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一
、
は
じ
め
に

琴こ
と

ノの

浦う
ら

温お
ん

山ざ
ん

荘そ
う

園え
ん

は
、
海
南
市
船
尾
の
沿
岸
部
に

所
在
す
る
、
面
積
四
八
、〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を

誇
る
広
大
な
名
勝
庭
園
で
、「
新に
っ

田た

の
別
荘
」
と
の

愛
称
と
と
も
に
広
く
県
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

庭
園
の
中
央
に
主お
も

屋や

、
西
側
の
矢
ノ
島
南
東

端
に
浜は
ま

座ざ

敷し
き

、
東
池
泉
の
対
岸
に
茶
室
、
主
屋
の

周
囲
に
は
、
伴と
も

待ま
ち

部べ

屋や

、
中ち
ゅ
う

門も
ん

、
西
冠か
ぶ

木き

門も
ん

、
南

冠
木
門
、
北
冠
木
門
を
配
し
、
敷
地
北
面
に
正

門
を
構
え
ま
す
。
建
物
の
建
設
は
、
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
の
浜
座
敷
に
始
ま
り
、
同
四
年
の
主

屋
、
同
九
年
の
茶
室
と
続
き
、
昭
和
初
期
ま
で
に

正
門
が
建
て
ら
れ
、概
ね
完
了
し
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

主
屋
、
浜
座
敷
、
茶
室
の
三
棟
は
平
成
二
十
二

年
六
月
に
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
、
あ
わ
せ

て
正
門
と
、
主
屋
の
周
辺
に
配
さ
れ
た
伴
待
部
屋
、

北
冠
木
門
、
南
冠
木
門
、
西
冠
木
門
、
中
門
の
計

六
棟
が
附
指
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

黒
江
湾
に
臨
む
浜
座
敷
は
、
海
か
ら
の
強
風
と

矢
ノ
島
か
ら
落
下
し
て
く
る
樹
木
の
枝
な
ど
の
影

響
で
、
瓦
葺
き
屋
根
の
各
所
で
破
損
が
目
立
ち
始

め
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
正
門
、
北
冠
木
門
と

と
も
に
、
同
二
十
五
年
六
月
よ
り
国
庫
補
助
に
よ

る
修
理
事
業
に
着
手
し
、
同
二
十
六
年
十
二
月
竣

工
予
定
で
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。

二
、
浜
座
敷
の
概
要
と
整
備
の
履
歴

浜
座
敷
は
、
岩
盤
に
縁え
ん

束づ
か

を
高
く
立
て
た
懸か
け

造づ
く

り
風
の
外
観
を
も
つ
建
物
で
す
。
建
築
面
積

九
四
・
六
六
平
方
メ
ー
ト
ル
、
屋
根
は
入
母
屋
造

及
び
寄
棟
造
、
本
瓦
葺
き
で
、
小
屋
は
キ
ン
グ
ポ

ス
ト
を
配
し
た
洋
小
屋
を
組
み
ま
す
。
十
畳
の
北

重
要
文
化
財
琴
ノ
浦
温
山
荘
浜
座
敷
の
保
存
修
理
工
事
に
つ
い
て

特
集

写真 2. 浜座敷広縁部分の軒垂下状況（南東）
浜座敷東面の外周は、直径 14cm ほどの角柱に対して、南側
で柱間 3 間（約 6m）、北側で柱間 2 間（約 4m）と広く、そ
の間では軒桁が大きく垂れ下がってしまっていました。

図面 1. 浜座敷平面図

写真 1. 浜座敷屋根の修理前状況（南東）
台風による破損を受けて平成 10~11 年に屋根の部分修理を
受けていますが、近年にも雨漏りを来したことを受けて、棟積
をシートで覆うなどの応急修理が行われていました。
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側
と
西
側
に
六
畳
を
配
し
、
南
側
と
東
側
に
は
矩か
ね

の
手
に
広ひ
ろ

縁え
ん

を
廻
ら
せ
ま
す
。
十
畳
に
は
西
面
に

琵び

琶わ

棚だ
な

付
の
書し
ょ

院い
ん

・
床と
こ

・
違ち
が
い

棚だ
な

を
備
え
、
広
縁
は

垂
木
を
吹ふ

き
寄よ

せ
・
疎ま
ば

ら
に
配
し
た
化け

粧し
ょ
う

軒の
き

と
し
、

高こ
う

欄ら
ん

を
備
え
る
な
ど
、
軽
妙
な
構
成
を
と
り
ま
す

（
図
面
１
、
表
紙
写
真
）。

建
立
当
初
、
十
畳
の
西
側
は
間ま

口ぐ
ち

が
一
間
（
五

畳
）
の
空
間
が
設
け
ら
れ
、
北
側
の
四
畳
分
と
南

側
の
一
畳
分
の
二
室
に
間ま

仕じ

切き

ら
れ
、
そ
れ
ら
の

西
側
も
細
か
く
間
仕
切
ら
れ
て
、
物
入
や
便
所
な

ど
の
水
廻
り
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ

れ
ま
す
。

外
観
上
の
特
徴
と
し
て
、
南
・
東
・
北
三
面
の

広
縁
に
は
雨あ
ま

戸ど

と
ガ
ラ
ス
障し
ょ
う

子じ

が
配
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
初
は
二
本

溝
で
、
そ
れ
ぞ
れ

が
一
本
溝
に
納
ま

り
ま
す
。
柱
の
外

側
に
位
置
す
る
ガ

ラ
ス
障
子
が
平
滑

に
並
ぶ
た
め
、
ガ

ラ
ス
の
壁
面
で
側

面
を
覆
い
尽
く
し

て
い
る
様
な
状
況

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
大
正
期
と
推
定
さ
れ
る
古

写
真
で
は
、
雨
戸
戸と

袋ぶ
く
ろ

の
脇
に
ガ
ラ
ス
障
子
が
重

ね
て
収
納
さ
れ
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
、
付つ
け

敷し
き

居い

・
付つ
け

鴨か
も

居い

に
は
そ
れ
を
示
す
痕
跡
も
残
っ
て
い

ま
す
（
写
真
３
）。
こ
れ
と
同
様
と
み
ら
れ
る
ガ
ラ

ス
障
子
収
納
用
の
金
属
製
棚
が
主
屋
に
残
っ
て
い

ま
す
（
写
真
４
）。

昭
和
七
年
頃
ま
で
に
は
、
建
物
西
側
の
増
築
に

よ
り
現
状
の
規
模
と
な
り
ま
す
。
同
時
に
、
広
縁

（
南
）
で
戸
袋
の
移
設
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
間
も
な
く
し
て
、
二
本
溝
の
敷
鴨
居
の
外
側
に

雨
戸
用
の
溝
を
付
け
加
え
て
三
本
溝
と
し
、
従
来

の
二
本
溝
で
ガ
ラ
ス
障
子
を
引
き
違
い
に
使
用
で

き
る
形
式
へ
と
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
同
十
七
年
に

は
財
団
化
し
て
一
般
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

頃
ま
で
の
改
変
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

以
降
、
戦
時
中
の
金
属
供
出
や
戦
後
の
進
駐
軍

に
よ
る
接
収
、
南
海
地
震
を
経
て
、
同
二
十
五
年
よ

り
温
山
荘
園
の
公
開
が
再
開
さ
れ
ま
す
。

写真 6. 浜座敷屋根野地の分解状況（南東）
一部で雨漏りによる野地の破損は生じていましたが、海沿いの
建物の屋根野地としては 100 年が経過した現在もすこぶる健
全な状態でしたので、修理における分解範囲も必要最小限に留
めました。

写真 3. 大正期の浜座敷外観（南東より）
東縁、南縁ともに、雨戸戸袋脇にガラス障子が収納されている
様子がうかがえます。そのほか、屋根棟積の鬼瓦上の鳥衾（と
りぶすま） 瓦は、修理前には大半が欠失していました。

写真 4. 主屋に現存する戸袋脇
ガラス障子収納棚

写真 5. 浜座敷屋根瓦の分解状況（南東）
屋根面は、軒先瓦や棟積の補修を除けば概ね建立時の施工のま
までした。南面では潮風の影響を受けて瓦や葺き土の風化が進
んでいましたが、平瓦下の葺き土への影響は驚くほど少ないも
のでした。
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平
成
十
年
の
台
風
被
害
で
緊
急
工
事
を
実
施
し
た

後
、
翌
十
一
年
に
は
園
内
の
複
数
の
建
物
に
お
け
る

補
修
が
実
施
さ
れ
た
中
で
、
浜
座
敷
で
も
瓦
屋
根
の

補
修
や
南
西
便
所
部
分
の
庇ひ
さ
し

屋
根
の
補
修
、
外
壁
の

漆し
っ

喰く
い

塗
り
替
え
等
の
工
事
が
行
わ
れ
、
腐
朽
し
て
い

た
広
縁
（
南
）
の
木も
っ

階か
い

も
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

三
、
浜
座
敷
の
建
築
的
な
特
徴

浜
座
敷
の
外
観
及
び
構
成
に
関
し
て
は
、
東
大

寺
三さ
ん

月が
つ

堂ど
う

（
法ほ
っ

華け

堂ど
う

）
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
設
計

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
複
数
の
資
料
か
ら
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
洋
小
屋
や
ガ
ラ
ス
障
子

の
ほ
か
、
合ご
う

板は
ん

の
天
井
板
な
ど
、
近
代
的
な
構
法

や
材
料
も
積
極
的
に
使
用
し
て
い
ま
す
。

化
粧
材
は
栂と
が

材
で
統
一
さ
れ
、
深
く
緩ゆ
る

い
勾こ
う

配ば
い

の
軒
は
吹
き
寄
せ
垂
木
に
化
粧
小こ

舞ま
い

を
配
し
、
径

五
寸
程
度
の
細
い
磨
き
丸
太
の
軒の
き

桁げ
た

で
受
け
る
構

成
は
、
実
に
軽
快
な
印
象
で
す
。
た
だ
し
、
広
縁

が
廻
る
南
面
と
東
面
に
お
い
て
は
、
側
柱
筋
を
介

し
て
本
瓦
葺
き
の
屋
根
を
支
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
最
大
で
６
ｍ
に
も
及
ぶ
柱は
し
ら

間ま

は
、
実
際
に
は

野
母
屋
に
配
し
た
ボ
ル
ト
か
ら
軒
桁
を
吊つ

り
込こ

む

構
造
と
な
っ
て
い
ま
し
た
（
図
面
２
）。
少
し
丁

寧
に
解
説
し
ま
す
と
、
登の
ぼ
り

梁ば
り

と
そ
れ
に
絡
め
た
桔は
ね

木ぎ

に
よ
っ
て
軒
先
の
野の

母も

屋や

を
支
持
す
る
形
式
で

す
。
軒
先
の
乱
れ
を
抑
え
る
た
め
に
、
鼻は
な

母も

屋や

の

外
面
へ
通
し
材
を
ボ
ル
ト
締
め
で
抱
き
合
わ
せ
る

な
ど
の
工
夫
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
結
果
は
、
登
梁
や
野
母
屋
自
体
が
大
き
く

垂す
い

下か

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
外
観
の

意
匠
を
三
月
堂
に
準
じ
た
結
果
、
本
瓦
葺
き
屋
根
を

十
分
に
支
持
す
る
だ
け
の
小
屋
組
材
を
配
す
る
空
間

が
確
保
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

屋
根
瓦
に
関
し
て
は
、
同
誌
六
十
六
号
で
も
紹

介
し
た
通
り
、
三
月
堂
を
模
し
た
瓦
文
様
の
採
用

（
写
真
７
）
と
、
平
瓦
の
均
質
な
形
状
と
銅
釘
止

め
に
よ
る
安
定
に
よ
っ
て
、
百
年
も
の
あ
い
だ
風

雨
に
耐
え
忍
ん
で
来
ら
れ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
同
じ
種
類
の
瓦
に
お
い
て
も
複
数
の

瓦
屋
で
分
担
製
作
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

室
内
の
天
井
に
関
し
て
は
、
十
畳
と
そ
の
北
の

寄
付
き
六
畳
の
二
室
の
天
井
板
は
板
巾は
ば

一
尺
四
寸

の
長
尺
の
合
板
で
、
伝
統
的
な
意
匠
の
範は
ん

疇ち
ゅ
う

で
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
西
の
六
畳
や
手
洗
い

室
の
天
井
板
に
は
巾
三
尺
×
長
六
尺
な
ど
巾
広
の

合
板
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
正
八

年
に
創
業
し
た
新
田
ベ
ニ
ヤ（
現
㈱
ニ
ッ
タ
ク
ス
）

の
製
品
が
試
験
的
に
使
用
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
ま

す
。
こ
の
傾
向
は
、
同
九
年
以
降
に
建
築
さ
れ
た

茶
室
や
主
屋
増
築
部
分
の
天
井
板
な
ど
で
も
確
認

で
き
（
同
号
コ
ラ
ム
参
照
）、
こ
れ
ら
と
同
時
期

に
造
成
さ
れ
た
東
池
泉
の
護
岸
で
の
巨
大
な
擬ぎ

石せ
き

類
の
使
用
と
も
通
ず
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
、
浜
座
敷
で
の
保
存
修
理
に
つ
い
て

今
回
の
事
業
で
は
、
分
解
工
事
に
伴
う
調
査
成

果
を
反
映
し
、
温
山
荘
園
全
体
が
最
も
整
っ
た
昭

和
初
期
の
状
態
に
各
建
物
を
復
す
る
こ
と
を
主
眼

と
し
た
復
原
修
理
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内

容
は
、
台
風
な
ど
で
欠
失
し
て
い
た
建
具
類
や
屋

根
棟む
な

積づ
み

、
広
縁
（
南
）
木
階
の
復
旧
、
戦
時
中
に

供
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
広
縁
高
欄
の
金
具
類
や

庇
屋
根
の
銅ど
う

板ば
ん

葺ぶ

き
の
復
旧
、な
ど
で
す（
図
面
３
）。

図面 2. 浜座敷軒先部分の断面図

写真 7. 浜座敷の軒先瓦 ( 上 ) と大棟鬼瓦 ( 下 )

図面 3. 浜座敷南立面図（修理後）
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あ
わ
せ
て
、
広
縁
部
分
で
の
構
造
補
強
も
実
施

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
前
項
で
述
べ
た
軒
の
垂
下

に
対
す
る
小
屋
組
材
の
補
強
に
加
え
て
、
修
理
事

業
に
先
立
っ
て
実
施
さ
れ
た
耐
震
診
断
事
業
の
結

果
を
踏
ま
え
た
補
強
の
二
本
立
て
と
な
り
ま
し
た
。

軒
垂
下
の
抑
制
は
、
ガ
ラ
ス
障
子
復
旧
の
条
件

と
も
な
り
ま
す
。
今
回
の
分
解
範
囲
で
は
登
梁
や

桔
木
の
取
替
も
含
め
た
強
化
は
不
可
能

で
し
た
。
そ
こ
で
、
軒
桁
直
上
の
野
母

屋
の
傍
か
た
わ
ら

に
鉄
骨
製
の
ラ
チ
ス
梁
を
挿
入

し
、
そ
の
鉄
骨
梁
か
ら
軒
桁
を
吊
り
込

む
こ
と
を
計
画
し
ま
し
た
（
写
真
８
～

11
）。
こ
の
計
画
に
対
し
て
構
造
設
計
者

か
ら
は
、
耐
震
診
断
に
お
い
て
も
広
縁

部
分
で
の
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
く

性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

鉄
骨
梁
を
利
用
し
た
耐
震
補
強
は
有
効

で
あ
る
、
と
の
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
方
で
、
修
理
に
伴
う
調
査
で
は
、

建
物
を
適
切
に
保
持
し
て
い
く
た
め
に

は
、
屋
根
瓦
葺
き
を
修
理
前
と
同
様
に

土つ
ち

葺ぶ

き
と
す
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と

判
明
し
ま
し
た
が
、
耐
震
診
断
時
の
解

析
に
よ
る
補
強
案
は
空か
ら

葺ぶ

き
と
し
た
場

合
の
も
の
で
、
そ
の
内
容
の
見
直
し
が

不
可
欠
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
経
緯
の
も
と
、
実
測
に
よ

り
得
ら
れ
た
屋
根
荷
重
を
用
い
て
、
耐

震
補
強
と
軒
補
強
を
組
み
合
わ
せ
た
補

強
効
果
を
改
め
て
検
討
し
た
結
果
、
必

要
か
つ
実
施
可
能
な
補
強
は
土
葺
き
、
空
葺
き
い

ず
れ
で
も
同
等
と
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
修
理
で
は
、
事
業
者
、
施
工
者
、
修
理

技
術
者
、
構
造
設
計
者
、
有
識
者
で
協
議
し
た
補

強
案
を
文
化
庁
の
承
認
も
受
け
、
土
葺
き
の
効
果

を
期
待
し
つ
つ
、
そ
の
効
果
を
損
ね
な
い
程
度
に

葺
き
土
量
を
軽
減
す
る
方
法
を
選
択
し
ま
し
た

（
写
真
12
）。

五
、
さ
い
ご
に

冬
季
休
園
の
あ
い
だ
に
今
回
の
修
理
事
業
は
終

了
し
ま
す
。
春
の
開
園
時
に
は
、
昭
和
初
期
頃
の

姿
を
取
り
戻
し
た
浜
座
敷
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。　
　
　
（
下
津
健
太
朗
）

写真 8. 浜座敷広縁部分の軒補強状況（南東）

写真 9. 浜座敷野地の組立状況（南東）

写真 10. 鉄骨梁の組立状況
人力による組み立てが可能な部
材での構成としました。

写真 13．屋根瓦葺きの状況
修理前と同様に平瓦を葺き土と
銅釘で固定していきます。

写真 12. 浜座敷屋根下地の施工状況（南東）
軒先には葺き土量軽減のため桟を取り付けました。

写真 11. 軒桁の吊り込み状況
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出
塔
の
水
道
　

橋
本
市
の
北
西
部
、
藤
の
花
で
有
名
な
子
安
地

蔵
寺
の
近
く
に
『
出で

塔と
う

の
水す
い

道ど
う

』
と
呼
ば
れ
て
い

る
文
化
遺
産
が
あ
り
ま
す
。

山
田
川
左
岸
の
湧
水
を
あ
つ
め
、
川
に
直
交
す

る
か
た
ち
で
川
の
下
を
潜
ら
せ
て
右
岸
側
に
導
水
す

る
暗
渠
構
造
の
水
利
施
設
で
す
。
い
つ
の
時
代
に
つ

く
ら
れ
た
も
の
か
、
そ
の
構
造
が
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
、
山
田
川
の
砂
防
工
事
に
伴
っ
て
、
は
じ

め
て
こ
の
“出
塔
の
水
道
”
の
発
掘
調
査
を
実
施

す
る
機
会
を
得
、
そ
の
構
造
や
築
造
時
期
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
構
造
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
ま
ず
水
を

流
す
本
体
の
中
心
部
分
は
、
30
㎝
四
方
ほ
ど
の
溝

に
な
っ
て
お
り
、
側
石
に
は
40
㎝
前
後
の
石
を
横

置
き
に
用
い
、
こ
の
側
石
に
直
行
す
る
よ
う
に
大

振
り
の
石
を
蓋
石
と
し
て
架
橋
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
こ
の
本
体
部
を
覆
う
よ
う
に
20
㎝
前
後
の
河

原
石
を
1
m
ほ
ど
の
厚
さ
に
わ
た
っ
て
充
填
し

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
東
側
に
沿
っ
て

黄
色
の
粘
土
が
帯
状
に
厚
く
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
判
明
し
ま
し
た
。

充
填
さ
れ
て
い
た
河
原
石
は
、
本
体
部
分
を
擁

護
す
る
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
伏
流
し
て
西
側
か

ら
滲
み
だ
し
て
く
る
水
を
受
け
入
れ
、
本
体
部
へ

と
導
く
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

逆
に
黄
色
の
粘
土
帯
は
、
こ
こ
で
水
を
塞せ

き
止
め
、

東
側
に
逃
が
さ
な
い
た
め
の
遮し
ゃ

水す
い

層
と
し
て
施
さ

れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

出
土
遺
物
と
し
て
は
、
極
め
て
少
量
で
す
が
江

戸
時
代
中
期
（
18
世
紀
中
頃
）
の
伊
万
里
の
染
付

け
碗
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃

に
築
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

用
途
と
し
て
は
、
南
側
に
所
在
す
る
柏
原
地
区
の

灌
漑
用
水
と
し
て
築
造
さ
れ
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

「
山
田
川
の
水
は
涸
れ
て
も
出
塔
の
水
は
干
上

が
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
、
地
元
で
言
わ
れ
続
け

た
よ
う
に
、
今
も
そ
の
水
量
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
当
時
の

人
々
の
水
に
対
す
る
切
実
な
思
い
や
、
そ
れ
を
得

る
た
め
の
努
力
、
さ
ら
に
は
技
術
力
の
高
さ
に
感

じ
入
っ
た
次
第
で
す
。　
　
　
　
（
村
田　
　

弘
）

埋

蔵

文

化

財

課 
 
 
 
 

　

短

信

写真 2　蓋石をはずした状況 （南から）
水の流れと充填されていた河原石の状況

写真 1　河床部の調査区全景 （南から）
本体部の蓋石と東側に貼られた黄色の粘土帯
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子
供
の
こ
ろ
毎
週
楽
し
み
に
し
て
い
た
ド
ラ
マ
「
大
草
原
の
小
さ
な
家
」。

そ
の
小
さ
な
家
と
は
セ
ル
フ
ビ
ル
ド
の
野や

趣し
ゅ

あ
ふ
れ
た
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
の

西
部
開
拓
時
代
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
よ
う
な
建
物
で
し
た
。
主
人
公
の
家
族

が
協
力
し
て
農
作
業
に
励は

げ

み
、
家か

畜ち
く

と
触
れ
合
う
姿
が
自
然
と
目
に
浮
か
び
ま

す
が
、
よ
う
く
思
い
出
し
て
み
る
と
、
一
家
の
お
父
さ
ん
は
大
き
な
機
械
を
据す

え
た
製
材
所
で
働
く
職
工
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
、
古
き
良
き
牧
歌
的
な
世

界
と
、
急
速
な
近
代
化
の
は
ざ
ま
に
あ
の
豊
か
な
物
語
が
展
開
し
て
い
た
の
で

す
。
ち
ょ
う
ど
明
治
時
代
の
初
め
こ
ろ
の
お
話
で
す
。

海
南
市
の
温お

ん

山ざ
ん

荘そ
う

園え
ん

は
、
そ
れ
か
ら
40
年
ほ
ど
後
に
造
ら
れ
た
広
大
な
別
荘

で
す
が
、
当
時
の
日
本
に
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
と
重
な
る
背
景
も
残
っ
て
い
た
の

で
は
、
と
想
像
し
て
し
ま
い
ま
す
。
広
大
な
園
内
の
一
角
に
は
創
設
者
が
故
郷

よ
り
取
り
寄
せ
た
温
州
蜜
柑
が
植
え
ら
れ
、
池
の
ほ
と
り
に
も
茅か

や

葺ぶ
き

農
家
風
の

茶
室
が
佇た

た
ず

み
、
鄙ひ
な

び
た
風ふ

情ぜ
い

を
醸か
も

し
ま
す
。
大
正
の
初
め
に
建
て
ら
れ
た
浜
座

敷
や
主
屋
な
ど
も
和
風
の
意
匠
で
ま
と
め
ら
れ
た
木
造
建
物
で
す
。
し
か
し
中

に
入
る
と
、
建
具
に
は
め
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
光
が
部
屋
の
隅
々
に
ま
で

満
ち
溢
れ
、
江
戸
時
代
ま
で
の
重
厚
で

薄
暗
い
室
内
と
は
ま
る
で
印
象
が
こ
と

な
り
ま
す
。

明
る
く
照
ら
さ
れ
た
天
井
も
幅
広
の

銘め
い

木ぼ
く

や
ボ
ー
ル
ト
天
井
な
ど
、
新
素
材

で
あ
る
ベ
ニ
ヤ
合
板
に
よ
る
新
た
な
表

現
の
悦
び
で
満
ち
て
い
ま
す
。
時
代
を

造
り
出
し
て
い
く
と
い
う
職
人
の
気
概

に
支
え
ら
れ
た
黎れ

い

明め
い

期き

の
工
業
製
品
。

見
つ
め
て
い
る
と
、
川
の
流
れ
を
動
力

と
し
た
ド
ラ
マ
の
製
材
所
の
音
が
聞
こ

え
て
く
る
気
が
し
ま
す
。（
多
井 

忠
嗣
）

少
し
楽
屋
話
し
を
。
こ
の
と
こ
ろ
筆
者
の
よ
う
に
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
研
究

を
す
る
技
師
の
募
集
が
急
増
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
世
代
交
代
の
節
目
な
の

で
す
ね
。
募
集
要
項
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

十
数
年
前
の
競
争
率
何
十
倍
と
い
う
狭
き
門
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
隔
世
の

感
が
あ
り
ま
す
。
大
学
で
考
古
学
を
学
び
、
将
来
に
わ
た
っ
て
そ
の
世
界
で
生

き
て
い
こ
う
と
す
る
若
者
に
は
、
よ
い
時
代
、
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
す
ね
。

そ
う
し
た
世
代
交
代
の
中
で
、
こ
の
世
界
に
も
「
二
世
技
師
」
が
つ
ぎ
つ
ぎ

と
生
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
古
く
は
、
大
阪
府
の
技
師
と
し
て
活
躍

さ
れ
、
瓦
等
の
研
究
者
と
し
て
も
著
名
だ
っ
た
藤
沢
一
夫
先
生
の
ご
子
息
、
藤

沢
典ふ

み

彦ひ
こ

・
真ま

依よ
り

さ
ん
ご
兄
弟
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

少
し
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
考
古
学
協
会
の
会
員
で
、
自
ら
発
掘
調
査
も

し
て
お
ら
れ
る
俳
優
の
苅
谷
俊
介
さ
ん
の
娘
さ
ん
も
、
そ
の
父
の
影
響
を
う
け

考
古
学
の
世
界
に
進
ん
で
お
ら
れ
ま
す
ね
。

筆
者
が
世
話
に
な
り
、
懇
意
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
範
囲
で
は
、
長
く
平

安
京
調
査
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
、
い
ま
は
京
都
市
の
大
学
で
後
身
の
指
導

に
当
た
ら
れ
て
い
る
鈴
木
久
男
さ
ん
の
ご
子
息
が
京
都
府
の
技
師
と
し
て
デ

ビ
ュ
ー
さ
れ
ま
し
た
。
去
年
、
そ
の
鈴
木
先
生
と
ジ
ュ
ニ
ア
の
三
人
で
ご
一
緒

す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
見
て
い
て
微
笑
ま
し
か
っ
た
で
す
ね
。
た
ま

に
は
親
子
で
酒
を
酌
み
交
わ
し
つ
つ
瓦
の
編
年
談
義
な
ど
を
や
る
の
だ
と
か
。

聞
い
て
い
て
羨
ま
し
い
か
ぎ
り
で
し
た
。

残
念
な
が
ら
愚
息
は
、
考
古
学
方
面
に
は
進
ま
ず
、「
航
空
宇
宙
工
学
」
な

ど
と
い
う
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。
父
は
地
面
よ
り
下
で
、

息
子
は
空
よ
り
上
。「
食
っ
て
い
け
る
の
か
ぁ
？
」
と
心
配
し
て
尋
ね
た
ら
「
考

古
学
よ
り
マ
シ
や
ろ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

な
ー
に
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
よ
。
考
古
学
の
方
が
ず
っ
と
堅
実
で
ま

と
も
で
す
。
な
に
し
ろ
地
に
足
が
つ
い
て
い
る

｜
｜
｜
｜

。　
（
村
田　
　

弘
）

発
掘
屋
余
話 

㉗
　
二
世
の
時
代

温山荘園茶室　廊下の天井。
天井板が無垢材では表現できない曲面に張られている。



催し物案内　　和歌山県内の文化財関係イベント情報 （2014 年 秋〜 2014 年 冬）

8

風車68（2014・秋号）
平成 26年 9月 30日

（公財）和歌山県文化財センター

URL　http://www.wabunse.or.jp

【事務局】　　〒640-8301  和歌山市岩橋1263-1
TEL  073-472-3710
FAX  073-474-2270
maizou-1@wabunse.or.jp

7 月1 日より、事務局が上記の住所に移転しています。

掲載内容は変更される可能性があります。詳細は各施設へお問い合わせください。

（公財）和歌山県文化財センター

目
　
次

1　表紙　（写真上）修理前の浜座敷を北東より見る・（写真下）浜座敷広縁の修理状況
2　特集「重要文化財琴ノ浦温山荘浜座敷の保存修理工事について」
6　埋蔵文化財課　短信　「出塔の水道」
7　きのくに歴史小話「古建築修理の逸話⑨　ベニヤ合板」
　　　　　　　　　　「発掘屋余話㉗　二世の時代」
8　催し物案内
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●「歩いて知るきのくに歴史探訪～藤白神社から琴ノ浦温山荘園までを巡る～」 
  2014年10月25日（土）13：00 ～ 16：00 
●「紀州のあゆみ−和歌山県内埋蔵文化財調査成果展−」　※展示会は県内3会場を巡回して開催します
　　　　　　　　　　　場所：県立紀伊風土記の丘資料館　　  2014年 9月 9日（火）～ 9月23日（火）
　　　　　　　　　　　場所：御坊市歴史民俗資料館　　  2014年11月18日（火）～12月 7日（日）
　　　　　　　　　　　場所：田辺市立歴史民俗資料館　　  2015年 1月27日（火）～ 2月15日（日）
●シンポジウム「熊野三山の考古学−発掘調査から見た信仰の始まりと展開―」 
　　　　　　　　　　　場所：田辺市文化交流センター　たなべる　2階大会議室　　2014年11月22日（土）12：50～16：30

和歌山県立紀伊風土記の丘

●特別展「須恵器誕生 −新しい土器は古墳時代をどう変えたか−」  2014年10月 4日（土）～12月 7日（日）　
●記念シンポジウム「須恵器誕生」  2014年11月 2日（日）10：30 ～ 15：00
●ミニ展「ジュニア考古学研究応募作品展」  2014年12月23日（火）～ 1月11日（日）

 和歌山県立博物館

●企画展「江戸時代の紀州の画家たち」  2014年 9月 6日（土）～10月10日（金）
●世界遺産登録10周年記念特別展「熊野−聖地への旅−」  2014年10月18日（土）～12月 7日（日）
●企画展「墨一色−拓本の世界−」  2014年12月16日（火）～ 1月18日（日）

 高野山霊宝館

●第35回高野山大宝蔵展「山の至宝」  2014年 7月19日（土）～10月 5日（日）
●秋期企画展「国を護る神仏」  2014年10月11日（土）～ 1月12日（月）

和歌山市立博物館

●秋季特別展「江戸時代を観光しよう−城下町和歌山と寺社参詣−」  2014年10月18日（土）～11月24日（月・祝）


