
文
化
財
建
造
物
竣
工
特
集

特
集

国宝　長保寺多宝塔　正平 12 年（1357）

文化財センター季刊情報誌【かざぐるま】

2012 冬号61
公益財団法人　和歌山県文化財センター

当センター文化財建造物課は、県内で複数の文化財建造物保存修理工
事の技術指導を行っておりますが、期せずして当節竣工を迎える工事
が重なりました。そこで今号の風車ではそれらを一挙に紹介します。
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熊
野
本
宮
大
社

所
在
地　
田
辺
市
本
宮
町
本
宮

修
理
対
象　
第
一
殿
・
第
二
殿
、第
三
殿
、第
四
殿

修
理
方
針　
屋
根
葺
替
・
部
分
修
理

修
理
期
間　
二
〇
一
〇
年
六
月
～
二
〇
一
二
年
三
月

現
在
の
社
殿
は
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の

大
水
害
で
流
失
を
免
れ
、
翌
々
年
ま
で
に
旧
社
地
で

あ
る
大お
お

斎ゆ
の

原は
ら

か
ら
高
台
の
現
社
地
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。

正
面
柱は
し
ら

間ま

五
間
の
第
一
殿
・
第
二
殿
、
正
面
柱

間
一
間
で
ほ
ぼ
同
規
模
の
第
三
殿
と
第
四
殿
の
三

棟
は
、
い
ず
れ
も
一
九
世
紀
の
始
め
に
建
て
ら
れ

た
建
物
で
、
部
材
が
大お
お

柄が
ら

な
点
で
共
通
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
入い
り

母も

屋や

造づ
く
り

の
屋
根
な
ど
熊
野
三
山
の

社
殿
形
式
を
今
に
伝
え
る
建
物
と
し
て
、
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
修
理
で
は
、
桧
皮
屋
根
の
全
面
葺
き
替

え
と
、
屋
根
下
地
や
棟
に
の
る
勝か
つ

男お

木ぎ

や
千ち

木ぎ

の

補
修
の
他
に
、
縁
廻
り
や
木き
ざ

階は
し

を
解
体
し
て
、
破

損
部
材
の
修
繕
や
取
り
替
え
も
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、
軒
廻
り
や
縁
廻
り
に
取
り
付
け
ら
れ
た
飾
り

金
具
に
は
金
箔
を
捺お

し
直
し
ま
し
た
。

平
成
二
三
年
九
月
に
は
、
台
風
一
二
号
の
被
害

に
よ
り
工
事
も
一
時
中
断
し
ま
し
た
が
、
年
度
内

に
は
無
事
竣
工
を
迎
え
て
、
四
〇
年
ぶ
り
に
桧
皮

屋
根
の
美
し
い
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。

熊
野
本
宮
大
社
で
は
、
社
殿
の
保
存
修
理
事
業

に
引
き
続
い
て
、
平
成
二
四
年
度
か
ら
二
五
年
度

に
か
け
て
、
国
指
定
の
史
跡
地
内
の
整
備
事
業
と

し
て
、
神
門
や
神し
ん

饌せ
ん

所し
ょ

、
社
殿
廻
り
の
鈴す
ず

門も
ん

と
瑞み
ず

垣が
き

な
ど
の
建
造
物
群
の
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
津
健
太
朗
）

文
化
財
建
造
物
竣
工
特
集

特
集

重要文化財　熊野本宮大社　第一殿・第二殿　享和２年（1802）

（左）重要文化財　熊野本宮大社　第三殿　享和２年（1802）
（右）重要文化財　熊野本宮大社　第四殿　文化７年（1810）
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長
保
寺

所
在
地　
海
南
市
下
津
町
上

修
理
対
象　
大
門
、多
宝
塔
、鎮
守
堂

修
理
方
針　
半
解
体
修
理（
大
門
）、屋
根
葺
替
・
部

分
修
理（
多
宝
塔
、鎮
守
堂
）

修
理
期
間　
二
〇
一
一
年
一
月
～
二
〇
一
二
年
一
二
月

大
門
は
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
解
体
修

理
し
て
以
降
、
台
風
の
被
害
な
ど
で
数
度
の
部
分

的
な
補
修
は
あ
り
ま
し
た
が
、
約
百
年
ぶ
り
に
本

格
的
な
修
理
を
実
施
し
ま
し
た
。
軒の
き

の
出
が
大
き

い
た
め
、
次
第
に
軒
が
下
が
っ
て
、
軒
を
支
え
る

部
材
の
変
形
や
破
損
も
目
立
ち
ま
し
た
。
修
理
は

ま
ず
、
土
を
用
い
て
葺
い
た
屋
根
瓦
を
降
ろ
し
、

そ
の
下
の
野の

地じ

ま
で
解
体
し
た
状
態
で
、
軸じ
く

組ぐ
み

部

分
や
軒
廻
り
の
高
さ
調
整
を
行
い
ま
し
た
。
破
損

し
た
軒
廻
り
部
材
の
修
繕
、
腐
朽
し
た
野
地
部
材

の
取
り
替
え
と
進
め
て
、
瓦
葺
で
は
土
を
使
わ
ず
、

木
製
下
地
と
銅
板
を
用
い
た
空か
ら

葺ぶ
き

工
法
と
す
る
こ

と
で
、
屋
根
荷
重
を
軽
減
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、

小
屋
組
内
で
は
構
造
的
な
補
強
も
行
い
、
軒
の
垂

下
の
抑
制
を
図
り
ま
し
た
。

多
宝
塔
は
昭
和
三
年
に
解
体
修
理
さ
れ
て
以
降
、

大
門
と
同
様
に
小
修
理
を
重
ね
、
約
八
〇
年
ぶ
り

に
本
格
的
な
修
理
を
実
施
し
ま
し
た
。
屋
根
瓦
の

破
損
箇
所
が
目
立
ち
、
そ
の
下
の
木
部
の
破
損
が

心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
幸
い
に
も
小
屋
組
は
健
全

で
し
た
。
下
層
北
面
で
軒
先
部
材
の
取
り
替
え
と

野
地
の
部
分
修
理
を
行
い
、
瓦
葺
は
大
門
と
同
様

の
空
葺
工
法
と
し
ま
し
た
。
破
損
の
目
立
っ
て
い

た
相そ

う

輪り
ん

も
い
っ
た
ん
解
体
し
て
修
理
し
て
い
ま
す
。

鎮
守
堂
は
多
宝
塔
と
同
じ
く
昭
和
三
年
に
解
体

修
理
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
四
年
以
来
二
度
目
の

桧
皮
全
面
葺
き
替
え
と
な
り
ま
し
た
。
周
辺
樹
木

の
生
長
が
著
し
く
、
保
存
修
理
事
業
と
は
別
に
史

跡
地
内
の
整
備
と
し
て
樹
木
の
剪
定
が
実
施
さ
れ

た
こ
と
で
、
建
物
の
環
境
が
大
き
く
改
善
さ
れ
ま

し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
津
健
太
朗
）

国宝　長保寺大門　嘉慶2年（1388）

重要文化財　長保寺鎮守堂　鎌倉時代後期



4

  
金
剛
三
昧
院

所
在
地　
伊
都
郡
高
野
町
高
野
山

修
理
対
象　
客
殿
及
び
台
所
、多
宝
塔

修
理
方
針　
半
解
体
修
理（
客
殿
及
び
台
所
）

	

屋
根
葺
替（
多
宝
塔
）

修
理
期
間　
二
〇
〇
八
年
一
月
～
二
〇
一
二
年
一
二
月

客
殿
及
び
台
所
は
経
年
の
劣
化
に
よ
り
柱
が
大

き
く
傾
斜
し
、
床
に
不ふ

陸ろ
く

が
生
じ
て
い
た
た
め
、

床
よ
り
下
を
一
旦
解
体
し
、
腐
朽
し
て
い
た
柱
足

元
の
根
継
ぎ
や
軸
部
の
修
正
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

客
殿
部
分
に
は
、
美
術
工
芸
品
と
し
て
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
大
広
間
の
金こ
ん

碧ぺ
き

障し
ょ
う

壁へ
き

画が

を

始
め
多
数
の
障
壁
画
が
あ
り
、
そ
れ
ら
も
破
損
が

進
行
し
て
い
た
た
め
、
同
時
に
補
修
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
摩
滅
が
進
み
耐
用
年
限
に
達
し
て
い

た
桧
皮
屋
根
の
葺
替
も
行
い
ま
し
た
。

解
体
修
理
に
際
し
て
は
、
発

掘
調
査
に
よ
り
前
身
建
物
の
遺

構
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た

り
、
年
輪
年
代
法
を
活
用
し
て

こ
れ
ま
で
に
想
定
さ
れ
て
い
た

建
立
年
代
を
裏
付
け
る
こ
と
が

出
来
た
り
、
建
立
当
時
の
姿

や
、
そ
れ
以
後
大
き
く
分
け
て

七
時
期
の
改
変
を
経
て
現
在
に

至
る
こ
と
を
突
き
止
め
る
な
ど
、

様
々
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。

同
時
に
構
造
計
算
を
行
っ
た

結
果
、
軸
組
が
健
全
で
あ
れ
ば

大
地
震
に
も
耐
え
得
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
根
継
ぎ
を
施
し
た
柱
足
元
な
ど
、
耐
力
が

低
下
し
て
い
た
軸
部
に
は
金
具
を
用
い
て
補
強
を

施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
後
世
の
改
変
で
柱
が
撤
去

さ
れ
て
い
た
箇
所
に
は
、
元
通
り
柱
を
挿
入
し
て

構
造
体
を
よ
り
健
全
に
し
ま
し
た
。

多
宝
塔
は
、
桧
皮
屋
根
の
葺
き
替
え
と
、
下
重

屋
根
の
上
に
載
る
多
宝
塔
独
特
の
意
匠
で
あ
る
亀か
め

腹ば
ら

の
漆
喰
塗
り
直
し
を
行
い
ま
し
た
。（

結
城
啓
司
）

重要文化財　金剛三昧院客殿及び台所　江戸時代初期

国宝　金剛三昧院多宝塔　貞応２年（1223）
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熊
野
那
智
大
社

所
在
地　
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
那
智
山

修
理
対
象　
第
一
殿
～
第
六
殿
、御
県
彦
社

	

鈴
門
及
び
瑞
垣

修
理
方
針　
災
害
復
旧

修
理
期
間　
二
〇
一
一
年
九
月
～
二
〇
一
二
年
一
二
月

昨
年
九
月
四
日
未
明
、
熊
野
那
智
大
社
で
は
台

風
一
二
号
に
よ
る
土
砂
崩
れ
に
よ
り
、
社
殿
が
建

ち
並
ぶ
境
内
地
が
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

し
か
し
被
災
直
後
か
ら
復
興
作
業
が
進
め
ら
れ
、

同
二
八
日
か
ら
は
国
庫
補
助
に
よ
る
災
害
復
旧
事

業
に
着
手
し
ま
し
た
。
お
よ
そ
五
カ
月
を
か
け
て

泥
土
の
撤
去
と
土
砂
崩
れ
発
生
部
分
の
石
垣
の
整

備
を
完
了
し
、
年
が
明
け
た
二
月
か
ら
は
、
本
殿

や
瑞み
ず

垣が
き

な
ど
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
造
物

の
本
格
的
な
補
修
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。

倒
壊
し
た
瑞
垣
や
第
五
殿
縁
廻
り
な
ど
の
木
部
、

倒
木
で
傷
ん
だ
桧
皮
屋
根
の
修
復
、
塗
装
の
塗
り

替
え
を
実
施
し
、
飾
金
具
の
修
理
を
終
え
建
物
に

取
り
付
け
直
し
て
、
文
化
財
建
造
物
の
補
修
が
完

了
し
ま
し
た
。

今
回
建
物
の
被
害
が
予
想
以
上
に
軽
微
で
あ
っ

た
の
は
、
社
殿
が
古
式
ゆ
か
し
く
木
太
く
頑
強
に

建
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
室
戸
台
風
で
同

様
の
被
害
を
受
け
た
際
、
十
分
な
修
理
と
適
切
な

補
強
が
施
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

並
行
し
て
進
め
て
い
る
青
岸
渡
寺
境
の
東
門
等

未
指
定
建
造
物
の
修
理
が
完
了
す
る
と
、
熊
野
那

智
大
社
に
も
本
来
の
威
容
が
蘇
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
（
多
井　

忠
嗣
）

重要文化財　熊野那智大社　第六殿　御県彦社　江戸時代後期

重要文化財　熊野那智大社　第一殿～第五殿　江戸時代後期
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田
ノ
口
遺
跡
の
発
掘
調
査　

田
ノ
口
遺
跡
は
、
西
牟
婁
郡
白
浜
町
十
九
淵
に

所
在
し
、
標
高
40
ｍ
程
度
の
丘
陵
の
西
側
斜
面
と
、

そ
の
ふ
も
と
に
広
が
る
高
瀬
川
東
岸
の
狭
小
な
平

野
の
一
部
が
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
し
て
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
そ
の
丘
陵
斜
面
（
３
区
）
と
平
野
部

（
１
・
２
区
）
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
調
査
区
を
設
定

し
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

１
区
で
は
、
平
安
時
代
（
10
～
11
世
紀
）
頃
の

も
の
と
み

ら
れ
る
土

坑
や
溝
等

の
遺
構
を

検
出
し
ま

し
た
。
土

坑
９
（
写

真
１
）
は

直
径
３
ｍ

ほ
ど
の
不

定
形
な
も

の
で
、
後
世
の
削
平
を
受
け
て
底
ま
で
は
20
㎝
程

度
の
深
さ
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
祭

祀
に
伴
う
遺
構
と
考
え
ら
れ
、
１
０
０
個
体
以
上

の
土は

師じ

器き

（
坏
、甕
、羽
釜
）、灰か
い

釉ゆ
う

陶と
う

器き

（
椀
、皿
）

黒
色
土
器
等
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
ま
し
た
。

１
区
で
出
土
し
た
遺
物
は
、
こ
の
土
坑
９
を
中

心
と
し
て
西
方
向
へ
と
扇
状
に
広
が
る
分
布
状
況

を
示
し
て
お
り
、
こ
の
遺
構
に
近
い
位
置
ほ
ど
出

土
数
も
多
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
１

区
に
お
け
る
出
土
遺
物
の
多
く
は
こ
の
遺
構
に
関

わ
り
の
あ
る
も
の
と
推
定
で
き
ま
す
。

ま
た
、
溝
か
ら
は
須
恵
器
の
ほ
か
、
権け
ん

（
棹
秤
の

お
も
り
）
と
考
え
ら
れ
る
石
製
品
が
出
土
し
ま
し
た

（
写
真
２
）。
こ
の
権
状
の
石
製
品
は
高
さ
が
8.4
㎝
、

重
さ
は
７
５
６
㌘

あ
り
ま
す
。

３
区
で
は
弥
生

時
代
の
竪
穴
建
物

跡
や
、
奈
良
～
平

安
時
代
に
か
け
て

の
遺
構
、
遺
物
を

確
認
し
ま
し
た
。

3
区
で
は
土
師
器
、
須
恵
器
と
い
っ
た
土
器
の

ほ
か
、
約
1.5
㎝
程
度
の
小
さ
な
も
の
で
す
が
、
二

彩
ま
た
は
三
彩
と
み
ら
れ
る
、
施せ

釉ゆ
う

陶と
う

器き

の
破
片

が
出
土
し
て
お
り
、
素
地
と
な
る
器
の
表
面
に
や

や
白
い
土
を
薄
く
か
け
、
緑
色
の
も
の
と
透
明
な

も
の
、
少
な
く
と
も
二
種
類
の
釉
薬
が
か
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

施
釉
陶
器
も
、
棹
秤
の
お
も
り
も
、
当
時
と

し
て
は
日
用
品
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
は
な

く
、
官か
ん

衙が

等
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
例
が
多
い
も

の
で
、
こ
れ
ら

の
遺
物
の
出
土

は
、
こ
の
一
帯

が
中
央
の
政
権

と
深
い
関
わ
る

地
域
で
あ
っ
た

可
能
性
を
示
し

て
い
る
と
い
え

ま
す
。　
　
　

　
（
寺
西
朗
平
）

埋

蔵

文

化

財

課 
 
 
 
 

　

短

信

写真1　土坑 9

写真 3　土坑 66

写真 2　権状石製品



きのくに歴史小話 ～きのくにれきしこばなし～

古
建
築
修
理
の
逸
話 

③
　
名
勝
和
歌
の
浦
　
妹
背
山
三
断
橋
整
備
事
業

7

名
勝
和
歌
の
浦
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
妹
背
山
三
断
橋
整
備
事
業
が
始

ま
り
ま
し
た
。
十
七
世
紀
中
頃
に
造
ら
れ
た
県
内
最
古
の
三
断
橋
は
、
全
長
が

約
四
〇
ｍ
も
あ
り
、
三
つ
の
橋
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

中
央
部
の
橋
は
、最
も
高
く
て
大
き
く
、二
列
の
橋
脚
が
あ
り
、両
側
の
橋
は
、

中
央
部
に
比
べ
て
小
さ
く
て
低
く
、
一

列
の
橋
脚
で
す
。
不
老
橋
は
、
十
九
世

紀
の
ア
ー
チ
型
の
石
橋
で
す
が
、
三
断

橋
も
横
か
ら
見
る
と
ア
ー
チ
型
を
意

識
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

整
備
は
、
文
化
財
建
造
物
の
解
体
修

理
と
同
じ
手
法
を
も
ち
い
、
原
則
必
要

範
囲
の
み
を
行
い
、
出
来
る
だ
け
現
状

の
石
を
再
利
用
し
ま
す
。
石
垣
部
分

の
孕
み
の
修
復
、
利
用
で
き
な
い
破
損

し
た
橋
脚
や
石
垣
を
入
れ
替
え
な
ど

で
す
。
全
解
体
で
は
な
く
部
分
解
体

で
す
。
ま
た
解
体
に
伴
い
内
部
構
造

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
発
掘
調
査

の
手
法
を
使
い
、
図
面
・
写
真
で
記

録
を
残
し
ま
す
。
ま
さ
に
当
セ
ン
タ
ー

で
し
か
出
来
な
い
仕
事
で
す
。

文
化
財
建
造
物
の
解
体
修
理
の
考

え
方
は
、
基
本
的
に
節
約
の
考
え
方

で
す
。
継
ぎ
接
ぎ
を
し
て
で
も
本
物

を
出
来
る
だ
け
後
世
へ
伝
え
る
事
を
、

三
断
橋
で
も
行
っ
て
い
ま
す
。

（
渋
谷
高
秀
）

今
朝
の
新
聞
各
紙
（
二
四
年
十
一
月
二
九
日
付
け
）
は
一
面
で
大
き
く
京
都

市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
の
発
表
し
た
「
平
仮
名
の
書
か
れ
た
九
世
紀
後
半
の
土

器
片
を
発
見
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。

当
時
の
有
力
貴
族
・
藤
原
良よ

し
み相
の
邸
宅
跡
の
発
掘
調
査
で
九
世
紀
半
ば
か
ら

後
半
の
特
徴
を
も
つ
土
師
皿
や
高
坏
な
ど
に
百
五
十
字
余
り
の
平
仮
名
が
墨
書

さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
た
と
の
こ
と
。
こ
れ
ま
で
平
仮
名
の
確
立
は
、「
古

今
和
歌
集
」
や
「
土
佐
日
記
」
の
編
集
さ
れ
た
十
世
紀
前
半
に
は
い
っ
て
か
ら

と
い
う
の
が
通
説
で
し
た
か
ら
そ
の
通
説
を
覆
し
、
半
世
紀
も
遡
ら
せ
る
歴
史

的
発
見
で
す
。
考
古
学
の
も
つ
物
証
性
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
、
そ
の
有
用
性

を
如
実
に
示
し
た
好
例
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
久
し
ぶ
り
の
ク
リ
ー
ン

ヒ
ッ
ト
で
し
た
。　

と
こ
ろ
で
平
仮
名
と
い
え
ば
、
今
年
十
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
丸
谷
才
一
を
思

い
出
し
ま
す
。
敬
愛
す
る
作
家
で
し
た
。
い
え
、
彼
の
専
門
で
あ
る
英
文
学
、

と
り
わ
け
ジ
ョ
イ
ス
に
興
味
が
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
高
尚
な
話
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
よ
。
彼
の
副
業
で
あ
っ
た
博
覧
強
記
に
し
て
軽
妙
洒
脱
な
随
筆
の
フ
ァ
ン
で

し
た
。
仮
名
使
い
に
関
し
て
も
一
家
言
を
も
つ
ひ
と
で
し
た
ね
。
誰
よ
り
も
戦

後
の
か
な
書
き
表
記
の
論
理
性
を
欠
い
た
見
苦
し
さ
を
嫌
っ
た
ひ
と
で
し
た
。

亡
く
な
る
ま
で
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
通
し
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
ほ
ど「
か
な
」

の
魅
力
を
愛
し
ん
だ
ひ
と
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
新
聞
記
事
を
読
ま

せ
た
か
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
「
か
な
」
の
発
明
は
画
期
的
な
こ
と
で
す
ね
。
文
学
の
世
界

だ
け
で
は
な
く
、
国
風
文
化
の
成
立
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
そ
の
後
の
文
化
全

般
、現
代
に
至
る
ま
で
そ
の
影
響
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
借
り
て
き
た
文
字（
漢

字
）
だ
け
だ
っ
た
ら
日
本
語
が
い
か
に
硬
直
し
、
浅
薄
な
も
の
に
な
っ
て
い
た

か
。
少
な
く
と
も
江
戸
期
の
遊
里
で
交
わ
さ
れ
た
数
々
の
恋
文
は
ど
れ
ほ
ど
艶

を
欠
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
。
そ
れ
に
何
よ
り
も
會
津
八
一
は
困
っ

た
だ
ろ
う

｜
｜

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
田　

弘
）

発
掘
屋
余
話 

⑲
　
ひ
ら
が
な

写真1　三段橋全景　陸地側より妹背山を望む写真2　東橋の橋桁組立状況






