
の
調
査
区
を
設
定
し

て
、8
月
末
か
ら
発
掘

調
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

今
年
度
の
調
査
区

で
は
飛
鳥
時
代
か
ら

平
安
時
代
の
建
物
跡

や
、
土
坑
な
ど
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
昨
年
度

ま
で
の
調
査
で
、
開
法

寺
跡
の
東
側
に
は
区

画
施
設
（
南
北
約
80
ｍ
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、

今
年
度
の
調
査
区
（
35 -

1
区
）
は
こ
の
区
画
施
設
の
南

西
端
に
当
た
り
ま
す
。
区
画
施
設
の
内
側
で
は
２
０
０
年

に
わ
た
り
、
規
則
的
に
配
置
さ
れ
た
建
物
群
が
営
ま
れ
続

け
ま
し
た
。
ま
た
、
開
法
寺
跡
と
の
境
界
部
分
に
は
複
数

条
の
溝
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
区
画
施
設
の
西
側
の
溝
は
改

修
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ

▲2月10日に行われた現地説明会の様子

▲讃岐国府跡で発掘を行った場所

る
「
つ
め
い
し

詰
石
」
と
し
て
石

を
底
や
下
部
に
据
え
る

こ
と
は
多
い
の
で
す

が
、
写
真
④
で
は
途
中

に
石
が
入
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
柱
を
抜
い

た
後
の
埋
め
戻
し
を
行

う
中
で
石
を
入
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
土

器
の
か
け
ら
（
写
真
⑤
）
も
同
様
の
行
為
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
内
間
遺
跡
に
住
ん
で
い
た
い
に

し

え
古
の
人
々

は
、
家
を
建
て
替
え
る
時
に
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
柱
を
抜

き
、
そ
の
穴
の
一
部
に
石
や
土
器
片
を
入
れ
る
風
習
が
あ

っ
た
と
推
定
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
住
み
慣
れ
た
家
へ
の
感

謝
の
し
る
し
だ
っ
た
の
か
、
け
じ
め
の
儀
式
だ
っ
た
の
か

は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
行
為
の
痕
跡
を

た
ど
り
な
が
ら
、
昔
の
人
の
考
え
に
一
歩
で
も
迫
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

東
か
が
わ
市
町
田
に
あ
る
う

ち

ま

内
間
遺
跡
は
、
国
道
11
号
大

内
白
鳥
バ
イ
パ
ス
の
建
設
に
先
立
ち
平
成
26
年
度
か
ら

断
続
的
に
調
査
し
て
き
ま
し
た
。
最
終
年
度
の
今
回
は
遺

跡
西
端
付
近
を
調
査
し
、
農
業
用
水
路
の
延
長
部
分
や
古

代
・
中
世
・
近
世
の
建
物
跡
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。
中

で
も
柱
な
ど
を
立
て
た
「
柱
穴
」
は
調
査
地
全
体
に
広
が

り
、
そ
の
数
は
千
基
に
達
し
ま
す
（
写
真
①
）
。
建
物
を
建

て
替
え
な
が
ら
長
く
住
み
続
け
た
結
果
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
は
ま
ず
半
分
を
掘
り
、
断
面
で
土
の
堆
積
を
観

察
し
、
写
真
・
図
面
な
ど
の
記
録
後
に
掘
り
あ
げ
ま
す
（
写

真
②
）
。
柱
穴
の
中
に
は
石
や
土
器
片
が
入
っ
て
い
る
も

の
が
あ
り

ま
す
。  

柱

を
支
え
る

「 

ね

い

し 

根

石 

」

（
写
真
③
）

や
固
定
す

　

香
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
古
代
の
県
庁
と

い
え
る
讃
岐
国
府
の
位
置
と
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
平
成
21
年
度
か
ら
讃
岐
国
府
跡
探
索
事
業
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
今
年
度
は
府
中
町
本
村
に
あ
る
古
代
寺
院

の
開
法
寺
跡
の
東
側 (

開
法
寺
東
方
地
区
）に
約
３
５
０
㎡

資料紹介　軒丸瓦
　

平
成
30
年
2
月
に
軒
丸
瓦
が
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
瓦
は
『
香
川
県
史
第

13
巻  

資
料
編
考
古
』
で
陶
邑
瓦
窯
跡
資

料
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
瓦
で
、
寄

贈
者
に
よ
る
と
平
安
時
代
後
期
の
ま
す

え
畑
瓦
窯
跡
（
県
指
定
史
跡
、
綾
川
町

北
山
田
西
所
在
）
の
隣
接
地
で
見
つ

か
っ
て
お
り
、
同
窯
跡
で
焼
か
れ
た
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
瓦
当

の
直
径
は
9.7 

cm
と
小
さ
く
、
八
葉
素
弁

蓮
花
文
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

瓦
の
文
様
の
比
較
か
ら
、
こ
の
窯
跡

で
製
作
さ
れ
た
瓦
の
一
部
は
六
波
羅
光

寺
な
ど
の
京
都
の
寺
社
に
運
ば
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
今
回
寄

贈
さ
れ
た
瓦
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
す
え
畑
瓦
窯
跡
で
の
瓦
生
産
の

研
究
が
よ
り
一
層
進
め
ら
れ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

内
間
遺
跡
の
柱
穴
か
ら

垣
間
見
え
た
も
の

讃
岐
国
府
跡
発
掘
調
査

現
地
説
明
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

2
月
10
日
に
は
調
査
の
成
果
を
実
際
に
見
て
い
た
だ

く
現
地
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、
同
日
に
は
隣

接
す
る
開
法
寺
跡
発
掘
調
査
の
現
地
説
明
会
（
坂
出
市

教
育
委
員
会
主
催
）
も
合
同
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
あ
い
に

く
の
降
雨
で
足
元
が
悪
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
勢
の

方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▲土器片の入った柱穴
　写真⑤

▲途中に石の入った柱穴
　写真④

▲根石を持つ柱穴
　写真③

▲柱穴が多数出た調査区（北から撮影）写真①

▲柱穴の調査風景　写真②

坂出市都市計画図（1/2500）を縮小し、一部加工して利用

35-1区
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