
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
カ
ラ
ス
キ
が
出
土

し
た
こ
と
に
よ
り
、
飛
鳥
時
代
に
牛
馬
耕

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。

　

展
示
で
は
出
土
し
た
農
耕
具
以
外
に
も

坂
出
市
の

か

わ

つ

し

も

ど

い

川
津
下
樋
遺
跡
な
ど
で
見
つ

か
っ
た
弥
生
時
代
前
期
の
水
田
跡
、
高
松

市
の
太
田
原
高
州
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た

弥
生
時
代
後
期
の
炭
化
し
た
米
、
む
か
し

の
米
の
調
理
法
な
ど
を
パ
ネ
ル
で
紹
介
し

ま
す
。

　　

現
代
で
は
米
は
身
近
な
食
料
で
あ
り
、

県
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
大
型
機
械
を

使
っ
た
米
作
り
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
県
内
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た

米
作
り
を
示
す
資
料
に
よ
り
、
機
械
も
な

い
む
か
し
の
ひ
と
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
技

術
で
米
を
作
っ
て
い
た
の
か
感
じ
取
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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の
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感
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思
い
ま
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横
井
南
原
遺
跡
は
高
松
市
香
南
町
横

井
に
所
在
し
ま
す
。
県
道
円
座
香
南
線

建
設
に
伴
い
調
査
を
行
っ
て
い
る
遺
跡

で
、
道
の
駅
の
北
側
に
あ
る
尾
池
の
西

側
に
位
置
し
、
南
か
ら
北
へ
緩
や
か
に

傾
斜
す
る
尾
根
斜
面
に
立
地
し
ま
す
。

試
掘
調
査
や
昨
年
度
の
調
査
で
は
古
代

の
溝
や
ピ
ッ
ト
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
調
査
で
は
弥
生
時
代
後
期

の
墓
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
埋
葬
施
設
は
長
さ
2.6
ｍ

、
幅
1.0

ｍ

の
長
方
形
で
、
深
さ
は
25
㎝

ほ
ど
で

す
。
埋
土
中
か
ら
ガ
ラ
ス
玉
が
1
点
出

土
し
ま
し
た
。
埋
葬
施
設
は
現
時
点
で

木
棺
と
考
え
て
い
ま
す
。
未
調
査
部
分

で
あ
る
西
側
を
除
き
、
南
北
８
ｍ

、
東
西

10
ｍ

以
上
の
範
囲
が
約
1.2
ｍ

の
溝
で
区

画
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

し
ゅ
う
こ
う
ぼ     

周
溝
墓

と
呼
ば
れ
る
弥
生
時
代
の
墓
で
、
高
松

市
内
で
は
同
じ
く
弥
生
時
代
後
期
の

は
や
し

林

・
ぼ
う
じ
ろ

坊
城
遺
跡
（
高
松
市
林
町
）
、
弥
生

時
代
中
期
の
お
お
た
は
ら
た
か
す

太
田
原
高
州
遺
跡
（
高
松

市
太
田
上
町
）
な
ど
で
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
周
溝
墓
は
、
埋
葬
施
設
を
区
画

す
る
溝
を
共
有
し
な
が
ら
集
団
で
造
営

さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
調
査
が
進
め
ば

隣
接
地
に
別
の
墓
が
見
つ
か
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
見
つ
か
っ
た
周
溝

墓
の
南
側
で
も
同
時
期
の
溝
が
数
条
検

出
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
を
今
後

明
ら
か
に
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

そ
の
他
に
江
戸
時
代
（
18
世
紀
後
半

〜
19
世
紀
）
の
溝
群
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
遺
跡
の
東
側
に
は
江
戸
時
代
に
築

造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
尾
池
が
あ

り
、
調
査
が
進
め
ば
江
戸
時
代
の
香
南

町
の
土
地
開
発
を
考
え
る
手
掛
か
り
が

得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　　

弥生時代の溝を掘り下げ中

埋葬施設を調査中

見つかった周溝墓

カラスキ（飛鳥時代）下川津遺跡

日

　時
： 

8
月
3
日
（
木
）　
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時
〜
12
時

場

　所
： 

横
井
南
原
遺
跡
（
高
松
市
香
南
町
横
井
）

対

　象
： 

小
学
校
５
・
６
年
生
と
中
学
生

﹁
子
ど
も
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
﹂
の
お
し
ら
せ

申込先

電
話
か
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

TEL

：0877-4
8
-2191

　

E-m
ail

：m
aib
u
n
@
p
ref.kag

aw
a.lg
.jp

詳
し
く
は
当
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

身
近
に
あ
る
遺
跡
を
自
由
研
究
の
テ
ー
マ
に
し
た
い
、
と
い
う

人
は
セ
ン
タ
ー
へ
。
専
門
職
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日

　時
： 

平
成
29
年
７
月
21
日
（
金
）
〜
８
月
21
日
（
月
）　

 

９
時
〜
17
時
（
土･

日
曜
日
・
祝
日
は
休
館
）

場

　所
： 

香
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

遺
跡
の
自
由
研
究
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク

◀掘った土は持ち帰って洗浄し、
　小さい遺物も見逃さないようにします。

発
掘
体
験
講
座

「
見
つ
け
よ
う
！
香
南
町
の
文
化
財
」

横
井
南
原
遺
跡
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米
作
り
は

じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

縄
文
時
代
晩
期
ご
ろ
に
大
陸

か
ら
北
部
九
州
に
伝
わ
り
、
ま
た
た
く
ま

に
日
本
各
地
に
広
が
り
ま
し
た
。
香
川
県

内
の
遺
跡
か
ら
も
木
製
の

の

う

こ

う

ぐ

農
耕
具
や
水
田

の
跡
、
炭
化
し
た
米
な
ど
米
作
り
を
示
す

も
の
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
展
示

で
は
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
米
作
り
の

あ

と跡
や

農
耕
具
な
ど
か
ら
む
か
し
の
米
作
り
を
紹

介
し
ま
す
。

　

高
松
市
の

は
や
し
林
・

ぼ
う
じ
ろ

坊
城
遺
跡
で
は
縄
文
時

代
晩
期
後
半
の
木
製
農
耕
具
が
出
土
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
水
田
を
耕
す
た
め
の
両

側
に
刃
の
つ
く

も

ろ

て

ぐ

わ

諸
手
鍬
と
、
水
田
の
表
面

を
平
坦
に
な
ら
す
え
ぶ
り
で
す
。
こ
れ
ら

の
農
耕
具
の
出
土
に
よ
り
、
北
部
九
州
の

み
な
ら
ず
県
内
で
も
縄
文
時
代
晩
期
後
半

に
米
作
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
の
木
製
品
は
県
内
で
も
多
数

出
土
し
て
お
り
、
さ
ぬ
き
市
の
か

べ

鴨
部
・

か

わ

た

川
田

遺
跡
、
高
松
市
の

た

ひ

ま

つ

ば

や

し

多
肥
松
林
遺
跡
な
ど
で

は
弥
生
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
鍬
な
ど
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
現
代
の
農

耕
具
と
は
異
な
り
、
刃
先
ま
で
木
製
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
坂
出
市

し

も

か

わ

づ

下
川
津
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
カ
ラ
ス
キ
も
注
目
す
べ
き
も
の

で
す
。
カ
ラ
ス
キ
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
か

ら
伝
わ
っ
た
牛
や
馬
に
引
か
せ
た

す

き鋤
で
、

当
時
日
本
最
古
の
カ
ラ
ス
キ
と
し
て
話
題
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水田跡（弥生時代）川津下樋遺跡　

炭化米検出状況（弥生時代）太田原高須遺跡　


