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は
じ
め
に

全
国
的
に
も
珍
し
い
「
多た

宝ほ
う

小し
ょ
う

塔と
う

」
で
あ
る
重

要
文
化
財
（
建
造
物
）
安
楽
寺
多
宝
小
塔
は
、
平

成
二
十
七
年
十
一
月
か
ら
工
事
期
間
十
二
ヶ
月
の

予
定
で
保
存
修
理
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
号

で
は
、
こ
の
珍
し
い
小
塔
の
特
徴
と
、
修
理
工
事

を
通
し
て
判
明
し
た
事
柄
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま

す
。安

楽
寺
は
有
田
川
町
の
二
川
地
区
に
位
置
し
ま

す
。
高
野
山
を
源
流
と
し
、
紀
伊
水
道
に
注
ぐ
有

田
川
の
中
流
域
、
左
岸
丘
陵
の
中
腹
に
寺
地
を
構

え
ま
す
。
多
宝
小
塔
は
お
寺
か
ら
一
段
下
が
っ
た

場
所
に
建
つ
収
蔵
庫
内
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
老
朽
化
し
た
収
蔵
庫
の
建
て
替
え
に
合

わ
せ
て
、
多
宝
小
塔
の
修
理
が
計
画
さ
れ
ま
し

た
。
全
体
的
に
大
き
な
破
損
は
み
ら
れ
な
い
も
の

の
、
二に

重じ
ゅ
う

の
組
物
を
中
心
に
部
材
の
欠
失
や
破
損
、

歪
み
な
ど
が
目
立
つ
状
態
で
し
た
。
今
回
の
修
理

で
は
、
健
全
な
部
分
に
は
極
力
手
を
加
え
ず
、
不

具
合
の
あ
る
箇
所
を
部
分
的
に
分
解
し
て
補
修
を

行
う
方
針
と
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
伝
統
的

な
建
物
全
て
に
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
特
に
こ
の

よ
う
な
小
さ
な
建
物
で
す
と
、
分
解
に
よ
っ
て
部

材
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
再
用
が
困
難
に
な
り
、

文
化
財
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部

材
を
残
せ
な
く
な
る
た
め
で
す
。

多
宝
小
塔
の
概
要

こ
の
多
宝
小
塔
に
つ
い
て
、
い
つ
、
誰
が
、
ど

の
よ
う
な
理
由
で
建
て
た
の
か
、
実
は
詳
し
い

こ
と
は
あ
ま
り
判
っ
て
い
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
、
小
塔
は
一

般
の
建
築
物
と
異
な
り
移
設

が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
た

め
、
最
初
か
ら
現
在
の
場
所

に
あ
っ
た
と
い
う
確
証
が
あ

り
ま
せ
ん
。
今
回
の
修
理
で

棟
札
や
墨
書
な
ど
の
発
見
が

期
待
さ
れ
ま
し
た
が
、
見
つ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
、
柱
に
隅す
み

延の

び
が
あ

り
、
面
取
り
が
大
き
い
こ
と
、

そ
し
て
細
部
の
意
匠
な
ど
か

ら
、
室
町
時
代
前
期
の
建
立
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
建
物
の
部
材
表
面
を
よ
く
見
る
と
、

風ふ
う

食し
ょ
く

と
い
っ
て
、
長
年
月
外
気
に
晒さ
ら

さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
雨
風
が
部
材
を
摩
滅
さ
せ
た
痕
跡
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
建
て
ら

れ
た
当
時
は
今
と
異
な
り
、
開
放
性
の
高
い
小し
ょ
う

堂ど
う

の
よ
う
な
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
ま

す
。
そ
し
て
、
他
の
多
宝
小
塔
で
み
ら
れ
る
よ
う

な
、
仏
像
を
内
部
に
安
置
す
る
機
能
を
優
先
し
て

一
重
正
面
中
央
間
の
間
口
を
極
端
に
広
げ
た
り
、

一
重
の
階
高
を
高
く
し
た
り
し
て
お
ら
ず
、
あ
く

ま
で
一
般
の
多
宝
塔
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
基
準

に
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厨ず

子し

と
し
て
で
は

な
く
、
建
築
物
と
し
て
計
画
し
た
意
図
が
垣
間
見

え
ま
す
。
実
際
に
、
全
高
二
メ
ー
ト
ル
程
度
の
大

き
さ
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
材
を
見
る
と
一
般

一重の平面を四角、二重の平面を円形と
し、両重に四角の屋根をかける、特徴的
な形状の二重塔です。主に真言宗系の寺
院で建設され、その教義では建物そのも
のが大日如来を体現するとされています。
全国で41基が国の指定文化財となって
います。

安
楽
寺
多
宝
小
塔
の
保
存
修
理

特
集

金剛三昧院多宝塔

多宝塔とは
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の
多
宝
塔
と
変
わ
ら
な
い
手
法
で
造
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
判
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、多
宝
小
塔
が“
単

独
”
の
“
建
造
物
”
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
の
は
、
安
楽
寺
多
宝
小
塔
が
全
国
で

唯
一
と
な
り
ま
す
。

多
宝
小
塔
の
特
徴

具
体
的
に
建
物
の
特
徴
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

大
き
さ
は
一
般
の
多
宝
塔
の
五
～
十
分
の
一
程
度

と
な
っ
て
い
ま
す
。
屋
根
は
瓦
葺
き
の
よ
う
に
見

え
ま
す
が
、
本
物
の
瓦
で
は
な
く
、
木
製
の
屋
根

板
に
丸
い
棒
を
等
間
隔
に
並
べ
る
、
瓦
棒
と
い
う

形
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
瓦
棒
に
竹
が

用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
珍
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
（
表
紙
写
真
右
側
上
）。

二
重
の
組
物
を
見
る
と
、
一
般
の
多
宝
塔
と
ほ

と
ん
ど
違
い
が
な
い
ほ
ど
精
巧
に
造
ら
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
普
通
に
部
材
を
造
る
と
一
つ
一
つ
が

小
さ
く
な
り
過
ぎ
て
強
度
が
保
て
な
い
た
め
、
一

つ
の
材
料
か
ら
複
数
の
部
材
を
造
り
出
す
手
法
が

多
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
の
建
物
で
も

強
度
を
保
た
せ
た
い
部
分
に
使
わ
れ
る
手
法
で
す
。

組
物
の
内
部
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
外
側
に
飛

び
出
て
い
る
組
物
（
肘
木
）
は
、
建
物
の
内
部
を

貫
通
し
て
反
対
側
の
肘
木
と
一
体
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
判
り
ま
す
。
ま
た
、
よ
く
見
る
と
外
側
に

出
る
部
分
を
少
し
曲
げ
て
造
っ
て
い
る
こ
と
に
気

が
付
き
ま
す
。
大
き
な
材
料
か
ら
削
っ
て
こ
の
よ

う
な
部
材
を
造
っ
て
い
ま
す
が
、
一
般
の
多
宝
塔

と
全
く
同
じ
技
法
で
す
。

多
宝
塔
の
二
重
は
円
形
の
平
面
と
四
角
の
屋
根

が
取
り
合
う
た
め
、
対
角
線
で
軒の
き

の
出で

が
非
常
に

大
き
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
円
形
だ
と
部
材
の
寸

国宝の元興寺極楽坊や海龍王寺（共
に奈良県）の五重小塔をはじめとして、
全国には多数の小塔建築が伝わって
います。
一般の塔と小塔の区別は、屋内に安
置されていることが目安となります。

遠照寺多宝小塔
一重中央間が一間となり、階高も高い

二重軒廻り　よく見ると様々な部材が破損している。 ［参考］金剛三昧院多宝塔の二重軒廻り

小塔建築
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法
や
位
置
の
基
準
を
決
め
る
の
が
難
し
く
な
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
多
宝
塔
は
非
常
に
高
い
大
工

技
術
を
要
求
す
る
建
物
で
す
が
、
こ
の
小
塔
も
部

材
の
納
ま
り
が
破は

綻た
ん

し
な
い
よ
う
に
造
る
に
は
、

同
じ
く
ら
い
高
度
な
技
術
が
必
要
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
こ
の
多
宝
小
塔
は
高
度
な
技
術
を

持
っ
た
大
工
が
製
作
に
関
わ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

の
で
す
。

建
立
当
初
の
姿

今
回
の
保
存
修
理
に
伴
う
調
査
の
結
果
、
多
宝

小
塔
は
建
立
後
か
ら
現
在
ま
で
に
大
き
な
修
理
が

行
わ
れ
、
建
物
の
姿
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
際
、
一
重
の

外
壁
部
分
が
特
に
大
き
く

変
わ
り
ま
し
た
。
現
状
は

正
面
の
中
央
の
み
に
扉と
び
ら

構が
ま

え
が
あ
り
、
そ
の
他
は
全

て
板
壁
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
建こ
ん

立り
ゅ
う

当
初
は
正

面
と
同
様
の
扉
構
え
が
他

の
三
面
に
も
あ
り
、
ま
た

両
脇
部
分
に
も
連れ
ん

子じ

窓ま
ど

と

呼
ば
れ
る
窓
状
の
意
匠
が

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
元
々
の
建
物
の
正
面
は
、
現
在
の
左

側
面
で
あ
っ
た
こ
と
も
判
り
ま
し
た
。
扉
を
撤
去

す
る
際
に
、
現
在
の
正
面
部
分
の
み
を
存
置
し
、

正
面
と
し
た
よ
う
で
す
。
地
盤
と
直
接
接
点
が
な

く
向
き
を
容
易
に
変
え
ら
れ
る
小
塔
建
築
な
ら
で

は
の
改
変
と
言
え
ま
す
。

判
明
し
た
建
築
当
初
の
姿
は
、
正
に
多
く
の
多

宝
塔
と
共
通
す
る
意
匠
と
い
え
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、「
多
宝
塔
」
を
強
く
意
識
し
て
計
画
さ

れ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
当
時
の
姿

こ
そ
、
こ
の
小
塔
に
と
っ
て
最
も
価
値
が
あ
る
と

判
断
で
き
る
た
め
、
所
有
者
や
文
化
庁
、
県
や
町

な
ど
の
関
係
者
と
協
議
を
行
い
、
今
回
の
工
事
で

判
明
し
た
姿
に
復
す
る
よ
う
計
画
し
て
い
ま
す
。

さ
い
ご
に

今
回
の
解
体
修
理
に
よ
っ
て
、
建
物
の
建
立
に

関
す
る
資
料
が
み
つ
か
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
し

た
が
、
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
代
わ
り
、
建

立
当
初
の
姿
が
今
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。
建
物
の
解
体
修
理
と
そ
れ
に
伴
う
調

査
は
、
そ
の
建
物
が
た
ど
っ
て
き
た
歴
史
を
遡
る

旅
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

二
川
地
区
は
古
く
阿あ

弖て

河が
わ

庄
と
呼
ば
れ
、
高
野

山
領
の
最
西
端
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
素

晴
ら
し
く
貴
重
な
多
宝
小
塔
が
伝
わ
っ
た
こ
と
は
、

高
野
山
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
点
で
も
非
常
に

興
味
深
い
と
言
え
ま
す
。　
　
　
（
結
城　

啓
司
）

古代から中世初期の建物の特徴に「隅延び」
という技法があります。
建物の隅柱を他の柱より少し長く造ることか
ら、こう呼ばれます。柱の長さが異なると、
その影響は様々な場所に現れますが、特に
頭
かしら
貫
ぬき
に注目するとよくわかります。軒

のき
の反

そ
り

を綺麗に見せるために考え出された技術で
すが、室町時代中期頃には使われなくなった
とされています。

二重組物の詳細

頭貫の上端が斜めになり隅柱が長いことがわかる

隅延び
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「
重
要
文
化
財
安
楽
寺
多
宝
小
塔
修
理
完
成
記
念
」

と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
一
日
〜
三
月
五

日
ま
で
和
歌
山
県
立
博
物
館
に
て
、
修
理
を
終
え
た

多
宝
小
塔
が
公
開
さ
れ
る
予
定
で
す
。

※
詳
細
は
博
物
館
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

復原正面図 現状正面図

　　　　　　　　　　　　　　　　

下表の通り、現在10基の多宝小塔が確認出来ます。

全国の多宝小塔

名称 所在地 建立年代 指定
1 安楽寺多宝小塔 和歌山県 室町前期 重文（建造物）
2 興禅寺多宝小塔 京都府 室町前期 市指定
3 三渓園多宝塔 神奈川県 宝徳2年（1450） 重文（工芸）
4 遠照寺多宝小塔 長野県 天文7年（1538） 重文（建造物）附
5 厳島神社多宝小塔 山口県 室町中～後期頃 市指定
6 十輪院多宝小塔 奈良県
7 正覚寺多宝小塔 和歌山県 江戸中期 県指定
8 東大寺戒壇院多宝塔 奈良県 享保17年（1732）
9 智積院多宝塔 京都府 江戸後期か
10 旧石清水八幡宮多宝小塔 滋賀県 江戸時代

案

内
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発
掘
調
査
は
新
宮
市
文
化
複
合
施
設
建
設
に

伴
う
も
の
で
、
新
宮
市
の
委
託
を
受
け
て
今
年

二
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
第
一
次
調
査
を
実
施

し
ま
し
た
。
調
査
箇
所
は
国
指
定
史
跡
に
な
っ

て
い
る
新
宮
城
跡
の
西
側
で
、
旧
丹
鶴
小
学
校

敷
地
内
に
な
り
ま
す
。

調
査
区
付
近
は
熊
野
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防

上
で
、
安
定
し
た
微
高
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
縄

文
時
代
以
降
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
遺
構
が
残
さ

れ
て
お
り
、
発
掘
調
査
で
は
第
一
遺
構
面
で
江
戸

時
代
の
新
宮
城
下
町
の
遺
構
、
第
二
遺
構
面
で
古

墳
時
代
初
頭
か
ら
室
町
時
代
の
遺
構
、
第
三
遺
構

面
で
縄
文
時
代
の
遺
構
を
検
出
す
る
な
ど
数
多
く

の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
回
は
、

第
一
遺
構
面
の
成
果
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

城
下
町
の
遺
構
に
は
、
南
北
に
延
び
る
道
路
と

そ
の
東
西
両
側
に
石
垣
で
区
画
さ
れ
た
武
家
屋

敷
が
あ
り
ま
す
。
道
路
は
江
戸
時
代
に
「
河
原

町
通
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
、
道
路
面

は
掘
割
状
に
屋
敷
地
よ
り
一
段
低
く
構
築
さ
れ

て
い
ま
す
。
対
応
す
る
石
垣
の
特
徴
か
ら
、
道

路
の
構
築
が
江
戸
時
代
初
期
ま
で
遡
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
構
築
当
初
は
西
側
の
み
に
石
組
み

の
側
溝
を
設
置
し
、
道
路
幅
は
五･

二
ｍ
を
測
り
、

路
面
に
は
一
～
五
㎝
程
度
の
円
礫
を
敷
い
て
敲

き
締
め
て
い
ま
し
た
。

屋
敷
地
を
区
画
し
た
石
垣
は
、
江
戸
時
代
初
期

の
浅
野
期
に
描

か
れ
た
『
紀
州

新
宮
絵
図
』
と

対
応
す
る
位
置

関
係
で
検
出
さ

れ
て
い
ま
す
。

石
垣
の
積
み
方

は
、
そ
の
位
置

ご
と
で
異
な
っ

て
お
り
、
道
路

に
面
す
る
石
垣

や
西
屋
敷
地
北

側
を
区
画
す
る
石
垣
に
大
き
な
石
材
が
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
特
に
、
西
屋
敷
地
北
側
の
石
垣
は
、

残
存
高
が
一･

三
ｍ
程
度
を
測
り
、
そ
の
積
み
方

か
ら
構
築
時
期
が
江
戸
時
代
初
期
に
遡
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
屋
敷
地
内
の
建
物
等
は
明

確
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
道
路
や
石
垣
・
側
溝
に
つ

い
て
は
、
近
世
の
城
下
町
に
お
け
る
都
市
構
造
を

現
在
に
遺
存
す
る
極
め
て
重
要
な
遺
構
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　
　
　
　
　
（
川
崎
雅
史
）

埋

蔵

文

化

財

課 
 
 
 
 

　

短

信

西屋敷地北側の石垣

第１次遺構面全景（右が北方向）

新
宮
城
跡
、
新
宮
城
下
町
遺
跡

第
一
次
発
掘
調
査



きのくに歴史小話 ～きのくにれきしこばなし～

文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 
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暗
が
り
を
探
る

7

新
年
度
か
ら
旧
西
村
家
住
宅
と
い
う
建
物
の
修
理
現
場
に
来
て
い
ま
す
。
洋

風
の
住
宅
で
す
の
で
、
柱
や
梁
な
ど
の
構
造
が
壁
の
中
に
隠
れ
て
い
て
見
え
ま

せ
ん
。
壁
や
床
の
板
を
取
り
外
し
た
場
所
か
ら
内
部
を
覗の

ぞ

き
こ
ん
だ
り
し
て
、

建
物
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
手
が
か
り
を
探
し

て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
場
合
は
暗
い
の
で
、
懐
中
電
灯
を
使
用
し
ま
す
が
、
実
測
の
為

に
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
等
の
計
測
道
具
も
手
に
し
た
い
の
で
、
私
は
頭
に
取
り
付
け

る
タ
イ
プ
の
も
の
を
重
宝
し
て
い
ま
す
。
灯
り
を
つ
け
る
と
、
視
界
良
好
で
作

業
を
、
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　
　

た
だ
、
調
子
よ
く
出
来
上
が
っ
た
野
帳
を
確
認
し
て
も
ら
う
と
「
あ
れ
が
描

け
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
照
ら
し
た
だ
け
で
重

要
な
も
の
が
自
然
に
見
え
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
日
々
、
思
い

知
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

修
理
現
場
で
は
、
建
物
が
過
去
に
ど

の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
を
客き

ゃ
っ

観か
ん

的て
き

に
見
極
め
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

こ
ち
ら
で
の
修
理
を
終
え
た
時
、
皆

さ
ん
に
沢
山
の
発
見
を
伝
え
ら
れ
る
よ

う
に
、
そ
し
て
建
物
に
と
っ
て
良
い
修

理
と
は
何
な
の
か
考
え
な
が
ら
記
録
を

し
て
行
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

暗
い
場
所
を
測
る
と
き
に
も
、
そ
の

材
料
の
歴
史
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
、

電
灯
で
照
ら
し
た
先
を
じ
っ
く
り
観
察

し
て
、
隅
々
ま
で
建
物
を
理
解
し
た
い

と
い
う
意
気
込
み
で
す
。

は
じ
め
ま
し
て
、
本
年
四
月
よ
り
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
、

加
藤
達
夫
と
申
し
ま
す
。
新
人
で
す
が
、
今
年
、
厄
年
（
本
厄
）
を
む
か
え

ま
し
た
の
で
新
人
感
は
あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）。
和
歌
山
に
き
て
三
ヶ
月
が
す
ぎ
、

生
活
に
も
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
き
ま
し
た
。
和
歌
山
で
生
活
す
る
の
は
初
め
て
な

の
で
見
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
全
て
が
新
鮮
で
刺
激
的
な
毎
日
を
送
っ
て
い
ま
す
。

和
歌
山
初
心
者
な
の
で
、
勉
強
の
毎
日
で
す
。
仕
事
で
扱
う
埋
蔵
部
文
化
財

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
も
多
く
「
所
変
わ
れ

ば
品
変
わ
る
」
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
県
内
で
も
北
と
南
で

は
、
遺
跡
か
ら
出
て
く
る
も
の
が
、
想
像
以
上
に
違
う
こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
。

さ
て
、
わ
た
し
は
も
と
も
と
遺
跡
の
発
掘
や
博
物
館
の
学
芸
員
の
仕
事
に
興

味
が
あ
り
、
か
れ
こ
れ
10
年
ほ
ど
ま
え
に
、
発
掘
調
査
の
仕
事
に
と
び
こ
み
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
先
輩
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
今
日

ま
で
こ
の
仕
事
を
続
け
こ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
、
不
慣
れ
で
す
が
、
初
心
に
帰
り
い
ろ
い
ろ
と
学
び
な
が
ら
よ
り

よ
い
調
査
が
で
き
る
よ
う
精
い
っ
ぱ
い
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
任
の
ご
挨
拶 

①
　
　
埋
蔵
文
化
財
課

地下室から床下を見る（旧西村家住宅）
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（公財）和歌山県文化財センター

目
　
次

1　表紙「安楽寺多宝小塔」
2　特集「安楽寺多宝小塔の保存修理」　
6　埋蔵文化財課　短信「新宮城跡、新宮城下町遺跡第１次発掘調査」
7　きのくに歴史小話「文化財建造物修理技術者の道具④　暗がりを探る」
　　　　　　　　　  「新任のご挨拶①　埋蔵文化財課」
8　催し物案内

風車 74 号の特集につきまして、旧橋本本陣池永
家住宅の記述を下記の通り訂正致します。

「主屋は享保十六年 ( 一七三一 ) 以前の建物で、
建立年代が判明した和歌山県内の民家としては、
最古の建物と言われています。」
↓

「主屋は享保十六年（一七三一）以前と伝わる建
物です。」

（公財）和歌山県文化財センター

●「地宝のひびき－和歌山県内文化財調査報告会－」　
　　場所：きのくに志学館（和歌山県立図書館）２Ｆ　講義・研修室  2016年 7月16日（土）　13：00～17：00

和歌山県立紀伊風土記の丘

●夏季企画展「学校にあるたからもの」  2016年 7月16日（土）～ 9月 4日（日）　
●風土記講座③「夏季企画展展示解説」　  2016年 8月20日（土）
●秋期特別展「岩橋千塚とその時代～紀ノ川流域の古墳文化～」 2016年10月 1日（土）～12月 4日（日）
●特別展記念講演会　  2016年10月 9日（日）
●特別展セミナー①、②、③　  2016年10月16日（日）、23日（日）、30日（日）

 和歌山県立博物館

●夏休み企画展「きのくに人物百科－姿とことば－」  2016年 7月16日（土）～ 8月31日（水）
●特別展「戦乱の世から泰平の世へ－16～17世紀の紀北・泉南地域－」
  2016年 9月10日（土）～10月10日（月）
●特別展「蘆

ろ

雪
せつ

潑
はつ

剌
らつ

－草堂寺と紀南の至宝－」  2016年10月18日（火）～11月23日（水）

和歌山市立博物館

●特別展「玉津島－衣
そと

通
おり

姫
ひめ

と三十六歌仙－」  2016年 7月16日（水）～ 8月21日（日）
●史跡散歩「古写真でぶらり歩こう本町界隈」  2016年10月 8日（土）

 高野山霊宝館

●第37回高野山大宝蔵展「高野山の名宝」  2016年 7月 9日（土）～10月 3日（月）
●秋期企画展「「真田丸」の時代と高野山」  2016年10月 8日（土）～2017年 1月15日（日）


