
重
要
文
化
財
金
剛
三
昧
院
保
存
修
理
工
事 

「
客
殿
及
び
台
所
の
修
復
ト
ピ
ッ
ク
ス
」

特
集

連
載　埋

蔵
文
化
財
課 

短
信

　考
古
学
の
散
歩
道

　
　「海
人
の
世
界
」

　き
の
く
に
歴
史
小
話

　
　「建
築
彫
刻
の
話
」

　
　「発
掘
屋
余
話
」
　

上左上：現在修理中の外観
上左下：上段の間西広縁の現状
上中：上々段（手前）と上段（奥）
　　　の天井。この彫刻の様式から、
　　　江戸時代前期の建立と推定さ
　　　れていた。
上右：玄関小屋裏。中央上に棟札、
　　　左に上棟式に使用する「矢」
　　　が残る。
下：上段の間西広縁の当初の姿。

特
集

重
要
文
化
財
金
剛
三
昧
院
保
存
修
理
工
事

　
「
客
殿
及
び
台
所
の
修
復
ト
ピ
ッ
ク
ス
」連

載
文
化
財
建
造
物
課 

短
信

考
古
学
の
散
歩
道

「
紀
ノ
川
流
域
の
古
代
寺
院
」

き
の
く
に
歴
史
小
話

「
建
築
彫
刻
の
話
」

「
発
掘
屋
余
話
」
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　客
殿
及
び
台
所
の
修
理
工
事
も
開
始
か
ら

二
年
が
経
ち
、
解
体
し
て
い
た
床
組
な
ど
も

組
み
上
が
り
、
木
工
事
の
完
了
が
近
づ
い
て

き
ま
し
た
。
今
年
度
か
ら
は
屋
根
工
事
に
取

り
掛
か
り
、
一
年
半
か
け
て
約
千
平
米
（
約

三
百
坪
）の
桧ひ

皮わ
だ

屋
根
を
葺
き
か
え
ま
す
。

今
回
の
特
集
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
解
体
修
理

を
行
っ
た
部
分
の
調
査
な
ど
に
よ
り
、
新
た

に
判
明
し
た
事
柄
を
紹
介
し
ま
す
。

　今
回
の
修
理
で
一
番
期
待
し
た
こ
と
は
、

建
物
の
建
て
ら
れ
た（
建こ

ん

立り
ゅ
うさ
れ
た
）年
代
が

判
明
す
る
直
接
的
な
史
料
の
発
見
で
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
建
立
に
関
わ
る
棟
札
や
墨

書
な
ど
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
「
年
輪
年
代
法
」
の
結
果
や
、そ
の
他
様
々

な
発
見
に
よ
り
、
建
立
年
代
が
し
ぼ
ら
れ
た

ほ
か
、
建
物
が
改
変
さ
れ
て
い
く
過
程
を
か

な
り
明
確
に
辿
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　年
輪
年
代
法
と
は
、
一
年
に
一
つ
作
ら
れ

る
木
の
年
輪
の
間
隔
を
測
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
木
が
ど
の
時
期
に
生
長
し
た
の
か
特
定

し
、
条
件
に
よ
っ
て
は
伐
採
さ
れ
た
時
期
が

一
年
単
位
で
判
明
す
る
調
査
方
法
で
す
。
奈

良
文
化
財
研
究
所
に
依
頼
し
て
柱
数
本
を
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
最
も
遅
い
柱
で
一
六
一
九

年
か
ら
一
〇
年
程
度
後
に
伐
採
さ
れ
た
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。（
写
真
①
）こ
の
結
果
は
、

こ
れ
ま
で
建
物
の
様
式
な
ど
か
ら
江
戸
時
代

前
期
頃
（
一
七
世
紀
前
半
）
の
建
立
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
の
裏
付
と
な
り
ま
し
た
。

　さ
ら
に
柱
な
ど
に
残
さ
れ
た
様
々
な
痕
跡

や
、
解
体
途
中
で
見
つ
か
っ
た
墨
書
な
ど
に

よ
り
、
建
立
当
初
（
図
１
、
推
定
図
）
か
ら

現
在
（
図
２
）
ま
で
、
大
き
く
分
け
て
七
度

の
改
変
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、

各
時
期
の
姿
と
変
遷
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　今
回
の
修
理
で
見
つ
か
っ
た
墨
書
を
い
く

つ
か
紹
介
す
る
と
、
寺
務
所
の
床
の
間
（
写

真
②
）
と
角か

ど

の
間ま

の
鴨
居
（
写
真
③
）
に
は
年

号
の
記
さ
れ
た
墨
書
が
あ
り
、
上
段
の
大
床

裏
に
は
写
真
④
の
よ
う
な
落
書
き
と
年
号
が

記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
建
具
に
は
年

号
こ
そ
な
い
も
の
の
、
多
く
の
墨
書
が
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。（
写
真
⑤
）
　
　

　大
き
な
改
変
が
行
わ
れ
た
箇
所
を
挙
げ
る

院主部屋か

囲炉裏の間会中会奥

上段上々段

上段の間

次の間

角の間 大広間

南広縁

土室

土室の間
眠蔵 眠蔵

眠蔵

持仏の間

中門

明り取り

西室

寺務所 寺務所

東室

押入 押入 押入

台所
取り合い

北広縁

附属屋

納所部屋

弟子部屋

押入 押入

クツヌギ

角
の
間
西
広
縁

台
所
東
広
縁

西
濡
れ
縁

勝
手
口

上
段
西
広
縁

大きな改変が行われた箇所

西
濡
れ
縁

弟子部屋

納所 弟子部屋

押入 押入

北広縁

台所
上々段 上段

会中会奥 囲炉裏の間

上段の間

り取り明間の仏持
物入れ炊事場

次の間

台
所
東
広
縁

門中間広大間の角

寺務所西室 寺務所東室

縁広南所台縁広南門中縁広南

玄関

土室の間

上
段
西
広
縁

五
畳
の
間

角
の
間
西

所台関玄殿客

取
り
合
い

写真④

写真①

写真③

写真②写真⑤

図１　当初平面図（推定・点線部は想定） 図２　現状平面図（点線部は文化財指定範囲外）
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写真①調査は修理の際に切断した柱木口を写真撮影して行った。
写真②墨書より寛政三年（1791）に造られたことが判る。
写真③鴨居上面に記されていた安政五年（1858）の墨書。
写真④虎や人の絵の他、宝永二年（1705）年の墨書が見つかった。
写真⑤建具に残る墨書。
写真⑥玄関小屋裏に残存していた棟札。

と
、
客
殿
及
び
台
所
の
正
面
中
央
に
当
初
は

な
か
っ
た
玄
関
が
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。（
棟
札
に
よ
り
判
明
、

写
真
⑥
）
客
殿
部
分
で
は
、
角
の
間
西
広
縁

と
上
段
の
間
西
広
縁
が
畳
敷
き
の
部
屋
に
改

変
さ
れ
、
持
仏
の
間
北
側
に
あ
っ
た
三
室
の

「
眠め

ん

蔵ぞ
う

」
が
な
く
な
っ
た
代
わ
り
に
、
持
仏

の
間
が
拡
張
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
台
所
部
分

は
、
南
端
の
寺
務
所
と
北
端
の
納な

っ

所し
ょ

部べ

屋や

の

間
は
、
当
初
は
天
井
を
張
ら
ず
小
屋
裏
ま
で

吹
き
抜
け
の
大
空
間
で
し
た
が
、
現
状
は
そ

の
間
に
間
仕
切
り
を
設
け
て
部
屋
に
区
切
る

な
ど
、
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　修
理
に
当
た
り
、
建
物
本
来
の
価
値
が
明

確
な
姿
（
当
初
に
近
い
姿
で
あ
る
こ
と
が
多

い
）
と
、
使
い
続
け
る
た
め
の
機
能
を
考
慮

し
た
姿（
現
状
に
近
い
姿
で
あ
る
こ
と
が
多

い
）
の
相
反
す
る
条
件
を
出
来
る
だ
け
満
た

す
方
法
を
検
討
し
た
結
果
、
今
回
は
客
殿
部

分
で
は
現
状
の
ま
ま
修
理
を
行
い
、
台
所
部

分
で
は
近
代
以
降
に
改
変
さ
れ
た
部
分
を
撤

去
し
て
当
初
に
近
い
姿
に
戻
す
修
理
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　こ
の
中
で
、
上
段
の
間
西
広
縁
は
当
初
は

外
側
に
建
具
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
開
放
的
な

空
間
で
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
雰
囲
気
を
体

感
す
る
た
め
に
組
立
の
工
程
を
調
整
し
て
、

一
時
的
に
当
初
の
姿
を
再
現
し
て
み
ま
し

た
。（
表
紙
写
真
、
今
後
建
具
を
組
み
立
て

て
元
通
り
の
畳
敷
き
の
部
屋
に
な
り
ま
す
）

　調
査
を
し
て
い
て
気
が
付
い
た
面
白
い
発

見
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
実
は
こ
の
建
物
に

は
、
太
さ
の
異
な
る
二
種
類
の
柱
が
用
い
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
大
広
間
と
角
の
間
は
一

辺
が
一
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
四
寸
六
分
）

の
柱
、
そ
れ
よ
り
北
側
の
部
分
は
一
辺
が

一
二
．
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
四
寸
二
分
）

の
柱
と
、
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
差
が
あ

り
ま
す
。
見
た
目
に
は
あ
ま
り
気
が
付
か
な

い
差
で
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？
明
確
な
理
由
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
こ
の
建
物
が
建
て
ら
れ
る
前
に

存
在
し
た
建
物
と
何
か
関
連
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。（
こ
の
前
身

建
物
の
概
要
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
判
明

し
、
風
車
四
六
号
で
紹
介
し
ま
し
た
）

①

③

⑤

②

④

⑥
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　も
う
一
つ
、
大
広
間
と
角
の
間
の
南
面
に

は
舞ま

い

良ら

戸ど

と
呼
ば
れ
る
、
細
い
木
を
横
に
何

本
も
組
ん
だ
建
具
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

舞
良
戸
、
実
は
左
右
で
幅
が
異
な
っ
て
い
ま

す
。
他
に
例
の
な
い
珍
し
い
仕
様
で
す
が
、

こ
う
な
る
の
に
は
訳
が
あ
り
ま
し
た
。

　柱
に
は
辺へ

ん

付つ

け
と
い
う
材
料
が
付
い
て
い

て
、
建
具
を
開
け
る
と
開
け
た
ほ
う
の
建
具

が
こ
の
辺
付
け
に
当
た
り
ま
す
。
建
具
の
幅

が
同
じ
だ
と
、
開
け
た
と
き
に
辺
付
け
の
分

だ
け
建
具
が
飛
び
出
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

開
け
た
と
き
に
建
具
の
端
が
揃
う
よ
う
に
、

ち
ょ
う
ど
辺
付
け
分
だ
け
建
具
の
幅
に
差
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
舞
良
戸
の

内
側
に
入
る
障
子
も
、
開
け
た
時
に
端
が
揃

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
襖
も
こ
れ
と
同
じ
造
り

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　こ
ん
な
風
に
様
々
な
寸
法
の
建
具
を
作
る

の
は
と
て
も
手
間
の
掛
か
る
こ
と
で
す
が
、

一
体
何
故
そ
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

も
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
職
人

さ
ん
は
如
何
に
し
て
建
物
を
美
し
く
見
せ
よ

う
か
と
創
意
工
夫
を
し
て
、
こ
の
よ
う
な
細

や
か
な
配
慮
を
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
結
城

　啓
司
）

上右：舞良戸を閉めた状態。この状態では、建具の幅に差があることには
　　　気が付かない。

上中：舞良戸と障子を開けると、建具の端が揃う。建具の幅が同じであれ
　　　ば当然こうなるので、こちら側から見ると特に疑問は感じない。

左上：しかし、内側から見ると、開けた方の舞良戸は辺付けに当たってい
　　　ることがわかる。

左下：両方の建具を同じ幅だけずらしてみると、建具の幅に差があること
　　　がよくわかる。この差が、辺付けの幅と同じになっている。
下右：建具全体を見ると、見落としそうなほどの差しかない。
　　　（障子は取り外しています）



構
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
中
世

の
時
期
に
、
こ
の
辺
り
の
土
地
は
大
き
く
様
相

が
変
わ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　琴
柱
形
石
製
品
の
名
前
の
由
来
は
、
琴
の
弦

を
支
え
る
琴
柱
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ

う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
今
回
出
土
し
た
も
の

は
滑
石
製
で
、
高
さ
二
・
五
㎝
、
幅
二
・
五
㎝
、

厚
み
〇
・
七
㎝
の
大
き
さ
で
す
。
こ
れ
の
四
隅

に
は
直
径
一
㎜
に
も
満
た
な
い
細
い
孔
が
あ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
琴
柱
形
石
製
品
の
用

途
は
何
か
と
い
う
と
、
今
は
未
だ
正
確
な
こ
と

は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。全
国
の
出
土
例
で
は
、

古
墳
の
被
葬
者
の
頭
部
付
近
か
ら
発
見
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
れ
も
女
性
に
限
っ
て
い
る
そ

う
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
女
性
の
髪
を
飾
っ
て

い
た
も
の
か
、
護
符
の
様
な
お
守
り
と
い
う
説

が
有
力
で
す
。
琴
柱
形
石
製
品
が
出
土
し
た
こ

と
で
、
こ
の
辺

り
に
は
古
墳
が

存
在
し
た
可
能

性
が
大
き
い
と

言
え
ま
す
。

 

（
佐
伯 

和
也
）

紀
）、
古
代
末
（
平
安
時
代
後
期
・
一
〇
世
紀
）、

中
世（
鎌
倉
時
代
・
一
三
世
紀
）の
三
時
期
の
遺

構
や
遺
物
を
主
に
確
認
し
ま
し
た
。

　古
墳
時
代
で
は
溝
や
井
戸
と
考
え
ら
れ
る
遺

構
、
平
安
時
代
で
は
立
派
な
掘
形（
柱
を
立
て

る
た
め
に
掘
る
穴
）の
掘
立
柱
建
物
四
棟
を
見

つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
建
物
は
御
陵
の
北
側

に
隣
接
し
て
見
つ
か
っ
て
お
り
、
御
陵
に
関
係

し
た
建
物
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
鎌
倉

時
代
の
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
、
土
坑
、
溝
、
井

戸（
石
積
み
井
戸
・
素
掘
り
井
戸
）、
柱
穴
な
ど

を
見
つ
け
ま
し
た
。

　今
回
調
査
し
た
地
区
は
、
地
形
的
に
東
側
の

微
高
地
と
西
側
の
低
湿
地
に
大
き
く
分
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
前
述
し
た
三
時
期
の
遺
構
は

微
高
地
で
確
認
し
ま
し
た
。
低
湿
地
で
は
南
北

方
向
に
延
び
る
中
世
の
自
然
流
路
を
三
条
見
つ

け
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
底
の
高
さ
か
ら
判
断

し
て
北
に
向
っ
て
流
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　出
土
し
た
遺
物
で
特
に
紹
介
し
て
お
く
も
の

に
琴こ
と

柱
ば
し
ら

形が
た

石
製
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
遺
物

は
古
墳
か
ら
出
土
す
る
も
の
が
殆
ど
で
す
。
と

こ
ろ
が
中
世（
鎌
倉
時
代
）と
考
え
ら
れ
る
遺

坂
田
遺
跡
の
発
掘
調
査

　調
査
地
は
和
歌
山
市
坂
田
で
す
。
調
査
の
原

因
は
県
道
三
田
三
葛
線
改
良
工
事
の
計
画
が
も

ち
あ
が
り
、
そ
の
予
定
地
の
一
部
が
竃か
ま

山や
ま

神
社

古
墳
に
及
ん
だ
た
め
、
県
文
化
遺
産
課
が
道
路

建
設
予
定
地
内
に
お
い
て
、
確
認
調
査
を
実
施

し
た
と
こ
ろ
、遺
構
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
り
、

本
調
査
が
必
要
と
の
判
断
に
至
り
ま
し
た
。

　調
査
地
の
南
側
に
は
宮
内
庁
御
陵
で
あ
る
竃

山
神
社
古
墳
が
「
彦ひ
こ

五い
つ

瀬せ
の

命
み
こ
と

墓
」
と
し
て
管

理
さ
れ
て
い
ま
す
。
彦
五
瀬
命
の
逸
話
は
「
日

本
書
紀
」
に
記
載
さ
れ
、
命
は
神
武
天
皇
の
兄

で
あ
り
、
神
武
東
征
の
お
り
、
流
れ
矢
に
当
た

り
負
傷
し
、
こ
の
竃
山
の
地
で
没
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
「
延
喜
式
」
の
諸

陵
式
に
み
え

る
竃
山
墓
で

す
。　発

掘
調
査

の
成
果
と
し

て
は
、
古
墳

時
代
（
五
世

紀
～
六
世

調査地全景　北から

５

琴柱形石製品

埋
蔵
文
化
財
課

　短
信



冨加見 泰彦
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連載コラム　考古学の散歩道

　昨年は、紀伊の古代寺院について連載をしましたが、舞台を陸から海に転じることにします。
今年は海

かい

人
じん

について連載をしたいと思います。聞きなれない海人とはいったい誰のことでしょ
う。わたしなりには、海を専らとして生計を立てている人と解釈しています。具体的には、漁

ぎょ

撈
ろう

を糧
かて

としている人もいれば、巧みな航海術をもって生活の糧としている人もいます。こういっ
た人々を総称して海人と呼ぶようにしています。
　紀元前、長江河口部を中心として、東シナ海沿岸に広く分布していた原住民は「呉・越の民」
と呼ばれ、船を巧みに操り、漁撈を営む人々であったといわれています。彼らは、「断髪・文身」
など南方的な習俗を有していたといわれています。断髪とはザンバラ髪・文身とは入墨（刺青）
のことです。
　日本では、『魏志倭人伝』倭人の条に対馬の習俗として「今倭の水人好く沈没し、文身し亦以っ
て大魚、水

すい

禽
きん

を厭
はら

う」と文身の記述があります。『三国志』韓伝にも同様に文身の記述があります。
潜水に長けた海人の分布は、朝鮮半島南部・済州島・九州から瀬戸内にまで及んでいます。古
い文献によると「泉郎」「白水郎」と書かれアマと訓じています。

　海人にとって、ふんどしを長くしたり、自分を大きく
見せたり、恐く見せたりすることは、咬

こう

龍
りゅう

の害を避ける
ための共通する習俗なのです。考古学でもそのことを裏
付ける遺物が発見されています。

　左上は香川県善通寺市仙
せん

遊
ゆう

遺跡の箱形石
せっ

棺
かん

に描かれた人物で、左下は愛知県亀塚遺跡で見つ
かった土器に描かれた人物です。右は、和歌山県井

いん

辺
べ

八
はち

幡
まん

山
やま

古墳で見つかった埴輪で、文身と
ふんどしをしています。かつて海人が瀬戸内海・名古屋の方にも分布していたことを示す資料
といえるでしょう。

海人の世界    ― 文　身 ―



　写
真
は
紀
の
川
市
桃
山
町
に
あ

る
三
船
神
社
の
脇わ
き
し
ょ
う
じ

障
子
彫
刻
で
す
。

龍
が
剣
に
巻
き
付
き
、
切
っ
先
か

ら
飲
み
込
も
う
と
し
て
い
ま
す
。

背
景
は
切
り
立
っ
た
岸
壁
の
間
を

流
れ
落
ち
る
滝
と
水
し
ぶ
き
で
す
。

滝
口
の
中
央
に
は
岩
が
あ
り
そ
の

上
に
剣
が
立
っ
て
い
ま
す
。

　剣
の
柄
は
三さ
ん

鈷こ

杵し
ょ

と
い
う
密
教
独
特
の
仏
具
の
形
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
倶く

利り

伽か

羅ら

剣け
ん

と
い
う
不
動
明
王
の
持
っ
て
い
る
剣
で
す
。
人
間
の
邪
悪
な
心
、
煩
悩

を
打
ち
砕
く
剣
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
こ
の
剣
に
巻
き
付
く
龍
は
、
倶
利
伽
羅
龍

王
と
い
っ
て
不
動
明
王
が
変
身
し
た
姿
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
図
像

は
平
安
時
代
に
は
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
建
築
彫
刻
に
用
い
ら
れ

た
も
の
と
し
て
は
、
室
町
時
代
の
明
応
三
年（
一
四
九
四
）に
建
て
ら
れ
た
奈
良

法
隆
寺
の
子
院
・
北き
た

室む
ろ

院い
ん

本
堂
の
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

に
あ
り
ま
す
。
三
船
神
社
と
、
と
て
も

よ
く
似
た
彫
刻
で
す
。

　そ
れ
に
し
て
も
、
神
社
本
殿
の
彫
刻
に
不
動
明
王
を
象
徴
す
る
倶
利
伽
羅
龍
王

の
彫
刻
が
、
ど
う
い
う
訳
で
採
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　三
船
神
社
本
殿
は
天
正
一
八
年（
一
五
九
〇
）に
高
野
山
の
僧
、
木も
く

食じ
き

応お
う

其ご

上

人
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。
三
船
神
社
の
あ
る
安あ

楽ら

川か
わ

庄
は
当
時
高
野

山
領
で
し
た
。
し
か
も
神
仏
が
渾
然
と
し
て
い
た
時
代
で
す
。
こ
の
よ
う
な
図
像

は
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
倶

利
伽
羅
龍
王
な
の
か
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
回
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
鳴
海 

祥
博
）

　万
葉
を
代
表
す
る
歌
人
の
ひ
と
り
、
山
上
憶
良
に
、
冷
た
い
雨
の
降
る
夜
、
ひ

と
つ
屋
根
の
下
で
家
族
が
身
を
寄
せ
合
っ
て
眠
る
情
景
を
詠
っ
た
長
歌
が
あ
り
ま

す
。　『伏ふ

せ

廬い
ほ

の

　曲ま
げ

廬い
ほ

の
内
に

　直ひ
た

土つ
ち

に

　藁わ
ら

解と

き
敷
き
て

　父
母
は

　枕
の
方か
た

に

　妻
子
ど
も
は

　足
の
方
に

　囲か
く

み
居
て

　‥
‥
‥
』

　こ
の
住
居
は
地
面
を
掘
り
窪く
ぼ

め
た
竪た
て

穴あ
な

住
居
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
土
間
の
上
に

直
接
藁
を
敷
い
た
粗
末
な
つ
く
り
。
広
さ
も
さ
ほ
ど
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

　憶
良
の
こ
の
歌
は
奈
良
時
代
初
め
の
も
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
の
古

墳
時
代
も
、
さ
ら
に
前
の
弥
生
時
代
も
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
じ
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。
た
だ
、
大
き
く
言
え
ば
建
物
の
形
は
、
弥
生
時
代
は
円
形
で
す
し
、

古
墳
時
代
に
な
る
と
方
形
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
煮
炊
き
や
暖
を
と
る
施

設
も
炉
か
ら
竃
か
ま
ど
に
と
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
大
き
さ
は
、
直
径
六
メ
ー
ト
ル
、
あ
る

い
は
一
辺
五
メ
ー
ト
ル
前
後
が
平
均
的
な
大
き
さ
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
ひ
と
家

族
、
五
、六
人
が
暮
ら
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

　そ
れ
に
し
て
も
発
掘
で
竪
穴
住
居
を
掘
る
の
が
、
一
番
好
き
で
す
。
と
く
に
カ

マ
ド
や
炉
跡
を
掘
っ
て
い
て
、
当
時
の
灰
が
そ
の
ま
ま
出
て
き
た
り
、
火
で
赤
く

焼
け
た
壁
面
を
確
認
し
た
と
き
な
ど
は
、
一
瞬
は
る
か
な
時
空
を
超
え
て
当
時
住

ん
で
い
た
彼
ら
と
と
も
に
い
る
気
が
し
ま
す
。

　少
し
キ
ザ
で
す
が
、
も
っ
と
も
発
掘
に
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
と
き
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
何
十
棟
と
い
う
竪
穴
住
居
を
掘
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の

つ
ど
感
慨
深
い
思
い
に
駆
ら
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
掘
っ
た
数
で
は
竪
穴
住
居
よ

り
お
墓
で
し
ょ
う
ね
。
な
に
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
人
生
、
数
限
り
な
く
墓
穴
を
掘
っ

て
き
ま
し
た
か
ら―

―
―

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（村
田

　弘
）

発
掘
屋
余
話

　⑨

　
　竪
穴
住
居
の
ロ
マ
ン

建
築
彫
刻
の
話

　⑨

三船神社の脇障子彫刻

７
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　　　　　応じた産業も発達しています。江戸時代に和歌山の人々がどんなくらしをしていたのか、またどんな人た
　　　　　ちが活躍したのか、残された歴史資料から紹介します。
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　内　容：近年、和歌山県内では川辺遺跡・鳴神貝塚（和歌山市）、
　　　　　徳蔵地区遺跡（みなべ町）などで縄文時代の貴重な発見が
　　　　　相次いでいます。解明されつつある縄文人の姿を最新の
　　　　　研究成果とともに紹介します。
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