
 

遺
跡
の
概
要 

本
田
・
東
台
遺
跡
は
、
和
田
川
に
南
面
す
る

江
南
台
地
に
あ
る
集
落
跡
で
す
。
過
去
３
回
の

発
掘
調
査
に
よ
り
遺
跡
の
約
２
割
を
確
認
し

た
結
果
、
約
八
〇
軒
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
見
つ

か
り
、
古
墳
時
代
中
頃
（
六
世
紀
）
を
中
心
に

ム
ラ
が
発
展
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
一

辺
８
ｍ
を
超
す
大
型
の
住
居
跡
や
小
鍛
冶
跡

か
ら
は
、
鉄
製
品
や
祭
祀
具
と
と
も
に
た
く
さ

ん
の
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
の
東
側

に
は
「
踊
る
埴
輪
」
が
出
土
し
た
野
原
古
墳
群

が
分
布
し
、
両
者
は
一
体
の
遺
跡
で
和
田
川
流

域
の
指
導
者
の
い
た
ム
ラ
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

今
回
の
展
示
で
は
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
各

種
の
遺
物
を
手
が
か
り
に
、
当
時
の
人
々
の
生

活
や
ム
ラ
の
様
子
を
解
説
し
ま
す
。 

カ
マ
ド
の
は
じ
ま
り 

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
は
、
人
々
が
生
活
す

る
上
で
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
住
居

の
一
部
に
カ
マ
ド
が
作
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
カ
マ
ド

は
そ
れ
ま
で
の
囲
炉
裏
に
比
べ
る
と
、
熱
効
率
が
高

く
、
少
な
い
燃
料
で
も
十
分
な
火
力
が
得
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
住
居
の
中
央
に
位
置
し

た
囲
炉
裏
に
比
べ
、
カ
マ
ド
は
壁
際
に
配
置
さ
れ
た

た
め
、
起
居
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
ま

す
。
カ
マ
ド
は
も
っ
ぱ
ら
炊
事
用
に
使
わ
れ
る
こ
と

か
ら
、
安
定
し
た
食
生
活
が
維
持
で
き
た
こ
と
を
示

し
、
古
墳
時
代
の
こ
と
と
さ
れ
る
仁
徳
天
皇
の
事
跡

に
、
家
々
の
カ
マ
ド
か
ら
立
ち
上
る
煙
を
み
て
治
世

の
安
定
を
確
認
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
民

衆
は
飢
え
る
こ
と
な
く
食
事
の
た
め
に
か
ま
ど
を

焚
い
て
い
る
と
判
断
し
た
と
い
う
故
事
「
日
本
書

紀
」
）
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大
量
生
産
大
量
使
用 

古
墳
時
代
は
、
米
作
り
が
一
応
の
安
定
を
み
た
時
代

で
、
個
人
用
の
食
器
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
日
常
的
に
は
、
土
師
器
と
呼
ぶ
素
焼
き
の
土
器
が

盛
付
け
用
の
器
や
煮
炊
き
用
の
甕
・
甑
に
多
く
使
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
時
代
の
ム
ラ
の
発
掘
で
は
、
こ
れ
ら
の

煤
け
た
土
器
片
が
大
量
に
出
土
し
ま
す
。
貯
蔵
用
に
は
、

土
師
器
と
と
も
に
当
時
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
新
し
い
技

術
で
焼
か
れ
た
須
恵
器
も
広
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
須
恵

器
は
、
耐
水
性
に
優
れ
た
高
級
品
で
、
古
墳
な
ど
に
供

え
ら
れ
て
出
土
す
る
こ
と
も
多
く
、
使
わ
れ
方
に
区
別

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
展
示
品
の
須
恵
器
は
、
東
海
地

方
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
土

師
器
に
は
、
須
恵
器
の
形
を
ま
ね
た
も
の
（
須
恵
器
模

倣
杯
）
も
あ
り
ま
す
。

ま
つ
り
の
道
具
・
生
産
の
道
具 

本
田
・
東
台
遺
跡
か
ら
は
、
土
師
器
や
須
恵

器
で
作
ら
れ
た
盛
り
付
用
の
「
高
杯
（
た
か
つ

き
）
」
、「
杯
（
つ
き
）
」
、
酒
な
ど
を
注
い
だ
「
は

そ
う
」
や
酒
な
ど
を
入
れ
た
大
き
な
甕
、
瓶
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
貴
重
品
で
あ
る
ガ

ラ
ス
製
の
管
玉
の
ほ
か
に
、
手
づ
く
ね
土
器

（
手
び
ね
り
の
土
器
）
、
臼
玉
（
滑
石
製
）
、
土

玉
な
ど
製
作
が
簡
単
な
品
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
こ
の
ほ
か
に
、
刀
形
や
櫛
形
な
ど
模
形
（
形

代
）
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
植
物
質
の
材
質

で
あ
っ
た
ら
し
く
出
土
す
る
こ
と
は
稀
で
す
。 

こ
れ
ら
の
道
具
は
ま
つ
り
に
使
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
ま
つ
り
の
内
容
は
、
神
や
祖

先
を
対
象
と
し
た
も
の
、
自
然
や
生
産
の
安

定
・
豊
穣
を
祈
っ
た
も
の
、
人
の
一
生
に
関
わ

る
儀
礼
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
古
墳
時
代
に
は
、
貴
重
な
資
源
で
あ

る
鉄
が
、
大
刀
や
鏃
な
ど
の
武
具
だ
け
で
な

く
、
鎌
や
鍬
な
ど
の
農
具
や
、
斧
や
火
打
ち
が

ね
な
ど
の
日
常
的
な
道
具
の
素
材
と
し
て
も

使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
ム
ラ
で
も
簡
単
な
加
工

や
も
の
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
羽
口

（
炉
に
空
気
を
送
る
た
め
の
筒
状
の
送
風
道

具
）
な
ど
の
鍛
冶
道
具
や
鉄
く
ず
な
ど
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
糸
を
つ
む
ぐ
た
め
の
道

具
で
あ
る
紡
錘
車
は
、
石
や
土
で
作
ら
れ
、
麻

や
カ
ラ
ム
シ
な
ど
の
繊
維
を
撚
っ
て
糸
を
つ

く
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す


