
　
『
風
車
』
第
13
号
で
発
掘
調
査
成
果
を

紹
介
し
ま
し
た
江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
県

指
定
史
跡
水
軒
堤
防
に
つ
い
て
、
石
積
み

技
法
や
文
献
資
料
、
防
災
な
ど
多
方
面
か

ら
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
目
的

と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
！

　
当
日
は
大
雨
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
71
名

の
参
加
者
を
数
え
、
盛
況
で
あ
っ
た
と
い

え
ま
す
。
参
加
者
の
熱
心
な
ま
な
ざ
し
を

受
け
て
、
各
講
師
の
先
生
方
は
熱
弁
を
ふ

る
っ
て
応
え
て
い
ま
し
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
発
掘
調
査

担
当
者
か
ら
今
回
実
施
し
た
発
掘
調
査
成

果
の
概
要
報
告
が
あ
り
、
次
に
、
城
郭
史

を
専
門
と
す
る
北
垣
聰
一
郎
氏
、
近
世
文

献
史
学
の
藤
本
清
二
郎
氏
、
和
歌
山
県
防

災
関
係
の
第
一
人
者
の
此
松
昌
彦
氏
に
そ

れ
ぞ
れ
講
演
を
お
こ
な
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
最
後
に
、
会
場
か
ら
の
質
疑
応
答

と
、
水
軒
堤
防
の
築
造
目
的
と
築
造
時
期

を
中
心
に
討
論
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者
の
感
想

・
一
つ
の
命
題
に
各
専
門
か
ら
迫
る
シ
ン

ポ
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。(

60
代
男
性)

・
多
面
的
に
水
軒
堤
防
を
考
え
ら
れ
る
こ

と
が
理
解
で
き
た
。(

60
代
男
性)

・
他
の
所
で
堤
防
を
広
範
囲
に
い
つ
で
も

見
ら
れ
る
事
を
希
望
す
る
。(

50
代
男
性)

・
学
問
的
探
求
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
貴

重
な
遺
跡
を
今
後
ど
う
す
る
の
か
へ
も
少

し
踏
み
込
む
べ
き
で
は
。(

60
代
男
性)

・
地
元
に
35
年
住
ん
で
い
ま
す
が
地
元
史

の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
こ
の
機
会
に
少

し
で
も
勉
強
し
た
い
。(

60
代
男
性)

　
　
（
講
演
内
容
な
ど
次
頁
に
つ
づ
く
）

シンポジウム会場風景

　－第14号の主な内容－

１．シンポジウム『県指定史跡

　　水軒堤防を考える』特集！

２．吉備町子ども古代探検隊

３．コラム【考古学の散歩道】

　　　「新人調査員誕生!!」　

４．和歌山県文化財センター

　　ホームページ開設のお知らせ

特集!

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『
県
指
定
史
跡 

水
軒
堤
防
を
考
え
る
』

紀州の歴史と文化の風

文化財センター通信

　【かざぐるま】

財団法人　和歌山県文化財センター

平成17年９月15日発行

埋 蔵 文 化 財 と 文 化 財 建 造 物 の ミ ニ 情 報 誌

第

　14　号

１

シンポジウム

『県指定史跡 水軒堤防を考える』
　　　
　　　　

  －その築造年代と今日的意義－

　平成１７年７月９日（土曜日）

財団法人　和歌山県文化財センター

水軒堤防遠景（南から）

後援：和歌山県教育委員会　　和歌山市教育委員会　
　　　和歌山大学教育学部　　和歌山地方史研究会
　　　社団法人和歌山県文化財研究会　　　養翠園
      　日本城郭史学会　　　和歌山城郭調査研究会
    　  和歌山井堰研究会 　
　　　 

13：00　 開会

13：00～ 開会挨拶・講師紹介

13：05～ 仲原　知之((財)和歌山県文化財センター副主査)

　　　　　「水軒堤防の発掘調査について」

13：25～ 北垣　聰一郎(元東大阪短期大学　教授・文学博士)

　　　　　「水軒堤防の石積み技術について」

14：00～ 休憩（５分）

14：05～ 藤本　清二郎(和歌山大学教育学部長  教授・文学博士)

　　　　　「江戸期、西浜村の開発と水軒堤防」

14：40～ 此松　昌彦(和歌山大学教育学部地学教室助教授・理学博士)

　　　　　「江戸時代以降の南海地震による被害と

　　　　　　水軒堤防の役割」

15：15～ 休憩（10分）

15：25～ 「討論　水軒堤防を考える」・質疑応答

16：00　 閉会

【会　場】和歌の浦アート・キューブ(和歌山市和歌浦南３丁目10-1)

　　　　　

シンポジウム資料　表紙



石積み堤防断面図

２

　
北
垣
先
生
の
講
演

　　
ま
ず
「
紀

州
流
」
と
呼

ば
れ
る
河
川

の
堤
防
技
術
、

『
地
方
凡
例
録
』
に

記
載
さ
れ
る
堤
防
の
築
造
方
法
、
か
つ
ら

ぎ
町
で
発
掘
さ
れ
た
　
田
荘
堤
防
な
ど
を

通
し
て
、
堤
防
の
歴
史
的
背
景
を
紹
介
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
次
に
、
和
歌
山
城
や
金
沢
城
な
ど
城
郭

の
石
垣
技
術
な
ど
を
紹
介
し
た
う
え
で
、

水
軒
堤
防
で
用
い
ら
れ
て
い
る
石
積
み
技

術
や
技
法
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
を
加
え

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
軒
堤
防
の

石
積
み
に
つ
い
て
は
海
側
で
も
山
側
で
も

下
半
部
が
上
半
部
よ
り
積
み
方
が
丁
寧
で

あ
り
（
技
術
差
＝
時
期
差
か
）
、
17
世
紀

後
半
の
金
沢
城
や
東
本
願
寺
・
日
光
東
照

宮
と
の
比
較
か
ら
、
下
半
部
は
17
世
紀
後

半
、
上
半
部
は
18
世
紀
に
入
る
頃
（
？
）

に
造
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る

と
さ
れ
ま
し
た
。
石
工
に
つ
い
て
は
、
和

歌
山
城
よ
り
加
工
度
は
精
緻
で
、
む
し
ろ

お
墓
を
加
工
す
る
技
術
が
応
用
さ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
藤
本
先
生
の
講
演

　
従
来
、
水

軒
堤
防
は
寛

永
年
間
（
１

６
２
４
～
１
６

４
４
）
に
朝
比
奈
段

右
衛
門
が
築
造
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
内
容
の
も
と
に
な
っ
た
文
献

が
現
在
確
認
で
き
ず
、
明
治
42
年
（
１
９

０
９
）
の
『
雑
賀
村
郷
土
史
』
で
は
、
石

垣
堤
防
は
徳
川
吉
宗
が
将
軍
就
任
前
（
宝

永
２
年
、
１
７
０
５
）
に
築
造
し
た
と
い

う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
各
種
古
文
書
を
用
い
て
、
段
右
衛
門

の
業
績
や
周
辺
の
西
浜
村
の
開
発
に
つ
い

て
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
17
世
紀
前
半
～
中

頃
に
か
け
て
西
浜
村
は
開
発
さ
れ
、
そ
の

背
景
に
水
軒
川
改
修
と
水
軒
堤
防
築
造
が

あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
最
後
に
こ

れ
ら
の
文
献
資
料
か
ら
、
17
世
紀
前
半

（
寛
永
年
間
）
に
堤
防
を
築
い
た
と
し
て

も
そ
れ
は
石
積
み
で
は
な
く
土
盛
り
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
雑
賀
村
郷
土
史
を

評
価
す
る
と
18
世
紀
初
め
頃
の
吉
宗
期
に

土
盛
り
堤
防
を
石
積
み
に
改
修
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
推
論
さ
れ
ま
し
た
。

　
此
松
先
生
の
講
演

　
過
去
発
生

し
た
南
海
地

震
に
つ
い
て
、

特
に
和
歌
山
県

を
中
心
に
そ
の
規

模
と
被
害
を
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時

代
以
降
、
慶
長
９
年
（
１
６
０
５
）
・
宝

永
４
年
（
１
７
０
７
）
・
嘉
永
７
年
（
安

政
元
年
、
１
８
５
４
）
・
昭
和
21
年
（
１

９
４
６
）
に
南
海
地
震
が
発
生
し
て
い
ま

す
が
、
水
軒
堤
防
は
、
宝
永
・
安
政
・
昭

和
の
地
震
を
耐
え
抜
い
て
き
た
と
さ
れ
ま

し
た
。

　
築
造
し
た
当
時
の
水
軒
堤
防
の
目
的
は

特
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
砂
洲
上
に
築
造
さ

れ
て
お
り
、
砂
洲
の
侵
食
を
防
ぐ
た
め
の

護
岸
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
と
も
に
、

結
果
的
に
津
波
を
防
ぐ
役
割
も
担
っ
て
き

た
と
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
波
浪
堤
防
の

役
割
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

津
波
堤
防
と
し
て
の
役
割
は
ま
だ
残
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
、
国
指
定
史
跡
広
村
堤

防
と
並
ん
で
和
歌
山
県
の
防
災
上
に
お
い

て
重
要
な
堤
防
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。

　
各
講
師
の
水
軒
堤
防
の
評
価

　
各
講
師
と
も
水
軒
堤
防
は
地
域
の
貴
重

な
文
化
財
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
の
宝
と

し
て
国
史
跡
に
指
定
す
べ
き
価
値
が
十
分

に
あ
る
と
い
う
評
価
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仲
原
知
之
）

　
　
　



　　
去
る
８
月
１
日
、
海
南
整
理
事
務
所
で

は
吉
備
町
子
ど
も
古
代
探
検
隊
の
メ
ン
バ

ー
を
迎
え
て
発
掘
調
査
の
整
理
作
業
を
体

験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
『
吉
備
町
子
ど
も
古
代
探
検
隊
』
は
吉

備
町
教
育
委
員
会
が
主
催
す
る
も
の
で
、

子
ど
も
た
ち
に
町
内
や
県
内
の
古
い
時
代

の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
年
４
回
の

講
座
を
開
き
、
そ
の
う
ち
夏
休
み
に
当
た

る
第
２
回
目
は
毎
年
町
外
に
出
て
体
験
学

習
を
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
に
も
当
セ
ン
タ
ー
は
協
力
業

務
の
一
環
と
し
て
探
検
隊
を
受
け
入
れ
、

昨
年
度
ま
で
に
み
な
べ
町
大
塚
遺
跡
、
和

歌
山
市
岩
橋
千
塚
古
墳
群
大
日
山
35
号
墳
、

海
南
市
の
野
上
中
南
遺
跡
な
ど
で
発
掘
体

験
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
言
わ
ば

夏
の
恒
例
行
事
と
言
っ
て
い
い
も
の
で
す
。

　
今
年
は
こ
れ
ま
で
と
少
し
趣
向
を
変
え
、

発
掘
の
体
験
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
整
理

作
業
を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
発
掘
現
場
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
報
道
さ
れ

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
整

理
作
業
と
言
う
の
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知

ら
な
い
世
界
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

発
掘
の
成
果
を
ま
と
め
て
本
に
す
る
一
連

の
作
業
を
言
う
の
で
す
が
、
土
器
洗
い
か

ら
は
じ
ま
っ
て
、
土
器
の
破
片
１
点
ご
と

に
ど
こ
か
ら
出
土
し
た
か
を
書
き
入
れ
て

い
く
注
記
作
業
、
そ
の
土
器
を
ジ
ク
ソ
ー

パ
ズ
ル
の
よ
う
に
接
合
し
て
い
く
作
業
、

さ
ら
に
は
石
膏
を
入
れ
て
復
元
す
る
作
業

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
工
程
が
あ
り
ま
す
。
大

き
な
調
査
で
は
、
そ
の
整
理
に
２
年
、
３

年
の
時
間
を
費
や
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
実
際
に
子
ど
も
た
ち
に

し
て
も
ら
い
、
そ
の
難
し
さ
、
楽
し
さ
を

体
験
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
企
画
で
し
た
。

題
し
て
『
発
掘
の
整
理
を
知
ろ
う
！
』

　
さ
て
当
日
。
野
球
帽
に
水
筒
と
い
う
イ

デ
タ
チ
で
現
れ
た
探
検
隊
メ
ン
バ
ー
は
６

名
。
吉
備
町
内
の
元
気
な
小
学
校
４
年
生

と
５
年
生
の
男
の
子
た
ち
。
説
明
を
聞
く

の
も
も
ど
か
し
く
、
さ
っ
そ
く
土
器
と
格

闘
開
始
。
ま
ず
は
石
膏
復
元
。
石
膏
を
使

っ
た
こ
と
は
初
め
て
と
か
で
、
水
に
溶
か

し
た
石
膏
が
次
第
に
固
ま
っ
て
い
く
様
に

不
思
議
そ
う
な
目
を
注
い
で
い
ま
し
た
。

次
に
や
っ
た
の
が
拓
本
作
業
。
土
器
の
表

面
に
和
紙
を
当
て
、
そ
の
上
か
ら
墨
を
軽

く
塗
り
つ
け
る
と
ア
ラ
不
思
議
、
土
器
の

表
面
の
文
様
が
現
れ
て
く
る
。
「
す
ご
い

や
ろ
」
と
子
ど
も
た
ち
に
同
意
を
求
め
れ

ば
「
魚
拓
と
い
っ
し
ょ
や
な
」
と
醒
め
た

一
言
。
ご
も
っ
と
も
。
原
理
的
に
は
い
っ

し
ょ
な
の
で
す
。

　
隊
員
に
も
っ
と
も
受
け
た
の
は
や
は
り

土
器
の
接
合
作
業
で
し
た
。
机
一
杯
に
並

べ
ら
れ
た
古
墳
時
代
の
土
器
片
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
。
最
初
は
要
領
が
わ
か
ら
ず
と
ま
ど

っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
「
わ
っ
！
　

ひ
っ
つ
い
た
！
」
と
、
嬉
々
と
し
た
喚
声

が
上
が
り
始
め
ま
し
た
。
あ
と
は
も
う
ち

ょ
っ
と
、
も
う
ち
ょ
っ
と
と
時
間
延
長
を

乞
わ
れ
、
予
定
し
て
い
た
１
時
間
を
は
る

か
に
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
っ
た
次
第
。

　
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
隊

員
た
ち
に
発
掘
の
整
理
作
業
の
内
容
、
重

要
性
が
伝
え
ら
れ
た
か
心
も
と
な
い
限
り

で
す
が
、
彼
ら
の
夏
休
み
の
思
い
出
の
ひ

と
コ
マ
と
し
て
残
っ
て
く
れ
れ
ば
と
思
い

ま
し
た
。

　
こ
の
日
の
た
め
に
準
備
し
た
時
間
と
労

力
に
余
り
あ
る
隊
員
た
ち
の
笑
顔
と
喚
声

で
し
た
。
　
　
　
　
　
　
（
村
田
　
弘
） 子ども古代探検隊　石膏入れ作業

子ども古代探検隊　土器接合作業

３

吉備町教育委員会主催

吉備町　子ども古代探検隊

　～発掘調査の整理を知ろう!～

　 in (財)和歌山県文化財センター

　　　　　海南整理事務所　
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《
編
集
後
記
》
よ
う
や
く
こ
の
号
の
編

集
が
終
わ
り
、
ひ
と
ま
ず
水
軒
堤
防
を
卒

業
で
す
。
和
歌
山
市
太
田
・
黒
田
遺
跡
の

発
掘
調
査
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
み
な
さ

ん
見
学
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
（
仲
原
）

現　場　速　報
埋蔵文化財課
　●太田・黒田遺跡（和歌山市）：８月下旬から本発掘調査開始、弥生時代の集落が検出できるか??
　●岩橋千塚古墳群（和歌山市）：９月から大日山35号墳西造出ほかの発掘と測量調査、埴輪出てくる！
　●旧吉備中学校校庭遺跡（吉備町）：９月から本発掘調査開始、古墳時代初頭の集落検出の予感。
　○楠見遺跡（和歌山市）：８月下旬から２カ年目の整理作業始まる、今年度報告書刊行、中世が主体。
　○徳蔵地区遺跡（みなべ町）：９月から古川改修工事分の整理作業開始予定、５世紀後半の住居など。
　○高田土居城跡・大塚遺跡（みなべ町）：県道上富田南部線工事分、４月から整理作業継続中。
　○京奈和自動車道関連遺跡（橋本市）：柏原遺跡・北馬場遺跡・垂井女房ケ坪遺跡など整理作業続く。
　○野上中南遺跡（海南市）：間もなく整理作業終了、報告書刊行へ、弥生と鎌倉時代の集落遺跡。

文化財建造物課
　●重要文化財旧中筋家住宅（和歌山市）：江戸時代の住宅の保存修理設計監理業務を継続中。
　●重要文化財福勝寺本堂（海南市）：室町時代中期の本堂など保存修理設計監理業務を継続中。
　●史跡和歌山城御橋廊下（和歌山市）：史跡整備に伴う御橋廊下の復元工事監理業務。

　
　
　
　
野
上
谷
の
地
域
性

　
和
歌
山
市
岩
橋
に
あ
る
整
理
事
務
所
で
は
、
野
上
中
南
遺
跡
で
出
土
し
た
弥
生

土
器
や
石
器
、
鎌
倉
時
代
の
瓦
器
や
土
師
皿
と
い
っ
た
出
土
遺
物
の
整
理
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。
野
上
中
南
遺
跡
は
貴
志
川
水
系
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
海
南
市

東
部
か
ら
野
上
町
に
ま
た
が
る
「
野
上
谷
」
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
西
半
部

に
は
弥
生
時
代
中
期
前
半
の
集
落
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
松
菊
里
型
と
呼
称
さ
れ

る
、
中
央
に
土
坑
と
二
つ
の
柱
穴
の
あ
る
竪
穴
住
居
か
ら
は
、
多
数
の
紀
伊
型
甕

が
出
土
し
ま
し
た
。
「
松
菊
里
型
住
居
」
は
、
朝
鮮
半
島
の
松
菊
里
遺
跡
の
住
居

跡
を
標
識
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
愛
知
県
を
東
限
と
す
る
西
日
本
各
地
で

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
府
か
ら
紀
ノ
川
下
流
域
に
か
け
て
の
地
域
で
は
あ
ま

り
み
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
海
南
市
や
御
坊
市
と
い
っ
た
地
域
で
は
比
較
的
多
数
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。
「
紀
伊
型
甕
」
は
体
部
を
工
具
で
削
る
特
徴
的
な
製
作
技
法
を

用
い
た
甕
な
の
で
す
が
、
紀
ノ
川
下
流
域
の
代
表
的
な
遺
跡
で
あ
る
太
田
・
黒
田

遺
跡
の
紀
伊
型
甕
と
比
べ
る
と
、
工
具
で
削
っ
た
跡
が
わ
か
り
づ
ら
く
、
同
一
の

技
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
や
や
異
な
る
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す

。
松
菊
里
型
住
居
や
紀
伊
型
甕
と
い
っ
た
特
徴
的
な
遺
構
・
遺
物
を
中
心
に
現
在

コラム【考古学の散歩道】

　
　
　
　
　
新
人
調
査
員
誕
生
！！

　
今
年
の
盆
明
け
か
ら
和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
非
常
勤
調
査
員
と
し

て
働
く
こ
と
に
な
っ
た
横
矢
晋
二
郎
で
す
。
別
府
大
学
で
考
古
学
を
学
び
、

和
歌
山
市
文
化
体
育
振
興
事
業
団
の
発
掘
調
査
で
現
場
の
経
験
を
積
ん
で
、

そ
の
後
、
別
府
大
学
大
学
院
に
て
古
建
築
に
つ
い
て
学
び
、
今
春
に
大
学
院

を
修
了
し
て
、
改
め
て
考
古
学
の
世
界
に
舞
い
戻
っ
て
参
り
ま
し
た
。

　
調
査
員
と
し
て
初
め
て
の
発
掘
現
場
で
監
督
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
8
月

29

日
か
ら
太
田
・
黒
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
、

和
歌
山
市
文
化
体
育
振
興
事
業
団
な
ど
に
よ
っ
て
約
60

回
に
も
及
ぶ
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
て
い
る
県
内
最
大
の
弥
生
時
代
前
期
に
始
ま
る
集
落
遺
跡
で
す
。

今
回
の
調
査
地
は
JR

和
歌
山
駅
東
側
の
道
を
東
へ
歩
く
こ
と
5
分
程
の
所
に

あ
り
、
太
田
・
黒
田
遺
跡
の
東
端
に
あ
た
り
、
近
辺
に
羽
柴
秀
吉
に
よ
っ
て

水
攻
め
さ
れ
た
こ
と
で
有
名
な
太
田
城
の
跡
と
推
定
さ
れ
る
場
所
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
調
査
地
近
辺
の
黒
田
公
園
か
ら
銅
鐸
が
出
土
し
た
り
、
近
隣
の

現
場
で
弥
生
時
代
の
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
遺
構

や
遺
物
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
調
査
地
な
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
大
変
興
味
深
く
重
要
な
調
査
地
で
現
場
監
督
を
任
さ
れ
る
と

い
う
重
圧
と
、
今
回
の
調
査
で
何
が
出
土
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
期
待
な
ど

で
、
非
常
に
緊
張
し
て
い
ま
す
が
、
太
田
・
黒
田
遺
跡
の
弥
生
時
代
の
様
子

を
解
明
す
べ
く
、
現
場
監
督
の
一

人
と
し
て
責
務
を
全
う
で
き
る
よ

う
に
、
発
掘
調
査
に
専
念
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
今
回
の
調
査
で
重
要
な
発
見
が

あ
っ
た
場
合
は
現
地
説
明
会
を
行

い
ま
す
の
で
、
発
掘
現
場
に
足
を

運
び
見
学
を
し
て
、
弥
生
時
代
を

は
じ
め
と
す
る
太
田
・
黒
田
遺
跡

の
事
を
少
し
で
も
皆
様
に
知
っ
て

頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
（
横
矢
　
晋
二
郎
）

＝財団法人和歌山県文化財センター
　　　　9月下旬頃ホームページ開設決定＝
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当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
9
月
下
旬
の
開
設
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
大

ま
か
な
内
容
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
、
埋
蔵
文
化
財
課
の
業
務
、
建
造
物
課
の
業
務
を

柱
と
し
て
構
成
し
て
い
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
は
、
組
織
構
成
・
事

業
計
画
・
収
支
決
算
等
運
営
に
係
わ
る
内
容
で
す
。
埋
蔵
文
化
財
課
の

業
務
で
は
、
主
に
現
在
実
施
中
（
実
施
済
）
の
発
掘
調
査
、
出
土
遺
物

整
理
の
状
況
を
、
建
造
物
課
の
業
務
で
は
、
業
務
の
流
れ
や
現
在
実
施

中
の
解
体
修
理
事
業
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
す
。
事
業
の
進
捗
に
応
じ
た

新
鮮
な
内
容
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
既
刊
報
告
書
の

リ
ス
ト
等
各
事
業
で
得
ら

れ
た
成
果
や
現
地
説
明
会
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
案
内

も
掲
載
し
ま
す
の
で
、
是

非
ご
覧
く
だ
さ
い
。


