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京
奈
和
自
動
車
道
関
連
遺
跡
発
掘
調
査　

重
行
遺
跡
の
調
査

特
集

し　

げ　

き

人
々
の
活
動
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

調
査
地
の
西
側
の
登の

ぼ
り
お尾
遺
跡
、
不ふ
ど
う
じ
だ
に

動
寺
谷
遺

跡
で
も
多
く
の
石
器
が
採
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

弥
生
時
代
に
は
、
昨
年
度
の
調
査
で
中
期

の
竪
穴
建
物
や
土
器
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

後
世
の
土
地
の
削
平
の
た
め
見
つ
か
っ
た
竪

穴
建
物
は
一
棟
で
し
た
が
、
こ
の
地
に
人
が

住
み
着
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

次
に
、
古
墳
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
遺
構

は
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
見
つ
か
り
ま
せ

　

調
査
地
は
紀
の
川
市
重
行
の
広
域
農
道
橋

本
・
岩
出
線
と
県
道
泉
佐
野
・
打
田
線
交
差

点
南
西
に
位
置
し
ま
す
。
調
査
地
の
地
名
は

中
世
の｢

重し
げ
ゆ
き行｣

な
る
有
力
者
の
人
名
に

由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調

査
地
の
北
西
約
二
〇
〇
ｍ
の
和
泉
山
脈
山
麓

に
城
山
城
跡
や
、
同
方
向
約
二
・
五
㎞
に
春

日
山
城
跡
な
ど
の
中
世
の
山
城
が
点
在
し
ま

す
。
調
査
は
平
成
二
〇
年
十
月
中
旬
か
ら
平

成
二
一
年
三
月
中
旬
ま
で
と
、
平
成
二
一
年

五
月
下
旬
か
ら
九
月
初
旬
ま
で
行
い
ま
し
た
。

調
査
面
積
は
約
一
五
〇
〇
〇
㎡
と
な
り
ま
す
。

　

二
ヶ
年
度
の
調
査
を
通
し
て
見
つ
か
っ

た
遺
構
は
、
弥
生
時
代
中
期
（
二
一
〇
〇

年
前
）、
室
町
時
代
中
頃(

約
五
〇
〇
年
前)

、

江
戸
時
代
中
頃
（
約
三
〇
〇
年
前)

の
も
の

に
分
け
ら
れ
ま
す
。　

　

今
回
の
発
掘
調
査
で
重
行
遺
跡
に
つ
い
て

以
下
の
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
縄
文
時
代
に
は
、
石せ

き
ぞ
く鏃
な
ど
が
数

点
出
土
し
て
お
り
、
狭
小
な
段
丘
上
で
の

　写真１　調査地遠景

　遺跡地図と重行遺跡位置図（和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図から転載）
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ん
で
し
た
。
し
か
し
、
遺
物
は
微
量
で
す
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
そ

ら
く
こ
の
時
期
の
遺
構
は
削
平
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

室
町
時
代
の
遺
構
・
遺
物
、
は
十
五
世
紀

の
も
の
が
中
心
で
す
。
主
な
遺
構
と
し
て
は
、

掘ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
建
物
か
ら

は
、
建
物
を
建
て
る
前
の
地じ

鎮ち
ん

祭さ
い

を
行
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
土
器
を
埋
納
し
た
穴
な
ど
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。　

　

ま
た
、
石
積
み
井
戸
も
見
つ
か
り
、
井
戸

の
底
に
は
曲ま

げ
も
の物
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
曲

物
の
中
か
ら
は
、
土
釜
や
土
鍋
、
土
師
器
皿

な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

付
近
を
流
れ
る
流
路
か

ら
も
、
漆
塗
り
椀
や
中
国

製
青せ

い
じ磁
碗
な
ど
も
出
土
し

ま
し
た
。
他
に
も
軒
丸
瓦

や
軒
平
瓦
、
鬼
瓦
と
い
っ

た
瓦
類
、
瀬
戸
焼
の
灰か

い
ゆ
う釉

碗
や
灰
釉
瓶へ

い
し子

、
中
国
製

白は
く
じ磁
瓶
子
な
ど
が
出
土
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
遺
物

は
、
当
時
の
一
般
集
落
で

　写真２　掘立柱建物（室町時代：西から）

　調査区平面図（Ｓ＝１/1250)
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は
使
用
で
き
な
か
っ
た
高
価
な
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
遺
物
に
関
連
し
て
、
昨
年
度
の
調
査

で
は
交
差
点
付
近
で
、
石
垣
に
区
画
さ
れ
た

屋
敷
地
を
発
見
し
ま
し
た
。
本
年
度
の
調
査

で
も
、
流
路
（ 

川 

）
を
挟
ん
で
、
西
側
で

一
連
の
屋
敷
地
と
考
え
ら
れ
る
室
町
時
代
の

遺
構
を
検
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
屋
敷
跡

の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
土
地
の
低
い
箇
所
で

は
、
深
さ
が
約
二
ｍ
ほ
ど
の
石
積
み
井
戸
を

検
出
し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
は
十
八
世
紀
の
も
の
が
中
心
で
、

土
坑
や
石
で
作
ら
れ
た
室む

ろ

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

陶
磁
器
類
は
伊
万
里
焼
、
唐
津
焼
、
備
前
焼

が
出
土
し
ま
し
た
。

　

室
町
時
代
、
す
な
わ
ち
中
世
の
重
行
遺
跡

に
は
、
屋
敷
あ
る
い
は
館
的
な
敷
地
と
出
土

遺
物
か
ら
推
し
量
る
に
、
こ
の
地
を
取
巻
く

勢
力
の
一
つ
の
拠
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
和
泉
に
通
ず
る
交
通
の
要
衝

に
立
地
す
る
こ
と
か
ら
も
、
中
世
根
来
寺
な

ど
に
関
連
し
て
い
た
勢
力
の
可
能
性
も
十
分

に
考
え
ら
れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
佐
伯 

和
也
）

　写真４　土器を埋納した穴（室町時代：南から）

　写真７　漆塗り椀（室町時代） 写真５　軒丸瓦（室町時代）　写真 6　鬼瓦（室町時代）

　写真３　石積み井戸と曲げ物（室町時代：南から）
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「
鈴
木
家
住
宅
」

　

鈴
木
家
住
宅
は
有
田
川
町
（
旧
金
屋
町
）

中
峯
の
山
中
に
南
面
し
て
建
つ
江
戸
時
代
の

農
家
で
す
。
高
野
領
石
垣
荘
の
一
部
で
あ
っ

た
当
地
で
代
々
庄
屋
を
つ
と
め
て
い
た
家
柄

で
あ
り
、
桁
行
六
間
、
染
間
五
間
、
入
母
屋

造
り
の
茅か

や

葺ぶ

き
屋
根
の
母
屋
は
、
棟む
な
ふ
だ札
よ
り

天
明
五
年
（
一
七
七
八
）
に
建
設
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
貴
重
な
建
物
で
す
。

　

鈴
木
家
の
最
大
の
特
徴
は
、
住
ま
い
と
し

て
現
役
で
あ
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
郵
便
配

達
人
の
休
憩
所
や
中
継
拠
点
と
し
て
も
利
用

さ
れ
、
大
き
な
土ど

ま間
や
明
る
い
縁
側
、
落
ち

着
い
た
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
は
、
毎
日
当
た
り
前

に
地
域
の
人
達
が
集
い
ま
す
。

　

昭
和
五
十
七
年
に
は
、
重
要
文
化
財
と
し

て
解
体
修
理
を
受
け
、
そ
の
後
も
棟
な
ど
の

補
修
が
施
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
屋
根
全
体

に
痛
み
が
目
立
っ
て
き
た
た
め
に
、
茅
葺
き

屋
根
の
葺
き
替
え
と
、
土
間
や
竈

か
ま
ど
の
補
修
を

施
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

茅
葺
き
の
材
料
は
山
に
生
え
る
ス
ス
キ
で

す
。
昔
は
集
落
ご
と
に
屋
根
材
を
集
め
る

茅か
や
ば場
を
持
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
鈴
木
家
は

決
し
て
大
規
模
な
建
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
で
も
全
て
を
葺
き
替
え
る
に
は
、

六
〇
〇
〇
～
八
〇
〇
〇
㎡
の
茅
場
が
必
要
で

す
。
有
田
川
町
に
は
ま
だ
茅
葺
き
の
農
家
が

た
く
さ
ん
残
り
ま
す
が
、
集
落
の
共
同
作
業

で
屋
根
を
葺
き
替
え
る
習
慣
は
途
絶
え
て
し

ま
い
、
い
ず
れ
も
鉄
板
な
ど
で
覆
わ
れ
、
茅

場
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
使
用
さ
れ
る
材
料
を
地
元
で
調

達
す
る
本
来
の
あ
り
方
を
目
指
し
、
有
田
川

町
と
紀
美
野
町
の
協
力
を
仰
い
だ
結
果
、
生

石
高
原
の
ス
ス
キ
を
使
用
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
毎
年
人
の
手
が
入
り
、
山
焼
き

も
行
わ
れ
て
い
る
高
原
の
ス
ス
キ
は
非
常
に

素
性
が
良
く
、
屋
根
材
と
し
て
は
最
適
の
品

質
で
す
。
文
化
財
に
利
用
す
る
こ
と
は
町
と

し
て
も
初
め
て
の
経
験
で
あ
り
、
今
回
は
必

要
な
数
量
の
四
割
程
度
に
と
ど
ま
り
ま
し
た

が
、
茅
葺
き
の
文
化
財
建
物
を
数
多
く
有
す

る
有
田
川
町
に
お
い
て
生
石
高
原
が
継
続
的

に
茅
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る
機
会
と
な
る
こ

と
を
願
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
多
井 

忠
嗣
）

まっすぐなススキが生い茂る生石高原

茅葺き屋根葺き替え作業の様子

はさみで刈り込まれ美しく仕上がった姿
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　　　　　　　　　　　　　　            －「  造  瓦  」－

　那賀郡（現紀の川市）に所在する奈良時代前期の北山廃寺の北側には、「カワラダニ」
と呼ばれる字名が残されています。平成５年度からの 3 年間の調査では窯跡は発見
されませんでしたが、昨年度の調査で瓦窯の一部が発見されました。今後の調査の進
展によってその姿が明らかにされていくことでしょう。
　さて、今回はこの造瓦について話をしたいと思います。我が国に、初めて瓦が伝
えられたのは崇

すしゅん

峻天皇元年（588 年）のことで、百済から寺
てらのたくみ

工、鑪
ろ ば ん

盤博士、瓦
かわら

博士、
絵
えのたくみ

工が渡来し、蘇我氏の氏寺で法興寺（飛鳥寺）を造営したことに始まります。瓦の
寿命は驚くほど長く、奈良・元

が ん ご う じ

興寺極
ごくらくぼう

楽坊の屋根にはこの飛鳥寺（588 年建立）から
運ばれた瓦が今も葺かれていることには驚きを禁じえません。
　では、古代の瓦はどのように造ったのでしょう。参考になるのが中国明代末（17
世紀）に宋

そう

応
おうせい

星によって書かれた「天
てんこう

工開
かいぶつ

物」という産業技術書です。この技術書に
よって古代の造瓦技術を垣間見ることができます。
　古代には桶巻造りといわれる方法で平瓦を造っています。桶巻造りというのは、桶
状のものに粘土板を巻きつけて形を作り、形成後に桶を抜き取り、乾燥した後 4 枚にカッ
トする 4 枚造りの方法を用いていました。瓦を 4 枚立てて並べると元の桶の大きさを
復元することができます。
　北山廃寺の平瓦を例に取って説明すること
にしましょう。瓦を観察すると凸面には格子
状のタタキ痕跡が見られます。これは桶に粘
土板を巻き、格子目を刻んだ羽子板状の工具
で表面を叩きしめた痕跡です。この作業を怠
ると焼成時に粘土板に含まれた空気が膨張し
瓦が破損します。　　
　凹面には、布目の痕跡と幅 2 ～３cm の筋状
の痕跡があります。布目の痕跡は、桶に巻きつ
けた粘土を容易にはがれやすくするために桶に
巻いた布の痕跡です。筋状の痕跡は模

も こ つ

骨と呼ば
れる桶の枠板の痕跡です。また、弧状に削った
ような痕跡は、粘土板を弦

カーン

で均一の厚さに仕上
げる際にできた痕跡です。これ以外にも桶に布
を止めた痕跡や粘土を巻きつけた際の合わせ目
などが明瞭に残るものもあります。
　『天工開物』にも描かれた瓦工人を思い浮
かべながら、古

いにしえびと

人の知恵に思いを馳せるのも
また違った古代寺院の見学方法ではないで
しょうか。次回は鴟

し び

尾の話をしたいと思いま
す。　　　　　　　　　　　　　　　（続く）　

冨加見 泰彦

　「天工開物」に描かれた造瓦

凹面　　　　　　　　　凸面
北山廃寺の平瓦
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今
回
の
建
築
彫
刻
は
「
鯉こ
い

」
で
す
。
高
野
山
金
剛

峯
寺
大
門
の
二
階
の
中
央
、
支し
り
ん輪
と
い
う
材
に
彫
刻

さ
れ
て
い
ま
す
。
生
臭
物
を
最
も
避
け
る
は
ず
の
お

寺
の
、
そ
れ
も
正
門
の
真
正
面
に
鯉
の
彫
刻
が
あ
り

ま
す
。
と
て
も
奇
妙
に
感
じ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
同
じ

よ
う
な
鯉
の
彫
刻
は
海
南
市
下
津
町
の
長
保
寺
大
門

の
正
面
中
央
間
の
欄ら
ん
ま間
に
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
や
ら

門
と
鯉
の
彫
刻
は
セ
ッ
ト
の
様
に
思
え
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
連
想
さ
れ
る
の
は
「
登
龍
門
」
と
い
う
言
葉

で
す
。
黄
河
上
流
に
あ
る
龍
門
と
い
う
急
流
を
さ
か
の

ぼ
っ
た
鯉
は
天
に
駆
け
上
っ
て
龍
に
な
る
、
と
い
う
伝

説
か
ら
で
た
言
葉
で
、
決
し
て
「
門
」
の
こ
と
で
は
な

い
の
で
す
が
、
立
身
出
世
の
関
門
を
象
徴
す
る
言
葉
で

す
。「
こ
の
門
に
入
る
者
は
修
行
研
鑽
に
努
め
て
龍
と

な
れ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
「
鯉
の
滝
登
り
」
や
端た
ん
ご午
の
節
句
に
我
が
子
の
成

長
を
祈
っ
て
「
鯉
の
ぼ
り
」
を
掲
げ
る
の
も
、「
登

龍
門
」
の
伝
説
が
そ
の
基
の
お
話
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
私
は
ベ
ト
ナ
ム
で
古
建
築
の
調
査
を
す

る
機
会
を
得
ま
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
建
物
も
豊
か
な

彫
刻
で
装
飾
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彫
刻
の
主
題
は
殆

ど
が
龍
、
獅
子
、
鳳
凰
で
す
。
そ
こ
で
面
白
い
も
の

を
見
つ
け
ま
し
た
。
柱
の
左
右
に
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
柱
を
中

心
に
一
方
の
上
半
身
が
龍
、
も
う
一
方
の
下
半
身
が
魚
で
す
。
鯉
が
ま
さ
に
龍

門
を
登
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
姿
に
思
え
、
感
動
ひ
と
し
お
で
し
た
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

（
鳴
海  

祥
博
）

　

発
掘
あ
る
い
は
考
古
学
と
い
う
も
の
が
、
我
国
で
は
い
っ
た
い
い
つ
の

頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
の
初
め
、
御
雇
外
国
人
で
あ
る
E
・

S
・
モ
ー
ス
に
よ
る
大
森
貝
塚
の
発
掘
調
査
を
嚆こ

う
し矢
と
す
る
も
の
で
し
ょ

う
。
明
治
十
年
の
こ
と
で
す
。
例
の
モ
ー
ス
が
横
浜
か
ら
新
橋
に
行
く
途

中
、
大
森
駅
を
過
ぎ
て
す
ぐ
の
崖
に
貝
殻
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
を
車

窓
か
ら
見
つ
け
、
後
日
、
本
格
的
な
発
掘
調
査
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
話

で
す
ね
。
い
ま
、
そ
の
地
は
我
国
考
古
学
の
黎
明
を
記
念
す
べ
き
場
所
と

し
て
国
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、そ
れ
よ
り
も
ず
っ

と
早
く
、
江
戸
時
代
の
前
半
に
古
墳
の
調
査
を
行
っ
た
人
物
が
い
ま
す
。

当
時
、
水
戸
藩
の
藩
主
で
あ
っ
た
水
戸
光み
つ
く
に圀
が
、
家
臣
の
佐さ
っ
さ々

宗む
ね
あ
つ淳(

も

ち
ろ
ん
助
さ
ん
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
物
で
す
ね)

に
命
じ
て
上
か
み
さ
む
ら
い
づ
か

侍
塚
古

墳
・
下
し
も
さ
む
ら
い
づ
か

侍
塚
古
墳
と
い
う
二
基
の
前
方
後
方
墳
を
調
査
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

光
圀
の
偉
い
と
こ
ろ
は
、
宝
探
し
や
盗
掘
で
は
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
出
土

し
た
遺
物
な
ど
の
絵
を
書
き
、
記
録
と
し
て
残
し
た
上
、
元
の
場
所
に
返

し
て
い
ま
す
。
今
日
の
記
録
保
存
の
先
駆
け
を
な
す
も
の
で
し
ょ
う
。
さ

ら
に
墳
丘
の
上
に
松
や
桜
な
ど
を
植
え
、
近
在
の
人
々
の
憩
い
の
場
と
し

て
整
備
さ
え
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
の
保
存
整
備
活
用
に
通
じ
る
も

の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
大
日
本
史
」
の
編へ
ん
さ
ん纂
事
業
だ
け
で
も
頭
が
下
が
り
ま
す
が
、
こ
う
し

た
事
蹟
を
知
る
に
つ
け
、
風
車
の
発
掘
屋
と
し
て
は
、
例
の
葵
の
印
籠
を

差
し
出
さ
れ
な
く
て
も
、
思
わ
ず
ハ
ハ
ァ
と
平
伏
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    （
村
田  

弘
）

建
築
彫
刻
の
話 

　
⑥

発
掘
屋
余
話
　
⑥
　
　
発
掘
事
始
め

金剛峯寺大門の支輪彫刻「鯉」ベトナム寺院の彫刻「右の上半身が龍で左の下半身は魚」
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和歌山県内の文化財関係イベント情報催し物案内
（財）和歌山県文化財センター　http://www.wabunse.or.jp/
○「歩いて知るきのくに歴史探訪～高野山再発見～」
　日　時：平成 21 年 10 月 24 日（土）午後 1 時 00 分～午後４時 30 分
　見学コース：金剛峯寺大門集合～壇上伽藍～金剛峯寺～金剛三昧院
○公開シンポジウム「紀ノ川流域の縄文文化」
　日　時：平成 21 年 11 月７日（土）午後 10 時 30 分～午後４時 30 分
　場　所：かつらぎ総合文化会館「あじさいホール」ＡＶホール
県立紀伊風土記の丘　http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp/
○特別展「衣食住の原材料を里山にもとめて」
　期　間：平成 21 年 10 月 10 日（土）～ 12 月 27 日（日）
○スポット展「瓦の紋様 - 田中敬忠コレクションから - 」
　期　間：平成 21 年 10 月 31 日（土）～ 11 月 23 日（祝・月）
和歌山県立博物館　http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/
○特別展　「野呂介石―紀州の豊かな山水を描く―」
　期　間：平成 21 年 10 月 27 日（火）～ 12 月６日（日）
和歌山市立博物館　http://www.wakayama-city-museum.com/
○特別展　「エコロジーの先駆者　南方熊楠の世界」
期　間：平成 21 年 10 月 10 日（土）～ 11 月 23 日（月）

現場事務所一覧
　旧中筋家住宅保存修理事務所
　　和歌山市禰宜 148　
　　℡：073(477)5969
　金剛三昧院保存修理事務所
　　高野町高野山 425　
　　℡：0736(56)5578
　北山廃寺・北山三嶋遺跡発掘調査事務所
　　℡：0736(64)8052
　秋月遺跡発掘調査事務所
　　℡：073(472)0463
　粉河寺遺跡発掘調査事務所
　　℡：0736(74)3501
　県指定史跡水軒堤防発掘調査事務所
　　℡：090(3276)8475
　
　埋蔵文化財課分室

　　和歌山市新在家 61 番地－４
　　℡：073(472)3710


