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は
じ
め
に

木
津
遺
跡
は
、
海
南
市
木
津
に
所
在
す
る
遺
跡

で
す
。
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
室
町
時
代

の
寺
院
跡
と
み
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

発
掘
調
査
は
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
詳

し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
の
発
掘
調
査
は
、
国
道
4
2
4
号
の
道

路
改
良
工
事
に
伴
う
も
の
で
、
南
北
に
長
く
延
び

る
丘
陵
（
標
高
70
m
程
度
）
の
東
側
斜
面
に
あ

た
る
、
面
積
2,
8
2
2
㎡
に
つ
い
て
実
施
し
ま

し
た
。

調
査
成
果

今
回
の
調
査
成
果
で
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

掘
立
柱
建
物
（
表
紙
写
真
）
が
あ
り
ま
す
。
掘
立

柱
建
物
は
地
表
に
穴
を
掘
り
、
こ
れ
に
柱
を
据
え

た
建
物
の
こ
と
で
す
が
、
木
津
遺
跡
で
検
出
さ
れ

た
柱
穴
の
一
部
に
は
、
直
径
30
～
40
㎝
、
深
さ
が

40
～
50
㎝
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
地
山
の
比

較
的
堅
い
と
こ
ろ
ま
で
深
く
掘
り
込
ま
れ
て
い
ま

木
津
遺
跡
発
掘
調
査

特
集

写真 1　検出された掘立柱建物の柱穴　北から

写真 2　掘立柱建物柱穴内の礎板

図 1　木津遺跡の位置
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し
た
。
ま
た
、
柱
が
地
中
に
沈
み
込
む
こ
と
を
防

ぐ
た
め
の
石
（
礎
板
）
が
据
え
ら
れ
た
も
の
も
あ

り
（
写
真
2
）、
そ
う
い
っ
た
例
を
含
む
多
数
の

柱
穴
の
配
置
状
況
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
7
棟
分

の
建
物
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
写
真

３
）。
た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
建
物
（
建
物
）
は

重
複
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
度
か
建
て
替
え
た

可
能
性
が
あ
り
、
同
時
に
存
在
し
た
建
物
の
数
は
、

も
っ
と
少
な
い
と
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
柱
穴
付

近
に
お
け
る
瓦
の
出
土
量
は
少
な
く
、
こ
れ
ら
の

掘
立
柱
建
物
は
茅
葺
や
板
葺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

遺
構
は
、
13
～
14
世
紀
頃
の
瓦
器
や
陶
器
と

い
っ
た
遺
物
を
含
む
遺
物
包
含
層
に
覆
わ
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
そ
の
埋
土
中
か
ら
も
そ
の
遺
物
包
含

層
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
遺
物
が
出
土
し
た
こ
と
か

ら
、
時
期
は
鎌
倉
時
代
末
か
ら
室
町
時
代
頃
の
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
遺
物
に
は
東
海
地
方
（
瀬

戸
・
美
濃
）
で
焼
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
陶
器
（
写

真
6
）
や
、
備
前
焼
の
擂
鉢
も
あ
り
ま
し
た
。
た

だ
、
地
表
面
か
ら
は
16
世
紀
頃
の
遺
物
も
採
取
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
16
世
紀
頃
ま
で
建
物
群
が
存

続
し
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
調
査
区
の
北
端
は
北
に
向
か
っ
て
下
る

斜
面
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
13
～
14
世
紀
頃

の
遺
物
包
含
層
が
厚
く
堆
積
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

遺
跡
の
範
囲
は
、
こ
こ
か
ら
南
端
で
検
出
し
た
通

路
状
遺
構
ま
で
を
含
む
、
少
な
く
と
も
南
北
約

1
0
0
m
に
わ
た
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

調
査
区
南
端
で
は
、
幅
20
～
30
㎝
程
度
の
細
い

溝
状
遺
構
が
2
条
検
出
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
4
）。

こ
の
溝
状
遺
構
は
南
西
か
ら
北
東
方
向
に
か
け
て

写真 3　掘立柱建物（建物 1 〜 6）柱穴等　航空写真（上が南方向）
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1.5
m
程
度
の
幅
を
保
ち
な
が
ら
平
行
に
延
び
て

お
り
、
そ
れ
に
挟
ま
れ
た
部
分
の
表
面
に
は
固
く

締
ま
っ
た
箇
所
（
硬
化
面
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
露

出
し
た
礫
の
表
面
に
は
著
し
い
磨
滅
が
認
め
ら
れ

ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
直
上
に
は
厚
さ
数
㎜
程
度

の
薄
い
泥
の
堆
積
も
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

遺
構
は
、
道
路
或
い
は
通
路
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
通
路
状
遺
構
の
硬
化
面
上
や
溝

状
遺
構
内
に
堆
積
し
た
土
に
は
焼
土
塊
や
炭
化
し

た
小
さ
な
木
片
等
が
含
ま
れ
、
自
然
石
や
瓦
、
土

器
が
集
中
し
て
出
土
し
ま
し
た
（
写
真
5
）。

ま
と
め

今
回
の
発
掘
調
査
で
は
、
鎌
倉
時
代
末
以
降
と

考
え
ら
れ
る
時
期
の
瓦
、
瓦
器
、
陶
器
、
土
師
質

土
器
等
が
出
土
し
ま
し
た
。
瓦
は
調
査
区
の
北
端
、

南
端
等
3
箇
所
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
廃
棄
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
状
況
で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
の
瓦
を
含
む
遺
物
の
時
期
や
特
徴
は
共
通
し

て
お
り
、
木
津
遺
跡
で
は
少
な
く
と
も
南
北
約

1
0
0
m
に
わ
た
る
範
囲
に
お
い
て
、
一
定
の

時
期
に
複
数
の
建
物
や
溝
な
ど
の
施
設
が
存
在
し

て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
ま
す
。

た
だ
し
、
通
常
瓦
葺
き
の
建
物
に
伴
う
は
ず
の

礎
石
は
今
回
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
世
に
削
平

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
調

査
を
実
施
し
た
範
囲
の
外
に
存
在
す
る
可
能
性
も

あ
り
、
ま
と
ま
っ
た
瓦
の
出
土
は
、
少
な
く
と
も

こ
の
近
辺
に
瓦
葺
き
の
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
す
。

遺
構
は
、
調
査
区
の
ほ
ぼ
全
体
に
お
い
て
検
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
西
側
に
集
中
す
る
傾
向
が
窺
え
、

写真 4　43 通路状遺構　（西から）

写真 5　通路状遺構遺物出土状況（西から）

写真 6　遺物（陶器）出土状況（西から）

写真 7　遺物（瓦器）出土状況（東から）
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丘
陵
上
の
、
よ
り
標
高
の
高
い
場
所
に
向
か
っ
て

展
開
す
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
遺
構
の
性
格
を
確

定
で
き
る
も
の
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
鎌

倉
時
代
末
頃
に
お
い
て
瓦
が
使
用
さ
れ
る
建
物
は
、

ほ
ぼ
有
力
武
士
等
の
居
館
或
い
は
寺
院
に
限
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
施
設
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

木
津
の
地
名
は
木
材
の
集
散
地
と
し
て
河
港
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
木

津
遺
跡
周
辺
は
貴
志
川
の
水
運
に
関
わ
る
水
陸
交

通
の
要
衝
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の

西
の
日
方
・
名
高
の
浦
を
望
む
位
置
に
は
中
世
の

寺
院
跡
で
あ
る
禅
林
寺
坊
院
跡
や
、
山
名
氏
土
居

跡
、
大
野
城
跡
、
春
日
山
城
跡
等
多
数
の
中
世
の

遺
跡
が
集
中
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
調
査
地
付
近
に
寺
院

や
居
館
な
ど
が
存
在
し
た
と
い
う
記
録
は
、
文
献

に
も
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
検
出
さ
れ
た
掘
立
柱
建

物
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
施
設
で

あ
る
か
、
ま
た
、
通
路
状
遺
構
付
近
な
ど
特
定
の

場
所
に
瓦
が
廃
棄
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
で
集
中
し

て
出
土
す
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
っ
た
こ
と
等
、
今

後
木
津
遺
跡
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。（
寺
西
朗
平
）

写真 8　4 石組遺構（東から）

写真 9　67 溝状遺構　（西から）写真 11　軒丸瓦・軒平瓦

写真 10　50 溝状遺構遺物出土状況（南から）
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現
場
紹
介
　
～
重
要
文
化
財
法
音
寺
本
堂
～

有
田
川
町
の
岩
野
河
地
区
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た

ず
む
法
音
寺
本
堂
は
、
室
町
時
代
の
建
立
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
三
間
堂
と
呼
ば
れ
る
比
較
的
小
さ
な

お
堂
の
茅
葺
き
屋
根
が
、
今
回
葺
き
替
え
ら
れ
ま

し
た
。

日
本
各
地
と
同
様
に
、
こ
の
辺
り
で
も
か
つ
て

は
茅
葺
き
の
建
物
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
今

で
は
有
田
川
を
少
し
遡
っ
た
粟
生
地
区
の
吉
祥
寺

薬
師
堂
（
重
文
）
が
残
る
程
度
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
近
畿
有
数
の
茅
場
で
あ
っ

た
生
石
高
原

の
ス
ス
キ
の

植
生
が
、
他

の
植
物
に
脅

か
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も

繋
が
っ
て
い

ま
す
。
茅
葺

き
屋
根
の
寿

命
は
一
般
に

十
五
年
程
度
の

た
め
、
か
つ
て

は
毎
年
の
よ
う

に
ど
こ
か
で
葺

き
替
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、

生
石
高
原
の
ス

ス
キ
野
原
は
現

在
山
焼
き
が
行

わ
れ
て
い
る
範

囲
の
三
倍
以
上
あ
っ
た
と
い
う
の
も
納
得
で
す
。

法
音
寺
本
堂
は
昭
和
六
十
三
年
に
葺
き
替
え

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
は
二
十
六
年
振
り

と
な
り
ま
す
。
地
元
の
方
々
が
尽
力
さ
れ
、
一
部

に
生
石
高
原
の
ス
ス
キ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
約
七
十
五
坪
の
屋
根
に
約
二
千
束
と

大
量
に
必
要
と
す
る
中
で
は
、
数
パ
ー
セ
ン
ト
に

留
ま
り
ま
す
。
有
名
な
生
石
高
原
の
ス
ス
キ
こ
そ

是
非
活
用
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
春
の
風
物
詩

と
な
り
つ
つ
あ
る
山
焼
き
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
り
、

中
々
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
よ
う
で
す
。（
結
城
啓
司
）

新
人
紹
介

は
じ
め
ま
し
て
、
昨
年
10
月
よ
り
文
化
財
建
造

物
課
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
大お
お

給た
び

友
樹
と
申
し
ま

す
。
現
在
、
重
要
文
化
財
修
理
事
業
の
図
面
作
成

な
ど
の
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。

職
人
仕
事
に
憧
れ
を
感
じ
、
そ
の
流
れ
で
木

造
建
築
の
修
復
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

が
き
っ
か
け
で
、
大
学
で
建
築
史
の
研
究
室
に
所

属
し
て
い
ま
し
た
。
卒
業
後
の
数
年
、
文
化
財
と

は
関
係
の
な
い
職
業
に
就
い
て
い
ま
し
た
が
、
や

は
り
文
化
財
に
関
わ
り
た
い
と
筑
波
大
学
大
学
院

で
世
界
遺
産
専
攻
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
先
人
の

仕
事
と
向
き
合
い
、
様
々
な
事
由
に
対
し
て
根
拠

を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
技
師
を
目
指
し
て
努
力

し
た
い
と
思
い
ま

す
。
初
め
て
の
和

歌
山
で
の
生
活
で

す
の
で
、
こ
れ
か

ら
沢
山
の
場
所
へ

出
か
け
て
魅
力
を

発
見
し
て
い
き
た

い
で
す
。
今
後
と

も
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

文

化

財

建

造

物

課 
 
 
 
 

　

短

信

大正元年の岩野河地区
茅葺き民家が多数見える

葺き替えが完成間近の屋根



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 

⑪
　
千ち

木ぎ

7

日
本
の
歴
史
的
な
建
物
と
い
え
ば
、
姫
路
城
の
よ
う
な
壮
大
な
城じ
ょ
う

郭か
く

や
、
太

い
大
黒
柱
や
迫
力
あ
る
梁は

り

組ぐ
み

が
見
え
る
民
家
も
魅
力
的
で
す
が
、
和
歌
山
県
下

で
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
建
物
を
見
て
も
、
寺じ

社し
ゃ

仏ぶ
っ

閣か
く

が
多
数
を
占
め
ま

す
。
そ
の
中
で
も
神
社
建
築
は
伝
統
的
な
形
式
を
尊
ぶ
た
め
、
通
常
決
ま
っ
た

様
式
で
建
て
ら
れ
ま
す
。
流
れ
造
り
や
春
日
造
り
が
一
般
的
で
す
が
、
本
宮
大

社
や
那
智
大
社
の
よ
う
に
、
固
有
の
様
式
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
社
殿
建
築
に
お
い
て
共
通
し
、
寺
院
建
築
に
は
見

ら
れ
な
い
特
徴
が
、
屋
根
の
上
に
据
え
ら
れ
た
千
木
で
す
。

多
く
の
神
社
で
は
、
Ｘ
字
型
の
千
木
が
屋
根
頂
部
の
箱は

こ

棟む
ね

の
上
に
配
さ
れ
る

た
め
、
置
き
千
木
と
も
呼
ば
れ
、
鬼
板
と
勝か

つ

男お

木ぎ

の
間
、
勝
男
木
の
内
側
な
ど

納お
さ

ま
り
は
様
々
で
す
。
そ
の
中
で
、
室
町
時
代
の
丹に
う
つ
ひ
め
じ
ん
じ
ゃ

生
都
比
売
神
社
本
殿
に
お

い
て
は
、
鬼
板
の
前
の
檜ひ

わ
だ皮

屋
根
に
千
木
が
直
接
置
か
れ
ま
す
。
さ
ら
に
本
殿

の
中
に
は
鎌
倉
時
代
の
宮く

う

殿で
ん

が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
破
風
板
の
上
に
千

木
が
置
か
れ
、
古
式
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す　

伊
勢
神
宮
の
千
木
は

破
風
板
の
延
長
で
あ
り
、
そ
の
原
型
が
４
世
紀
頃
に
造
ら
れ
た
家か

屋お
く

文も
ん

鏡き
ょ
う

に
も

確
認
で
き
る
の
で
す
。

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

や
古
写
真
で
み
る
明
治

以
前
の
神
社
は
開
放
的
で
、
社
殿
の

間
近
ま
で
行
き
来
で
き
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
社
殿
の
前
に
大
き
な
拝は

い

殿で
ん

や

弊へ
い

殿で
ん

が
盛
ん
に
建
て
ら
れ
た
昭
和
初

期
に
は
、
建
物
越
し
に
見
え
る
千
木

の
姿
か
ら
、
そ
こ
に
御お

座わ

す
存
在
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
そ
う
で
す
。
見
え
が

た
い
も
の
に
こ
そ
宿
る
も
の
が
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
多
井 

忠
嗣
）

考
古
学
者
の
設し
た
ら楽
博
巳
さ
ん
（
東
京
大
学
）
が
、「
考
古
ボ
ー
イ
」
の
絶
滅

危
惧
種
化
を
憂
う
文
章
を
ブ
ロ
グ
だ
っ
た
か
に
綴
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

「
考
古
ボ
ー
イ
」
と
い
う
の
は
、
ま
ぁ
、
な
ん
と
い
う
か
、
遺
跡
の
周
辺
を

う
ろ
つ
い
て
土
器
の
破
片
だ
の
石
器
を
拾
い
集
め
て
興
じ
る
子
ど
も
の
こ
と
で

す
ね
。
一
種
の
オ
タ
ク
な
の
で
し
ょ
う
が
、
最
近
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

た
し
か
に
絶
滅
危
惧
種
で
す
。

設
楽
さ
ん
は
、
ふ
る
さ
と
・
前
橋
で
の
考
古
ボ
ー
イ
だ
っ
た
時
代
を
な
つ
か

し
く
述
懐
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
設
楽
さ
ん
な
ら
筆
者
と
同
年
輩
の
は
ず
で

す
か
ら
昭
和
40
年
前
後
の
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
世
代
は
多
い
で
す
よ
。
当

セ
ン
タ
ー
に
も「
考
古
ボ
ー
イ
」出
身
と
い
う
べ
き
か
、な
れ
の
果
て（
失
礼
！
）

と
も
い
う
べ
き
技
師
が
何
人
か
お
り
ま
す
。

筆
者
が
知
る
限
り
で
は
、
作
家
の
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
も
そ
う
で
し
た
ね
。
歴

史
紀
行
の
名
著
『
街
道
を
ゆ
く
』
の
な
か
で
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
母
方
の

実
家
が
奈
良
県
の
葛
城
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
夏
休
み
な
ど
に
帰
っ
た
折
に

は
、
一
日
中
近
く
の
田
圃
や
畑
を
歩
き
ま
わ
り
、
石
鏃
や
土
器
の
破
片
を
探
し

て
お
ら
れ
た
と
か
。
そ
の
せ
い
か
司
馬
さ
ん
は
考
古
学
の
よ
き
理
解
者
、
応
援

団
の
ひ
と
り
で
し
た
。
紀
行
の
な
か
で
も
考
古
学
の
成
果
を
紹
介
し
て
く
だ

さ
っ
た
り
、
地
方
で
発
掘
調
査
に
当
た
る
技
師
と
の
出
会
い
を
つ
ね
に
あ
た
た

か
く
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。（
は
ず
か
し
な
が
ら
筆
者
も
登
場
し
て
ま
す
よ
）

と
も
か
く
未
来
の
考
古
学
者
の
み
な
ら
ず
応
援
団
を
育
て
る
た
め
に
も
「
考

古
ボ
ー
イ
」
の
存
在
は
か
か
せ
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
ひ
と
つ
み
ん
な
で
種
の
保
存

を
は
か
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
か
。

｜
｜

「
以
下
、
無
用
の
こ
と
な
が
ら
」、『
街
道
を
ゆ
く
』
の
初
版
本
を
筆
者

は
持
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
装
幀
は
民
芸
運
動
の
大
家
で
も
あ
り
染
色
家
と
し

て
知
ら
れ
る
人
間
国
宝
の
芹
沢
銈
介
さ
ん
。
そ
の
ご
子
息
は
、
旧
石
器
の
研
究

者
と
し
て
著
名
な
考
古
学
者
・
芹
沢
長
介
さ
ん
で
す
ね
。　　
　
（
村
田　
　

弘
）

発
掘
屋
余
話 

㉙
　
考 

古 

ボ 

ー 

イ

山の稜線のような檜皮屋根に並び立つ千木
重要文化財熊野那智大社の７棟の社殿群
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風車70（2015・春号）
平成 27年 3月 25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番地の１
TEL  073-472-3710
FAX  073-474-2270
maizou-1@wabunse.or.jp

2014 年 7 月1 日より、事務局が上記の住所に移転しています。

（公財）和歌山県文化財センター

和歌山県立紀伊風土記の丘

●春期企画展「紀ノ川の青い石」  2015年 3月 3日（火）～ 6月14日（日）

 和歌山県立博物館

●企画展「みほとけのすがた」  2015年 3月14日（土）～ 4月19日（日）

●春期特別展「高野山開創と丹生都比売神社－大師と聖地を結ぶ神々－」　
  2015年 4月25日（土）～ 6月 7日（日）

●特集展示「高野山と有田川流域の仏教文化」  2015年 4月25日（土）～ 6月 7日（日）

 高野山霊宝館

●開創法会期間限定特別公開「高野山三大秘宝と快慶作孔雀明王像」
  2015年 4月 2日（木）～ 5月21日（木）

●高野山開創1200年記念展 「初公開！高野山の御神宝 」前期  2015年 3月21日（土）～ 5月21日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  後期  2015年 5月30日（土）～ 7月 5日（日）


