西

尾
市
）、
谷や

た田
の
郷
倉
（
知
立
市
）、
狩
か
り
じ
ゅ
く宿
郷
倉
（
尾
張
旭
市
）
の
四
箇
所
で
す
。
こ
れ
ら
の
特

徴
を
比
較
し
て
左
の
表
に
ま
と
め
ま
し
た
。
田
内
に
所
在
す
る
も
の
は
土ど
ぞ
う
づ
く

蔵
造
り
で
な
い
点
が

ほ
か
と
異
な
り
ま
す
が
、
規
模
や
基
礎
の
面
で
は
尾
張
旭
市
の
狩
宿
郷
倉
に
近
い
も
の
と
言
え

そ
う
で
す
。
で
は
、
万
瀬
遺
跡
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
四
箇
所
の
郷
蔵
が
全
て
、
基
礎
の
上
に

横
材
を
渡
し
て
建
物
を
建
て
る
土
台
建
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
万
瀬
の
﹁
倉
﹂
跡
は
穴
を
掘
っ

て
柱
を
建
て
る
掘
立
柱
建
物
で
あ
る
と
い
う
差
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
万
瀬
の
﹁
倉
﹂
跡
は

建
物
の
長
辺
が
短
辺
の
２
〜
４
倍
の
長
さ
を
持
ち
ま
す
が
、
四
箇
所
の
郷
蔵
で
は
二
倍
未
満
と

な
っ
て
い
ま
す
。
屋
根
も
瓦
葺
で
は
な
く
、
現
存
す
る
郷
蔵
と
は
か
な
り
違
う
外
観
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

似
た
よ
う
な
建
物
跡
を
探
し
て
み
る
と
、
同
じ
万
瀬
遺
跡
や
、
豊
田
市
水み
ず
い
り入
遺
跡
な
ど
に
平

面
形
が
類
似
す
る
大
型
の
建
物
の
事
例
が
あ
り
（
図
2
）、
こ
れ
ら
に
は
倉
庫
と
し
て
の
利
用

が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
代
の
面
か
ら
見
る
と
、
水
入
遺
跡
の
大
型
建
物
は
戦
国
時
代
、
万

瀬
遺
跡
の
大
型
建
物
は
一
六
〜
一
八
世
紀
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
万
瀬
遺
跡
の
﹁
倉
﹂
跡
は

一
八
世
紀
後
半
ご
ろ
の
も
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
万
瀬
遺
跡
の
﹁
倉
﹂
跡
は
、
戦
国

時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
使
わ
れ
た
大
型
掘
立
柱
建
物
の
倉
庫
を
、
よ
り
小
さ
い
規
模
に
し
た

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

河
嶋
優
輝)

写真 16　 義倉蔵（西尾市） 写真 15　 田内の郷倉（設楽町）

写真 18　 狩宿郷倉（尾張旭市） 写真 17　 谷田の郷倉（知立市）

表
１　

愛
知
県
内
の
郷
蔵
の
比
較

図 2　 「倉」に似た遺構（全て同じ縮尺）

写真 5　壁面の精査（添沢遺跡）

発掘調査中の遺跡
常時満水437mの範囲

下延坂遺跡
マサノ沢遺跡上ヲロウ・下ヲロウ遺跡

添沢遺跡

胡桃窪遺跡

4

国土地理院発行　２万５千分の１地形図「田口」　H27.1.1刊行より作成

図 1　令和 2 年度に発掘調査を実施する遺跡の所在地

0 5m

万瀬遺跡「倉」跡 万瀬遺跡「大型建物」跡 水入遺跡「大型建物」跡
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