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柱跡と考えられるピット（黒い部分）

新城上殿遺跡（　　）と確認された遺構箇所（●）
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は
じ
め
に　

　

今
月
は
西
普
天
間

住
宅
地
区
の
一
部
で

市
教
育
委
員
会
が
昨

年
度
に
実
施
し
た
試

掘
調
査
の
成
果
を
速

報
と
し
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

試
掘
調
査
の
内
容　

　

試
掘
調
査
と
は
、
地
下
に
あ
る
文
化
財
（
遺

跡
）
の
有
無
を
確
認
す
る
調
査
で
す
。
こ
の
試

掘
調
査
に
よ
っ
て
遺
跡
と
し
て
の
堆
積
状
況
や

大
ま
か
な
範
囲
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
西

普
天
間
住
宅
地
区
で
は
、
原
則
30
ｍ
間
隔
毎
に

４
ｍ
四
方
の
試
掘
坑
を
設
定
し
て
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。

試
掘
調
査
の
成
果　

　

平
成
27
年
３
月
に
48
箇
所
で
試
掘
調
査
を
実

施
し
、
そ
の
う
ち
７
箇
所
で
当
時
の
人
々
の
生

活
の
痕
跡
で
あ
る
遺
構
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

確
認
さ
れ
た

遺
構
の
多
く

は
ピ
ッ
ト
と

呼
ば
れ
る
20

〜
30
㎝
大
の

円
形
の
穴
の

跡
で
、
住
居

や
倉
庫
な
ど

の
柱
跡
で
あ

る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
建
物
の
大
き
さ
や
配
置
な
ど
は
不
明

で
す
が
、
同
地
点
か
ら
は
人
々
が
生
活
雑
器
と

し
て
使
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
グ
ス
ク
時
代

（
約
８
０
０
年
前
頃
）
の
土
器
片
や
陶
磁
器
な

ど
の
破
片
（
遺
物
）
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
の

こ
と
か
ら
、
確
認
さ
れ
た
遺
構
も
グ
ス
ク
時
代

に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
今

回
調
査
し
た
場
所
の
北
西
側
に
は
周
知
の
埋
蔵

文
化
財
包
蔵
地
で
あ
る
「
新

城

上

殿

遺

跡
」

（
グ
ス
ク
時
代
）
が
あ
り
、
今
回
の
遺
構
の
発

見
に
よ
っ
て
、
当
該
遺
跡
の
範
囲
が
南
東
側
へ

も
広
が
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
、
確
認
さ
れ
た
遺
構
の
詳
細
な
調
査
を

す
る
こ
と
で
遺
跡
の
範
囲
や
性
格
な
ど
を
知
る

新
た
な
発
見
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

2020

135

伊
佐
浜
の
土
地
闘
争
か
ら
60
年

　
今
年
は
戦
後
70

年
を
む
か
え
、
各
地
で
さ
ま

ざ
ま
な
催
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
１
９
４
５
（
昭

和
20

）
年
の
終
戦
か
ら
戦
後
復
興
を
遂
げ
、
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
間
に
も
い
ろ
い

ろ
な
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　
今
か
ら
60

年
前
の
１
９
５
５
（
昭
和
30

）
年

に
伊
佐
浜
に
住
む
住
民
、
32

戸
１
３
６
人
が
米

軍
に
よ
っ
て
強
制
的
に
土
地
を
奪
わ
れ
ま
し

た
。
米
軍
は
１
９
５
３
（
昭
和
28

）
年
に
土
地

収
用
令
を
公
布
し
、
県
内
各
地
で
土
地
接
収
を

強
行
し
ま
し
た
。
同
年
３
月
に
は
、
伊
佐
浜
で

約
３
万
坪
の
土
地
が
接
収
さ
れ
、
同
時
期
に
伊

江
島
で
も
接
収
が
起
り
ま
し
た
。

　
１
９
５
５
年
７
月
に
米
軍
は
、
さ
ら
に
10

万

坪
の
土
地
接
収
を
通
告
し
ま
し
た
。
伊
佐
浜
の

住
民
は
「
農
民
の
命 

土
地
を
守
れ
」
「
金
は
一

年 

土
地
は
万
年
」
の
幟
を
立
て
て
反
対
し
ま

し
た
。
７
月
19

日
の
早
朝
、
米
軍
は
伊
佐
浜
の

周
囲
を
バ
リ
ケ
ー
ド
で
張
り
め
ぐ
ら
し
、
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
や
ク
レ
ー
ン
車
で
家
屋
を
取
り
壊

し
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
船
で
北
谷
沖
か
ら
土
砂
を
す

く
い
上
げ
て
伊
佐
浜
の
田
畑
を
埋
め
ま
し
た
。

突
然
の
出
来
事
に
住
民
は
驚
き
、
戸
惑
い
を
隠

し
切
れ
な
い
状
況
で
し
た
。
住
む
家
を
失
っ
た

住
民
は
、
大
山
小
学
校
に
仮
設
さ
れ
た
住
居

で
過
ご
し
た
後
、
一
部
は
沖
縄
市
高
原
の
俗
称

〝
イ
ン
ヌ
ミ
ヤ
ー
ド
ゥ
イ
〞
へ
移
動
し
ま
し

た
。
移
住
し
た
住
民
は
、
ト
タ
ン
葺
き
の
規
格

住
宅
を
建
て
、
小
石
の
多
い
畑
を
耕
し
な
が
ら

の
生
活
を
始
め
ま
し
た
。
荒
れ
た
土
地
で
の
新

生
活
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
台
風
被

害
、
生
活
援
助
費
の
打
ち
切
り
と
度
重
な
る
苦

労
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
住
民
の
中
に
は
、
南
米

へ
移
民
し
た
方
も
い
ま
し
た
。

　
伊
佐
浜
の
土
地
闘
争
か
ら
60

年
。
現
在
の

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
内
に
あ
っ
た
伊
佐
浜
に
は
、

沖
縄
一
の
美
田
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
田
園
風
景

が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
そ
の
面
影
も

な
く
、
基
地
施
設
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
す
。

で
も
そ
こ
で
生
活
し
た
人
び
と
の
記
憶
に
は
、

か
つ
て
の
光
景
が
残
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
達

は
そ
の
記
憶
を
聞
き
取
り
、
記
録
と
し
て
残
し
、

後
世
へ
正
し
く
語
り
継
ぐ
こ
と
が
必
要
な
時
期

に
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
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7 ▲伊佐浜の土地闘争では各地からの支援者も

　集まった　１９５５（昭和30）年

伊
佐
浜
の
土
地
闘
争
か
ら
60
年

ぎのわんの歴史・文化遺産を歩く・茶ぐゎーゆんたく

い
こ
う

い
こ
う

ご
と

し

く
つ

と
う
じ
き

い
ぶ
つ

い
こ
う

と
う
が
い

あ
ら
ぐ
す
く
う
ぃ
ー
ぬ
と
ぅ
ん
い
せ
き

い
こ
う

い
こ
う


