
唐
古
・
鍵
遺
跡

特特集集
国国史跡史跡

振
り
返
っ
て
み
た
。

「
唐
古
・
鍵
遺
跡
」
の
あ
ゆ
み
と
そ
の
意
義
を

未
来
へ
と
伝
え
て
い
く
た
め
に
、

古
代
か
ら
の
贈
り
物
を
大
切
に
守
り
、

二
千
年
の
時
を
超
え
て
届
い
た

邪
馬
台
国
論
争
に
一
石
を
投
じ
た
。

考
古
学
界
に
大
き
な
驚
き
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
、

特
に
、
楼
閣
が
描
か
れ
た
土
器
片
の
発
見
は
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

弥
生
人
の
生
活
が

遺
物
が
数
多
く
発
見
さ
れ
、

こ
の
地
か
ら
、
弥
生
時
代
の
遺
構
や

「
唐
古
・
鍵
遺
跡
」。

日
本
を
代
表
す
る
史
跡
で
あ
る

所
在
地
論
争
に
も
及
び
ま
し
た
。

く
変
え
る
と
と
も
に

と
で
大
和
陸
と

弥に
生高
層時建

の
交
渉
、

こ
の
絵
画

て
い
ま
す
。

な
特
別
な
建
物
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ

描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

て
い
ま
す

あ
り
はれ
て
い
ま
す

は る
、 、 「

、横

い
ま
し
た

上
の
構
造
を
も
つ
建
物
が
描
か
れ
て

画
土
器
で
す

徴
的
な
渦
巻
き
飾
り
が
描
か

特 復
唐
古

屋 ・

ま
た
紀
元
前
１

土
器
の
発

渦
巻
き
の
飾
り
や
鳥
が

。根
に
と
ま
る
鳥
を
表
現
し

。
代築

向
き
の
逆

元
楼
閣

の
イ
メ
ー

下
層
の
屋
根
の
上
に

。 屋
根
の
大
棟
や
軒
先
に

壷
の
胴
部
に
２
層
以

。
」が

、
邪
馬
台
国

「
あ
っ
た

Ｓ
見
は

ジ
を

、 、
中

大 国
き 大」

と
い
う
こ

世
紀
の

宗
教
的

字
形
の
線
刻
が

の
元
と
な
っ
た
絵

鍵
遺
跡
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

「
楼
閣
」が

「
楼
閣
」が
描描
かか
れれ
たた
土土
器
片
器
片

遺
跡
調
査
の
あ
ゆ
み

末
永
雅
雄
博
士
が

県
と
京
都
帝
国
大
学
に

掘
調
査
を
行
う

号
）
と
っ

の
後
、

は
明
治を

整
備
す

て
昭
和

橿11

田
松
治
郎 34

原年（神る １こ 宮９

行
っ
て
い
ま
す
。

を
自
費
出
版
し
、
・
昭
和
４
年
年（

こ指 と へと揮
を

３のに ６道よ な ）と （、りり

さ
ら
に
、

に
な
り
ま 現唐、ま

（
１
９
２
９
）

１
９
０
１
）

し
た
並在古

し 行の池
た し国の。。 奈て道土で

る
共
同
調
査
良発24 を、

者
森
本
六
爾
ら
も
小
規
模
な
発
掘
調
査
を

在
野
の
考
古
学

恒
男
親
子
が
採
集
品
の
図
録

に
地
元
の
飯そ

に
遡
り
ま
す
。

本
遺
跡
が
考
古
学
界
に
報
告
さ
れ
た
の

遺
跡
の
発
見
と
唐
古
池
の
調
査

第
調
査
を
継
続
し
ま
し
た
。

ぎ
、

た
、
古
・

次
調
査
以
降
は
田
原
本
町
が
引
き
継

13
古
学
研

お
、
第

調
査

究
次
調
査
ま
で
は
奈
良
県
立
橿
原
考

12
所
が
、

か
め
る
た
め
の
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た

が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

銅
鐸
鋳
型
な
ど
数
多
く
の
貴
重
な
遺
物

鍵
遺
跡

と
か
ら
、
遺
跡
名
が

が
行
わ
れ
ま
し
た

幼
稚
園
の
園
舎
建
築
に
伴
い
、

き
ま
し
た
が
、

の
再」

と
改
め
ら
れ
ま
し
た

へ

む
南
側
の
環
濠
を
鍵
地
区
で
検
出
し
た
こ

昭
和

戦
後
し
ば
ら
く
は
調
査
の
空
白
期
が
続

開昭
和 。 52

弥
生
時
代
研
究
の
基
礎
と
な
り
ま
し
た
。

調
査
の
６
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
報
告
書
は

会
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
ま
し
た

製
農
耕
具
が
出
土
し
、

こ
の
調
査
で
は
、

57
年（
１
９ 、

調
査
で
は

年（
１
９
７

８

「
唐
古
遺
跡
」 ７

２ ま
） 。

遺
跡
の
範
囲
を
確

か
ら 。）に。 たの な ま
「
唐

集
落
を
囲

第
３
次
調
査北 、

弥
生
時
代
が
農
耕
社

多
数
の
弥
生
土
器
と
木

園
へ
約
10

し
た
る
環
器
な

跡
、

し
た
し
たと ２ヘ

平
成。濠整ク

最
上
級

11 集
ど
が 棟の

確
認
調
査
。ま
た
こ
と備タ の年 落発ヒ が、さ （ 大ー

１
９
９
９

と見ス 行指
で
史れル しさイ わ定跡るが てれ勾

型
建
物
、

史
跡
指
定

れに指こ 認と
に

、
近
玉 、前

識 が 銅）に さ畿入な
後
し

定
の
機

遺 れ地っっ
たを跡 る

て
遺
運

方た
の受の にを褐
でけ中
す 心

至
り
代

、 表 の

鐸
鋳
造
関
連
跡
の
内

。公部 ます

鉄
鉱
容

弥
生
時
代
最
大
級炉容ま

が
高
ま
り

・

ら
れ
た

を
描
い
そ
し

に
な
り
ま
し
た
。

大
壷

の42 構
造 明

、
こた
土
器平
て
、と

や

し
ま
し
た
。

成遺
跡
片
」

ま
た
、

に
４
年

「
多
重
環
濠
集
落
」

万
平
方
メ
ー
ト
ル

査
な
ど
を
実
施
し
、

ら
か
と
なヵ

毎
年
３
〜
４
る

「 (

復
元

遺
跡

楼

の
出
土
が
大
き
く
報
じ

１
９
９

で
あ
る
こ
と
が
判
明

も
あ
る
日
本
最
大
級

の
２

こ
の
遺
跡
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と

。

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た

閣 ）

布
き
れ
な
ど
の
例
の
な
い
遺
物
の
出
土
は

前
期
の
木
棺
墓
と
大
陸
系
の
人
骨

鞘
入
り
石
剣
、

」 にを 「
吉
備
産
の

遺
跡
面
積

徐
々
に
遺
跡
の
範
囲
と

水
路
改
修
等
の
農
業
基
盤
整
備
に
伴
う
調

所
で
範
囲
確
認
調
査
や

内
容

建 楼
築 閣 、、

必
要
が
あ
り
ま
す
。

重
な
文
化
遺
産
を
未
来
へ
と
伝
え
て
い
く

な
の
で

面が
、
さ
れ
る

み
、 未

来そ
し
て
、

積

す こ へ
二
千
年
前
の
人
々
が
残
し
た
貴

。

か
ら
も
新
た
な
発
見

の
う
ち
１
割
に
と
ど
ま
り
ま
す

こ
れ
ま

町
民
の
憩

こ
う
し
てと

に
な

受
で 史
発 い跡 け
掘っと公 継
調 園が ぐ査
た
唐期 さ

れ
た

古

学
習
の
場
と

と
し
て
の

唐
待
さ
れ
る
遺
跡

・ 古鍵 ・
の遺し整

備。こ
は
遺
跡

跡
で
す

て
活
用
が

れ 進

鍵
遺
跡 「楼閣」が描かれた土器片（町指定文化財）「楼閣」が描かれた土器片（町指定文化財）
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第5次調査で出土した土器第5次調査で出土した土器

大型建物跡大型建物跡

翡翠（ひすい）製勾玉と
鳴石容器（蓋付）（町指定文化財）

製勾玉と

勾玉（大・小）

第1次調査第1次調査

末永雅雄博士末永雅雄博士



ま
ち
に
近
い
構
造
だ
っ
た

唐
古
・
鍵
遺
跡
が
も
つ
4
つ
の
顔

第
1
の
顔

４４
つ
の
顔
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

つ
の
顔
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
、

こ
こ
で
は
、

う
か
が
え
ま
す
。

う
か
が
え
ま
す
。

近
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

近
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

さ
ま
ざ
ま
な
手
工
業
も
営
む

さ
ま
ざ
ま
な
手
工
業
も
営
む

行
う
農
村
で
な
く
、

行
う
農
村
で
な
く
、

こ
の
遺
跡
が
米
づ
く
り
だ
け
を

こ
の
遺
跡
が
米
づ
く
り
だ
け
を

さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
か
ら
、

唐
古
唐
古
・

唐
古
唐
古
・
鍵
遺
跡
が
も
つ

鍵
遺
跡
が
も
つ

・

「
ま
ち
」

鍵
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た

にに

「
ま
ち
」

鍵
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た

・

農
耕
の
ム
ラ

念
な
が
ら
そ
の
痕
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ト
ル
離
れ
た
場
所
に
点
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
が

ま
す
。

こ
れ
ら
農
具
類
は
集
落
内
か
ら
多
量
に
見
つ
か
っ
て
い

庖
丁
、
お
米
を
脱
穀
す
る
た
め
の
大
臼
や
竪
杵
な
ど
で
、

す
る
た
め
の
木
製
の
鍬
や
鋤

ま
ざ
ま
な
農
具
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す

土
し
て
い
ま
す

に
唐
古た

だ
し
、

・

、

る
環
濠
集
落
で

唐
古
・

水
田
は
集
落
の
周
囲
１
〜
２
キ
ロ
メ
ー

。
ま 最

鍵
遺
跡
は

く
わ た 、

、
す
き

、
そ
の
お
米
を
作
る
た
め
の
さ

鍵
遺
跡
か
ら
は
多
量
の
炭
化
し
た
お
米
が
出

。

米
が
確
保
で
き
た
か
ら
で
し
ょ
う

の
穂
を
刈
り
取
る
石

稲

れ
を
示
す
よ
う

そ

が
一
年
を
通
し
て
生
活
で
き
た
の
は

。 主
食
と
す
る
お

、
。

が
住
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す

の
人
た
ち

こ
田
を
耕
起

水

　
、
残

盛
期
に
は
６
０
０
人
以
上
の
人
々

日
本
で
も
最
大
級
の
規
模
を
誇

第
2
の
顔

第
4
の
顔

特集 特集

都市構造の想定図

結束された稲穂と炭化した米・

木で作られた農具類

環
濠
を
め
ぐ
ら
す
ム
ラ

第
3
の
顔

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
し
た

川
船
が
奈
良
盆
地
へ
の
物
資
流
通
に
利
用
さ
れ
て
い

江
戸
時
代
ま
で
は

わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

し
て
い
る
こ
と
か
ら
船
を
利
用
し
た
物
資
流
通
に
使

目
は
「

。 運
唐 河
古 」
・
鍵
ム
ラ
の
環
濠
も
物
資
流
通
に
大

大
阪
湾
か
ら
大
和
川
を
遡
る

、

の
役
割
で
す

環
濠
は
河
川
に
連
結

。

部
の
水
を
排
水
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す

つ
目
は
ム
ラ
の
立
地
が
低
地
で
あ
る
た
め

備
え
て
敵
か
ら
ム
ラ
を
守
る
た
め
の
も
の
で
す

こ
の
唐
古

い
た
の
で
し
ょ
う
。

１
・
５

・

。

も
あ
る
大
規
模
な
も
の
で
す

、

は
７
メ
ー
ト
ル
前
後

。

い
ま
し
た

深
さ
１

・

環
濠
集
落
で
あ
る
唐
古

。

３
つ
の
機
能
が
推
定
さ
れ
ま
す

１
つ
は

鍵
ム
ラ
の
環
濠
の
役
割
に
つ
い
て
は

働
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
強
大
な
力
を
も
っ
て

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
も
の
で

大・

最
も
内
側
に
あ
る
「

５

０
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
が
居
住
域
で

大
環

、

、

鍵
ム
ラ
は
、

、 、
。集

　 ３ 。
つ
落
内２

戦
い
に

相
当
な
労

環
濠
の
総
延
長
は

〜
２
メ
ー
ト
ル

濠
」
は
、
幅

２
０
０
メ
ー
ト
ル
前
後
に
多
重
の
環
濠
を
巡
ら
せ
て

そ
の
周
囲
の
幅

直
径
４
０

環濠のイメージ

大環濠
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物
流
物
流
セセ
ンン
タタ
ーー

富
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

う
に
唐
古

ウ
ニ
な
ど
の
海
産
物
も
出
土
し
て
い
ま
す

な
ど
の
貴
重
な
玉
類

外
に
も

陸
路
な
ど
を
通
じ
て
交
流
が
あ
り
ま
し
た

地
域
や
天
竜
川
流
域

湾
岸
（
三

内
海
を
介
し
て
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た

の
土
器
が
出
土
し
て
お
り

庫
県
）

器
が
あ
り
ま
す
。
西
は
、

示
す
遺
物
に

部
地
方
の
人
々
と
交
流
を
し
て
い
ま
し
た

唐
古

新
潟
県
姫
川
の
ヒ
ス
イ
や
京
都
府
の
水
晶

、

鍵
ム
ラ
は
物
資
流
通
の
拠
点
と
な
り

・
や
吉
備

・
重
・
愛

( 、

知
、

岡
山
県
）

唐
古

タ
イ
や
サ
バ

（県
）

・
長
野
県

・
近

、、

鍵
ム
ラ
の
人
た
ち
は

）
江
（
滋

大
和
川
、、

。

河
内
（
大
阪
府
）

鍵

こ
の
よ

ア
カ
ニ
シ

賀。県

さ
ら
に
は
筑
紫

、

・。 。
土

の
土
器
が
あ
り

）・
器
以

信
濃、 、 、

東
は
伊
勢

そ
し
て
瀬
戸

（
福
岡
県
）

摂
津
（
兵

ム
ラ
に
運
ば
れ
て
き
た
土

そ
れ
を

北
部
九
州
か
ら
中

弥生時代の市の様子

吉備大壺吉備器台

弥
生
弥
生
のの
ハハ
イイ
テテ
クク
技技
術術

な
力
が
見
え
て
き
ま
す
。

最
大
規
模
を
誇
る
も
の
で

元
１
世
紀
頃
の
青
銅
器
生
産
と
し
て
は

釧
（
格
式
の
高
い
祭
器
で
あ
る
銅
鐸
の
ほ
か

わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す

土
し
て
お
り

で
は

腕 、
唐
古

輪 少 ・
）、
銅
鏃
な
ど
を
鋳
造
し
て
い
ま
し
た

石
製
か
ら
土
製
へ
の
技
術
革
新
が
行

、

器
の
工
房
が
あ
り
ま
し
た

ム
ラ
の
東
南
部

ま
ざ
ま
な
道
具
、

（
北

で
、 。
唐唐

す
。
そ
れ
ら
手
工
業
の
う
ち
、

古古

ム
ラ
の
風
下
に
配
置
さ
れ
た
よ
う
で
す

た
の
が
青
銅
器
の
鋳
造
で
す
。

鍵
ム
ラ
で
は
木
や
石
、

鍵
ム
ラ
の
強
大

・ 。 骨
鍵
ム、 、 。
ラ
の
近 こ

幼
稚
園
の
北
辺
り
）
に

を
加
工
し

強
大

畿
地
方
。 、
紀

銅
剣
や
銅

弥
生
時
代
最
も

数
の
石
製
鋳
型
と
多
数
の
土
製
鋳
型
が
出

の
工
房

特
に
専
門
性
が
高
か
っ

生
活
必
需
品
が
生
産
さ
れ
て
い
まさ、

火
を
使
う
こ
と
か
ら青
銅

銅鐸をつくる様子

土製の銅鐸鋳型外枠




