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平
成
30
年
度

発
掘
調
査
を
実
施
報
告

文
化
財

　
調
査
し
た
の
は
、
宿
井
地
区
所
在

の
森
国
遺
跡
、
下
小
田
遺
跡
、
中
溝

遺
跡
と
麻
郷
地
区
所
在
の
守
吉
遺
跡

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
で
昔
か
ら

人
々
が
生
活
し
て
い
た
痕
跡
が
見
ら

れ
ま
す
。

　
今
回
ご
紹
介
は
８
月
10
日
に
実
施

す
る
発
掘
調
査
報
告
会
の
内
容
の
一

部
で
す
。

■
守
吉
遺
跡

　
守
吉
遺
跡
は
、麻
郷
地
区
に
あ
り
、

西
方
に
あ
る
呉く
れ
ろ
く
さ
ん

麓
山
か
ら
泊
団
地
に

接
し
た
城
山
へ
の
北
西
か
ら
東
南
方

向
へ
と
低
い
山
々
が
連
な
る
と
こ
ろ

か
ら
、
や
や
北
東
方
向
に
派
生
し
た

樹
枝
状
に
伸
び
る
丘
陵
の
先
端
に
位

置
し
て
い
ま
す
。

　

遺
跡
は
標
高
25
～
35
ｍ
の
低
い

丘
陵
部
に
あ
り
、
広
さ
は
東
西
約

１
２
０
ｍ
、
南
北
約
２
６
０
ｍ
で
、

今
回
の
調
査
面
積
は
、
国
営
ほ
場
整

備
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
エ
リ
ア
の

内
、
地
形
な
ど
を
考
慮
し
記
録
保
存

が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
内
北
側

の
５
９
７
㎡
（
以
下
『
１
地
区
』）

と
遺
跡
内
南
側
の
６
５
７
㎡
（
以
下

『
２
地
区
』）
の
２
ヵ
所
で
す
。

　
今
回
の
調
査
で
、
遺
構
は
、
守
吉

遺
跡
内
の
１
地
区
で
、
掘
立
柱
建
物

が
１
棟
以
上
、
溝
状
遺
構
が
３
条
、

土
坑
が
３
基
、
柱
穴
約
１
７
０
個
、

不
明
遺
構
11
基
が
確
認
さ
れ
、
遺
構

か
ら
主
に
室
町
時
代
の
瓦
質
土
器
の

足
鍋
片
も
し
く
は
鍋
片
な
ど
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
近
世
以
降
の
も
の
と

思
わ
れ
る
穴
や
溝
１
７
０
個
も
確
認

し
ま
し
た
。
２
地
区
で
は
溝
15
条
、

土
坑
２
基
、
柱
穴
２
個
が
確
認
さ

れ
、
遺
構
か
ら
は
中
世
の
土
師
器
や

近
世
以
降
の
瓦
な
ど
が
出
土
し
て
い

ま
す
。

　

全
体
的
に
出
土
し
た
遺
物
と
し

て
、
１
地
区
で
縄
文
土
器
、
弥
生
土

器
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
瓦
質
土
器
、

陶
器
、
磁
器
、
石
器
、
鉄
製
品
、
骨
、

２
地
区
で
土
師
器
、
陶
器
、
瓦
が
出

土
し
ま
し
た
。
骨
は
土
井
ヶ
浜
人
類

学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
学
芸
員
に
見
て

い
た
だ
き
、
馬
の
歯
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

　
調
査
の
結
果
、
守
吉
遺
跡
は
近
世

以
降
に
開
発
な
ど
を
行
っ
た
影
響
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
主
に
室
町
時

代
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
ま
た
、
出
土
遺
物
と
し

て
縄
文
時
代
～
近
世
ま
で
の
各
時
代

の
土
器
を
確
認
し
、
周
辺
に
も
長
い

期
間
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
痕
跡
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
今
後
周
辺
域
の
調
査
で
、
当
地

の
昔
の
様
相
が
徐
々
に
鮮
明
に
な
っ

て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

■
森
国
遺
跡

　
『
森
国
遺
跡
』
は
、
宿
井
地
区
に
あ

り
、
石
城
山
か
ら
南
西
に
伸
び
る
丘

陵
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
平
成
28
年

で
発
掘
調
査
を
終
え
た
『
石
の
口
Ｅ

遺
跡
』
の
南
東
部
分
に
位
置
し
ま
す
。

今
回
調
査
を
し
た
の
は
、
ほ
場
整
備

に
よ
り
遺
跡
に
影
響
の
あ
る
、
田
ん

ぼ
の
山
側
の
細
長
い
エ
リ
ア
で
、
柱

穴
や
溝
な
ど
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。

　
当
地
は
平
安
時
代
後
期
を
中
心
と

す
る
集
落
遺
跡
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

前
後
の
時
代
の
遺
物
も
出
土
し
て
い

ま
す
。

■
下
小
田
遺
跡

　
下
小
田
遺
跡
は
宿
井
地
区
、
森
国

遺
跡
の
東
側
、
丘
陵
の
尾
根
を
一
つ

越
え
た
と
こ
ろ
に
所
在
す
る
遺
跡
で

す
。

　
こ
の
遺
跡
は
平
安
時
代
後
期
を
中

心
と
す
る
遺
跡
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
古
墳
１
基
が
確
認
さ
れ
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
ま
す
。
古
墳
石
室
の
内

部
か
ら
は
、
複
数
の
時
期
の
も
の
と

み
ら
れ
る
遺
物
が
確
認
さ
れ
、
追
葬

が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

古
墳
時
代
後
期
の
耳
環
、
玉
類
、

鉄
製
品
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

▶
玉
類　
下
小
田
遺
跡
出
土

　
（
玉
類
お
よ
び
森
国
遺
跡
画
像
提

供
：
山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
）

▶
森
国
遺
跡
遺
構

▶
馬
の
歯　
守
吉
遺
跡
１
地
区
出
土
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主
任
相
談
員
　
久
保
ゆ
か
り

誰
も
が
わ
か
り
や
す
く
、

住
み
よ
い
地
域
に

な
っ
て
い
く
た
め
に

　
２
０
２
０
年
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
開
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
日
本

中
が
世
界
中
の
人
を
迎
え
入
れ
る
準

備
を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
準
備
の
一
つ
と
し
て
、
ス

ポ
ー
ツ
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
と
は
、
一
般

的
に『
絵
文
字
』『
絵
単
語
』な
ど
と
呼

ば
れ
、
何
ら
か
の
情
報
や
注
意
・
注

目
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
視
覚

記
号（
サ
イ
ン
）の
一
つ
で
す
。
文
章

で
表
現
す
る
代
わ
り
に
、
絵
や
記
号

と
い
っ
た
視
覚
的
な
図
で
表
現
す
る

こ
と
で
、
言
葉
に
し
ば
ら
れ
ず
に
内

容
を
直
感
的
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、人
と
人
を
繋
ぐ
ツ
ー
ル（
手

段
）
と
し
て
、
と
て
も
大
切
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

　
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
は
、
私
達
の
生
活

の
中
に
身
近
に
あ
り
生
活
の
一
部
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ト
イ
レ

や
非
常
口
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
、
手

段
や
手
助
け
が
あ
る
だ
け
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
広
が
り
、

困
っ
て
い
る
人
の
助
け
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
い
ろ
い
ろ
な
障
害
を
抱
え
て
い
る

人
が
地
域
で
生
活
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
人
に
少
し
の
手
助
け
や
使
え
る

ツ
ー
ル
を
使
う
こ
と
で
、
意
思
疎
通

が
図
れ
、
暮
ら
し
や
す
い
社
会
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
３
年
前
の
神
奈
川
県
相
模
原
市
の

障
害
者
支
援
施
設
で
起
き
た
事
件
が

世
間
を
震
撼
さ
せ
た
の
を
覚
え
て
お

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
ど
ん
な
重
い
障
害
を
お
持
ち
の
人

で
も
気
持
ち
が
な
い
、
何
も
わ
か
ら

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

人
の
考
え
は
あ
っ
て
も
伝
え
る
す
べ

が
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
、
私
達
健
常

者
の
ツ
ー
ル
で
は
通
用
し
な
か
っ
た

り
す
る
だ
け
で
す
。
お
互
い
が
使
え

る
ツ
ー
ル
を
用
い
関
わ
る
こ
と
が
で

き
る
と
、
も
っ
と
す
ご
し
や
す
い
社

会
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
『
障
が
い
の
あ
る
人
も
地
域
の
中

で
普
通
の
暮
ら
し
が
で
き
る
社
会
』

を
目
指
し
て
、
よ
り
よ
い
地
域
に
な

る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
が
大
切
だ

と
思
い
ま
す
。

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

た
ん
ぽ
ぽ
（
城
南
学
園
）

■
中
溝
遺
跡

　
中
溝
遺
跡
は
、
宿
井
地
区
に
あ
り
、

石
城
山
南
東
麓
に
あ
る
谷
状
地
形
の

や
や
標
高
の
高
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
遺
跡
は
、
国
営
緊
急
農
地
再
編

整
備
事
業
（
ほ
場
整
備
）
に
伴
い
平

成
25
年
に
試
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
弥
生
時
代
か
ら
近

世
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
工
事
に
よ
っ
て
削
平
さ

れ
る
部
分
に
つ
い
て
発
掘
調
査
を
行

う
事
に
な
り
ま
し
た
。

　
結
果
、
弥
生
時
代
中
期
か
ら
後
期

を
中
心
と
し
た
住
居
跡
3
棟
、
そ
れ

に
伴
う
貯
蔵
穴
2
基
な
ど
多
数
の
遺

構
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
ま
た
、
遺
物
を
多
く
含
ん
だ
地
層

か
ら
多
量
の
弥
生
土
器
を
発
見
し
ま

し
た
。
発
見
さ
れ
た
土
器
は
、
大
型

の
壺
や
甕か

め
、
中
に
は
、
無
頸
壺
（
む

け
い
つ
ぼ
）
と
呼
ば
れ
る
土
器
も
発

見
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
種
類
の
土
器
は
、
広
島
県
東

部
か
ら
岡
山
県
の
地
域
で
多
く
造
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
溝
遺
跡

で
発
見
さ
れ
た
無
形
壺
は
、
形
な
ど

の
特
徴
は
前
述
の
地
域
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
土
器
に

使
用
さ
れ
た
土
の
状
態
な
ど
を
観
察

す
る
と
遺
跡
の
あ
る
地
域
で
造
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。つ
ま
り
、

当
時
、
前
述
で
述
べ
た
地
域
の
ひ
と

が
移
り
住
ん
で
作
っ
た
モ
ノ
で
あ
る

可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、

出
土
し
た
遺
構
や
遺
物
の
多
く
は
整

理
作
業
中
で
す
。
今
後
、
整
理
し
た

資
料
を
も
と
に
遺
跡
の
性
格
な
ど
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　地面を掘る土木工事・解体工事・建築工
事（個人住宅工事を含む）などを行なう場
合、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地（遺
跡）に該当するかどうかを確認する必要が
あります。（『埋蔵文化財』とは住居跡や古
墳のような地面に築かれている『遺構』と、
土器や石器といった『遺物』のことをいい
ます。）
　工事予定場所が、周知の埋蔵文化財包蔵
地の範囲内にある場合、文化財保護法第
93条に基づき工事着手 60日前までに『埋
蔵文化財発掘届出書』を田布施町教育委員
会を経由して山口県教育委員会に提出し、
指示を受けることになります。
※家を建てるときは、家の基礎や浄化槽な
どで地面を掘る前に、旧家屋の解体をす
る際にも地面を掘ります。
※地盤改良の際にも忘れずにお問い合わせ
ください。
※工事の予定箇所が『周知の埋蔵文化財包
蔵地』の範囲内かどうかは、お問い合わ
せください。

ご存知ですか？
～遺跡のある場所で工事をする時は、

届出が必要です～
問社会教育課　☎ 52-5813

◀
貯
蔵
穴
中
溝
遺
跡
２
地
区
検
出


