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調
査
成
果

は
じ
め
に

吉
原
遺
跡
は
、
紀
伊
半
島
中
部
の
、
日
高
郡
美

浜
町
吉
原
に
位
置
し
、
太
平
洋
を
の
ぞ
む
海
岸
砂
丘

上
に
所
在
し
ま
す
。

吉
原
遺
跡
の
位
置
す
る
日
高
平
野
は
、
日
高
川

下
流
域
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
平
野
に
は
、
縄
文
時

代
早
期
の
土
器
が
出
土
す
る
御
坊
市
尾
ノ
崎
遺
跡
、

三
重
の
環か

ん
ご
う濠

を
も
つ
弥
生
時
代
前
期
の
集
落
跡
で
あ

る
御
坊
市
堅
田
遺
跡
な
ど
、多
く
の
遺
跡
が
存
在
し
、

太
古
の
昔
か
ら
の
人
々
の
暮
ら
し
が
窺う

か
がえ

ま
す
。

今
回
の
調
査
で
は
、
令
和
２
年
７
～
９
月
、
新

浜
集
会
場
新
築
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
を
昭
和
６２
年

度
調
査
地
の
南
接
地
で
実
施
し
ま
し
た
。調
査
で
は
、

弥
生
土
器
の
鉢
、
須
恵
器
の
𤭯は

そ
うと

高
坏
の
埋ま

い
の
う納

遺い
こ
う構

を
１
基
ず
つ
確
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
土ど

こ
う
ぼ

壙
墓
の

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
各
時
代
の
墓
域

の
広
が
り
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
調
査
成
果
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

既
往
の
調
査

吉
原
遺
跡
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て

弥
生
時
代
中
期
か
ら
古
墳
時
代
、
平
安
時
代
、
中
世

か
ら
近
世
の
墓
域
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

昭
和
６２
・
６３
年
度
に
、
県
道
柏
・
御
坊
線
改
良
工

事
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、
弥
生
時

代
中
期
か
ら
庄

し
ょ
う
な
い内

式
併
行
期
の
方
形
周
溝
墓
や
土
壙

墓
が
、
ま
た
、
本
遺
跡
の
東
側
で
実
施
し
た
平
成
２８

年
度
調
査
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
の
火
葬
墓
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

吉
原
遺
跡
の
方
形
周
溝
墓
は
、
昭
和
63
年
度
調
査

の
第
７
区
で
４
基
が
確
認
さ
れ
、
い
ず
れ
も
明
確
な

埋ま
い
そ
う葬

主
体
部
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
方
形
周

溝
墓
（
写
真
１
）
は
、
周
溝
部
埋
土
か
ら
弥
生
時
代

中
期
前
葉
の
完
形
の
土
器
が
横
転
し
た
状
態
で
出
土

し
た
こ
と
か
ら
、
和
歌
山
県
内
の
最
古
級
の
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
県
下
の
方
形
周
溝
墓
の
出
現
は
、

弥
生
時
代
中
期
後
葉
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
が
、
本

遺
跡
で
は
そ
れ
を
遡

さ
か
の
ぼる

方
形
周
溝
墓
が
２
基
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。

土
壙
墓
は
全
長
１
～
２
ｍ
の
も
の
が
多
い
の
で
す

が
、
全
長
３
．
２
ｍ
以
上
の
、
大
型
墓
壙
４
基
も
確 図２　既往の調査位置図

図１　周辺遺跡分布図
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認
さ
れ
て
い
ま
す
。
墓
壙
内
に
供き

ょ
う
け
ん献

（
お
供
え
）
や

副
葬
さ
れ
た
土
器
は
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
初

頭
（
庄
内
式
併
行
期
）
で
は
壷つ

ぼ

と
甕か

め

で
あ
り
、
墓
壙

の
壁
際
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
墓
壙
内
に
二
個

体
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
は
土
器

一
個
体
を
供
献
の
基
本
と
し
て
い
ま
す
（
写
真
２
）。

昭
和
６２
・
６３
年
度
調
査
に
お
け
る
墓
域
は
、
弥
生

時
代
中
期
と
み
ら
れ
る
遺
構
が
ほ
ぼ
全
域
で
み
ら
れ

ま
し
た
が
、
よ
り
古
い
時
期
の
も
の
は
調
査
区
東
半

に
偏か

た
よっ

て
い
ま
し
た
。
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時

代
初
頭
（
庄
内
式
併
行
期
）
に
か
け
て
の
遺
構
は
第

４
区
西
端
か
ら
第
７
区
に
限
定
さ
れ
、
被ひ

そ
う
し
ゃ

葬
者
の
属

す
る
集
落
立
地
の
変
遷
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
時
期

に
よ
り
墓
域
の
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

平
成
２８
年
度
調
査
は
、
都
市
防
災
総
合
推
進
事
業

に
伴
う
発
掘
調
査
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。
奈
良
時

代
か
ら
平
安
時
代
の
土
坑
、
中
世
以
前
の
列
石
状
遺

構
、
中
世
か
ら
近
世
の
火
葬
墓
な
ど
（
写
真
３
）
を

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

調
査
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
火
葬
墓
か
ら
鉄
釘
が

出
土
す
る
こ
と
、
墓
の
中
に
ま
と
ま
っ
て
焼
け
た
人

骨
が
出
土
す
る
こ
と
、
火
葬
墓
の
壁
が
火
で
焼
け
固

写真1　昭和 63年度調査第7区方形周溝墓（北西から）

写真2　昭和 62年度調査第3区土壙墓（南西から）

写真3　平成 28年度調査4区火葬墓土層断面（南から）

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
別
の
場
所
で
荼だ

び毘
に
ふ
さ
れ
た

後
、
木
箱
な
ど
に
遺
骨
を
納
め
、
埋
葬
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
人
骨
片
、
鉄
釘
の
他
、
土
師
器
皿
、
銭

貨
「
寛
永
通
宝
（
古
寛
永
銭
）」
な
ど
が
出
土
し
ま

し
た
。

吉
原
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
墓
域

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
新
し
い

時
期
で
あ
る
、
中
世
か
ら
近
世
に
つ
い
て
も
海
側
へ

と
場
所
を
移
動
し
な
が
ら
、
火
葬
墓
の
墓
域
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
詳
細
は
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写真4　令和２年度調査2区弥生土器埋納遺構（西から）

写真5　令和２年度調査2区須恵器埋納遺構（西から）

『
風
車
２
０
１
６
冬
号
（
７７
号
）』
の
短
信
「
吉
原
遺

跡
発
掘
調
査
」
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査

今
回
の
調
査
で
は
、
集
会
場
予
定
地
１
，
５
５
０

㎡
に
お
け
る
樹
木
の
伐
根
に
伴
う
立
会
調
査
と
、
集

会
場
建
物
部
分
（
２
区
）
と
擁よ

う
へ
き壁

部
分
（
１

－

１
・

１

－

２
区
）
の
約
７
２
０
㎡
に
お
け
る
発
掘
調
査
を

実
施
し
ま
し
た
。

土
壙
墓
の
可
能
性
の
あ
る
土
器
埋
納
遺
構
２
基
、

土
坑
、
小
穴
、
溝
な
ど
、
弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
の

遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

弥
生
時
代
の
遺
構

弥
生
土
器
埋
納
遺
構
（
写
真
４
）
は
、
２
区
南
部

に
位
置
し
、
中
央
底
部
で
弥
生
土
器
の
鉢
が
横
に
傾

い
た
状
態
で
出
土
し
ま
し
た
。
弥
生
時
代
中
期
ご
ろ

の
土
壙
墓
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
広
口
壷
の
口
縁
部
や
櫛く

し
が描

き
で
波は

じ
ょ
う
も
ん

状
文

を
施
し
た
壷
体
部
、
甕
な
ど
の
弥
生
時
代
中
期
の
土

器
片
が
出
土
し
た
溝
、
壺
の
体
部
片
が
出
土
し
た
土

坑
も
確
認
し
ま
し
た
。

古
墳
時
代
の
遺
構

須
恵
器
埋
納
遺
構
（
写
真
５
）
は
、
２
区
西
部
に

位
置
し
、
上
部
で
横
倒
し
に
な
っ
た
須
恵
器
𤭯は

そ
う

と
、

中
ほ
ど
で
逆
さ
に
な
っ
た
須
恵
器
高
坏
が
出
土
し
ま

し
た
。
骨
片
な
ど
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

古
墳
時
代
中
期
の
土
壙
墓
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
古
墳
時
代
中
期
中
葉
の
須
恵
器
の
杯つ

き
ふ
た蓋

口
縁
部
が
出
土
し
た
土
坑
も
確
認
し
ま
し
た
。

ま
と
め

今
回
の
発
掘
調
査
で
は
、
土
壙
墓
の
可
能
性
の
高

い
、
弥
生
時
代
中
期
ご
ろ
の
弥
生
土
器
埋
納
遺
構
、

古
墳
時
代
中
期
の
須
恵
器
埋
納
遺
構
な
ど
を
確
認
し

た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
区
が
弥
生
時
代
や
古
墳
時

代
の
墓
域
と
埋
葬
に
関
連
す
る
祭さ

い
し
じ
ょ
う

祀
場
と
し
て
利
用

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
調
査
区
南
側
で
弥
生
時
代
中
期
前
葉
と
思

わ
れ
る
、
紀
伊
型
甕
の
口
縁
部
が
出
土
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
当
該
期
の
墓
域
が
南
へ
の
広
が
る
こ
と
が

推
測
で
き
ま
す
。

今
回
の
調
査
で
は
、
古
い
段
階
の
砂さ

た
い堆

の
稜
線
か

ら
後
背
地
に
か
け
て
発
掘
し
、
弥
生
・
古
墳
時
代
の

墓
域
の
広
が
り
と
土
地
利
用
を
考
え
る
上
で
、
貴
重

な
調
査
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
田
之
上　

裕
子
）
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図３　令和２年度発掘調査区平面図
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丹
生
官
省
符
神
社
本
殿
は
空
海
が
高
野
山
を
開

創
す
る
た
め
に
、
こ
の
地
に
政ま

ん
ど
こ
ろ所

を
置
い
た
こ
と

に
よ
り
勧か

ん

請じ
ょ
うさ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
15
世

紀
中
頃
か
ら
紀
ノ
川
の
氾
濫
を
危
惧
し
て
社
地
の

移
転
が
さ
れ
、
現
在
の
社
殿
に
つ
い
て
は
、
第
一

殿
、
第
二
殿
は
同
型
式
で
墨
書
か
ら
永
正
14
年

（
１
５
１
７
）、
第
三
殿
は
棟
札
か
ら
天
文
10
年

（
１
５
４
１
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

本
殿
は
昭
和
40
年
５
月
29
日
に
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
前
回
の
屋
根
葺
替
か
ら
20
年

が
経
過
し
た
本
年
度
に
、
文
化
庁
や
和
歌
山
県
、

九
度
山
町
の
補
助
金
を
受
け
て
修
理
事
業
を
立
ち

上
げ
、
主
に
箱
棟
の
破
損
と
檜
皮
葺
の
屋
根
、
塗

装
の
修
理
を
進
め
て
い
ま
す
。
事
業
は
令
和
３
年

３
月
末
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

今
回
、屋
根
の
檜
皮
葺
き
を
解
体
し
た
と
こ
ろ
、

檜
皮
の
腐
れ
は
軽
微
な
も
の
の
、
檜
皮
全
体
に
経

年
に
よ
る
劣
化
が
進
ん
で
お
り
、
竹
釘
が
緩
ん
だ

状
況
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

屋
根
下
地
の
隙
間
か
ら
小
屋
組
を
覗
く
と
、
昭
和

51
年
の
解
体
修
理
時
に
保
管
さ
れ
た
部
材
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ど
れ
も
近
世
以
前
に
遡

さ
か
の
ぼ

る
と
考
え
ら
れ
る
部
材
で
す
。

塗
装
に
つ
い
て
は
、
各
殿
で
現
状
の
丹
塗
り
面

を
掻
き
落
と
し
た
と
こ
ろ
、
前
回
修
理
以
前
の
塗

装
痕
跡
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
そ
の
旧
塗
装
面

で
、
現
状
の
鉛
丹
と
は
異
な
る
濃
い
色
目
の
赤
色

顔
料
、
青
色
系
の
顔
料
を
見
知
し
ま
し
た
。
今
回

の
塗
装
工
事
は
部
分
塗
り
替
え
で
す
の
で
、
復
原

的
な
修
理
は
行
い
ま
せ
ん
が
、
小
屋
裏
で
確
認
し

た
、
同
様
の
痕
跡
を
持
つ
部
材
と
の
共
通
点
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
、
少
な
く
と
も
本
殿
に
は
弁
柄

塗
の
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
2
年
12
月
に
、
屋
根
の
檜
皮
葺
き
上
げ
、

箱
棟
木
部
修
理
と
と
も
に
、
彩
色
部
分
の
剥
落
止

め
と
補
筆
修
理
、
施
工
範
囲
の
塗
装
と
飾
り
金
具

の
補
修
取
付
が
完
了
し
ま
し
た
。

現
在
、
素
屋
根
解
体
と
周
辺
整
備
の
準
備
を
進

め
、
大
詰
め
を
迎
え
て
お
り
、
無
事
に
本
事
業
を

完
了
出
来
れ
ば
と
思
い
ま
す
。　

（
大
給　

友
樹
）

屋根工事完了状況（東からみる）

丹
生
官
省
符
神
社
本
殿
の

保
存
修
理

小屋組部材（上）と旧塗装面（下）の痕跡
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埋
蔵
文
化
財
課
　
三
次
元
計
測
と
そ
の
活
用

建
具
の
は
な
し
③  

旧
中
筋
家
住
宅
　
―
付
書
院
の
明
障
子
―

近
年
、
3
Ｄ
や
三
次
元
と
い
っ
た
言
葉
が
一
般
的
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
文

化
財
の
分
野
で
も
、
物
体
を
三
次
元
計
測
す
る
事
例
が
増
え
て
い
ま
す
。

三
次
元
計
測
と
は
、
複
数
枚
の
写
真
を
ソ
フ
ト
で
処
理
し
た
り
、
レ
ー
ザ
ー

に
よ
っ
て
計
測
し
た
り
す
る
も
の
で
、物
体
の
3
Ｄ
モ
デ
ル
を
作
る
こ
と
が
で
き
、

様
々
な
分
野
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
化
財
の
分
野
で
の
活
用
事
例
は
、
和
歌

山
県
立
博
物
館
が
行
っ
て
い
る
「
お
身
代
わ
り
仏
像
」
製
作
や
、
首
里
城
が
焼
失

す
る
前
に
撮
影
し
た
写
真
を
用
い
て
、
3
Ｄ
モ
デ
ル
を
作
成
す
る
と
い
っ
た
も
の

が
あ
り
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
見
た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
も
、
数
年
前
か
ら
発
掘
調
査
で
三
次
元
計
測
を
行
う
こ

と
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
測
量
会
社
に
依
頼
し
て
い
ま
し
た
が
、
2

年
前
に
実
施
し
た
道
の
川
集
落
跡
発
掘
調
査
（
風
車
89
号
特
集
で
紹
介
）
で
は
写

真
撮
影
か
ら
ソ
フ
ト
で
の
処
理
ま
で
を
自
前
で
初
め
て
実
施
し
ま
し
た
。

発
掘
調
査
に
お
い
て
三
次
元
計
測
を
行
う
事
例
は
、
全
国
的
に
増
え
て
き
て
お

り
、
石
垣
な
ど
の
よ
う
に
手
で
測
る
と
時
間
や
手
間
が
か
か
る
も
の
や
、
井
戸
の

よ
う
に
入
っ
て
測
る
と
危
険
な
も
の
な
ど
で
利
用
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
記

録
の
た
め
に
三
次
元
計
測
し
た
3
Ｄ
モ
デ
ル
を
公
開
し
た
り
、
模
型
を
製
作
し
た

り
と
い
っ
た
活
用
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
自
宅
に
い
る
時
間
が
増
え
、
な
か
な
か
遠
く
に
行
け
な
い
こ
と
か

ら
、遺
物
の
3
Ｄ
モ
デ
ル
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
バ
ー
チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
、

発
掘
調
査
現
場
の
3
Ｄ
モ
デ
ル
を
見
て
参
加
す
る
バ
ー
チ
ャ
ル
現
地
説
明
会
と
い

っ
た
、
Ｖ
Ｒ
（
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
）
を
利
用
し
た
新
し
い
普
及
活
動
が

こ
れ
か
ら
一
般
化
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、計
測
・

記
録
し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
、
令
和
の
時
代

に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
山
本　

光
俊
）

江
戸
時
代
の
大お

お
じ
ょ
う
や

庄
屋
の
邸
宅
で
あ
っ
た
旧
中
筋
家
住
宅
（
和
歌
山
市
禰
宜
）
に

は
、
主お

も
や屋

の
北
側
に
二
〇
畳
敷
き
の
大お

お
ひ
ろ
ま

広
間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
鷹た

か
が狩

り
の

際
の
藩は

ん
し
ゅ主

の
休き

ゅ
う
け
い
し
ょ

憩
所
と
し
て
整
え
ら
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
、
西
面
に
は
紀
州
藩
御ご

用よ
う

絵え

師し

・
野の

際ぎ
わ

白は
く

雪せ
つ

の
富
士
山
の
絵
が
表
具
さ
れ
た
天て

ん
ぶ
く
ろ袋

な
ど
が
配
さ
れ
た
、
豪ご

う

壮そ
う

な
床と

こ
が
ま構

え
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
脇
に
は
文ふ

み
づ
く
え机

の
よ
う
な
台
を
広ひ

ろ
え
ん縁

側
に
張
り
出
す
付つ

け
し
ょ
い
ん

書
院
が
設
け
ら
れ
、
欄ら

ん
ま間

の
下
に
窓
の
よ
う
に
四
枚
建
て
の

明あ
か
り
し
ょ
う
じ
 

障
子
が
建
て
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
当
初
読
み
書
き
し
た
り
す
る
た
め
に
設
け

ら
た
施
設
の
名な

ご残
り
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
次
第
に
文
具
を
飾
っ
た
り
、
床

に
外
光
を
取
り
入
れ
る
設し

つ
らえ

と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
明
り
取
り
と
云
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
側
面
か
ら
射さ

し
て
来
る
外

光
を
一い

っ
た
ん旦

障
子
の
紙
で
濾ろ

か過
し
て
、
適
当
に
弱
め
る
働
き
を
し
て
い
る
。

『
陰
翳
礼
讃
』　

谷
崎
潤
一
郎

旧
中
筋
家
の
大
広
間
で
は
、
付
書
院
が

庭
に
面
し
た
北
側
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、

直
接
日
光
が
届
か
な
い
明
障
子
は
、
昼
間

の
間
接
照
明
の
様
に
障
子
紙
を
白
く
際き

わ
だ立

た
せ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

し
か
し
、
部
屋
全
体
の
明
る
さ
に
あ
わ

せ
て
写
真
を
撮
影
し
て
み
る
と
、
床
を
、

そ
し
て
そ
の
前
に
坐
る
人
を
荘そ

う
ぐ
ん厳

に
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

格こ
う
し子

に
組
ま
れ
た
細
い
桟
に
白
い
紙
が

貼
ら
れ
た
だ
け
の
、
儚は

か
なげ

で
華き

ゃ
し
ゃ奢

な
明
障

子
。
実
は
劇
的
な
ま
で
の
深し

ん
え
ん淵

さ
を
演
出

す
る
装
置
な
の
で
す
。　

 （
多
井　

忠
嗣
）
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