
中世の造成土（下段）

岡豊山北麓風景

性質で色分けした中世造成土の一部土層

←山側

■ 地山岩盤の風化礫を含む水はけの良い層

■ 粘土質で土留めの役割を果たす層

■ シルトの層

■ 炭化物が混じる層

■ 黒褐色の層

■ 地山に沿った中世以前の耕作土

土師質土器の皿出土状況（下段）

　下
段
に
あ
た
る
最
も
広
い
平
坦
面
は
、
中
世
に
造
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
元
々
あ
っ
た

谷
の
緩
や
か
な
斜
面
に
山
を
削
っ
た
土
を
人
工
的
に
盛

る
と
い
う
大
規
模
な
造
成
に
よ
り
、
広
大
な
平
坦
面
を

造
り
出
し
て
い
ま
す
。
造
成
の
土
は
、
地
山
岩
盤
を
砕

い
た
も
の
を
混
ぜ
込
ん
で
水
は
け
を
良
く
し
た
土
や
、

雨
が
降
っ
て
も
土
が
流
れ
な
い
よ
う
土
留
め
の
役
割
を

果
た
す
粘
土
質
の
土
な
ど
、
用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け

た
土
を
適
所
に
盛
っ
て
い
ま
す
。

　さ
ら
に
、
１
度
造
っ
た
平
坦
面
を
広
げ
る
た
め
に
２

度
目
・
３
度
目
の
造
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。
３
度
目
造
成
後
の
広
さ
は
約
８
６
０
㎡
で
層

数
は
40
層
以
上
に
も
及
び
ま
す
。
加
え
て
、
１
度
目
の

造
成
土
内
に
は
土
器
が
全
く
含
ま
れ
な
い
の
に
対
し
、

２
度
目
以
降
の
造
成
土
に
は
土
師
質
土
器
の
皿
や
鉄
を

溶
か
す
際
に
使
わ
れ
た
道
具
類
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

１
〜
３
度
目
の
造
成
ま
で
に
時
期
差
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　南
国
市
の
岡
豊
山
に
は
戦
国
大
名
で
あ
る
長
宗
我
部

氏
の
居
城
と
し
て
知
ら
れ
る
国
史
跡
・
岡
豊
城
跡
が
あ

り
ま
す
。『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
や
『
土
佐
物
語
』
な

ど
の
記
述
に
よ
る
と
、
そ
の
北
麓
に
長
宗
我
部
氏
の
菩

提
寺
で
あ
る
瑞
応
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
姿
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

　そ
こ
で
、
南
国
市
教
育
委
員
会
で
は
当
時
の
様
相
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
令
和
４
年
12
月
〜
令
和
５
年
３

月
に
か
け
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　長
宗
我
部
家
臣
の
子
孫
で
土
佐
国
出
身
の
吉
田
孝
世

が
江
戸
時
代
に
記
し
た
『
土
佐
物
語
』
に
よ
る
と
、
瑞

応
寺
は
長
宗
我
部
元
親
が
尊
敬
す
る
父
・
国
親
と
母
を

弔
う
た
め
に
建
立
し
た
寺
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

志
半
ば
で
亡
く
な
っ
た
国
親
の
遺
志
を
継
い
だ
元
親
は
、

乱
世
の
世
に
お
い
て
国
親
の
遺
言
通
り
涙
の
間
も
な
く

立
て
続
け
に
戦
を
し
て
、
法
要
の
勤
め
を
行
う
時
間
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
吉
良
・
朝
倉
を
攻
め
取
る
な
ど
、

国
親
の
思
い
に
恥
じ
な
い
功
績
を
立
て
た
元
親
は
、
老

臣
に
相
談
し
て
瑞
応
寺
を
建
立
す
る
こ
と
で
や
っ
と
国

親
と
母
を
弔
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　元
親
や
土
佐
の
人
々
に
と
っ
て
瑞
応
寺
は
特
別
な
寺

で
あ
り
、
城
を
現
在
の
高
知
城
が
あ
る
大
高
坂
に
移
し

た
際
に
は
、
瑞
応
寺
も
岡
豊
か
ら
現
在
の
高
知
市
洞
ヶ

島
町
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

　今
回
の
調
査
で
は
、
瑞
応
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
岡

豊
山
北
麓
に
複
数
あ
る
平
坦
面
の
う
ち
、
２
か
所
（
下

段
・
上
段
）
を
調
査
し
ま
し
た
。

　

埋蔵文化財 発掘調査

　元親が尊敬する父・国親と母の追善供養のため、岡豊山北麓に建立した瑞応寺。その痕跡
を求めて発掘調査を実施しました。調査では、長宗我部元親が活躍した時代の大規模な平坦
面を発見！ 出土品も交えてご紹介します。

　元親が尊敬する父・国親と母の追善供養のため、岡豊山北麓に建立した瑞応寺。その痕跡
を求めて発掘調査を実施しました。調査では、長宗我部元親が活躍した時代の大規模な平坦
面を発見！ 出土品も交えてご紹介します。

長宗我部一族の寺跡長宗我部一族の寺跡

大規模集落跡 若宮ノ東遺跡大規模集落跡 若宮ノ東遺跡

発
掘
調
査
の
き
っ
か
け

ま
と
め

　岡
豊
山
北
麓
に
あ
る
２
か
所
の
平
場
（
下
段
・

上
段
）
を
発
掘
し
た
今
回
の
調
査
で
は
、
長
宗

我
部
元
親
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
に
広
大
な
平
坦

面
が
造
ら
れ
た
こ
と
や
、
平
坦
面
の
用
途
が
下
段

と
上
段
で
異
な
る
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。　平

成
20
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
岡
豊

山
の
岡
豊
城
跡
は
、今
年
で
15
周
年
を
迎
え
ま
す
。

今
年
度
は
引
き
続
き
瑞
応
寺
発
掘
調
査
を
進
め

る
と
と
も
に
、
15
周
年
の
記
念
行
事
を
開
催
す
る

予
定
で
す
。
今
後
、
当
紙
面
な
ど
で
情
報
を
掲
載

す
る
予
定
で
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　調
査
に
あ
た
り
、
地
権
者
様
を
は
じ
め
、
地
域

住
民
の
皆
様
に
は
多
大
な
る
ご
支
援
と
ご
協
力
を

い
た
だ
き
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
紹
介

し
た
現
地
説
明
会
資
料
は
、
文
化
財
係
（
南
国

市
立
田
４
０
５
）
や
市
役
所
３
階
生
涯
学
習
課

な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
生
涯
学
習
課
文
化
財
係
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２

今
年
度
は
岡
豊
山
に
注
目
！

お
わ
り
に

瑞
応
寺
っ
て
ど
ん
な
お
寺
？

調
査
の
結
果

下
段
で
中
世
の
平
坦
面
を
発
見
！

全
く
異
な
る
！
下
段
と
上
段
の
出
土
品

　下
段
で
は
土
器
片
を
た
く
さ
ん
発
見
し
ま
し

た
。
ど
れ
も
土
師
質
の
皿
で
あ
り
、
器
形
が
１

種
類
し
か
出
て
い
な
い
の
で
、
生
活
空
間
で
は

な
く
法
要
な
ど
の
祭
祀
を
執
り
行
う
特
別
な
空

間
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　上
段
か
ら
は
、
茶
道
具
や
中
国
製
の
貿
易

陶
磁
器
な
ど
、
当
時
の
高
級
品
や
屋
根
に
葺

か
れ
た
瓦
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
平
坦
面
ご

と
に
用
途
が
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

出土した貿易陶磁器（上段） 出土した土師質土器（下段）
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中世の造成土（下段）

岡豊山北麓風景

性質で色分けした中世造成土の一部土層

←山側

■ 地山岩盤の風化礫を含む水はけの良い層

■ 粘土質で土留めの役割を果たす層

■ シルトの層

■ 炭化物が混じる層

■ 黒褐色の層

■ 地山に沿った中世以前の耕作土

土師質土器の皿出土状況（下段）

　下
段
に
あ
た
る
最
も
広
い
平
坦
面
は
、
中
世
に
造
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
元
々
あ
っ
た

谷
の
緩
や
か
な
斜
面
に
山
を
削
っ
た
土
を
人
工
的
に
盛

る
と
い
う
大
規
模
な
造
成
に
よ
り
、
広
大
な
平
坦
面
を

造
り
出
し
て
い
ま
す
。
造
成
の
土
は
、
地
山
岩
盤
を
砕

い
た
も
の
を
混
ぜ
込
ん
で
水
は
け
を
良
く
し
た
土
や
、

雨
が
降
っ
て
も
土
が
流
れ
な
い
よ
う
土
留
め
の
役
割
を

果
た
す
粘
土
質
の
土
な
ど
、
用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け

た
土
を
適
所
に
盛
っ
て
い
ま
す
。

　さ
ら
に
、
１
度
造
っ
た
平
坦
面
を
広
げ
る
た
め
に
２

度
目
・
３
度
目
の
造
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。
３
度
目
造
成
後
の
広
さ
は
約
８
６
０
㎡
で
層

数
は
40
層
以
上
に
も
及
び
ま
す
。
加
え
て
、
１
度
目
の

造
成
土
内
に
は
土
器
が
全
く
含
ま
れ
な
い
の
に
対
し
、

２
度
目
以
降
の
造
成
土
に
は
土
師
質
土
器
の
皿
や
鉄
を

溶
か
す
際
に
使
わ
れ
た
道
具
類
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

１
〜
３
度
目
の
造
成
ま
で
に
時
期
差
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　南
国
市
の
岡
豊
山
に
は
戦
国
大
名
で
あ
る
長
宗
我
部

氏
の
居
城
と
し
て
知
ら
れ
る
国
史
跡
・
岡
豊
城
跡
が
あ

り
ま
す
。『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
や
『
土
佐
物
語
』
な

ど
の
記
述
に
よ
る
と
、
そ
の
北
麓
に
長
宗
我
部
氏
の
菩

提
寺
で
あ
る
瑞
応
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
姿
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

　そ
こ
で
、
南
国
市
教
育
委
員
会
で
は
当
時
の
様
相
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
令
和
４
年
12
月
〜
令
和
５
年
３

月
に
か
け
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　長
宗
我
部
家
臣
の
子
孫
で
土
佐
国
出
身
の
吉
田
孝
世

が
江
戸
時
代
に
記
し
た
『
土
佐
物
語
』
に
よ
る
と
、
瑞

応
寺
は
長
宗
我
部
元
親
が
尊
敬
す
る
父
・
国
親
と
母
を

弔
う
た
め
に
建
立
し
た
寺
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

志
半
ば
で
亡
く
な
っ
た
国
親
の
遺
志
を
継
い
だ
元
親
は
、

乱
世
の
世
に
お
い
て
国
親
の
遺
言
通
り
涙
の
間
も
な
く

立
て
続
け
に
戦
を
し
て
、
法
要
の
勤
め
を
行
う
時
間
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
吉
良
・
朝
倉
を
攻
め
取
る
な
ど
、

国
親
の
思
い
に
恥
じ
な
い
功
績
を
立
て
た
元
親
は
、
老

臣
に
相
談
し
て
瑞
応
寺
を
建
立
す
る
こ
と
で
や
っ
と
国

親
と
母
を
弔
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　元
親
や
土
佐
の
人
々
に
と
っ
て
瑞
応
寺
は
特
別
な
寺

で
あ
り
、
城
を
現
在
の
高
知
城
が
あ
る
大
高
坂
に
移
し

た
際
に
は
、
瑞
応
寺
も
岡
豊
か
ら
現
在
の
高
知
市
洞
ヶ

島
町
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

　今
回
の
調
査
で
は
、
瑞
応
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
岡

豊
山
北
麓
に
複
数
あ
る
平
坦
面
の
う
ち
、
２
か
所
（
下

段
・
上
段
）
を
調
査
し
ま
し
た
。

　

埋蔵文化財 発掘調査

　元親が尊敬する父・国親と母の追善供養のため、岡豊山北麓に建立した瑞応寺。その痕跡
を求めて発掘調査を実施しました。調査では、長宗我部元親が活躍した時代の大規模な平坦
面を発見！ 出土品も交えてご紹介します。

　元親が尊敬する父・国親と母の追善供養のため、岡豊山北麓に建立した瑞応寺。その痕跡
を求めて発掘調査を実施しました。調査では、長宗我部元親が活躍した時代の大規模な平坦
面を発見！ 出土品も交えてご紹介します。

長宗我部一族の寺跡長宗我部一族の寺跡

大規模集落跡 若宮ノ東遺跡大規模集落跡 若宮ノ東遺跡

発
掘
調
査
の
き
っ
か
け

ま
と
め

　岡
豊
山
北
麓
に
あ
る
２
か
所
の
平
場
（
下
段
・

上
段
）
を
発
掘
し
た
今
回
の
調
査
で
は
、
長
宗

我
部
元
親
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
に
広
大
な
平
坦

面
が
造
ら
れ
た
こ
と
や
、
平
坦
面
の
用
途
が
下
段

と
上
段
で
異
な
る
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。　平

成
20
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
岡
豊

山
の
岡
豊
城
跡
は
、今
年
で
15
周
年
を
迎
え
ま
す
。

今
年
度
は
引
き
続
き
瑞
応
寺
発
掘
調
査
を
進
め

る
と
と
も
に
、
15
周
年
の
記
念
行
事
を
開
催
す
る

予
定
で
す
。
今
後
、
当
紙
面
な
ど
で
情
報
を
掲
載

す
る
予
定
で
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　調
査
に
あ
た
り
、
地
権
者
様
を
は
じ
め
、
地
域

住
民
の
皆
様
に
は
多
大
な
る
ご
支
援
と
ご
協
力
を

い
た
だ
き
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
紹
介

し
た
現
地
説
明
会
資
料
は
、
文
化
財
係
（
南
国

市
立
田
４
０
５
）
や
市
役
所
３
階
生
涯
学
習
課

な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
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今
年
度
は
岡
豊
山
に
注
目
！

お
わ
り
に

瑞
応
寺
っ
て
ど
ん
な
お
寺
？

調
査
の
結
果

下
段
で
中
世
の
平
坦
面
を
発
見
！

全
く
異
な
る
！
下
段
と
上
段
の
出
土
品

　下
段
で
は
土
器
片
を
た
く
さ
ん
発
見
し
ま
し

た
。
ど
れ
も
土
師
質
の
皿
で
あ
り
、
器
形
が
１

種
類
し
か
出
て
い
な
い
の
で
、
生
活
空
間
で
は

な
く
法
要
な
ど
の
祭
祀
を
執
り
行
う
特
別
な
空

間
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　上
段
か
ら
は
、
茶
道
具
や
中
国
製
の
貿
易

陶
磁
器
な
ど
、
当
時
の
高
級
品
や
屋
根
に
葺

か
れ
た
瓦
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
平
坦
面
ご

と
に
用
途
が
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

出土した貿易陶磁器（上段） 出土した土師質土器（下段）
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