
見

り
っ
とう
再
発

　

本
市
内
で
は
造
成
工
事
な
ど
に
先
立
ち
、遺

跡
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。河
川
跡

や
井
戸
の
調
査
で
は
水
分
を
含
ん
だ
粘
土
や

砂
の
中
に
鋤
や
鍬
、文
字
が
書
か
れ
た
木
簡
な

ど
の
ざ
ま
ざ
ま
な
木
製
品
が
腐
ら
ず
に
残
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。木
製
品
は
乾
燥
す
る

と
ひ
び
割
れ
た
り
変
形
し
た
り
す
る
た
め
、遺

跡
か
ら
持
ち
帰
る
と
水
に
つ
け
て
保
管
し
ま
す

が
、水
に
浸
し
た
ま
ま
で
は
展
示
し
て
公
開
す

る
こ
と
は
困
難
で
す
。ま
た
、時
間
が
た
て
ば

徐
々
に
傷
ん
で
し
ま
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
木

製
品
を
保
存
処
理
す
る
方
法
と
し
て
は
、木
材

内
に
時
間
を
か
け
て
薬
剤
を
し
み
込
ま
せ
て

水
分
と
入
れ
替
え
る
方
法
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
手
原
遺
跡
出
土
の
「
く
び

れ
臼
」
は
、
平
成
19
年
（
２
０
０
７
）
に
出
土

し
た
あ
と
水
漬
け
保
管
し
て
い
ま
し
た
が
、
昨

年
度
１
年
間
か
け
て
奈
良
の
研
究
所
で
保
存

処
理
を
行
い
本
市
へ
帰
って
来
ま
し
た
。

臼
に
は
「
く
び
れ
臼
」
と
「
太
鼓
型
の

臼
」
が
あ
り
ま
す
。
く
び
れ
臼
は
古
く
弥
生

時
代
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
、
市
内
で
も
小

柿
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
く
び
れ
臼
は

竪
杵
と
セ
ッ
ト
で
、
主
に
米
な
ど
の
穀
類
の
脱

穀
・
精
白
・
製
粉
、
餅
つ
き
に
利
用
さ
れ
ま
す
。

く
び
れ
を
作
る
理
由
は
、
運
搬
の
為
の
軽
量
化

な
ど
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
江
戸
期
に
な
る
と
、

勢
い
よ
く
餅
を
つ
け
る
横
杵
と
、
丈
夫
で
重
量

の
あ
る
「
太
鼓
型
」
が
普
及
し
、
主
流
と
な

り
ま
す
。
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手
原
遺
跡
出
土
の
木
器「
く
び
れ
臼
」

奈
良
時
代

　

手
原
遺
跡
の
く
び
れ
臼
は
奈
良
時
代
（
８

世
紀
）
に
掘
ら
れ
た
井
戸
の
底
、
深
さ
約
４ｍ

か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
材
質
は
ヒ
ノ
キ
で
、
大

き
さ
は
直
径
14㎝
、
高
さ
13㎝
で
、
全
国
的
に

見
て
も
大
変
珍
し
い
小
型
の
製
品
で
あ
り
、
穀

類
の
脱
穀
な
ど
に
使
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い

も
の
で
す
。
で
は
、
こ
の
臼
は
何
に
使
わ
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

井
戸
か
ら
同
時
に
出
土
し
た
桃
の
種
か
ら

は
薬
と
な
る
桃と
う
に
ん仁
が
取
り
出
せ
る
こ
と
と
、
手

原
遺
跡
内
か
ら
「
膏
」（
薬
）
と
書
か
れ
た

墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
薬
を

作
る
た
め
の
臼
と
推
理
し
ま
し
た
が
、
そ
の
用

途
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
く
び
れ
臼
は
５
月
25
日
㈯
か
ら
７
月
21

日
㈰
に
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
開
催
さ
れ
る

「
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
成
果
展
」
で
展
示

公
開
さ
れ
ま
す
。

井戸から出土した臼と桃の種井戸から出土した臼と桃の種

問出土文化財センター�TEL553-3359�ＦＡＸ553-3514

銅鐸に描かれた銅鐸に描かれた
臼と杵を使う弥生人臼と杵を使う弥生人
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