
京
奈
和
自
動
車
道
（
紀
北
東
道
路
）
遺
跡
発
掘
調
査　

そ
の
２

西
飯
降
Ⅱ
遺
跡
、
丁
の
町
・
妙
寺
遺
跡

　

和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
京
奈

和
自
動
車
道
（
紀
北
東
道
路
）
建
設
に
伴

い
、
約
一
万
八
千
平
方
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ

発
掘
調
査
を
平
成
18
年
５
月
か
ら
同
19
年

3
月
ま
で
実
施
し
ま
し
た
。
本
調
査
は
紀

北
地
方
、
紀
ノ
川
流
域
で
行
っ
た
発
掘
調

査
で
は
最
大
規
模
と
い
え
ま
す
。
当
調
査

地
は
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
妙
寺
に
所
在
し
、

東
側
に
西
飯
降
Ⅱ
遺
跡
、
西
側
に
丁
の
町
・

妙
寺
遺
跡
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。
西
飯

降
Ⅱ
遺
跡
は
縄
文
時
代
か
ら
古
代
、
丁
の

町
・
妙
寺
遺
跡
は
弥
生
時
代
か
ら
中
世
の

遺
物
の
散
布
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
、
検
出
さ
れ
た
主
要
遺
構

と
し
て
は
弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
の
集
落
、

古
代
の
水
田
跡
が
あ
り
ま
す
。
弥
生
土
器
、

古
墳
時
代
の
土
器
、
古
墳
時
代
の
下
駄
な

ど
豊
富
な
遺
物
も
出
土
し
、
か
つ
ら
ぎ
町

の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

風
車
30
号
で
は
前
半
部
の
調
査
成
果
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。
今
号
で
は
そ
の
後
に
見

つ
か
っ
た
新
資
料
な
ど
の
成
果
を
中
心
に
、

平
成
18
年
度
調
査
の
ま
と
め
を
報
告
し
ま

す
。

【
弥
生
時
代
中
期
の
遺
構
】

西
飯
降
Ⅱ
遺
跡
で
５
棟
、
丁
の
町
・
妙

寺
遺
跡
で
３
棟
の
竪
穴
住
居
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
平
面
形
は
大
半
が
円
形
（
写
真

②
５
３
７
２
住
居
）
で
、
直
径
約
８
ｍ
前

後
の
大
き
さ
で
す
。
２
Ｂ
１
区
で
は
方
形

住
居
が
１
棟
検
出
さ
れ
、
一
辺
４
ｍ
と
円

形
に
比
べ
て
小
型
の
住
居
で
す
。
住
居
に

は
い
ず
れ
も
中
央
に
炉
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
弥
生
時
代
中
期
の
竪
穴
住
居
は
他
遺

跡
で
も
平
面
円
形
が
一
般
的
で
、
後
期
に

な
る
と
方
形
住
居
が
増
加
し
て
い
き
ま
す
。

西
飯
降
Ⅱ
遺
跡
の
集
落
の
西
側
は
方
形
周

溝
墓
や
土
器
棺
墓
が
点
在
し
、
墓
域
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
方
形
周

溝
墓
の
棺
を
納
め
た
主
体
部
の
墳
丘
は
後

世
に
削
ら
れ
た
た
め
遺
存
し
て
お
ら
ず
、

周
溝
を
検
出
し
ま
し
た
。
周
溝
か
ら
弥
生

土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
供
献
土
器

に
相
当
す
る
も
の
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
土

器
棺
墓
は
方
形
周
溝
墓
に
隣
接
し
て
配
さ

れ
て
い
ま
す
。
棺
に
甕
や
壺
を
再
利
用
し

た
の
も

に
し
い
ぶ
り

ち
ょ
う
の
ま
ち

み
ょ
う
じ

①２Ｂ１区全景

ど
き
か
ん
ぼ
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④古代の水田跡

か
ん
し
ょ
う
ふ
の
し
ょ
う

た
い
ど

た
も
の
で
、
割
れ
た
土
器
を
蓋
に
し
た
も

の
も
あ
り
ま
す
。
生
駒
西
麓
産
の
胎
土
を

持
つ
土
器
も
あ
り
、
河
内
と
の
交
流
が
う

か
が
え
ま
す
。

【
古
墳
時
代
後
期
の
遺
構
】

古
墳
時
代
後
期
に
な
っ
て
ま
た
竪
穴
住

居
が
作
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
期
の
住
居
は

方
形
で
壁
際
に
カ
マ
ド
を
付
設
し
て
い
ま

す
。
建
物
の
一
部
が
炭
化
し
た
焼
失
家
屋

が
１
棟
（
写
真
③
５
０
８
９
住
居
）
見
つ

か
り
ま
し
た
。
火
災
の
た
め
に
持
ち
出
せ

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
土
器
が
建
物
の
床

面
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
住
居
の
ほ
か
に

は
川
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
川
か
ら

は
た
く
さ
ん
の
土
器
や
下
駄
な
ど
の
木
製

品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
廃
棄
さ
れ
た
も

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

【
古
代
の
遺
構
】

調
査
区
の
東
側
と
西
側
は
や
や
微
高
地

と
な
り
弥
生
時
代
や
古
墳
時
代
の
集
落
が

営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
が
、

集
落
に
は
さ
ま
れ
た
低
地
部
分
で
は
平
安

時
代
前
期
の
水
田
跡
（
写
真
④
）
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
水
田
に
は
南
北
方
向
の
水

路
と
東
西
方
向
の
畦
畔
が
作
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
水
路
と
畦
畔
は
地
図
上
で
復

元
さ
れ
る
条
里
型
地
割
に
一
致
し
ま
す
。

妙
寺
条
里
区
や
そ
の
周
辺
の
条
里
は
こ
れ

ま
で
高
野
山
の
官
省
符
荘
の
成
立
に
伴
っ

て
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
作
ら

れ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
安

時
代
前
期
に
は
す
で
に
水
田
開
発
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
県
内

で
は
最
古
の
条
里
型
地
割
の
検
出
例
と
な

り
ま
し
た
。

【
絵
画
土
器
】

弥
生
時
代
中
期
の
５
１
８
０
溝
か
ら
絵

画
土
器
が
２
点
出
土
し
ま
し
た
。
壺
の
肩

部
分
に
角
が
な
い
鹿
１
頭
を
左
向
き
に
線

じ
ょ
う
り
が
た
じ
わ
り

２

け
い
は
ん



 

④絵画土器

⑥磨製石剣

3

刻
し
た
土
器
が
１
点
（
写
真
④
）
。
も
う

１
点
（
写
真
⑤
）
は
、
受
け
口
状
口
縁
の

縁
帯
部
に
角
の
あ
る
鹿
１
頭
と
角
の
な
い

鹿
１
頭
を
右
向
き
に
線
刻
し
て
い
ま
す
。

鹿
は
角
を
描
く
状
況
か
ら
オ
ス
と
メ
ス
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
２
点
の
絵
画
土
器
は
同

一
個
体
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
線

刻
は
非
常
に
細
く
鋭
い
ヘ
ラ
で
描
い
て
い

ま
す
。
金
属
製
工
具
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

弥
生
時
代
の
絵
画
土
器
は
全
国
で
６
０

０
点
余
り
出
土
し
て
お
り
、
奈
良
県
の
唐

古
・
鍵
遺
跡
で
の
出
土
が
３
５
０
点
以
上
、

そ
れ
と
近
接
す
る
清
水
風
遺
跡
で
の
出
土

が
50
点
ほ
ど
と
、
全
国
で
の
出
土
量
の
過

半
数
を
占
め
て
い
ま
す
。
土
器
に
描
か
れ

る
題
材
と
し
て
最
も
多
い
の
は
鹿
で
半
数
、

次
い
で
建
物
、
鳥
、
人
物
の
順
と
な
り
ま

す
。
絵
画
土
器
は
、
弥
生
時
代
の
ま
つ
り

と
関
連
づ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
２
点
の
絵
画
土
器
も
、
大
和

か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
器
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
和
歌
山
県
内
で
は
和
歌
山
市
太
田
・

黒
田
遺
跡
、
田
辺
市
水
取
山
遺
跡
に
次
ぐ

３
遺
跡
目
の
出
土
と
な
り
ま
す
。

【
磨
製
石
剣
】

弥
生
時
代
中
期
の
５
３
７
３
住
居
か
ら

完
形
の
石
剣
（
写
真
⑥
）
が
出
土
し
ま
し

た
。
材
質
は
粘
板
岩
で
、
刃
先
部
分
を
中

心
に
よ
く
磨
か
れ
た
精
良
品
で
す
。
磨
製

石
剣
は
近
畿
地
方
を
中
心
に
多
数
出
土
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
破
片
の

状
態
で
す
。
和
歌
山
県
内
で
も
こ
れ
ま
で

数
例
し
か
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
。

【
下
駄
】

１
Ｂ
３
区
の
古
墳
時
代
後
期
の
46
溝
か

ら
下
駄
（
写
真
⑦
）
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

下
駄
は
台
と
歯
を
１
本
の
木
か
ら
削
り
だ

し
た
連
歯
式
で
す
。
現
代
の
形
状
と
近
似

し
て
い
ま
す
が
、
鼻
緒
の
位
置
が
中
央
で

は
な
く
左
に
寄
っ
て
あ
け
ら
れ
、
右
足
用

と
わ
か
り
ま
す
。
下
駄
は
５
世
紀
頃
に
中

国
か
ら
伝
来
し
た
と
い
わ
れ
、
鼻
緒
の
位

置
や
歯
の
形
状
は
古
い
形
態
を
残
し
て
い

ま
す
。
こ
の
時
代
の
下
駄
は
日
常
の
履
物

で
は
な
く
、
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
古
墳
時
代
の
下
駄
と
し
て
は
和

歌
山
県
内
で
初
見
例
で
す
。
樹
種
は
コ
ウ

ヤ
マ
キ
の
柾
目
材
で
す
。
田
下
駄
も
46
溝

か
ら
１
点
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
同
じ
く

コ
ウ
ヤ
マ
キ
で
す
。
調
査
地
周
辺
の
山
か

ら
容
易
に
手
に
入
る
木
材
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

（
前
田 

義
明
）

⑦古墳時代後期の下駄

お
お
だ

く
ろ
だ

み
ず
と
り
や
ま

さ
い
し

ね
ん
ば
ん
が
ん

⑤絵画土器
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《
編
集
後
記
》　

今
号
で
は
18
年
度

の
京
奈
和
自
動
車
道
調
査
成
果
を
取
り

上
げ
ま
し
た
が
、
19
年
度
も
隣
接
地
で

大
規
模
な
調
査
が
始
ま
り
ま
す
。
次
は

ど
の
よ
う
な
成
果
が
あ
る
か
楽
し
み
な

と
こ
ろ
で
す
。
今
回
は
埋
蔵
文
化
財
課

の
新
人
紹
介
で
し
た
が
、
建
造
物
課
は

次
号
に
な
り
ま
す
。　
　
　
　

（
前
田
）

４

新
人
紹
介　

２
０
０
７

新
人
紹
介　

２
０
０
７

５
月
よ
り
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
て
、
埋

蔵
文
化
財
課
の
技
師
と
し
て
働
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
京
都
府
立
大
学
で
考
古
学

を
学
ん
だ
後
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
や
静

岡
県
浜
松
市
で
非
常
勤
職
員
と
し
て
、
埋

蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
に
携
わ
り
、
こ
の

た
び
、
縁
あ
っ
て
和
歌
山
に
就
職
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

和
歌
山
で
は
、
豊
富
な
文
化
遺
産
が
、

観
光
資
源
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
生
活
の

中
で
息
づ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
く
か

ら
の
街
道
筋
の
家
並
み
や
、
昭
和
の
面
影

を
残
す
町
並
み
に
ど
こ
か
懐
か
し
さ
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
魅
力
的
な
土

地
で
働
く
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
て
い
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
技
師　
　

冨
永　

里
菜
）

５
月
か
ら
和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー

に
て
技
師
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
、
田
中
元
浩
で
す
。
立
命
館
大

学
、
立
命
館
大
学
大
学
院
に
て
考
古
学
を

勉
強
す
る
か
た
わ
ら
、
京
都
周
辺
の
調
査

機
関
や
大
学
の
調
査
等
で
発
掘
調
査
の
経

験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

主
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
は
古
墳
時
代

の
土
器
に
つ
い
て
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。

和
歌
山
県
に
は
、
全
国
的
に
見
て
も
興
味

深
い
考
古
資
料
が
多
く
出
土
し
ま
す
。
そ

ん
な
和
歌
山
に
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
、

皆
さ
ん
の
先
祖
の
足
跡
を
掘
り
出
し
、
評

価
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
っ
て

い
ま
す
。

至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
プ
ロ
と
し
て
の
責
任
を
果
た
せ
る

よ
う
一
生
懸
命
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
技
師 

田
中　

元
浩
）

　

今
年
度
よ
り
当
セ
ン
タ
ー
の
非
常
勤
専

門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
、
手
島
芙
実
子
で
す
。
京
都
橘
女

子
大
学
・
帝
塚
山
大
学
大
学
院
で
古
代
瓦

を
中
心
に
考
古
学
を
学
び
、
大
阪
・
奈
良

で
発
掘
調
査
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
調

査
員
と
し
て
働
く
の
は
初
め
て
で
す
の
で

至
ら
な
い
点
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

何
卒
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 
 
 
 

　

（
専
門
調
査
員 

 
 

手
島　

芙
実
子
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

★５月・６月開始（予定）★５月・６月開始（予定）

　　　　　　の発掘調査★　　　　　　の発掘調査★
＊野田地区遺跡

＊藤並地区遺跡

＊西飯降Ⅱ遺跡 丁の町・妙寺遺跡

（京奈和自動車道（紀北東道路）

　　　　関連遺跡第２次発掘調査）

＊田辺城下町遺跡

今
年
度
、
埋
蔵
文
化
財
課
・
文
化
財
建
造
物
課
で
は
、
新
た
に
七
人
の
正
規
職
員
・
専
門
調
査
員
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
埋
蔵
文
化
財
課
の
新
人
三
人
に
抱
負
な
ど
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　　下駄実測中の冨永さん

田下駄実測中の田中さん

図面整理中の手島さん


