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大お
お
は
た
い
せ
き

畑
遺
跡
で
石い

し
が
こ
い
ろ

囲
炉
の
あ
る

　
　

縄
文
時
代
中
期
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
を
検
出

　

川
向
地
区
に
あ
る
大
畑
遺
跡
で
は
、
遺
跡
南
東
部
の
尾
根
筋
（
標
高
約
四
二
五
～

四
三
五
メ
ー
ト
ル
）
で
の
発
掘
調
査
が
進
行
中
で
す
。
先
ほ
ど
、
こ
の
尾
根
筋
で
縄
文
時
代

中
期
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
建
物
跡
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

建
物
跡
は
二
棟
分
が
ほ
ぼ
同
じ
地
点
で
重
な
っ
て
お
り
、
上
の
建
物
跡
が
一
辺
約
二
・
一

メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
、
下
の
建
物
跡
が
長
径
約
三
・
九
メ
ー
ト
ル
の
五
角
形
に
近
い
平
面
形

を
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
埋
土
か
ら
も
ご
く
少
量
で
す
が
、
縄じ

ょ
う
も
ん
ど
き
へ
ん

文
土
器
片
や
剥は
く
へ
ん
せ
っ
き

片
石
器
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
床
面
近
く
で
は
、
多
量
の
炭
化
物
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
下
の
竪
穴
建
物
跡
の
床
面
で
石
囲
炉
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
掘
り
込
ま
れ
た
穴
の
壁
面
に
板
状
の
礫れ

き

を
立
て
て
一
辺
約
六
〇
～
七
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
箱
形
と
し
た
も
の
で
す
。
礫
の
表
面
は
熱
を
受
け
て
赤
く
変
色
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
石
囲
炉
の
あ
る
竪
穴
建
物
跡
は
、
大
畑
遺
跡
の
南
西
側
に
所
在
す
る
川
向
東

貝
津
遺
跡
で
四
棟
が
検
出
さ
れ
、
北
西
側
に
所
在
す
る
大
栗
遺
跡
で
も
一
棟
が
検
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
の
遺
跡
も
、
川
に
面
し
た
段
丘
面
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て

大
畑
遺
跡
の
竪
穴
建
物
跡
は
、
尾
根
筋
と
い
う
比
較
的
高
く
て
平
場
の
少
な
い
地
形
に
立
地

し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、
建
物
跡
の
大
き
さ
は
一
回
り
小
さ
い
の
で
す
が
、
石
囲
炉
の

大
き
さ
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
家
屋
の
中
に
占
め
る
炉
の
位
置
づ
け

を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
今
後
も
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

永な
が
い
く
に
ひ
と

井
邦
仁
）

　

発
掘
調
査
で
働
く
人
び
と 

― 

発
掘
作
業
員
さ
ん 

―

　

設
楽
ダ
ム
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
が
本
格
的
に
始
ま
っ
て
か
ら
四
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

現
在
は
約
五
〇
人
の
発
掘
作
業
員
さ
ん
の
ご
協
力
で
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
ど
の
よ
う
な
方
々
が
発
掘
作
業
員
さ
ん
と
し
て
実
際
に
働
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
こ
で
、
今
回
は
発
掘
調
査
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
々
の
身
の
上
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

性
別
は
男
性
が
八
七
％
、
女
性
が
一
三
％
、
年
齢
は
六
〇
代
以
上
が
八
九
％
、
五
〇
代
以

下
が
一
一
％
で
、
や
は
り
六
〇
代
以
上
の
男
性
が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
で
す
。
住
所
は
お
隣

の
新
城
市
が
六
三
％
で
最
も
多
く
、
設
楽
町
の
二
〇
％
が
そ
れ
に
続
き
ま
す
。
そ
れ
に
加
え

て
、
や
や
遠
い
岡
崎
市
か
ら
も
一
一
％
、
そ
の
他
、
東
栄
町
、
豊
田
市
、
豊
川
市
か
ら
参
加

さ
れ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
約
八
割
の
方
が
地
理
上
の
豊
川
上
流
域
、
あ
る
い
は
歴
史
上
の

旧
設
楽
郡
域
に
お
住
ま
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
最
後
に
発
掘
歴
で
す
。
半
数
以

上
の
五
四
％
の
方
は
「
一
～
五
年
」
で
、
設
楽
ダ
ム
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
が
始
ま
っ
て
か

ら
参
加
さ
れ
た
方
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。「
一
年
未
満
」
の
ル
ー
キ
ー
は
一
二
％
、「
五
年
～

一
〇
年
」
の
ベ
テ
ラ
ン
は
二
六
％
、
八
％
の
「
一
〇
年
以
上
」
の
方
は
発
掘
の
「
猛も

さ者
」、

レ
ジ
ェ
ン
ド
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー

で
す
が
、
日
々
、
設
楽
町

あ
る
い
は
愛
知
県
、
い
や

い
や
日
本
の
歴
史
を
塗
り

替
え
る
よ
う
な
大
発
見
を

夢
見
て
？
大
畑
遺
跡
で
奮

闘
中
で
す
。
和
気
あ
い
あ

い
と
汗
を
流
し
て
頑
張
っ

て
い
る
発
掘
作
業
員
さ
ん

た
ち
を
今
後
と
も
温
か
く

見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー   

早は
や
の
こ
う
じ

野
浩
二
）

遺構の掘削

斜面での検出作業

大畑遺跡で見つかった竪穴建物跡の石囲炉

性別

年齢

住所

男性
87％

61 歳以上
89％

新城市
63％

設楽町
20％

岡崎市
11％

その他
東栄町
豊田市
豊川市
6％

60 歳以下
11％

女性
13％

発掘歴 1～5年
54％

5～10 年
26％

10 年以上
8％

0年
12％

大畑遺跡で見つかった
竪穴建物跡の位置



出土した縄文土器（南から）

出土した灰釉陶器（南から）

遺構検出作業風景（南東から）

モグラが通った痕跡（西から）

　

大お
お
は
た
い
せ
き

畑
遺
跡
の
調
査

測量作業風景

光波測距儀

送受信機

パソコン

プリズム
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発
掘
調
査
で
働
く
人
び
と 

― 

測そく
り
ょ
う
し

量
士 

―

　

遺
跡
の
発
掘
現
場
は
、
様
々
な
業
種
の
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら

協
力
し
あ
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
『
測そ
く
り
ょ
う
し

量
士
』
の
仕
事
を
紹
介
し
ま
す
。

　

通
常
、
測
量
と
言
え
ば
、
建
築
現
場
や
工
事
現
場
等
で
活
躍
す
る
姿
を
想
像
し
ま
す
が
、

遺
跡
の
発
掘
に
お
い
て
も
、
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る

遺
構
や
遺
物
は
、
そ
の
モ
ノ
自
体
も
重
要
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
出
土
し
た
も
の
か
、

と
い
う
位
置
情
報
が
と
て
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
い
く
ら
状
態
の
良
い
石
器
や
土
器

も
、
位
置
情
報
が
な
く
て
は
考
古
学
的
な
価
値
は
半
減
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
発
掘
調
査
に
お
い
て
は
、
国
家
資
格
を
有
す
る
測
量
士
が
、
世
界
測
地
系
と
呼
ば

れ
る
公
共
座
標
に
準
じ
て
、
調
査
区
の
位
置
・
地
形
・
遺
構
・
遺
物
の
一
つ
一
つ
を
測
量
し
、

平
面
的
な
位
置
と
高
さ
を
デ
ー
タ
化
し
て
、
最
終
的
な
図
面
と
し
て
ま
と
め
る
作
業
を
担
当

し
て
い
ま
す
。

　

弊
社
の
行
う
測
量
作
業
で
は
、
自じ
ど
う
つ
い
び

動
追
尾
光こ
う
は波
測そ
っ
き
ょ
ぎ

距
儀
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
い

ま
す
。
世
の
中
の
多
く
の
測
量
作
業
と
同
様
に
、
測
量
対
象
上
に
立
て
た
プ
リ
ズ
ム
の
位
置

を
、
写
真
奥
に
設
置
さ
れ
て
い
る
機
械
（
光

波
測
距
儀
）
で
測
定
し
て
い
き
ま
す
が
、
自

動
追
尾
シ
ス
テ
ム
で
は
、
機
械
と
パ
ソ
コ
ン

を
送
受
信
機
を
介
し
て
連
動
さ
せ
、
機
械
の

操
作
を
パ
ソ
コ
ン
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

一
昔
前
の
発
掘
現
場
で
測
量
と
言
え
ば
、

二
人
が
か
り
で
ポ
ー
ル
と
巻
き
尺
を
用
い
て

測
り
、
図
も
そ
の
場
で
描
い
て
い
く
の
が
当

然
で
し
た
し
、
現
在
で
も
そ
の
よ
う
な
手
段

で
測
量
を
行
っ
て
い
る
調
査
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
自
動
追
尾
シ
ス
テ
ム
を
導
入

す
る
こ
と
で
、
測
量
士
は
一
人
で
作
業
を
行

う
こ
と
が
で
き
、
よ
り
効
率
的
か
つ
正
確
な

作
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。（
株
式
会
社
二
友
組　

鷺
坂
有
吾
）

　

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
調
査
は
、
七
月
初
頭
か
ら
準
備
作
業
に
着
手
し
ま
し
た
。
発
掘
現
場
の

準
備
は
、ま
ず
工
事
現
場
と
同
じ
よ
う
な
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
か
ら
始
ま
り
ま
す（
写
真
）。フ
ェ

ン
ス
を
設
置
す
る
目
的
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
最
も
大
き
な
目
的
は
、
安
全
の
た
め
で

す
。
発
掘
調
査
の
現
場
は
、
工
事
現
場
と
比
べ
る
と
危
険
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る

方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
掘
削
に
使
う
重じ
ゅ
う
き機
も
動
い
て
い
ま
す
し
、
思
わ
ぬ

段
差
が
各
所
に
あ
っ
た
り
し
て
、
現
場
を
詳
し
く
知
ら
な
い
人
が
不
用
意
に
立
ち
入
る
と
、

大
き
な
け
が
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
関
係
者
以
外
の
方
が
誤
っ
て
立
ち
入
ら
な

い
よ
う
現
場
を
フ
ェ
ン
ス
で
囲
っ
て
か
ら
作
業
を
開
始
し
ま
す
。

　

フ
ェ
ン
ス
の
設
置
が
終
わ
っ
た
ら
、
休
き
ゅ
う
け
い憩
用
の
ハ
ウ
ス
や
重
機
、
そ
の
他
の
資
材
を
搬
は
ん
に
ゅ
う入

し
ま
す
。
そ
の
あ
と
は
、
い
よ
い
よ
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
す
。

　

現
在
は
表ひ
ょ
う
ど
く
っ
さ
く

土
掘
削
を
行
っ
て
い
ま
す
。
表
土
掘
削
は
、
あ
ま
り
遺い
ぶ
つ物

を
含
ま
な
い
新
し
い

堆た
い
せ
き積

を
重
機
で
掘
削
し
て
い
く
作
業
で
す
。
掘
り
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
遺い
こ
う構

を
壊
し
て
し
ま

う
た
め
、
慎
重
に
行
い
ま

す
。
そ
し
て
、
ま
も
な
く
作

業
員
さ
ん
に
よ
る
本
格
的
な

調
査
に
突
入
し
て
い
き
ま

す
。
前
号
で
も
お
伝
え
し
た

通
り
、
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で

は
、
範は
ん
い
か
く
に
ん

囲
確
認
調
査
で
す
で

に
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
の
存
在
を
確
認
し

て
い
る
な
ど
、
大
き
な
成
果

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

後
の
報
告
を
楽
し
み
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　
　

　
（
株
式
会
社
二
友
組

　
　
　
　
　
　

岩い
わ
せ
だ
い
す
け

瀬
大
輔
）

　

マ
サ
ノ
沢
遺
跡
の
調
査

　

遺
構
検
出
作
業
時
、
木
の
根
に
抱
か
れ
る
よ
う
に
土
器
や
石
器
等
の
遺
物
が
見
つ
か
る
例

が
散さ
ん
け
ん見
さ
れ
ま
し
た
。
斜
面
の
埋ま
い
ぼ
つ没
過
程
で
、
土
と
一
緒
に
上
か
ら
下
へ
移
動
す
る
際
に
、

木
の
根
付
近
で
引
っ
か
か
る
よ
う
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
形

で
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
遺
物
の
出
土
量
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

写
真
に
載
せ
た
の
は
縄じ
ょ
う
も
ん
ど
き

文
土
器
（
上
）
と
灰か
い
ゆ
う
と
う
き

釉
陶
器
（
下
）
で
す
。
縄
文
土
器
は
そ
の
名

の
通
り
縄
文
時
代
の
土
器
、
灰
釉
陶
器
は
平
安
時
代
（
九
世
紀
後
葉
）
頃
の
土
器
で
、
同
じ

土
器
で
も
色
し
き
ち
ょ
う
調
に
違
い
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
焼
し
ょ
う
せ
い成
技
術
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の

で
、
縄
文
時
代
の
土
器
は
、
平
地
や
く
ぼ
地
に
て
野
焼
き
で
焼
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
時
の
温

度
は
約
六
百
～
八
百
度
と
言
わ
れ
、
酸さ
ん
か化

焼
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
赤
い
色
調
に
焼
き
上
が
り

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
灰
釉
陶
器
は
、
古
墳
時
代
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
須す

え

き
恵
器
と
同
じ
焼
成

技
術
で
、
窖あ
な
が
ま窯
と
呼
ば
れ
る
地
下
式
の
窯
で
酸
素
が
供
給
さ
れ
な
い
状
態
で
還か
ん
げ
ん元
焼
成
さ
れ

る
た
め
、
白
～
灰
色
の
色
調
に
焼
き
上
が
り
ま
す
。
そ
の
時
の
温
度
は
千
百
度
以
上
と
言
わ

れ
、
野
焼
き
に
比
べ
と
て
も
高
温
に
な
り
、
硬
質
に
焼
き
上
が
り
ま
す
。

　

土
器
は
、
そ
の
形
や
厚
み
、
文
様
の
つ
け
方
、
あ
る
い
は
高
台
の
形
な
ど
、
時
代
や
地
域

ご
と
の
特
徴
を
盛
り
込
ん
で
形
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
考
古
学
で
は
、
そ
れ
ら
の
特
徴
の
微
妙

な
変
化
の
一
つ
一
つ
を
手
掛
か
り
に
、
時
期
を
計
る
精せ
い
ち緻

な
物
差
し
（
編へ
ん
ね
ん年

）
が
作
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
出
土
し
た
遺
構
の
時
期
を
決
定
す
る
際
の
手
掛
か
り
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
遺
物
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
周
辺
に
当
時
の
人
々
が
生
活
し
て
い
た

可
能
性
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
遺
構
が
見
つ
か
る
期
待
が
膨
ら
ん
で
い
き
ま

す
。
次
号
以
降
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
二に
ゆ
う
ぐ
み

友
組　

鷺さ
ぎ
さ
か坂

有ゆ
う
ご吾

）

　

大
畑
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
始
ま
っ
て
早
く
も
二
ヶ
月
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
現

在
は
、
約
一
万
四
千
㎡
と
広
大
な
調
査
範
囲
に
つ
い
て
、
前
号
で
も
紹
介
し
ま
し
た
調
査
区

中
央
に
想
定
さ
れ
る
南
北
方
向
に
走
る
谷
部
を
境
に
、
概
ね
東
半
分
（
Ａ
・
Ｂ
区
）
の
調
査

を
進
め
て
い
ま
す
。
経
過
は
順
調
で
、
天
候
に
恵
ま
れ
た
こ
と
、
作
業
員
さ
ん
の
頑
張
り
の

お
か
げ
で
、
日
々
新
た
な
遺
構
や
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

上
の
写
真
は
遺い
こ
う
け
ん
し
ゅ
つ

構
検
出
の
作
業
風
景
で
す
が
、
斜
面
を
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
、
作
業
員

さ
ん
達
が
並
ん
で
地
面
を
削
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
土
の
違
い
を
見
き
わ
め
て
、
遺
構
を

探
し
て
い
く
の
は
前
号
で
も
ご
紹
介
し
た
と
お
り
で
す
。
地
面
に
現
れ
る
土
の
違
い
を
囲
っ

て
、
遺
構
と
し
て
認
定
し
て
い
き
ま
す
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
昔
の
人
が
遺
し
た
痕
跡
と

は
限
り
ま
せ
ん
。
下
の
写
真
は
、
休
憩
中
、
そ
の
場
を
離
れ
て
い
た
隙
に
モ
グ
ラ
が
通
っ
て

い
っ
た
跡
で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
物
が
遺
し
た
撹か
く
ら
ん乱

、
植
林
さ
れ
て
い
た
木
々
の
根
っ
こ
に

よ
る
撹
乱
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
植
し
ょ
く
せ
い
こ
ん

生
痕
も
地
中
に
は
無
数
に
遺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
中
か

ら
昔
の
人
々
が
遺
し
た
生
活
の
痕
跡
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
発
掘
調
査
の
難
し
い
点
で
あ
る

と
同
時
に
、
楽
し
み
の
一
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

フェンス設置作業
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大お
お
は
た
い
せ
き

畑
遺
跡
で
石い

し
が
こ
い
ろ

囲
炉
の
あ
る

　
　

縄
文
時
代
中
期
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
を
検
出

　

川
向
地
区
に
あ
る
大
畑
遺
跡
で
は
、
遺
跡
南
東
部
の
尾
根
筋
（
標
高
約
四
二
五
～

四
三
五
メ
ー
ト
ル
）
で
の
発
掘
調
査
が
進
行
中
で
す
。
先
ほ
ど
、
こ
の
尾
根
筋
で
縄
文
時
代

中
期
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
建
物
跡
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

建
物
跡
は
二
棟
分
が
ほ
ぼ
同
じ
地
点
で
重
な
っ
て
お
り
、
上
の
建
物
跡
が
一
辺
約
二
・
一

メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
、
下
の
建
物
跡
が
長
径
約
三
・
九
メ
ー
ト
ル
の
五
角
形
に
近
い
平
面
形

を
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
埋
土
か
ら
も
ご
く
少
量
で
す
が
、
縄じ

ょ
う
も
ん
ど
き
へ
ん

文
土
器
片
や
剥は
く
へ
ん
せ
っ
き

片
石
器
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
床
面
近
く
で
は
、
多
量
の
炭
化
物
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
下
の
竪
穴
建
物
跡
の
床
面
で
石
囲
炉
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
掘
り
込
ま
れ
た
穴
の
壁
面
に
板
状
の
礫れ

き

を
立
て
て
一
辺
約
六
〇
～
七
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
箱
形
と
し
た
も
の
で
す
。
礫
の
表
面
は
熱
を
受
け
て
赤
く
変
色
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
石
囲
炉
の
あ
る
竪
穴
建
物
跡
は
、
大
畑
遺
跡
の
南
西
側
に
所
在
す
る
川
向
東

貝
津
遺
跡
で
四
棟
が
検
出
さ
れ
、
北
西
側
に
所
在
す
る
大
栗
遺
跡
で
も
一
棟
が
検
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
の
遺
跡
も
、
川
に
面
し
た
段
丘
面
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て

大
畑
遺
跡
の
竪
穴
建
物
跡
は
、
尾
根
筋
と
い
う
比
較
的
高
く
て
平
場
の
少
な
い
地
形
に
立
地

し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、
建
物
跡
の
大
き
さ
は
一
回
り
小
さ
い
の
で
す
が
、
石
囲
炉
の

大
き
さ
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
家
屋
の
中
に
占
め
る
炉
の
位
置
づ
け

を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
今
後
も
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

永な
が
い
く
に
ひ
と

井
邦
仁
）

　

発
掘
調
査
で
働
く
人
び
と 

― 

発
掘
作
業
員
さ
ん 

―

　

設
楽
ダ
ム
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
が
本
格
的
に
始
ま
っ
て
か
ら
四
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

現
在
は
約
五
〇
人
の
発
掘
作
業
員
さ
ん
の
ご
協
力
で
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
ど
の
よ
う
な
方
々
が
発
掘
作
業
員
さ
ん
と
し
て
実
際
に
働
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
こ
で
、
今
回
は
発
掘
調
査
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
々
の
身
の
上
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

性
別
は
男
性
が
八
七
％
、
女
性
が
一
三
％
、
年
齢
は
六
〇
代
以
上
が
八
九
％
、
五
〇
代
以

下
が
一
一
％
で
、
や
は
り
六
〇
代
以
上
の
男
性
が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
で
す
。
住
所
は
お
隣

の
新
城
市
が
六
三
％
で
最
も
多
く
、
設
楽
町
の
二
〇
％
が
そ
れ
に
続
き
ま
す
。
そ
れ
に
加
え

て
、
や
や
遠
い
岡
崎
市
か
ら
も
一
一
％
、
そ
の
他
、
東
栄
町
、
豊
田
市
、
豊
川
市
か
ら
参
加

さ
れ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
約
八
割
の
方
が
地
理
上
の
豊
川
上
流
域
、
あ
る
い
は
歴
史
上
の

旧
設
楽
郡
域
に
お
住
ま
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
最
後
に
発
掘
歴
で
す
。
半
数
以

上
の
五
四
％
の
方
は
「
一
～
五
年
」
で
、
設
楽
ダ
ム
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
が
始
ま
っ
て
か

ら
参
加
さ
れ
た
方
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。「
一
年
未
満
」
の
ル
ー
キ
ー
は
一
二
％
、「
五
年
～

一
〇
年
」
の
ベ
テ
ラ
ン
は
二
六
％
、
八
％
の
「
一
〇
年
以
上
」
の
方
は
発
掘
の
「
猛も

さ者
」、

レ
ジ
ェ
ン
ド
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー

で
す
が
、
日
々
、
設
楽
町

あ
る
い
は
愛
知
県
、
い
や

い
や
日
本
の
歴
史
を
塗
り

替
え
る
よ
う
な
大
発
見
を

夢
見
て
？
大
畑
遺
跡
で
奮

闘
中
で
す
。
和
気
あ
い
あ

い
と
汗
を
流
し
て
頑
張
っ

て
い
る
発
掘
作
業
員
さ
ん

た
ち
を
今
後
と
も
温
か
く

見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー   

早は
や
の
こ
う
じ

野
浩
二
）

遺構の掘削

斜面での検出作業

大畑遺跡で見つかった竪穴建物跡の石囲炉

性別

年齢

住所

男性
87％

61 歳以上
89％

新城市
63％

設楽町
20％

岡崎市
11％

その他
東栄町
豊田市
豊川市
6％

60 歳以下
11％

女性
13％

発掘歴 1～5年
54％

5～10 年
26％

10 年以上
8％

0年
12％

大畑遺跡で見つかった
竪穴建物跡の位置




