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MANABI NO HIROBA

　
胡
桃
館
遺
跡
は
、
今
か
ら
約
１
千
年
前
の

十
和
田
火
山
の
噴
火
に
よ
る
シ
ラ
ス
洪
水
で

埋
没
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
平
安
時
代
の
遺

跡
。
イ
タ
リ
ア
・
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
火
山
の
大

噴
火
で
埋
ま
っ
た
ポ
ン
ペ
イ
遺
跡
に
例
え
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

　
昭
和
38
年
に
現
在
の
鷹
巣
中
学
校
野
球
場

整
備
の
際
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
の
発
掘
調

査
で
４
棟
の
建
物
跡
や
そ
の
周
り
を
取
り
囲 

む
柵
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に

出
土
し
た
木
簡（
文
字
が
書
か
れ
た
木
札
）が

37
年
後
の
平
成
16
年
に
独
立
行
政
法
人
奈
良

文
化
財
研
究
所（
以
下
「
奈
文
研
」
）の
調
査

で
解
読
さ
れ
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
市
と
奈

文
研
が
こ
の
６
月
か
ら
、
当
時
発
掘
さ
れ
た

建
築
部
材
全
体
に
つ
い
て
最
新
の
技
術
を
用

い
合
同
に
よ
る
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。 

  

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
遺
跡
の
特
徴
や
調
査

成
果
の
概
要
な
ど
を
地
域
の
み
な
さ
ん
に
紹

介
し
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
お
う
と
の
趣
旨

で
開
か
れ
た
も
の
で
、
司
会
に
は
遺
跡
発
見

当
時
、
鷹
巣
農
林
高
校
の
教
諭
と
し
て
調
査

に
携
わ
っ
た
元
県
立
博
物
館
長
の
冨
樫
泰
時

氏
を
、
ま
た
紹
介
者
と
し
て
今
回
の
調
査
に

あ
た
っ
て
い
る
奈
文
研
の
研
究
員
・
箱
崎
和

久
氏
を
招
き
、
同
氏
と
市
教
育
委
員
会
の
職

員
が
説
明
役
を
務
め
ま
し
た
。 

　
２
部
構
成
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

第
１
部
で
は
、
鷹
巣
西
小
学
校
の
児
童
が
出

演
、
朗
読
役
を
務
め
た
民
話
「
八
郎
太
郎
」

の
ビ
デ
オ
が
上
映
さ
れ
、
聴
き
手
に
訴
え
る

語
り
部
ぶ
り
に
参
加
者
も
感
心
し
な
が
ら
鑑

賞
し
て
い
ま
し
た
。
民
話
は
、
十
和
田
火
山

の
噴
火
や
シ
ラ
ス
洪
水
に
題
材
を
と
っ
た
も

の
と
言
わ
れ
、
同
小
の
６
年
生
は
、
こ
の
民

話
に
ま
つ
わ
る
場
所
を
訪
ね
、
ま
た
十
和
田

火
山
の
噴
火
に
つ
い
て
学
習
し
、
学
ぶ
楽
し

さ
を
体
験
し
て
い
ま
す
。 

  

　
第
２
部
で
は
、
遺
跡
の
概
要
説
明
の
あ
と
、

奈
文
研
・
箱
崎
研
究
員
が
、「
遺
跡
か
ら
の
出

土
建
物
の
一
つ
は
、
板
校
倉
と
呼
ば
れ
る
構

法
。
ま
た
別
の
建
物
は
静
岡
県
の
登
呂
遺
跡

で
発
見
さ
れ
た
よ
う
な
高
床
式
の
建
物
。
建

築
材
に
は
ノ
ミ
や
手
斧
な
ど
の
道
具
を
使
っ

た
痕
跡
が
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
」
と
、
専

門
的
な
観
点
か
ら
建
築
上
の
特
徴
を
紹
介
。 

　
そ
の
上
で
、「
部
材
が
、
当
時
の
状
態
を
保

持
し
て
発
掘
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
貴

重
」
「
平
安
時
代
の
こ
の
よ
う
な
建
築
物
の

遺
跡
が
地
方
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
他
に
例

が
な
く
、
日
本
建
築
史
の
空
白
を
埋
め
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
な
ど
と
、
発
見

の
重
要
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
し
た
。 

　
続
い
て
市
教
委
の
榎
本
剛
治
主
任
学
芸
員

が
出
土
木
簡
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。 

  

　
木
簡
は
こ
れ
ま
で
３
点
見
つ
か
り
、
赤
外

線
照
射
と
い
う
最
新
技
術
を
用
い
た
調
査
に

よ
っ
て
肉
眼
で
は
判
読
で
き
な
か
っ
た
墨
で

書
か
れ
た
文
字
の
解
明
が
進
ん
で
い
ま
す
。 

　
榎
本
学
芸
員
は
、「
玉
作
」
「
伴
」
な
ど
こ

の
地
方
に
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
人
の
名

前
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、「
米
一
升
」
「
米

三
合
」
な
ど
米
の
量
を
記
す
文
字
な
ど
か
ら
、

米
を
支
給
し
た
記
録
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
別
の
木
簡
に
は
読
経

し
た
記
録
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
建

物
に
は
寺
院
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
な

ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。 

　
参
加
者
の
関
心
も
高
く
、
質
疑
応
答
で
は

会
場
か
ら
「
建
物
の
上
屋
部
分
が
残
っ
て
い

な
い
の
は
、
洪
水
で
流
さ
れ
た
の
で
は
な
く

腐
食
が
原
因
で
は
」
な
ど
と
、
自
分
な
り
に

推
測
し
た
質
問
も
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　
遺
跡
合
同
調
査
は
今
年
の
末
ま
で
継
続
し

て
実
施
さ
れ
、
ま
と
ま
っ
た
調
査
結
果
が
報

告
さ
れ
る
予
定
で
す
。
調
査
に
つ
い
て
は
、

次
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 
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ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
胡
桃
館
遺
跡
を
考
え
る
」
が
８
月
４
日
、
鷹
巣

中
学
校
で
開
か
れ
、
考
古
学
フ
ァ
ン
な
ど
約
60
人
が
同
遺
跡
の
発
掘
成

果
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

日
本
の
ポ
ン
ペ
イ
﹁
胡
桃
館
遺
跡
﹂
を
考
え
る

■
十
和
田
火
山
噴
火
と
﹁
八
郎
太
郎
﹂
伝
説

■
ノ
ミ
の
加
工
跡
な
ど
が
残
る
建
築
材

■
最
新
の
技
術
を
用
い
墨
書
を
解
明

▲考古学ファンなど約６０人の市民が参加

したミニシンポジウム「胡桃館遺跡を考える」 

▲昭和４２年～４４年には、組織的な調査が

実施され貴重な建築材などが出土しました 

こ
の
６
月
か
ら
市
教
委
と
奈
良
文

化
財
研
究
所
が
合
同
調
査
を
開
始

ミニシンポジウム「胡桃館遺跡を考える」 

ち
ょ
う
な 

と
ろ 

い
た
あ
ぜ
く
ら 

く
る
み
だ
て 

　
こ
の
行
事
は
、
前
田
地
区
で
集
落
単
位
で
行

わ
れ
て
い
た
七
夕
行
事
を
一
堂
に
集
め
、
地
区

の
活
性
化
と
伝
統
芸
能
継
承
を
目
的
に
一
大
イ

ベ
ン
ト
と
と
し
て
盛
り
上
げ
よ
う
と
始
ま
っ
た

も
の
。
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
前
田
地
区
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
「
森
吉
山
麓
村
お
こ
し
会（
池

田
文
明
会
長
）
」
が
地
域
住
民
の
協
力
の
も
と

で
企
画
か
ら
運
営
ま
で
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
午
後
４
時
か
ら
始
ま
っ
た
イ
ベ
ン
ト
は
２
部

構
成
。
第
１
部
「
た
な
ば
た
ま
つ
り
」
は
前
田

小
学
校
の
ロ
ッ
ク
・
ソ
ー
ラ
ン
で
ス
タ
ー
ト
し
、

五
味
堀
餅
搗
踊
り
や
、
た
な
ば
た
踊
り
、
県
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
阿
仁
前
田

獅
子
踊
り
な
ど
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
日
が
沈

み
、
あ
た
り
が
夕
闇
に
包
ま
れ
た
午
後
７
時
に

は
、
祖
先
の
供
養
と
豊
作
や
家
内
安
全
な
ど
地

域
の
願
い
を
込
め
て
作
ら
れ
た
各
地
区
の
絵
灯

篭
が
内
陸
線
阿
仁
前
田
駅
前
を
出
発
、
集
落
内

を
お
囃
子
に
合
わ
せ
て
練
り
歩
き
ま
し
た
。 

　
繰
出
さ
れ
た
灯
篭
は
神
成
、
前
田
駅
前
、
小

又
な
ど
９
地
区
か
ら
９
台
。
美
人
画
や
武
者
絵
、

漫
画
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
が
描
か
れ
た
個
性

豊
か
な
灯
篭
の
行
列
が
会
場
内
に
入
る
と
、
そ

の
幻
想
的
な
美
し
さ
で
観
衆
を
魅
了
し
ま
し
た
。 

　
午
後
８
時
か
ら
行
わ
れ
た
開
会
セ
レ
モ
ニ
ー

の
あ
と
、
対
岸
の
河
川
敷
に
森
吉
山
を
か
た
ど

っ
た
ラ
イ
ン
や
「
よ
う
こ
そ
北
秋
田
へ
」
「
森

吉
山
火
ま
つ
り
」「
七
夕
供
養
」「
天
の
川
」
な

ど
の
文
字
、
ま
た
、
ク
マ
ゲ
ラ
の
形
が
炎
の
列

と
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
阿
仁
川
の
川
面
が
赤

く
照
ら
し
出
さ
れ
る
中
、
第
２
部
が
開
会
し
ま

し
た
。 

 

こ
の
後
、
割
物
や
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
の
花

火
が
次
々
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
ス
キ
ー

が
滑
降
す
る
姿
や
あ
き
た
北
空
港
を
飛
び
立
つ

飛
行
機
、
三
階
の
滝
な
ど
を
炎
と
仕
掛
花
火
で

演
出
し
、
会
場
を
喜
ば
せ
ま
し
た
。 

　
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
は
、
全
長
１
４
５
・
４
ｍ
（
森

吉
山
の
標
高
の
十
分
の
一
）
も
の
超
特
大
ナ
イ

ア
ガ
ラ
と
大
ス
タ
ー
マ
イ
ン
が
華
や
か
に
火
ま

つ
り
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。 

﹁
炎
﹂
の
演
出
、
郷
土
芸
能
な
ど
多
彩
に

森吉山麓たなばた火まつり 

　
旧
盆
の
七
夕
行
事
「
第
21
回
森
吉
山
麓
た
な
ば
た
火
ま
つ
り
（
池
田
文
明

実
行
委
員
長
）
」
が
８
月
７
日
、
阿
仁
前
田
・
河
川
公
園
を
主
会
場
に
開
催

さ
れ
、
地
区
内
外
か
ら
訪
れ
た
見
物
客
が
、
郷
土
芸
能
や
絵
灯
篭
、
花
火
な

ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

森
吉
山
麓
た
な
ば
た
火
ま
つ
り

▲夜空を華やかに彩った打ち上げ花火 

▲森吉山をイメージした仕掛花火 

▲七夕供養の文字やくまげら、奥森吉の 

　名瀑「三階の滝」を表現した火の演出 

前
田
小
児
童
に
よ
る
ロ
ッ
ク
ソ
ー
ラ
ン 

▲  
火
祭
り
太
鼓
の
迫
力
あ
る
演
奏 

▲  


