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大お
お
ふ
る古
Ⅱ
遺
跡
は
、
白し
ら
は
ま浜
町
の
日ひ
き
が
わ

置
川
河
口

よ
り
約
２
km
遡
っ
た
右
岸
の
自
然
堤
防
上
に

位
置
し
、
現
状
は
水
田
や
宅
地
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
過
去
に
弥
生
土
器
な
ど
が

採
集
さ
れ
、
弥
生
時
代
の
集
落
が
展
開
す
る

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

遺
跡
に
近
接
し
て
縄
文
時
代
中
期
・
後
期

の
土
器
が
出
土
し
た
大
古
Ⅰ
遺
跡
、
最
古

の
紀
年
名
を
も
つ
備び

ぜ
ん前
焼
甕か
め

が
出
土
し
た

長ち
ょ
う
じ
ゅ
じ

寿
寺
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
対
岸
に
は
中

世
の
頃
、
水
軍
と
し
て
活
躍
し
た
安あ

た
ぎ宅
氏
の

居
城
で
あ
る
八は

ち
ま
ん
や
ま
じ
ょ
う

幡
山
城
跡
や
、
館
跡
で
あ
る

安あ
た
ぎ
ほ
ん
じ
ょ
う

宅
本
城
跡
が
所
在
し
ま
す
。

発
掘
調
査
は
近
畿
自
動
車
道
紀
勢
線
の
建

設
に
伴
う
も
の
で
、
今
回
、
対
岸
の
安
宅
本

城
跡
と
と
も
に
平
成
23
年
６
～
９
月
に
か
け

て
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
大
古
Ⅱ
遺
跡
は

４
箇
所
の
橋
脚
部
が
対
象
で
、
調
査
面
積
は

１
，
１
３
４
㎡
で
す
。
調
査
区
周
辺
は
、
長

寿
寺
が
位
置
す
る
丘
陵
か
ら
南
北
に
細
長
く

微び
こ
う
ち

高
地
（
自
然
堤
防
）
が
延
び
、
各
調
査
区

の
立
地
は
、
調
査
区
４
が
微
高
地
の
稜
線
付

遺跡位置図　S=1:50,000

近
を
占
め
ま
す
。
調
査
区
１
・
２
は
調
査
区

４
付
近
よ
り
約
30
㎝
低
く
、
後こ

う
は
い
ち

背
地
と
な
り

ま
す
。
段
差
は
調
査
区
２
東
側
の
道
路
に
沿

う
よ
う
に
延
び
て
お
り
、
微
高
地
か
ら
後
背

地
へ
の
変
換
点
を
微
地
形
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
調
査
区
５
で
は
微
高

地
か
ら
日
置
川
に
向
か
っ
て
下
る
地
形
と
な

っ
て
い
ま
す
。

調
査
し
た
遺い

こ
う構
面
は
調
査
区
１
・
２
・
５
が

２
面
、
調
査
区
４
が
３
面
で
、
第
１
遺
構
面

が
古
代
以
降
、
第
２
・
３
遺
構
面
が
弥
生
時

代
に
帰
属
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
検
出
し

た
遺
構
に
は
、
弥
生
時
代
の
土ど

こ
う坑
群
、
古
代

と
考
え
ら
れ
る
掘

ほ
っ
た
て
ば
し
ら

立
柱
建
物
、
室
町
時
代
の

井
戸
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

弥
生
時
代
の
土
坑
群
は
調
査
区
４
で
検
出

し
ま
し
た
。
土
坑
の
形
状
は
不
整
円
形
や

楕
円
形
で
、
約
50
基
確
認
し
て
い
ま
す
。
規

模
は
長
さ
・
幅
が
0.5
～
3.0
ｍ
、
深
さ
20
～
70

㎝
と
様
々
で
、
弥
生
時
代
中
期
の
土
器
や
石

器
（
石せ

き
ぞ
く鏃
・
ス
ク
レ
イ
パ
ー
・
磨ま
せ
い製
石せ
き
ふ斧
・

礫れ
き

石
器
）
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
規
模

調査位置図　S=1:5,000３: 調査区 4 第１面 ( 古代以降 )　掘立柱建物　４: 調査区４第２面 ( 弥生時代 )　５: 弥生時代の土坑　６: 弥生時代の 集石

大
古
Ⅱ
遺
跡
の
発
掘
調
査２

調査区１
調査区２

調査区４

調査区５

調査区１
調査区２

調査区４

調査区５

大古Ⅱ遺跡大古Ⅱ遺跡

大古Ⅰ遺跡

安宅本城跡

安宅遺跡
大野城跡

八幡山城跡

勝山城跡

古武之森城跡

大向出城跡

大古Ⅰ遺跡

安宅本城跡

安宅遺跡
大野城跡

八幡山城跡

勝山城跡

古武之森城跡

大向出城跡



３

３: 調査区 4 第１面 ( 古代以降 )　掘立柱建物　４: 調査区４第２面 ( 弥生時代 )　５: 弥生時代の土坑　６: 弥生時代の 集石
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４

が
大
き
な
土
坑
は
下
層
付
近
に
炭
の
堆
積
が

あ
り
、
そ
の
多
く
か
ら
は
骨
片
が
出
土
し
ま

す
。
ま
た
、
特
徴
的
な
遺
構
と
し
て
は
、
台

石
な
ど
の
礫
石
器
を
埋
め
た
土
坑
が
３
基
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
石
器
の
組
成
で
は
、
調

理
具
に
分
類
さ
れ
る
台
石
・
敲た

た
き
い
し石
な
ど
の
礫

石
器
や
動
物
の
解
体
な
ど
に
も
使
う
ス
ク
レ

イ
パ
ー
が
多
い
こ
と
、
炭
に
混
じ
っ
て
骨
片

が
多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
付
近

で
動
物
の
解
体
や
調
理
を
集
中
的
に
お
こ
な

っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
土

器
に
は
縄
文
を
施
し
た
東
日
本
の
土
器
や
紀

ノ
川
周
辺
の
土
器
が
多
く
、
広
範
な
地
域
と

交
流
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

掘
立
柱
建
物
は
調
査
区
４
で
検
出
し
ま
し

た
。
基
本
的
に
は
３
間
（
６
ｍ
）
×
２
間

（
4.2
ｍ
）
の
側
柱
建
物
で
す
が
、
建
物
内
に

補
助
的
な
柱
穴
が
３
箇
所
確
認
で
き
、
建
物

の
北
・
西
・
東
の
３
方
に
は
幅
30
～
50
㎝
の

浅
い
溝
が
存
在
し
ま
す
。
柱
の
掘ほ

り
か
た形
は
方
形

ま
た
は
長
方
形
で
、
規
模
は
長
さ
・
幅
が
60

～
90
㎝
を
測
り
ま
す
。
柱
の
直
径
は
、
痕
跡

か
ら
20
㎝
弱
で
、
掘
形
の
大
き
さ
に
比
べ
や

や
細
い
と
言
え
ま
す
。
柱
穴
の
中
か
ら
は
弥

生
土
器
片
し
か
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
掘

形
の
形
状
や
規
模
、
そ
れ
に
規
則
正
し
く
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
古
代
に
帰
属
す

る
建
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

井
戸
は
調
査
区
５
で
検
出
し
ま
し
た
。
川

原
石
を
小こ

ぐ
ち口
積
み
し
た
円
形
の
石
積
み
井
戸

で
、
上
部
は
破
壊
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
内
法

は
直
径
1.2
ｍ
で
、
深
さ
は
２
ｍ
以
上
あ
り
ま

す
。
井
戸
内
か
ら
は
青せ

い
じ磁
、
備び
ぜ
ん前
焼
、
常と
こ
な
め滑

焼
、
瓦が

し
つ質
土
器
が
、
裏
込
め
か
ら
は
青
磁
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
出
土
遺
物
か
ら
室
町
時

代
に
も
の
と
考
え
ら
れ
、
備
前
焼
の
流
通
に

か
か
わ
っ
た
と
さ
れ
る
安
宅
氏
と
の
関
連
も

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。（
川
崎　

雅
史
）

調査区５　室町時代の石積み井戸

調査区５　上から



相そ
う
り
ん輪

の
破
損
も
目
立
ち
ま
し
た
。
本
来
は
「
九

輪
」
あ
る
宝ほ

う
り
ん輪

の
最
上
部
が
欠
失
し
て
現
状
は

「
八
輪
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
破
損
は
お

そ
ら
く
昭
和
三
六
年
の
第
二
室む

ろ
と戸
台
風
で
の
被

害
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
修
理
す
る
建
物
は
過
去
に
文
化
財
修
理

を
受
け
て
い
ま
す
。
当
時
の
修
理
の
あ
り
方
を

探
る
機
会
で
も
あ
り
、
工
事
と
並
行
し
て
そ
れ

ら
の
調
査
も
行
っ
て
い
ま
す
。
竣
工
は
来
年
９

月
の
予
定
で
す
。　
　
　
　
（
下
津　

健
太
朗
）

長
保
寺
文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理

　

海
南
市
下し

も
つ津
町
に
あ
る
長ち

ょ
う
ほ
う
じ

保
寺
で
は
、
国

宝
の
大
門
・
多
宝
塔
と
重
要
文
化
財
の
鎮
守
堂

の
保
存
修
理
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
工
事
は

３
棟
と
も
屋
根
葺
替
修
理
を
中
心
に
、
大
門
で

は
軒
廻
り
の
高
さ
調
整
や
小
屋
組
の
補
強
、
多

宝
塔
で
は
相
輪
の
修
理
を
行
い
ま
す
。
現
在
は

予
定
の
解
体
を
終
え
、
順
次
各
部
の
修
理
を
進

め
て
い
ま
す
。

大
門
は
、
柱
間
３
間
、
屋
根
が
入
母
屋
造
、

本
瓦
葺
の
楼
門
で
、
嘉か

け
い慶

二
年
（
一
三
八
八
）

の
建
立
で
す
。
軒
の
出
は
約
３
メ
ー
ト
ル
と
大

き
く
、
そ
の
深
い
軒
を
支
え
る
た
め
に
地じ

だ

る

き

垂
木

は
建
物
の
内
側
ま
で
延
ば
さ
れ
て
お
り
、
中
世

の
建
物
の
特
徴
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
明
治

四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
解
体
修
理
さ
れ
、
以

来
百
年
の
間
に
も
３
度
の
小
修
理
を
重
ね
て
来

ま
し
た
。
経
年
に
よ
る
雨
水
の
浸
透
に
よ
り
、

瓦
が
そ
の
下
の
葺
土
ご
と
滑
り
出
し
た
箇
所
も

見
ら
れ
る
な
ど
、
屋
根
面
の
破
損
が
目
立
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
小
屋
組
内
に
は
桔は

ね
ぎ木

と
呼

ば
れ
る
構
造
材
を
入
れ
て
軒
の
荷
重
を
支
え
て

５

大門屋根瓦の解体状況
丸瓦解体中の様子。軒先を除いて瓦下の葺土は概ね百年前のままで、土の

厚みは 10 センチメートルもありました。

い
ま
す
が
、
そ
の
効
果
は
十
分
と
言
え
ず
、
修

理
前
の
軒
先
は
随
分
と
乱
れ
て
い
ま
し
た
。
今

回
の
修
理
で
は
、
瓦
の
葺
土
に
代
え
て
木
製
の

下
地
と
す
る
「
空か

ら
ぶ
き葺

工
法
」
を
採
用
し
て
屋
根

荷
重
を
軽
減
し
、
構
造
材
の
機
能
改
善
を
目
指

し
た
補
強
を
行
い
ま
す
。

多
宝
塔
は
、
下
層
平
面
が
３
間
四
方
、
本

瓦
葺
屋
根
の
建
物
で
、
心し

ん
ば
し
ら柱

の
墨
書
よ
り
正し

ょ
う
へ
い平

十
二
年
（
一
三
五
七
）
の
建
立
に
な
り
ま
す
。

昭
和
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
鎮
守
堂
（
鎌

倉
後
期
、
一

間
社
流な

が
れ
づ
く
り造

、

桧ひ
わ
だ皮
葺
）
と

共
に
解
体
修

理
さ
れ
て
い

ま
す
。
下
層

背
面
に
お
い

て
屋
根
瓦
の

乱
れ
と
軒
先

部
分
で
木
部

の
腐
朽
が
見

ら
れ
る
ほ
か
、

鋳ち
ゅ
う
て
つ鉄
製
の

多宝塔屋根瓦の解体状況
下層背面での屋根瓦解体中の様子。昭和３年以降も小修理が行われて来た

ことが、葺土の違いからうかがえます。

文
化
財
建
造
物
課

　短
信



連載コラム　文化財の散歩道連載コラム　文化財の散歩道

６

　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」をはじめ、歴史的な文化財の宝庫である和歌山は、地

中に埋もれた遺跡からも時に研究者を驚かせるような発見があるワンダーランドです。そんな

和歌山の様々な表情をみなさんにお伝えしたく、このコラムでは、当センターが過去２０余年

にわたりおこなってきた埋蔵文化財と文化財建造物の調査の成果を紹介していきます。

かつらぎ町中飯降遺跡　－縄文時代の巨大な建物について－

　紀北の伊
い と

都郡かつらぎ町の紀ノ川北岸にある中
なかいぶり

飯降遺跡について紹介します。中飯降遺跡

では、2008 ～ 2009 年に発掘調査をおこない、縄文時代後期前
ぜんよう

葉（約 4,000 年前）を中心と

する遺構が発見されました。なかでも、直径 14～ 16ｍもの巨大な竪
たてあな

穴住居（大型竪穴建物）

が複数棟みつかり、西日本ではほかにみられない特殊な集落であったことがわかりました。

　大型竪穴建物が廃絶したあと埋まった土からは、多くの土器の破片が出土しました。使えな

くなった土器を集めておく特別な場所になったのかもしれません。これらの土器から、集落が

存続した時期や、他の地域との交流などが読み取れます。

　生活の道具として石器も多く出土しています。石
せきぞく

鏃（狩猟につかう弓矢の鏃
やじり

）、石
せきすい

錘（漁労

につかう網の錘
おもり

）、磨
すりいし

石・敲
たたきいし

石・凹
くぼみいし

石・石
いしざら

皿（堅果類を砕いてつぶしたりする道具）、削
さっき

器（切っ

たり削ったりする刃器）、打
だせ い せ き ふ

製石斧（土を掘削する鍬
くわ

の刃先）、磨
ませ い せ き ふ

製石斧（木を切る斧の刃先）

などがあります。石材は地元でとれる砂
さが ん

岩や片
へんがん

岩のほかに、二上山産のサヌカイト、金剛山

産の花
かこうがん

崗岩、和泉山脈南麓産の泉南流
りゅうもんがん

紋岩などがあり、

近隣の地域との交流が盛んであったようです。ほかに

生活用品として多くの木器や皮革、骨角器が使われた

と思いますが、腐朽しやすいため残念ながら残ってい

ませんでした。

　縄文時代の大形の建物については、縄文時代前期か

ら中期にかけて、東北から北陸、北関東地方に分布し

ていますが、後期に入る前に消滅してしまいます。中

飯降遺跡の建物は、これらの例と比べても、構造的に

も時期的にも地域的にも大きく異なり、突然、和歌山

の地に出現したような印象があります。どのような系

譜をもち、どのような性格の建物であったか、それを

知る手がかりは多くありませんが、何らかの大きな社

会変化があったのかもしれません。　　　（冨永　里菜）
中飯降遺跡　縄文時代の大型竪穴建物（南半分）



　

か
つ
ら
ぎ
町
に
あ
る
丹に

う

つ

ひ

め

生
都
比
売
神
社
の
蟇か

え
る
ま
た股
の
彫
刻
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ

は
正
徳
五
年(
一
七
一
五)

に
再
建
さ
れ
た
第
一
殿
の
西
側
面
に
あ
り
ま
す
。

　

雲
間
に
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
、
向
か
い
合
っ
た
二
匹
の
魚
と
そ
の
中
央
に
鈴

の
よ
う
な
も
の
が
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
魚
は
逆
立
ち
し
た
よ
う
に
尾お

び
れ鰭
を
ピ
ン

と
上
に
向
け
て
い
ま
す
。
顔
は
よ
く
見
る
と
虎
か
龍
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ

は
魚
で
は
な
く
、想
像
上
の
霊
獣「
鯱
し
ゃ
ち
」の
よ
う
で
す
。
鯱
は
体
が「
魚
」、頭
が「
虎
」

或
い
は
龍
で
、
尾
鰭
は
天
を
向
き
、
背
中
に
鋭
い
ト
ゲ
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
彫
刻
で
は
頭
の
上
に
鋭
い
剣
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
ト
ゲ
を
表
し

て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

  
向
か
い
合
う
鯱
が
顔
の
上

に
押
し
頂
い
て
い
る
の
は
、

「
金こ

ん
ご
う
れ
い

剛
鈴
」
と
呼
ば
れ
る
密
教
の

法
具
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
金

剛
鈴
は
振
る
と
妙
な
る
音
を
発

し
ま
す
。
そ
の
妙
音
は
仏
を
歓

喜
さ
せ
、
諸
人
の
仏
心
を
目
覚

め
さ
せ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
彫
刻
の
中
心
主
題
は
金

剛
鈴
で
、
そ
れ
を
鯱
が
守
っ
て

い
る
、
と
見
え
る
の
で
す
が
、

そ
の
図
像
の
真
の
意
味
は
無
知

の
雲
に
覆
わ
れ
て
解
明
で
き
ま

せ
ん
。
全
国
的
に
見
て
も
希け

う有

の
建
築
彫
刻
で
す
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
鳴
海　

祥
博
）

　

す
っ
か
り
刈
入
れ
の
終
わ
っ
た
稲
田
の
景
色
が
ひ
ろ
が
る
季
節
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
晩
秋
の
風
情
あ
る
風
景
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
発
掘
の
世
界
で
も
水
田
を
調
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
も
う
ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
で
す
が
、
青
森
県
の
二
つ
の
遺
跡
、

弘ひ
ろ
さ
き前

市
の
砂す

な
ざ
わ沢

遺
跡
と
田い

な
か
だ
て

舎
館
村
の
垂

た
れ
や
な
ぎ柳

遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
水
田
跡
は
弥
生

時
代
前
期
末
と
中
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

稲
作
が
東
北
地
方
、
そ
れ
も
最
北
端
の
青
森
に
達
す
る
の
は
か
な
り
新
し
い

時
代
に
な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
て
い
た
中
で
、
い
き
な
り
津
軽
平
野
に
こ
の
時

期
の
水
田
が
出
現
し
た
わ
け
で
す
か
ら
常
識
を
く
つ
が
え
す
大
発
見
と
い
っ
て

い
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
水
田
跡
の
発
掘
調
査
は
む
ず
か
し
い
で
す
ね
。
畦あ

ぜ

の
痕
跡
が

残
っ
て
い
る
場
合
は
、
一
区
画
の
規
模
も
わ
か
る
し
、
と
き
に
よ
っ
て
は
農
作

業
を
し
た
人
の
足
跡
や
牛
の
蹄
の
跡
さ
え
見
つ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。た
だ
、

一
般
的
に
は
わ
か
り
づ
ら
く
、
水
田
か
否
か
の
確
証
を
得
る
こ
と
が
な
か
な
か

で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
と
き
威
力
を
発
揮
す
る
の
が
土ど

じ
ょ
う壌
分
析
に
よ
る
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー

ル
の
検
出
で
す
。
一
言
で
言
え
ば
、
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
と
い
う
の
は
イ
ネ
科

植
物
の
細
胞
に
含
ま
れ
る
微
小
細
片
の
こ
と
。
こ
の
物
質
は
ガ
ラ
ス
質
で
非
常

に
固
く
、
ほ
か
の
部
分
が
朽
ち
て
も
長
く
地
中
に
残
り
ま
す
。(

ち
な
み
に
木

槌
で
稲
藁わ

ら

を
叩
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
ガ
ラ
ス
質
を
砕
き
柔
ら
か
く
し
て
い
る

わ
け
で
す
ね
。) 

で
す
か
ら
水
田
と
思
わ
れ
る
箇
所
の
土
壌
を
採
取
分
析
し
て

こ
の
数
値
が
異
常
に
高
け
れ
ば
水
田
の
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
わ
け
で
、
わ

れ
わ
れ
も
よ
く
こ
の
手
を
使
い
ま
す
。
な
ん
と
か
状
況
証
拠
だ
け
で
も
得
よ
う

と
い
う
担
当
者
の
最
期
の
手
段
、
必
死
の
思
い
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
を
「
藁

を
も
つ
か
む
思
い
」
と
言
い
ま
す
―
―
―
。　
　
　
　
　
　
　
　

(

村
田　

弘)

発
掘
屋
余
話
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　プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル

建
築
彫
刻
の
話
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７

丹生都比売神社第一殿の蟇又彫刻






