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文
化
財
セ
ン
タ
ー
通
信『
風
車
』、新
誌
面
に
な
り
ま
し
た
！

   

風
車
　
財
団
法
人
　
和
歌
山
県
文
化
財

セ
ン
タ
ー
の
発
行
す
る
情
報
誌
が
新
誌
面
に

変
わ
り
ま
し
た
。

　　

季
刊
情
報
誌
「
風
車
」
へ
と
変
わ
り
、

こ
れ
ま
で
親
し
ん
で
い
た
だ
い
た
ミ
ニ
情
報

誌
「
風
車
」
か
ら
さ
ら
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
、

年
四
回
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
を
皆
様
に
提

供
し
ま
す
。
和
歌
山
県
の
文
化
財
を
も
っ
と

身
近
に
、
親
し
み
や
す
い
も
の
に
し
て
い
き

た
い
と
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
同
の
願
い
で

す
。

　　

誌
面
は
今
ま
で
の
モ
ノ
ク
ロ
印
刷
か

ら
、
カ
ラ
ー
印
刷
に
変
わ
り
、
よ
り
リ
ア
ル

で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
発
掘
調
査
・
建
造
物
の

保
存
修
理
の
様
子
を
皆
様
に
お
伝
え
し
ま

す
。

　
内
容
に
つ
い
て
も
最
新
の
調
査
成
果
の
特

集
を
は
じ
め
、
そ
の
時
々
の
埋
蔵
文
化
財
・

建
造
物
の
短
信
を
掲
載
す
る
ほ
か
、
楽
し
い

読
み
物
を
充
実
さ
せ
ま
し
た
。

　
ご
好
評
を
い
た
だ
い
た
考
古
学
の
散
歩
道

が
連
載
企
画
と
な
り
、
第
一
回
目
は
「
紀
ノ

川
流
域
の
古
代
寺
院
」
と
題
し
て
年
四
回
の

連
載
記
事
を
掲
載
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
埋
蔵
文
化
財
・
建
造
物
の
コ
ラ

ム
を
掲
載
し
た
、
き
の
く
に
歴
史
小
話
で

は
、
建
造
物
課
、
埋
蔵
文
化
財
課
の
両
課
長

に
よ
る
裏
話
や
小
話
を
楽
し
く
、
わ
か
り
や

す
い
文
体
で
お
届
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

皆
様
か
ら
の
誌
面
に
対
す
る
要
望
・
感

想
・
励
ま
し
の
お
便
り
も
募
集
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
財
団
法
人
和
歌
山
県
文
化

財
セ
ン
タ
ー
と
、「
風
車
」
の
応
援
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　   

（
風
車
編
集
一
同
）

　 

藤
並
地
区
遺
跡
現
場

こ
ぼ
れ
話　

　
～
発
見
さ
れ
た
地じ

し
ん
こ
ん
せ
き

震
痕
跡
～

　

考
古
学
上
の
遺
跡
調
査
に
お
い
て
も
様
々

な
災
害
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
度
々
あ
り
ま

す
。
２
０
０
７
年
度
の
藤
並
地
区
遺
跡
調
査

に
お
い
て
、
地
震
に
よ
る
液え

き
じ
ょ
う
か
げ
ん
し
ょ
う

状
化
現
象
に

よ
っ
て
生
じ
た
噴ふ

ん

さ砂
の
跡
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

噴
砂
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か

け
て
の
水す

い

で

ん

こ

う

さ

く

ど

田
耕
作
土
に
覆
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
水
田
が
耕
作
さ
れ
て
い
た
直
前
の
時
代

も
し
く
は
こ
れ
ら
の
時
代
以
前
に
生
じ
た
大

地
震
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
噴
砂
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

藤並地区遺跡で発見された噴
ふ ん さ

砂
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藤
並
地
区
遺
跡
の
発
掘
調
査

約
５
ｍ

約4.3ｍ

奈良時代（約 1300 年前）の建物
穴の中には柱が腐らず残っていました

　
　
　
　
　
地
区
遺
跡
は
有
田
郡
有
田
川
町

天て
ん
ま満
ほ
か
に
位
置
す
る
遺
跡
で
す
。
現
在
、

道
路
工
事
に
先
立
っ
て
、
当
セ
ン
タ
ー
が
発

掘
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
藤
並
地
区
遺
跡
の
周
辺
は
、
古
く
か
ら
開

け
た
場
所
で
、
各
時
代
の
遺
跡
が
密
集
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、「
土は

ぶ生
」（
土
が
生
ま
れ
る
）

と
い
う
地
名
が
示
す
よ
う
に
、
良
質
の
粘
土

が
採
取
さ
れ
ま
す
。
こ
の
粘
土
を
使
い
、
窯

業
が
営
ま
れ
た
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

　
藤
並
地
区
遺
跡
に
人
類
が
始
め
て
足
跡
を

記
す
の
は
、
旧
石
器
時
代
（
約
一
三
〇
〇
〇

年
前 

）
の
こ
と
で
す
。
当
時
の
道
具
で
あ

る
石
器
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
り
ま
し
た
。

県
内
で
は
、
数
少
な
い
旧
石
器
時
代
の
遺
跡

と
し
て
、
近
く
の
土
生
池
遺
跡
と
並
ん
で
有

名
で
す
。

　
次
の
縄
文
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て

は
、
人
々
の
活
動
の
跡
が
目
立
ち
ま
せ
ん
。

た
だ
、
破
片
で
す
が
、
県
内
で
も
類
例
が
ま

れ
な
古
墳
時
代
の
焼
物
製
の
棺
（
陶と

う
か
ん棺
）
の

出
土
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　
藤
並
地
区
遺
跡
が
賑
わ
い
を
取
り
戻

す
の
は
、
奈
良
時
代
（
約
一
三
〇
〇
年

前
）
の
こ
と
で
す
。
約
五
メ
ー
ト
ル
四
方

の
建
物
跡
（
写
真
）
や
、
須
恵
器
の
窯
跡

（
土は

ぶ
い
け
か
ま
あ
と

生
池
窯
跡
）
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
土
生
池
窯
跡
か
ら
は
、
土
器
以
外
に
陶
製

の
お
寺
の
屋
根
飾
り
（
水す

い
え
ん煙
）
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
当
時
の
技
術
の
粋
を
集
め
て
作
ら

れ
た
古
代
寺
院
と
つ
な
が
り
が
あ
る
点
が
注

目
さ
れ
ま
す
。

　
次
の
中
世
の
遺
構
と
し
て
は
、
水
田

や
墓
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
墓
に
は
、
庶

民
の
使
う
お
椀わ

ん

（
瓦が
き
わ
ん

器
椀
）
が
入
っ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　
近
世
以
降
、
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
昭
和

三
〇
年
代
ま
で
は
良
質
な
粘
土
を
産
出
す
る

土
地
柄
を
生
か
し
瓦
作
り
も
盛
ん
で
し
た
。

　
最
後
に
、
現
在
の
発
掘
調
査
の
様
子
を

お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
、
調
査
を

進
め
て
い
る
地
点
か
ら
は
、
鋤す

き
み
ぞ溝
と
呼
ば

れ
る
耕
作
の
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
中
世

以
降
、
水
田
か
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た

場
所
の
よ
う
で
す
。
出
土
品
を
み
る
と
、
中

世
の
食
器
で
あ
る
瓦
器
が
目
立
ち
ま
す
。
一

点
だ
け
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
貨
幣
で
あ
る

寛か
ん
え
い
つ
う
ほ
う

永
通
宝
も
出
土
し
ま
し
た
。

　
調
査
は
、　
七
月
も
続
い
て
い
ま
す
。
調

査
地
は
、
吉
備
南
IC
を
下
り
て
す
ぐ
の
と
こ

ろ
で
す
。
調
査
は
平
日
だ
け
で
す
が
、
近
く

を
通
ら
れ
た
際
は
、
お
気
軽
に
見
学
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
　
　（
岩
井
　
顕
彦
）

藤
並
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五
月
十
二
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
、
き
の

く
に
歴
史
探
訪
館
に
て
、第
18
回
速
報
展
示
「
紀

州
の
歩
み
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
埋
蔵
文
化
財
の
分
野
で
は
、
六
ヶ
所
の
遺
跡

の
発
掘
調
査
成
果
を
パ
ネ
ル
と
出
土
遺
物
で
、

文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
の
分
野
で
は
、
二

件
の
保
存
修
理
事
業
の
様
子
を
、
パ
ネ
ル
で
紹

介
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
展
示
は
、
パ
ネ
ル
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

は
も
ち
ろ
ん
、
ポ
ス
タ
ー
や
解
説
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
ま
で
、
す
べ
て
セ
ン
タ
ー
職
員
の
手
作

り
で
し
た
。
そ
の
せ
い
か
、
少
し
地
味
な
も
の

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
か
わ
り
、
担
当
者
の
思

い
が
し
っ
か
り
見
え
る
、
手
作
り
の
良
さ
を
生

か
し
た
展
示
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
展
示
の
様
子
や
見
ど
こ
ろ
を
紹

介
し
ま
す
。
展
示
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
そ
う

で
な
い
方
も
、
速
報
展
の
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。（
岩
井
　
顕
彦
）



文化財建造物課 短信

旧き
ゅ
う
な
か
す
じ
け
じ
ゅ
う
た
く

中
筋
家
住
宅
の
未
指
定
文
化
財
建
造
物
　
　
　
　
　
　
　
　
御
船
　
達
雄

　　
旧き
ゅ
う
な
か
す
じ
け
じ
ゅ
う
た
く

中
筋
家
住
宅
は
主お
も
や屋
ほ
か
五
棟
が
重じ
ゅ
う
よ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

現
在
保
存
修
理
工
事
中
で
す
。
と
こ
ろ
で
同
じ
屋
敷
内
に
は
文
化
財
指
定
さ

れ
て
い
な
い
、
茶
室
、
味み

そ

べ

や

噌
部
屋
、
人じ
ん
り
き
し
ゃ
こ

力
車
庫
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
主

屋
な
ど
の
修
理
の
た
め
、
い
っ
た
ん
解
体
し
、
部
材
を
保
存
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
年
度
か
ら
復
旧
修
理
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。
平
成
二
〇
年
度
は
茶

室
と
人
力
車
庫
を
組
み
上
げ
ま
す
。

　
茶
室
は
主
屋
北
西
に
建
つ
、
桁け
た
ゆ
き行
三
間
、

梁は
り
ま間
二
間
、
平ひ
ら
や
だ
て

屋
建
、
寄よ
せ
む
ね
づ
く
り

棟
造
桟さ
ん
が
わ
ら瓦
葺ふ
き

屋
根

の
建
物
で
、
明
治
時
代
中
期
に
建
て
ら
れ
た
も

の
で
す
。
四
畳
半
の
茶
室
と
水
屋
よ
り
な
り
、

面
皮
柱
や
皮
付
き
の
竿
縁
、
垂た
る
き木
を
多
用
し
た

数す
う
き
や

寄
屋
建
築
で
す
。
修
復
後
は
公
開
さ
れ
、
茶

席
と
し
て
利
活
用
も
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
人
力
車
庫
は
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
半
、
平

屋
建
、
切
き
り
つ
ま
づ
く
り

妻
造
本
瓦
葺
屋
根
で
、
明
治
時
代
後

期
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。
表
門
北
西
に
近

接
し
、
北
側
に
牛
小
屋
、
南
側
に
人
力
車
庫
と

便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
力
車
庫
は
表

門
か
ら
独
立
し
て
い
ま
す
が
、
表
門
壁
面
に
は

前
身
建
物
が
取
り
つ
い
た
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
同
じ
よ
う
な
建
物
が
江
戸
時
代
に
も

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
屋
敷
構
成
上
重
要

な
建
物
と
言
え
ま
す
。
こ
こ
は
一
般
公
開
時
の

管
理
棟
と
し
て
使
用
さ
れ
る
予
定
で
す
。

金こ
ん
ご
う
さ
ん
ま
い
い
ん

剛
三
昧
院
客
殿
及
び
台
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
津
健
太
朗

　　
境け
い
だ
い内
に
あ
る
県
指
定
天て
ん
ね
ん
き
ね
ん
ぶ
つ

然
記
念
物
の
石し
ゃ
く
な
げ

楠
花
も
咲
き
終
わ
り
、
梅
雨
を

迎
え
て
暑
さ
が
増
し
て
来
ま
し
た
。

　
今
年
一
月
よ
り
始
ま
っ
た
工
事
は
現
在
、
客き
ゃ
く
で
ん殿
の
解
体
を
進
め
て
い
ま

す
。
桧ひ

わ

だ

や

ね

皮
屋
根
の
葺ふ

き
替
え
が
主
な
工
事
な
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
初
期

の
建
築
以
来
三
〇
〇
年
以
上
経
つ
客
殿
と
台
所
は
建
物
の
歪
み
が
目
立
つ

様
に
な
り
、
今
回
の
修
理
で
柱
を
中
心
に
軸じ
く
ぐ
み組

を
修
正
す
る
為
、
一
部
解
体
も
必
要
と
な
り
ま

し
た
。
解
体
と
い
っ
て
も
、
客
殿
は
方ほ
う
じ
ょ
う
け
ん
ち
く

丈
建
築

と
い
う
様
式
の
建
物
で
、
壁
が
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
建
具
を
取
り
外
せ
ば
ひ
と
つ
の
大
空

間
で
す
。
床と
こ
ぐ
み組
の
解
体
後
に
は
、
柱
の
不ふ
り
く陸
を

調
整
し
な
が
ら
順
次
建
て
起
こ
し
を
す
る
予
定

で
す
。

　
解
体
と
並
行
し
て
調
査
を
お
こ
な
う
中
で
、

客
殿
は
江
戸
時
代
中
期
と
明
治
時
代
後
期
に
改

修
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
江

戸
期
の
改
修
で
は
、
柱
に
代
わ
っ
て
差さ
し
か
も
い

鴨
居
と

い
う
大
き
な
横
架
材
で
荷
重
を
支
え
る
等
、
柱

間
の
改
造
が
目
立
ち
ま
す
。
明
治
期
の
改
修
で

は
「
持じ
ぶ
つ仏
の
間
」
の
拡
張
を
お
こ
な
い
、
紙
張

り
壁
も
す
べ
て
一
新
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
修
理
経
過
に
関
す
る
詳
し
い
報
告
は
冬
号
に

て
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

客殿「大広間」と襖絵（重要文化財）客殿「持仏の間」の解体状況

組み上げ中の茶室組み上げ中の人力車庫



紀ノ川流域の古代寺院

　 『 日
に ほ ん し ょ き

本 書 紀 』 欽
きんめい

明 天 皇 13 年 10 月 条 に 百
く だ ら

済 の 聖
せいめいおう

明 王 が 使
し し ゃ

者 を 遣 わ し、

金
こ ん ご う し ゃ か ぞ う

剛釈迦像、経論などをわが国に献上したことが記されています。これが教

科書などで仏
ぶっきょうこうでん

教公伝（538 年）といわれるものです。しかし、蘇
そ が

我、物
もののべ

部氏

による崇
すうぶつ

仏、廃
はいぶつ

仏派の対立を経て本格的な寺
じ い ん

院、飛
あ す か で ら

鳥寺が建
こんりゅう

立されるまでに

はそれから 50 年もの歳月を要しました。

　『日本書紀』によれば「天皇より、伴造 ( とものみやつこ ) にいたるまで、

造るところの寺、造ること能はずは朕皆助け作らん」と大和の有
ゆうりょくしぞく

力氏族や

地
ち ほ う ぐ ん じ

方郡司級氏族に氏
うじでらぞうえい

寺造営の奨
しょうれい

励と援助を約束したことを記しています。そ

の背景には、公
こ う ち こ う み ん せ い

地公民制への地
ち ほ う ご う ぞ く

方豪族の不満を懐
かいじゅう

柔するためであったといわ

れています。この施
せいさく

策によって、７世紀後半から８世紀にかけて各地で盛ん

に氏寺が建立されるようになります。豪族自らが檀
だんおつ

越となり、寺院の経営者

となることによって私有財産の隠れ蓑
みの

にすることができたとする見方もあり

ます。

　先進地域では郡
ぐん

以下の郷
ごう

の単位にまで造寺活動が盛んに行われることとな

りました。飛鳥時代には 50 カ寺以下であった寺院が『扶
ふ そ う り ゃ っ き

桑略記』によると

持 統 天 皇 ６ 年（692）

には全国で 545 寺あっ

たことが記されていま

す。

　紀伊国もこの仏教施

策 に 符 合 し ７ 世 紀 の

後半から８世紀にかけ

て 古 代 の 官 道 で あ る

南
な ん か い ど う

海 道 と 熊
く ま の か い ど う

野 街 道 に

沿 っ て 14 ヶ 寺 が 建 立

されています。　　　

　　

（続く）

紀ノ川

南海道

熊野街道

1．古佐田廃寺
2．神野々廃寺
3．名古曽廃寺
4．佐野廃寺
5．西国分廃寺
6．北山廃寺
7．最上廃寺
8．山口廃寺
9．直川廃寺
10．上野廃寺
11．薬勝寺廃寺
12．田殿廃寺
13．道成寺
14．三栖廃寺

冨加見　泰彦



建
築
彫
刻
の
話  

①                     

　
　
　
　
　
　
　
　
鳴
海
　
祥
博

　
古
い
お
寺
や
神
社
を
訪
ね
た
時
「
左ひ
だ
り
じ
ん
ご
ろ
う

甚
五
郎
の
作
」

と
い
う
曰
わ
く
あ
り
げ
な
彫
り
物
に
遭そ
う
ぐ
う遇
し
た
こ
と

は
有
り
ま
せ
ん
か
。「
左
甚
五
郎
」
の
学が
く
も
ん
て
き
し
ん
ぎ

問
的
真
偽
は

証
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
左
甚
五
郎
」
と

言
え
ば
寛か
ん
え
い永
十
三
年(

一
六
三
六)

に
造
営
さ
れ
た
日

光
東
照
宮
の
「
眠
り
猫
」
が
有
名
で
す
が
、
そ
れ
よ

り
三
十
年
前
の
慶
け
い
ち
ょ
う長
十
一
年(

一
六
〇
六)

に
建
立
さ

れ
た
和わ
か
う
ら
て
ん
ま
ん
ぐ
う

歌
浦
天
満
神
社
の
「
か
え
る
股ま
た

」
彫
刻
に
「
眠

り
猫
」
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

　
眠
り
猫
に
は
牡ぼ
た
ん丹
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
満

神
社
で
は
猫
の
ほ
か
に
「
蝶
」
が
い
ま
す
。「
猫
」
と

「
蝶
」
は
中
国
語
で
「
マ
ウ
」「
テ
ツ
」
と
発
音
し
ま
す
。

中
国
で
は
同
音
の
「
マ
ウ
」
は
「
耄
」(
七
〇
歳
を
意

味
す
る)

、「
テ
ツ
」
は
「
耋
」(

八
〇
歳
を
意
味
す
る)

に
な
ぞ
ら
え
て
、「
猫
」
と
「
蝶
」
は
長
寿
を
言
祝
ぐ

図
像
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
牡
丹
は
「
富
」
の
象
徴

で
す
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
和
歌
浦
天
満
神
社
の
方

が
中
国
直
伝
の
「
眠
り
猫
」
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　
建
築
彫
刻
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
登

場
し
た
の
で
す
。
し
か
し
や
が
て
「
彫
り
」
の
巧
み
さ
を

競
い
あ
い
、
図
像
の
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
る
、
そ
ん

な
歴
史
の
流
れ
を
こ
の
二
種
の
「
眠
り
猫
」
の
彫
刻
か
ら

知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

発
掘
屋
余
話
　
①
　
掘
り
出
し
物
　
　
　
　
　
　
　
　
村
田
　
弘

　
ご
く
た
ま
に
で
す
が
、
小
学
校
や
中
学
校
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機

会
が
あ
り
ま
す
。
社
会
科
の
授
業
の
一
環
と
し
て
、
土
器
な
ど
を
持
っ
て

行
き
、
実
際
に
触
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
考
古
学
の
話

を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
出で
ま
え
じ
ゅ
ぎ
ょ
う

前
授
業
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
授
業
の
と
き
、
き
ま
っ
て
出
て
く
る
質
問
に
「
こ
れ
ま
で
掘

り
出
し
た
中
で
何
が
一
番
す
ご
か
っ
た
？
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
す
が
に
三
十
年
近
く
発
掘
を
や
っ
て
い
る
と
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ

り
ま
す
ね
。
思
わ
ぬ
も
の
が
地
中
か
ら
出
て
き
ま
す
。
最
近
で
は
、
ほ
ぼ

完
形
に
近
い
弥
生
時
代
の
磨ま
せ
い
せ
っ
け
ん

製
石
剣
や
鹿
の
絵
が
描
か
れ
た
弥
生
時
代
の

壷つ
ぼ

な
ん
か
が
出
て
き
た
と
き
に
は
感
動
し
ま
し
た
。

　
で
も
、や
っ
ぱ
り
意
外
性
と
い
う
意
味
で
は
、ナ
イ
フ
と
機き
か
ん
じ
ゅ
う

関
銃
で
し
ょ

う
。
ナ
イ
フ
は
と
あ
る

4

4

4

建
物
の
建
替
え
に
伴
っ
て
調
査
を
し
て
い
た
と
き

の
こ
と
。
穴
の
中
か
ら
、
ナ
イ
フ
が
何
本
も
出
て
き
ま
し
た
。
後
で
知
っ

た
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
犯
罪
で
使
わ
れ
、
裁
判
も
終
わ
っ
た
後
、
廃
棄

処
分
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
機
関
銃
は
小
学
校
の
校
庭
で
の
こ
と
。
お
そ

ら
く
戦
後
の
ど
さ
く
さ
の
中
、
あ
わ
て
て
大
き
な
穴
を
掘
り
、
何
十
丁
も

の
機
関
銃
を
隠
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
さ
す
が
に
あ
の
時
は
驚
き
ま
し

た
。で
す
か
ら
子
供
た
ち
の
質
問
に
は
、ち
ょ
っ
と
ラ
ン
ボ
ー
で
す
が
、「
ナ

イ
フ
と
機
関
銃
」
と
答
え
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
あ
っ
、同
じ
質
問
を
家
内
か
ら
さ
れ
た
ら
別
で
す
よ
。そ
の
と
き
は
、「
た4

ぶ
ん
、
君
だ
ろ
う
ね

4

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
」
と
返
答
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
リ
ッ
プ
・
サ
ー
ビ
ス
で
す
け
ど
ね
。

日光東照宮の「眠り猫」 和歌浦天満宮の「猫に蝶」
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『地宝のひびき』
―第 3 回和歌山県内文化財調査報告会―

　日　時：平成 20 年 7 月 20 日（日）午後 12 時 50 分～午後 4 時 45 分
　会　場：和歌山県立図書館（きのくに志学館）２F 講義研修室
　主　催：（財）和歌山県文化財センター http://www.wabunse.or.jp/

県立紀伊風土記の丘

夏期企画展「きのくにの未盗掘古墳　
　　　　　　―古代からのタイムカプセル―」
　期　間：平成 20 年 7 月 12 日（土）～ 9 月 7 日（日） 
　主　催：県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp/

和歌山市立博物館

特別展「南紀男山焼」
　期　間：平成 20 年７月 19 日（土）～８月 31 日（日）
　主　催：和歌山市立博物館 http://www.wakayama-city-museum.com/

現場事務所一覧
　旧中筋家住宅保存修理事務所
　　和歌山市禰宜 148
　　℡：073(477)5969
　金剛三昧院保存修理事務所
　　高野町高野山 425 番地
　　℡：0736(56)5578
　京奈和自動車道遺跡発掘調査事務所
　　かつらぎ町西飯降地内
　　℡：0736(22)2534
　田辺城下町遺跡発掘調査事務所
　　田辺市南新町地内
　　℡：0739(24)8071
　藤並地区遺跡発掘調査事務所
　　有田川町大字天満地内
　　℡：0737(52)6518
　
調査事務所
　きのくに歴史探訪館

　　海南市築地 1 番地７
　　℡：073（483）4278


