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京
奈
和
自
動
車
道
（
紀
北
東
道
路
）
建
設

に
伴
う
発
掘
調
査
も
第
三
次
年
目
の
調
査
に

入
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
丁ち

ょ
う
の
ま
ち

ノ
町
・
妙み
ょ
う
じ寺

遺
跡
、
西に

し
い
ぶ
り

飯
降
Ⅱ
遺
跡
の
調
査
で
は
縄
文
時

代
か
ら
中
世
ま
で
多
く
の
遺
構
を
確
認
し
、

か
つ
ら
ぎ
町
に
展
開
さ
れ
て
き
た
先
人
達
の

生
活
の
一
部
分
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
本
年
度
は
中な

か
い
ぶ
り

飯
降
遺
跡
の
調
査
を
五

月
よ
り
お
こ
な
っ
て
お
り
、
和
歌
山
県
農
業

大
学
校
の
南
側
を
中
心
と
し
て
東
西
方
向
に

発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
調
査
は
現
在

の
と
こ
ろ
、
予
定
箇
所
の
約
三
〇
％
を
終
え

て
い
ま
す
。
成
果
の
中
で
特
に
注
目
で
き
る

も
の
は
、
縄
文
時
代
の
生
活
の
跡
が
見
つ

か
っ
た
調
査
地
の
東
側
の
地
区
で
す
。
興
味

が
あ
る
方
は
、
通
り
す
が
り
に
で
も
声
を
か

け
て
頂
け
れ
ば
、
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

調
査
地
南
東
の
９
区
で
は
、
縄
文
時
代
の

大お
お
が
た
た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

型
竪
穴
住
居
一
棟
と
い
く
つ
か
の
土ど
こ
う坑

を
発
見
し
ま
し
た
。
竪
穴
住
居
と
は
、
地
面

を
掘
り
下
げ
て
床
と
す
る
半は

ん
ち
か
こ
う
ぞ
う

地
下
構
造
の
建

物
で
、
日
本
列
島
で
は
縄
文
時
代
以
降
、
長

ら
く
住
居
の
主
流
で
し
た
。
今
回
発
見
し
た

竪
穴
住
居
は
、
直
径
約
一
四
ｍ
の
円え

ん
け
い
じ
ょ
う

形
状
で

あ
り
、
西
日
本
で
こ
れ
ほ
ど
巨
大
な
竪
穴
住

居
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
東
日
本
に
は
大

型
建
物
の
例
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
含

め
て
も
全
国
最
大
級
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

北
側
は
調
査
区
外
に
か
か
る
た
め
全
容
は
不

明
で
す
が
、総そ

う
め
ん
せ
き

面
積
は
一
五
〇
㎡
（
四
五
坪
）

以
上
と
推
定
で
き
ま
す
。
竪
穴
住
居
の
床
面

に
は
、
柱
を
据
え
る
た
め
に
掘
っ
た
柱は

し
ら
あ
な穴
が

あ
り
、
直
径
約
二
ｍ
、
深
さ
約
一
ｍ
と
巨
大

な
も
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
木
製
の
柱
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
直
径
三
〇
～
四
〇
㎝

の
柱
を
立
て
、
そ
の
周
囲
に
石
を
詰つ

め
て
固

定
し
た
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
大

規
模
で
堅
固
な
柱
穴
は
縄
文
時
代
で
は
異
例

で
あ
り
、
壮
大
な
建
物
が
想
像
で
き
ま
す
。

柱
穴
は
調
査
区
内
に
三
箇
所
あ
り
ま
す
が
、

全
体
を
復
元
す
る
と
柱
は
四
本
以
上
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
床ゆ

か
め
ん面
の
中
央
に
は
炉ろ
あ
と跡
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大型竪穴住居

１　調査地遠景（北西から）
２　柱穴の根固め石（拡大）
３　床面で発見された土器
４　竪穴住居の埋土の様子

５　南西の柱穴
６　炉跡
７　大型竪穴住居全景
　　（南東から）

竪穴住居
  断面図
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平面図　S=1:300

縄
文
時
代

西
日
本
最
大
の
竪
穴
住
居

日
本
最
大
の
竪
穴
住
居

１

３４ ２

５

６

７



中飯降遺跡８区の竪穴住居（右）と配石土坑（上）

縄
文
時
代
の

生
活
の
跡

が
あ
り
、
直
径
七
〇
㎝
、
深
さ
八
㎝
の
浅
い

く
ぼ
み
で
底
面
の
土
や
石
が
赤
く
焼
け
て
い

ま
す
。
大
型
竪
穴
住
居
が
建
て
ら
れ
た
時
期

は
、
埋
ま
っ
て
い
た
土
器
か
ら
縄
文
時
代
後

期
（
約
四
千
年
前
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

大
型
竪
穴
住
居
が
見
つ
か
っ
た
地
点
か
ら

約
四
〇
ｍ
西
の
８
区
で
も
、
大
型
竪
穴
住
居

と
同
じ
時
代
の
遺
構
群
が
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
大
型
竪
穴
住
居
よ
り
も
か

な
り
小
さ
な
竪
穴
住
居
が
一
棟
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
直
径
約
五
ｍ
の
円
形
の
浅
い
く
ぼ

み
の
中
央
に
地
面
が
赤
く
焼
け
た
炉
の
跡

が
、
く
ぼ
み
の
外が

い
え
ん縁
に
は
た
く
さ
ん
の
小
さ

な
柱
穴
が
あ
り
ま
し
た
。
竪
穴
住
居
の
隅す

み

に

は
小し

ょ
う
に
こ
つ

児
骨
を
納
め
た
と
さ
れ
て
い
る
埋う
め
が
め甕
も

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
地
上
に
直
接
屋
根
を
ふ

き
下
ろ
し
た
テ
ン
ト
状
の
建
物
の
跡
で
、
一

般
的
な
住
ま
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
竪
穴
住
居
の
近
く
に
は
、
長
さ
一
・
三
ｍ
、

幅
約
一
ｍ
の
穴
の
上
部
に
長
さ
三
〇
㎝
の
石

を
並
べ
た
配は

い
せ
き
ど
こ
う

石
土
坑
が
い
く
つ
か
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
墓は

か

の
一
種
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
も
土
器

の
底
を
打
ち
欠
い
て
納お

さ

め
た
土
坑
や
性
格
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
穴
が
数
多
く
み
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
大
型
竪
穴
住
居
の
周
辺
の
様
子
も
次
第

に
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
縄
文
時
代
以
降
に
つ
い
て
は
、
７
区
で

は
弥
生
時
代
末
か
ら
古
墳
時
代
初
め
に
か
け
て

の
方
形
の
竪
穴
住
居
が
二
棟
見
つ
か
り
ま
し

た
。
二
棟
は
重
な
っ
て
お
り
、
新
し
い
も
の
は

一
辺
約
六
ｍ
で
、
古
い
も
の
は
一
辺
約
四
ｍ
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
柱
穴
や
炉
跡
、
住
居
の
壁か

べ
ぎ
わ際
に

掘
ら
れ
た
溝
が
残
っ
て
い
ま
す
。
８
区
で
は
奈

良
時
代
の
掘ほ

っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物
が
二
棟
見
つ
か
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
一
棟
に
は
庇

ひ
さ
し
が
付
き
ま
す
。
４

区
で
は
中
世
の
掘
立
柱
建
物
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
鎌
倉
時
代
末
の
素す

や焼
き
の
皿
が
出
土
し
ま

し
た
。

　

今
回
見
つ
か
っ
た
縄
文
時
代
の
大
型
竪
穴
住

居
が
、
何
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
ま
だ

検
討
を
要
し
ま
す
が
、
縄
文
時
代
の
実
像
を
解

明
す
る
う
え
で
重
要
な
成
果
と
な
る
で
し
ょ

う
。
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
建
造
物
を
つ
く
っ
た

人
々
が
、
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
消
え
て
い
っ

た
の
か
、
想
像
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
残
念
な
が

ら
紙
面
が
尽
き
た
よ
う
で
す
。
ま
た
ご
報
告
で

き
る
機
会
ま
で
。（
中
飯
降
遺
跡
調
査
担
当
一
同
）
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化
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課 

短
信

町
並
（
伝で

ん
と
う
て
き
け
ん
ぞ
う
ぶ
つ
ぐ
ん

統
的
建
造
物
群
）
の
保
存
と
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

　

一
昨
年
県
内
で
初
め
て
、
湯
浅
町
の
北
町
を
中
心
と
し
た
醸
造
関
係
の
町

並
が
国
の
選
定
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
他
に
も
特
徴
あ
る
建
物
が
ま
と

ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
町
並
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
①
湯
浅
に
は
こ
の
地
域
以
外
に
、
近
世
熊く
ま
の
か
い
ど
う

野
街
道
筋
の
町
屋

群
、
②
捕ほ
げ
い鯨
で
有
名
な
太た
い
ぢ地
に
は
、
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
の
パ
ス
テ
ル
調
の

明
る
い
ペ
ン
キ
塗
住
宅
群
、
③
那な
ち
さ
ん

智
山
の
北
西
に
位
置
す
る
色い
ろ
か
わ川
は
、
広
大

な
棚た
な
だ田
の
復
活
と
里
山
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
山
村
集
落
、
④
白
浜
町
中
は

近
世
菱ひ
が
き
か
い
せ
ん

垣
回
船
船
主
の
集
落
で
、
大
規
模
で
上
質
な
切き
り
つ
ま
づ
く
り

妻
造
・
四し
め
ん
び
さ
し

面
庇
付
の

主
屋
と
附
属
屋
か
ら
な
る
住
宅
群
等
々
で
は
調
査
や
保
存
へ
の
動
き
が
は
じ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
並
は
住
宅
の
み
で
な
く
路
地
ま
で
の
生
活
空
間
や
そ
の
背
景
を
含
む
範

囲
で
、
単
な
る
保
存
で
な
く
ま
ち
づ
く
り
の
重
要
な
資
源
と
位
置
づ
け
、
地

域
住
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
た
活
動
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。（
山
本
新
平
）　

旧
中
筋
家
住
宅
・
表
門
の
出で

ご

う

し

ま

ど

格
子
窓

　

旧
中
筋
家
住
宅
の
表
門
は
、
間
口
が
約
三
〇
ｍ
も
あ
る
長
屋
門
で
、
そ
の

う
ち
正
面
（
南
面
）
と
東
面
の
開
口
部
に
は
出
格
子
窓
が
あ
り
ま
す
。
修
理

に
当
た
っ
て
こ
の
出
格
子
窓
は
一
旦
解
体
さ
れ
、
前
年
度
ま
で
の
修
理
工
事

の
中
で
、
傷
み
の
激
し
い
部
材
は
修
理
や
取
り
替
え
が
行
わ
れ
て
再
び
組
み

直
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
出
格
子
窓
に
は
主
に
桜
や
桧
ひ
の
き
の
良
質
な
材
が
使
わ
れ

て
お
り
、
多
く
の
部
材
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
出
来
て
い
ま
す
。
修
理

材
や
取
り
替
え
材
と
の
お
さ
ま
り
を
調
整
し
て
再
び
組
み
上
げ
て
い
く
の
は

大
工
の
手
間
が
か
か
る
作
業
で
す
が
、
出
来
る
限
り
古
材
を
残
す
こ
と
が
文

化
財
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
上
で
重
要
で
す
。

　

今
年
七
月
に
は
こ
の
表
門
を
覆
っ
て
い
た
仮
設
屋
根
が
撤
去
さ
れ
、
外
部

か
ら
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
完
成
し
た
出
格
子
窓

も
、
鎧よ
ろ
い
か
べ壁
と
相
ま
っ
て
中
筋
家
の
重
厚
な
門
構
え
を
形
作
っ
て
い
ま
す
。
現

在
は
引
き
続
き
、
土
壁
の
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
（
増
野
真
衣
）

太地の明るい町並

色川の広大な山村集落

仮設屋根を撤去した表門

出格子窓のアイソメトリック図



紀ノ川流域の古代寺院                                                  ―佐
さ や

野廃
は い じ

寺之巻―
　
　伊

い と ぐ ん

都郡には古
こ さ だ

佐田廃
は い じ

寺、神
こ の の

野々廃寺、名
な こ そ

古曽廃寺、佐
さ や

野廃寺が存在しています。
紀ノ川上流から下流に向かって賀

か み

美、 村
す ぐ り

主、 指
い ぶ り

理、 桑
くわはら

原の４郷
ごう

があったことが明
らかとなっていますから、 数の上からは１郷に１寺が建立されていたことになり
ます。 大和に最も近い位置にあり、 仏教施策の影響を敏感に受け入れた地域とい
えるでしょう。 この４寺に共通するのは、 本

も と や く し じ け い

薬師寺系の軒
のきがわら

瓦を有していることで
す。また、古佐田廃寺を除いては川

かわはらでら

原寺系の軒瓦も有しています。伊都郡は、『大
化 改

かいしんのみことのり

新 詔 』 第２条によると「凡
おおよ

そ畿内は名
な ば り

墾（名張） の横
よこかわ

河以来、 南は紀伊の
兄
せのやま

山（背の山）より以来 ･･･」と「畿内国」の南の境と記されていることから当時
畿内に含まれていたことがわかります。 この南の玄関口にあたるかつらぎ町に建
立されたのが佐野廃寺で、『日

に ほ ん り ょ う い き

本霊異記』 には「狭
さ や で ら

屋寺」 として登場しています。
かつて地元では「幻の寺」 といわれていましたが次第に全貌が明らかとなりまし
た。 創

そ う け ん じ

建時の瓦は川原寺系の軒瓦で、 奈良県御
ご せ し

所市の朝
あ さ づ ま は い じ

妻廃寺と同
どうはん

笵といわれて
い ま す。 発 掘 調 査 で 塔

とう

が 東 に、 金
こんどう

堂 が 西 に、 塔 の 北 側 に 講
こうどう

堂 が 建 つ「法
ほ っ き じ し き

起 寺 式」
の伽

が ら ん は い ち

藍配置であることもわかりました。 また、 講堂北東隅には六
ろっかくきょうぞう

角経蔵が存在す
ることも明らかとなりました。
　六角経蔵の発見にはエピソードがあります。当初３基の土

ど こ う

坑（実は柱
はしらほりかた

掘方だった）
が見つかっていました。 埋土は見た目には下層の弥生時代の遺構と同じく 黒

こくしょくど

色土
で、出土遺物も弥生土器のみでした。そのため、「３基が妙に規則的に並んでいるな」
と思いつつもそれ以上の考えには至りませんでした。 一人の学生にそのうちの１
基 の「 土 坑 の 断 面 を 精

せ い さ

査 し て く れ 」 と 頼 み ま し た。 し ば ら く し て、 そ の 学 生 が
「堆

たいせき

積の状態が縞
しまじょう

状になっている」と報告してきました。さらに、精査すると見事
に粘土と砂質土によって縞状になった版

はんちく

築の痕が見られたのです。 土坑の底まで
伸びる柱

はしらこんせき

痕跡と、 基
き て い ぶ

底部には約 30㎝の円形状に鉄分が沈
ちんちゃく

着しているのが確認でき
ました。 慌てて３基の土坑の内角を測ったところ、 それまで気づかなかったので
すが 120 度でした。「あと３基ある」と直感しました。なぜなら、六角形の内角の
和 は 720 度 だ か ら で す。 急

きゅうきょ

遽、 了 解
を 得 て 掘 り 拡 げ た と こ ろ 予 測 通 り 残
り ３ 基 の 柱 掘 方 が 見 事 に 見 つ か り ま
した。弥生時代の墓と思っていた遺構
は 実 は 奈 良 時 代 の 柱 跡 だ っ た の で す。
こうして、発掘調査による最初の白

はくほう

鳳
時 代 の 六 角 経 蔵 が 発 見 さ れ た の で す。
しかし、この大発見も残念ながら地方
版で取り上げられた程度で、後年奈良
県 加

か も り は い じ

守 廃 寺 で 同 種 の 遺 構 が 発 見 さ れ
たときとは格段の違いがありました。
　　　　　　　　　　　　　　（続く）

冨加見　泰彦

佐野廃寺六角経蔵
（『昭和 53 年度佐野廃寺発掘調査概要』1979   和歌山県教育委員会より）



　　

建
築
彫
刻
の
題
材
で
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
も
の
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
「
瓜

と
長
靴
」
の
彫
刻
で
、
紀
の
川
市
桃
山
町
に
あ
る
三み
ふ
ね
じ
ん
じ
ゃ

船
神
社
本ほ
ん
で
ん殿
の
「
手た
ば
さ挟
み
」
と
い

う
部
材
に
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
瓜
と
長
靴
」
と
向
か
い
合
う
手
挟
み
に
は
「
桃
の
花
と
実
」
が
彫
刻
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
彫
刻
は
一
対
に
な
っ
て
中
ち
ゅ
う
ご
く国
故こ

じ事
を
表
し
て
い
ま
す
。
で
は
ど

ん
な
故
事
か
と
い
う
と
「
瓜か
で
ん田
に
履く
つ

を
納い

れ
ず
（
瓜
と
長
靴
）、李り

か下
に
冠
か
ん
む
りを
整た
だ

さ
ず
（
桃

の
花
と
実
）」と
読
め
る
の
で
す
。
瓜
畑
の
中
で
靴
を
履は

き
直
そ
う
と
腰
を
か
が
め
た
り
、

桃
畑
の
中
で
曲
が
っ
た
冠
を
正
そ
う
と
手
を
上
げ
る
よ
う
な
仕し
ぐ
さ草
は
、
瓜
泥
棒
や
桃
泥

棒
と
間
違
わ
れ
る
、
そ
こ
か
ら
、
人
の
疑
い
を
招
き
や
す
い
行
為
は
慎
む
方
が
い
い
、

と
言
う
喩た
と

え
な
の
で
す
。
彫
り
物
を
見
て
、
そ
う
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

一
体
誰
が
こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
三
船
神
社
本
殿

は
天て
ん
し
ょ
う正
一
八
年(

一
五
九
〇)

に
高
野
山
の
木も
く
じ
き
お
う
ご

食
応
其
上
人
が
発ほ
つ
が
ん願
し
、
根
来
の
大

工
「
形ぎ
ょ
う
ぶ
ざ
え
も
ん

部
左
衛
門
丹た
ん
ご
の
か
み

後
守
藤
原
姓
吉
次
」
が
建
て
た
も
の
で
す
。
応
其
上
人
の
指
示
な

の
か
、
大
工
の
創
意
な
の
か
、
或
い
は
お
宮
の
神
主
さ
ん
の
意
向
な
の
で
し
ょ
う
か
。

今
と
な
っ
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
他
の
建
物
、
例
え
ば
慶
け
い
ち
ょ
う長
一
一
年(
一
六
〇
六)

に
建
立
さ
れ
た
和わ
か
う
ら

歌
浦
天て
ん
ま満
神
社
の
蟇
か
え
る
ま
た股
に
も
「
瓜
と
長
靴
」
の
彫
刻
が
あ
り
ま
す
。

恐
ら
く
は
中
国
か
ら
元

と
な
る
書
物
や
図ず
ぞ
う
し
ゅ
う

像
集
の

よ
う
な
も
の
が
伝
来
し
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
飾
り
物
の
よ
う
に

思
わ
れ
て
い
る
建
築
彫
刻

に
も
し
っ
か
り
し
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。（
鳴
海
祥
博
）

　

現
地
で
の
発
掘
調
査
が
終
わ
っ
た
後
、
発
掘
調
査
報
告
書
と
い
う
の

を
作
る
。
土
器
や
遺
構
の
写
真
・
図
な
ど
も
あ
る
が
、
結
構
文
章
も
多
い
。

　

そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
図
面
の
精
緻
さ
と
と
も
に
簡
に
し
て
要
を

得
た
説
明
文
。
つ
ま
り
文
章
力
で
す
ね
。
そ
の
せ
い
か
、
こ
の
業
界
、

文
学
的
素
養
が
深
く
、
筆
の
立
つ
ひ
と
が
多
い
。
先
年
亡
く
な
ら
れ
た

考
古
学
者
で
千
葉
の
歴
史
民
俗
博
物
館
の
館
長
で
あ
ら
れ
た
佐
原
真
さ

ん
も
そ
の
ひ
と
り
で
し
ょ
う
。
平
易
に
し
て
深
い
洞
察
力
あ
る
文
章
。

と
り
わ
け
本
職
外
の
随
筆
が
よ
か
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
＝
ラ
ム
と
寺
田

寅
彦
を
足
し
て
二
で
割
っ
た
よ
う
な
味
と
い
う
べ
き
か
。
フ
ァ
ン
で
し

た
。

　

古
く
は
、
本
邦
考
古
学
の
黎れ
い
め
い
き

明
期
に
活
躍
し
た
坪
井
正
五
郎
は
多
く

の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
。

　
　

遺
跡
に
て
よ
き
も
の
得
ん
と
あ
せ
る
と
き

　
　
　
　
　

心
は
せ
つ
き

4

4

4

(

石
器

)

胸
は
ど
き
ど
き

4

4

4

4

(

土
器
・
土
器

)

　

し
ゃ
れ
っ
気
、
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
ま
す
ね
ぇ
。
ユ
ー
モ
ア
と
い
え
ば
、

こ
の
業
界
で
は
何
と
い
っ
て
も
奈
良
大
学
の
酒
井
龍
一
氏
で
し
ょ
う
。

考
古
学
者
に
し
て
川
柳
作
家
。
い
つ
も
読
む
度
、
ニ
タ
リ
と
さ
せ
ら
れ

ま
す
。
数
多
く
の
作
品
の
中
で
、
ど
れ
を
推
す
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
が
、
わ
た
し
が
気
に
入
っ
て
い
る
の
は
次
の
一
首
。

　
　
　
　

美
人
で
も
遺
跡
を
掘
っ
て
い
い
で
す
か

　

う
ー
ん
。
こ
の
業
界
も
世
の
例
に
漏
れ
ず
、女
性
の
進
出
は
甚
は
な
は

だ
し
く
、

最
近
で
は
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
技
師
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
上
の

コ
メ
ン
ト
は
差
し
控
え
ま
し
ょ
う
。
怖
い
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
田　

弘
）

建
築
彫
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②      

発
掘
屋
余
話
　
②
　
発
掘
屋
の
文
章
力

三船神社本殿手挟み２

三船神社本殿手挟み１
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公開シンポジウム『岩陰と古墳－海辺に葬られた人々－』

　日　時：平成 20 年 10 月４日（土）午前 10 時 30 分～午後 4 時 40 分
　会　場：和歌山県立情報交流センター（ＢＩＧ・Ｕ）１F 多目的ホール
　主　催：財団法人和歌山県文化財センター http://www.wabunse.or.jp/
公開シンポジウム『縄文時代の実像に迫る－大型竪穴住居の発見によせて－』

　日　時：平成 20 年 10 月 19 日（日）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分
　会　場：かつらぎ総合文化会館「あじさいホール」研修室
　主　催：財団法人和歌山県文化財センター 
県立紀伊風土記の丘　
秋期企画展「こけしと木地職人の世界」

　期　間：平成 20 年 9 月 20 日（土）～ 11 月 24 日（祝・月） 
　主　催：県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp/
和歌山県立博物館

特別展「木食応其ＯＧＯ―秀吉から高野山を救った僧―」

　期　間：平成 20 年 10 月 18 日（土）～ 11 月 24 日（祝・月）
　主　催：和歌山県立博物館 http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/
橋本市郷土資料館

企画展「応其上人没後四〇〇年　溜池を築き農業を進めた恩人展」

　期　間：平成 20 年 10 月 1 日（水）～ 12 月 26 日（金）
　主　催：橋本市郷土資料館

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
　　℡：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
　県指定史跡水軒堤防発掘調査事務所
　　和歌山市西浜地内
　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
調査事務所
　きのくに歴史探訪館

　　海南市築地 1 －７
　　℡：073（483）4278


