
　

埋蔵文化財 発掘調査

これまで謎の古代寺院とされてきた「野中廃寺」。このたびの発掘調査で、7世紀後半
（約1350年前）の白鳳時代に創建し、法起寺式という建物の配置（伽藍（がらん）配置）
であることが判明しました。土佐の古代史の大きな謎が解き明かされた成果をご紹介します。
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新発見！

現
地
説
明
会

　

７
月
11
日
に
、
現
地
説
明
会
を
開
催

し
、
約
１
２
０
名
の
方
が
遺
物
の
展
示

と
遺
構
の
説
明
に
熱
心
に
耳
を
傾
け

て
い
ま
し
た
。

所
在
地　
　

南
国
市
元
町
１
丁
目

野
中
廃
寺
と
は

　

野
中
廃
寺
は
、
江
戸
時
代
の
歴
史
書

に
既
に
古
代
寺
院
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
創
建
年
代
や
建
物
の

配
置
（
伽
藍
配
置
）
な
ど
詳
し
い
内
容

は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
ず
、
謎
の
古
代
寺

院
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

◎
大
型
の
掘
立
柱
建
物
跡
を
確
認

　

講
堂
の
東
側
か
ら
新
た
に
南
北
棟

の
大
型
掘
立
柱
建
物
跡
を
確
認
し
ま

し
た
。
建
物
面
積
は
約
124.7
㎡
に
も
な
り

ま
す
。

　

建
物
の
方
位
は
基
壇
の
向
き
に
合
わ

せ
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
硯

（
す
ず
り
）
に
転
用
さ
れ
た
須
恵
器
の

ふ
た
が
出
土
し
た
こ
と
で
、
僧
侶
な
ど

文
字
を
書
け
る
人
物
が
い
た
施
設
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
僧
が
生
活
す
る
施
設
で
あ
る
僧
房

の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
講
堂
の
北
に
も
同
じ
よ
う

な
構
造
の
建
物
が
見
つ
か
り
、
僧
房
は

東
か
ら
北
へ
位
置
を
変
え
て
建
て
替

え
た
よ
う
で
す
。

◎
出
土
遺
物
か
ら
、
寺
院
の
存
続
時
期

　
や
瓦
な
ど
が
判
明

　

軒
瓦
や
多
く
の
土
器
な
ど
が
出
土

調
査
成
果

◎
新
た
に
２
つ
の
基
壇（
き
だ
ん
）を
発
見
し
、

　
県
内
で
初
め
て
伽
藍
配
置
が
判
明

　

寺
院
を
形
成
す
る
主
要
な
建
物
の

こ
と
を
伽
藍
と
い
い
ま
す
。

　

古
代
寺
院
に
お
け
る「
基
壇（
建
物
を

支
え
る
盛
り
土
）」
は「
伽
藍
」
の
建
物

配
置
を
知
る
た
め
の
重
要
な
遺
構
で
す
。

　

大
陸
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
寺
院
建
築

は
、
重
量
の
あ
る
瓦
葺
き
建
物
を
置
く

た
め
に
版
築
（
は
ん
ち
く
）
と
い
う
当

時
の
最
新
技
術
で
地
盤
改
良
（
掘
込
み

地
業
）
を
行
っ
て
基
壇
を
つ
く
り
、
礎

石
の
上
に
柱
を
置
く
の
が
特
徴
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
中
門
と
金
堂
の
２
つ
の

基
壇
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
謎
の
建
物
配
置
と
思
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
新
た
に
２
つ
の
基
壇
が
見

つ
か
っ
た
こ
と
で
「
法
起
寺
式
（
ほ
っ

き
じ
し
き
）」
と
い
う
伽
藍
配
置
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

新
た
に
見
つ
か
っ
た
基
壇
は
上
部

が
削
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
地
下
に
残
っ

し
た
こ
と
で
、
い
つ
の
時
代
に
建
て
ら

れ
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
い

た
の
か
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
土
器

の
年
代
か
ら
、
７
世
紀
後
半
の
白
鳳
時

代
に
創
建
し
、
奈
良
時
代
に
最
も
栄
え

て
、
平
安
時
代
の
10
世
紀
頃
に
使
わ
れ

な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
出
土
し
た
特
筆
す
べ
き
遺
物

は
、「
二
彩
陶
器
（
に
さ
い
と
う
き
）」

「
鉄
鉢
型
須
恵
器（
て
っ
ぱ
つ
が
た
す

え
き
）」
な
ど
で
す
。
二
彩
陶
器
は

こ
れ
ま
で
県
内
で
出
土
し
た
遺
跡
が

２
ヵ
所
し
か
な
い
特
別
な
も
の
で
、
今

回
出
土
し
た
も
の
は
大
型
の
壺
や
瓶

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
講
堂
の
近
く
か
ら

出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
講
堂
に
安
置
さ

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

鉄
鉢
型
須
恵
器
は
、
僧
侶
の
修
行
や

食
事
な
ど
に
使
う
鉄
製
の
鉢
（
鉄
鉢
）

の
形
を
ま
ね
た
須
恵
器
で
、
主
に
寺
院

関
係
の
遺
跡
で
多
く
出
土
し
ま
す
。

た
地
盤
改
良
の
範
囲
で
お
お
よ
そ
の

基
壇
の
規
模
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
特
徴
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
講
堂

と
塔
の
基
壇
と
判
断
し
ま
し
た
。

　

講
堂
基
壇
は
創
建
当
初
の
規
模
が

東
西
約
29
ｍ
、
南
北
約
17
ｍ
あ
り
、
か

な
り
大
き
い
建
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

塔
基
壇
は
１
辺
約
12
ｍ
の
大
き
さ

で
す
。
礎
石
な
ど
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
瓦
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
範
囲

　

ま
た
、
出
土
し
た
軒
平
瓦
（
の
き
ひ

ら
が
わ
ら
）
の
文
様
は
県
内
の
み
な
ら

ず
県
外
の
古
代
寺
院
を
み
て
も
類
例

が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
も
の
で
、
更
な

る
調
査
・
研
究
に
よ
り
野
中
廃
寺
の
系

譜
や
存
続
時
期
の
特
定
に
繋
が
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

 

の
位
置
関
係
で
柱
の
配
置
が
推
測
で

き
ま
す
。

　

金
堂
基
壇
は
現
在
唯
一
上
部
が
残

る
基
壇
で
あ
り
版
築
の
土
層
も
最
も

良
好
に
残
っ
て
い
ま
す
。

◎
ま
と
め

　

今
回
の
調
査
で
新
た
に
２
つ
の
基

壇
を
発
見
し
、
法
起
寺
式
の
伽
藍
配
置

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
は
画

期
的
な
成
果
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
都
の
寺
院
建
築
に
関
す
る
当
時
の

最
新
技
術
を
、
積
極
的
に
取
り
入
れ
て

建
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
れ
は
大
化
の
改
新
後
、
都
を
中
心
と

し
た
国
づ
く
り
に
土
佐
が
ど
の
よ
う

に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
を
知
る

こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

野
中
廃
寺
か
ら
南
西
に
約
500
ｍ
の

位
置
に
は
、
若
宮
ノ
東
遺
跡
が
あ
り
、

近
年
の
発
掘
調
査
で
７
世
紀
後
半
の

役
所
の
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。　
　

　

７
世
紀
後
半
と
い
う
同
じ
時
期
に

出
現
し
た
寺
と
役
所
の
２
つ
の
施
設

か
ら
こ
の
地
域
の
有
力
者
の
存
在
が

見
え
て
き
ま
す
。

　

現
在
の
行
政
区
画
の
礎
が
築
か
れ

た
古
代
。
そ
の
時
代
に
出
現
し
た
寺

院
や
役
所
の
遺
跡
の
解
明
に
よ
っ
て
、

激
動
の
時
代
を
ど
の
よ
う
に
生
き
抜

い
た
か
、
私
た
ち
の
ル
ー
ツ
を
知
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

◎
お
わ
り
に

　

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
開
発
事
業
者

お
よ
び
地
権
者
の
方
を
は
じ
め
、
多
く

の
方
々
に
多
大
な
る
ご
支
援
・
ご
協
力

を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
と
も
文
化
財
調
査
へ
の
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
紹
介
し
た
成
果
の
詳
細

を
記
し
た
現
地
説
明
会
資
料
を
、
文
化

財
係
（
南
国
市
立
田
４
０
５
）
や
市
役

所
３
階
生
涯
学
習
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
文
化
財
係

　

☎
８
０
２
・
６
０
６
２
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壺地業
つぼちぎょう

壺地業
つぼちぎょう

自
然
堆
積
土

粘
土

自
然
堆
積
土

粘
土

基壇断面模式図二彩陶器（にさいとうき）軒平瓦（のきひらがわら）

金堂基壇版築土層建物の配置（伽藍配置）

四国銀行
南国支店

南国市役所

長岡西部保育所船入川

東
工
業
前

後
免
西
町

後
免
駅野中廃寺野中廃寺

塔基壇と柱痕跡

講堂

金堂

僧房

僧房

塔

中門
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