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は
じ
め
に

寺
内
古
墳
群
・
相
方
遺
跡
の
現
在
発
掘
調
査
を

お
こ
な
っ
て
い
る
地
点
は
、
和
歌
山
電
鉄
岡
崎
前

駅
か
ら
北
東
に
5
0
0
m
ほ
ど
、
和
歌
山
東
高
校

の
東
側
に
位
置
し
ま
す
。
調
査
地
点
の
す
ぐ
東
側

に
は
近
畿
自
動
車
道
が
通
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地

点
で
は
、
N
E
X
C
O
の
計
画
す
る
、
近
畿
自

動
車
道
和
歌
山
南
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

（
仮
称
）
の
建
設
と
、
和
歌
山
県
が
計
画
す
る
和

歌
山
橋
本
線
の
改
良
工
事
お
よ
び
海
草
振
興
局
建

設
部
の
庁
舎
建
設
に
先
立
ち
、
記
録
保
存
の
た
め

の
本
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

発
掘
調
査
は
第
1
次
と
第
2
次
の
2
回
に
分
け

て
計
画
さ
れ
、
平
成
27
年
度
に
第
1
次
調
査
を
終

え
、
平
成
28
年
度
の
春
か
ら
第
2
次
調
査
に
着
手

し
て
い
ま
す（
写
真
1
）。
里
道（
緑
色
の
ラ
イ
ン
）

を
は
さ
ん
で
、
南
側
の
青
枠
で
囲
ん
だ
部
分
が
第

1
次
調
査
を
し
た
範
囲
で
、
赤
枠
で
囲
ん
だ
部
分

が
第
2
次
調
査
を
し
て
い
る
範
囲
で
す
。
第
2
次

調
査
の
範
囲
は
、
破
線
を
境
に
前
半
と
後
半
の
2

回
に
分
け
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
既
に
終
了
し
て
い
る
第
1
次
調
査
の

結
果
を
踏
ま
え
、
現
在
お
こ
な
っ
て
い
る
第
2
次

調
査
の
う
ち
前
半
の
部
分
を
中
心
に
、
そ
の
概
要

に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
１
次
調
査

寺
内
古
墳
群
は
、
和
歌
山
平
野
に
点
在
す
る
山さ
ん

塊か
い

の
ひ
と
つ
、
岩
橋
山
塊
の
岩
橋
前
山
と
大
日
山

の
南
斜
面
に
点
在
す
る
古
墳
の
集
ま
り
で
す
。
東

西
1
㎞
、
南
北
1
．5
㎞
の
範
囲
に
わ
た
り
ま
す
。

相
方
遺
跡
は
、
地
表
に
土
器
が
散
ら
ば
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
遺
跡
で
す
。
今

回
は
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
う
ち
、
道
路
や
建
物
を
建

設
し
、
遺
跡
が
壊
れ
る
部
分
の
み
を
対
象
と
し
て

調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

第
1
次
調
査
で
は
、
数
棟
の
弥
生
時
代
後
期
か

ら
終
末
期
の
竪
穴
建
物
跡
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌

倉
時
代
に
か
け
て
の
掘
立
柱
建
物
跡
や
用
水
路
と

考
え
ら
れ
る
溝
、
埋
没
し
た
谷
の
跡
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

断
続
的
に
集
落
が
営
ま
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
ま

す
。
と
り
わ
け
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で

の
遺
物
や
遺
構
は
僅
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

頃
の
活
動
は
活
発
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ

の
後
、
平
安
時
代
末
頃
か
ら
の
遺
物
が
増
加
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
後
は
集
落
で
の
活
動
は
活
発
に

な
っ
て
い
っ
た
と
推
定
で
き
ま
す
。

第
２
次
調
査

第
2
次
調
査
で
は
、
第
1
次
調
査
の
北
側
を
調

査
し
て
い
ま
す
。
調
査
前
の
現
況
は
果
樹
園
で
、

一
番
上
の
畑
の
標
高
は
8
．8
m
、
一
番
下
の
畑

は
5
．0
m
で
標
高
差
は
約
4
m
の
南
西
向
き
の
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段
々
畑
で
し
た
。
発
掘
調
査
は
作
業
工
程
上
、
西

半
か
ら
先
行
し
て
実
施
し
ま
し
た
。　

西
半
の
調
査
範
囲
で
は
、
耕
作
土
を
除
去
す
る

と
、
遺
物
包
含
層
と
呼
ば
れ
る
、
遺
物
を
多
く
含

ん
だ
土
の
堆
積
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
そ
の
厚
さ

は
、
30
㎝
か
ら
1
m
と
た
い
へ
ん
厚
い
も
の
で
し

た
。
土
に
含
ま
れ
た
遺
物
を
採
取
し
な
が
ら
、
遺

物
包
含
層
を
取
り
除
く
と
、
昔
の
地
形
が
現
れ
ま

し
た
（
写
真
2
）。

昔
の
地
形
は
、
山
す
そ
か
ら
続
く
南
向
き
の
谷

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
谷
の
斜
面
の
う
ち
、
傾
斜

が
緩
や
か
な
と
こ
ろ
に
昔
の
人
々
が
生
活
し
た
痕

跡
で
あ
る
遺
構
（
写
真
の
白
く
囲
っ
た
部
分
）
が

確
認
で
き
ま
し
た
。ま
た
、谷
底
に
は
、青
み
が
か
っ

た
灰
色
の
粘
土
、
砂
、
黒
い
粘
土
や
砂
が
、
分
厚

く
堆
積
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
部
分
は
、
か
つ
て
、

自
然
流
路
の
よ
う
な
水
辺
と
み
ら
れ
ま
す
。
水
の

流
れ
が
あ
る
場
合
は
、
自
然
流
路
底
に
砂
が
堆
積

し
、
水
の
流
れ
が
緩
や
か
な
時
に
は
、
粘
土
や
細

か
い
砂
、
水
辺
に
生
え
て
い
る
植
物
が
腐
っ
て
で

き
た
黒
い
粘
土
が
堆
積
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の

自
然
流
路
に
堆
積
し
た
土
の
下
の
部
分
か
ら
は
、

弥
生
時
代
末
か
ら
古
墳
時
代
初
頭
の
土
器
が
、
中

ほ
ど
か
ら
は
、
古
墳
時
代
の
須
恵
器
や
、
古
代
の

土
器
が
、
上
の
部
分
か
ら
は
、
中
世
の
土
器
が
出

土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
か
な
り
長
い
期

間
に
わ
た
り
水
辺
と
し
て
機
能
し
、
時
間
を
か
け

て
、
徐
々
に
埋
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
部
分

的
に
底
ま
で
掘
り
下
げ
て
深
さ
を
確
認
し
た
結
果
、

谷
底
が
北
か
ら
南
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
水
の
流
れ
も
、
こ
の
方
向
で
あ
っ
た
と

推
定
で
き
ま
す
。
自
然
流
路
の
中
か
ら
は
、
土
器

の
ほ
か
に
木
で
で
き
た
製
品
や
動
物
の
骨
な
ど
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
地
下
水
位
が
高
く
、
酸
素
に

触
れ
る
こ
と
が
少
な
い
環
境
で
は
、
有
機
質
の
も

の
も
腐
ら
ず
に
土
の
中
に
保
存
さ
れ
る
の
で
す
。

自
然
流
路
が
埋
ま
っ
た
後
も
、
山
側
か
ら
水
が

流
れ
込
ん
だ
よ
う
で
す
。
水
の
流
れ
は
山
の
斜
面

を
削
り
、
斜
面
に
は
い
く
つ
か
の
小
さ
な
谷
が
で

き
ま
し
た
。
水
の
流
れ
に
よ
り
、
地
面
が
削
り
取

ら
れ
て
形
成
さ
れ
た
谷
は
、
開か
い

析せ
き

谷だ
に

と
呼
ば
れ
ま

す
。
こ
う
し
て
開
析
に
よ
っ
て
で
き
た
谷
も
、
や

が
て
土
砂
が
堆
積
し
埋
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
開

析
谷
を
埋
め
る
土
に
は
、
瓦が

器き

と
呼
ば
れ
る
黒
い

椀
の
破
片
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

椀
は
、
12
世
紀
か
ら
13
世
紀
頃
に
使
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
谷
が
埋
没
し
た
の
も
そ

の
頃
と
思
わ
れ
ま
す
。

自
然
流
路
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
中
で
特
筆

さ
れ
る
も
の
に
、
墨
書
土
器
が
あ
り
ま
す
（
写
真

3
・
4
）。
出
土
し
た
位
置
は
写
真
5
の
星
印
の

場
所
で
、
自
然
流
路
の
岸
の
駆
け
上
が
り
の
部
分

に
当
た
り
ま
す
。
ひ
び
割
れ
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、

ほ
ぼ
完
全
な
形
で
出
土
し
ま
し
た
。
想
像
を
た
く

ま
し
く
す
る
な
ら
、
使
っ
て
い
た
人
が
自
然
流
路

に
誤
っ
て
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、ひ
び
が
入
っ

て
つ
か
え
な
く
な
っ
た
た
め
岸
か
ら
自
然
流
路
へ

捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
土
器
は
、
素

焼
き
の
坏
で
、
口
径
は
約
13
㎝
、
高
さ
は
約
3
㎝
、

写真2　遺構が現れた状態（西から）

写真3　墨書土器出土状況
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底
径
は
約
8
㎝
で

す
。
外
面
の
底
の

部
分
に
墨
で
二
つ

の
文
字
が
書
い
て

あ
る
よ
う
で
す
。

書
か
れ
て
い
る
文

字
は「
大
」と「
二
」

で
し
ょ
う
か
。
書

か
れ
て
い
る
文
字

の
読
み
方
や
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ

ろ
に
つ
い
て
は
、

今
後
整
理
調
査
を

お
こ
な
っ
て
い
く
う
え
で
の
検
討
課
題
で
す
。

ま
た
、
検
出
さ
れ
た
遺
構
に
は
大
小
様
々
な
柱

穴
・
小
穴
、
土
坑
、
溝
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

う
ち
特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
掘
立
柱
建
物
跡

で
す
。
建
物
を
構
成
す
る
柱
穴
の
直
径
は
60
か
ら

70
㎝
ほ
ど
で
し
た
。
柱
穴
の
平
面
形
は
隅
丸
方
形

な
い
し
円
形
で
、
合
計
6
個
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
2
．7
m
程
の
間
隔
で
、
並
ん
で
い
ま

す
（
写
真
5
）。

建
物
の
規
模
は
、
少
な
く
と
も
2
間
×
2
間
で

建
物
の
一
片
の
長
さ
が
5
．4
m
、
床
面
積
は
30

㎡
以
上
の
建
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

柱
穴
の
中
に
は
、
柱
材
が
残
存
し
て
い
る
も
の

も
あ
り
ま
し
た
。
柱
材
の
直
径
は
、
少
な
く
と
も

20
㎝
は
あ
り
ま
す
。
ま
た
柱
材
の
下
に
は
、
結
晶

片
岩
を
据す

え

石い
し

と
し
て
、
1
段
な
い
し
2
段
に
重
ね

て
置
い
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
結
晶
片
岩

を
お
い
て
い
る
の
は
、
柱
が
沈
み
込
む
の
を
防
ぐ

た
め
と
思
わ
れ
ま
す
（
写
真
6
）。

柱
穴
の
中
に
は
、
据
石
や
柱
材
が
残
っ
て
い
な

い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
柱
材
は
、
再
利
用
す
る

た
め
に
抜
き
取
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

掘
立
柱
建
物
跡
は
、
高
低
差
50
㎝
ほ
ど
の
緩
や

か
な
斜
面
で
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
柱
穴

の
底
や
据
石
の
上
の
面
の
高
さ
は
標
高
5
m
ほ
ど

（
±
10
㎝
程
度
の
差
）の
高
さ
に
あ
り
ま
す
。
元
々

は
平
坦
な
場
所
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
建
物
が
放
棄
さ
れ
た
後
、
開
析
作
用

に
よ
り
地
面
が
削
り
と
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
建
物
の
南
西
側
の
柱
穴
が
残
っ
て
い
な
い
の

も
、
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。
建
物
跡
脇
の
逆

L
字
形
の
溝
も
、
建
物
の
軸
と
並
行
す
る
こ
と

か
ら
、
建
物
に
伴
う
溝
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

柱
穴
か
ら
の
出
土
遺
物
が
少
な
く
、
今
の
と
こ
ろ

建
て
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
断
定
で
き
ま
せ
ん
。

第
2
次
調
査
は
、
現
在
反
転
し
て
東
半
の
部
分

に
着
手
し
て
い
ま
す
。
現
時
点
で
注
目
さ
れ
る
遺

構
は
、
結
晶
片
岩
で
組
ん
だ
溜
桝
と
思
わ
れ
る
遺

構
で
す
（
写
真
7
）。
約
1
m
×
1
．2
m
の
長

方
形
で
、
深
さ
は
1
m
ほ
ど
で
す
。
検
出
し
た

当
初
は
石
組
の
井
戸
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
底
ま
で
掘
り
下
げ
た
結
果
、
井
戸
程
は
深
く

な
い
こ
と
、
底
は
固
く
締
ま
っ
た
土
で
、
地
下
水

写真5　掘立柱建物跡（上から）

★

写真6　柱と据石の残る柱穴

写真4　墨書
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が
通
る
砂
の
層
ま
で
掘
り
込
ま
れ
ず
、
水
が
ほ
と

ん
ど
湧
き
出
さ
な
い
こ
と
か
ら
井
戸
で
は
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
水
を
溜
め
る
溜
桝
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
石
組
周
辺
と
遺
構

の
埋
土
の
中
か
ら
見
つ
か
っ
た
土
器
は
、
や
は
り

瓦
器
の
椀
が
多
く
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真

8
）。
そ
れ
ら
は
、
形
の
特
徴
か
ら
12
な
い
し
13

世
紀
頃
の
も
の
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ

の
溜
桝
も
そ
の
頃
に
は
そ
の
役
目
を
終
え
埋
め
戻

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
に
注
目
さ
れ
る
遺
構
と
し
て
は
、
竪
穴

建
物
跡
が
あ
り
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
5
棟
分
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
9
）。

大
き
さ
は
、
一
辺
が
4
～
5
m
程
度
の
方
形

で
す
。
竪
穴
建
物
跡
の
中
に
は
、
柱
を
立
て
る
た

め
の
穴
で
あ
る
柱
穴
や
、
火
を
焚
く
た
め
の
炉
を

備
え
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
建
物
跡
か
ら
出
土
す

る
土
器
は
、
弥
生
時
代
の
終
わ
り
頃
の
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
建
物
と
し
て
機
能
し
て
い
た
時
期

も
こ
の
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

第
1
次
・
2
次
調
査
の
遺
物
の
構
成
は
共
に
同

様
の
内
容
で
す
。
第
2
次
調
査
の
前
半
で
は
、
調

査
地
の
大
半
が
、
急
斜
面
の
谷
か
谷
底
の
自
然
流

路
で
、
平
坦
な
土
地
は
少
な
く
、
遺
構
の
数
は
そ

れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
対
し
て
、

谷
底
か
ら
は
豊
富
な
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
出

土
す
る
遺
物
の
年
代
は
弥
生
時
代
終
末
期
・
古
墳

時
代
後
期
・
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
後
期
～
末
・

鎌
倉
時
代
で
す
。
こ
の
結
果
は
、
第
1
次
調
査
と

概
ね
合
致
し
て
い
ま
す
。二
つ
の
地
区
で
の
、人
々

が
生
活
し
て
い
た
時
期
に
、
そ
れ
ほ
ど
お
お
き
な

時
間
差
は
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
第

2
次
調
査
で
は
、
古
代
の
遺
物
も
一
定
量
出
土
し

て
い
ま
す
。
今
後
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
、
第
1

次
調
査
で
人
々
の
活
動
が
活
発
で
は
な
か
っ
た
時

期
を
埋
め
る
よ
う
な
遺
構
や
遺
物
が
見
つ
か
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
後
半
部
分
は
、
前
半

部
分
に
比
べ
て
旧
地
形
の
傾
斜
が
緩
や
か
で
あ
る

た
め
、
遺
構
の
数
も
多
い
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

（
加
藤
達
夫
）

写真8　溜桝から出土した瓦器椀 写真7　溜桝と思われる遺構

写真9　調査中の竪穴建物跡
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高
原
熊
野
神
社
の
保
存
修
理

高
原
熊
野
神
社
は
、
田
辺
市
中
辺
路
町
高
原
に

あ
る
熊
野
参
詣
道
沿
い
の
神
社
で
す
。
草
創･

沿

革
の
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
御み

正し
ょ
う

体た
い

裏
面
の
墨
書
に
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
に
熊
野

本
宮
大
社
か
ら
若
王
子
を
勧
進
し
た
と
あ
り
ま
す
。

本
殿
は
中
規
模
の
一
間
社
春
日
造
、
檜
皮
葺
の
社

殿
で
、
熊
野
参
詣
道
沿
い
最
古
の
建
物
で
す
。
熊

野
路
の
王
子
社
に
は
古
い
社
殿
が
少
な
い
中
、
室

町
時
代
の
形
式
を
残
し
て
い
る
の
は
貴
重
で
あ
る

と
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
八
日
に
県
指
定
文
化
財

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

境
内
は
、
国
史
跡｢

熊
野
参
詣
道｣

の
一
部
と

し
て
、
ま
た
国
名
勝｢

南
方
曼
陀
羅
の
風
景
地｣

の
ひ
と
つ
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
周
辺

の
村
民
が
一
丸
と
な
っ
て
神
社
の
合
祀
に
反
対
し

た
た
め
残
さ
れ
た
。」
と
南
方
熊
楠
が
伝
え
て
い

る
境
内
に
は
、
南
方
が
書
き
留
め
た
樹
齢
八
〇
〇

年
に
も
及
ぶ
と
伝
わ
る
巨
大
な
ク
ス
ノ
キ
を
は
じ

め
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
・
カ
ゴ
ノ
キ
等
の
大
木
が
叢

生
し
、
室
町
時
代
の
様
式
を
残
す
本
殿
と
と
も
に

霊
地
と
し
て
の
風
景
を
伝
え
て
い
ま
す
。

本
殿
は
平
成
八
年
に
屋
根
葺
替
・
塗
装
工
事
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
檜
皮
葺
の
屋
根
に
コ
ケ
が
生

え
雨
漏
り
の
心
配
が
あ
り
、
棟
の
千
木
・
勝
男
気

も
腐
朽
し
て
取
替
が
必
要
で
し
た
。
塗
装
や
彩
色

は
全
面
的
な
修
理
を
行
わ
な
く
て
も
大
丈
夫
で
し

た
が
、
彩
色
の
剥
落
止
め
と
補
筆
が
必
要
で
し
た
。

そ
こ
で
県
の
補
助
事
業
と
し
て
保
存
修
理
を
平
成

二
十
八
年
二
月
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

仮
設
の
素
屋
根
を
掛
け
て
、
檜
皮
の
解
体
を
行
い

ま
し
た
。
解
体
後
、
小
屋
組
内
部
の
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
小
屋
組
は
桁

か
ら
上
が
、
す
べ
て

取
り
替
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
垂
木
・
化

粧
野
地
板
も
正
面

東
隅
を
除
い
て
、
新

し
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。
墨
書
か
ら
昭

和
三
十
二
年
に
地

元
の
大
工
に
よ
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
本
殿
の
中
に
は
台
風
に
よ
り
大
き
な
枝
が
落
ち

て
き
て
屋
根
が
大
破
し
、
修
理
し
た
旨
を
書
き
記
し

た
板
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
破
損
が
あ
ま

り
に
も
大
き
か
っ
た
た
め
こ
の
よ
う
な
修
理
が
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
修
理
に
は
我
々
修
理
技
術

者
の
大
先
輩
で
あ
る
竹
原
吉
助
氏
が
指
導
に
あ
た
っ

た
と
当
時
の
修
理
を
知
る
地
元
の
古
老
が
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
大
き
な
修
理
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
昔
の
姿
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
指
導
の
お
か

げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
（
寺
本
就
一
）

文

化

財

建

造

物

課 
 
 
 
 

　

短

信写真１　高原熊野神社本殿（正面）

写真２　小屋組内の墨書
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先
日
、
旧
西
村
家
住
宅
の
修
理
で
物
置
小
屋
の
屋
根
瓦
を
降
ろ
し
ま
し
た
。

瓦
は
建
物
の
修
理
後
に
も
、
な
る
べ
く
再
使
用
し
て
葺
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
に
古
い
瓦
と
新
し
い
瓦
を
、
ど
の
程
度
、
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
調
べ
る
こ
と
も
仕
事
の
ひ
と
つ
で
す
。
で
す
か
ら
職
人
に
頼
り
き
り
で

は
な
く
、
再
利
用
で
き
る
瓦
を
自
分
で
も
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
し
で
も

残
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。。
そ
し
て
瓦
の
選
別
に
は
「
木き

槌づ
ち

・
金か
な

槌づ
ち

」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
瓦
の
表
面
を
軽
く
叩
い
て
、
音
を
聴
く
と
状
態
を
確

認
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

良
好
な
瓦
は
叩
く
と
軽
や
か
で
澄
ん
だ
高
音
が
響
き
ま
す
。
比
べ
て
、
劣
化

し
た
瓦
の
場
合
は
、
重
く
鈍
い
音
で
叩
き
心
地
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
作

業
を
何
百
枚
と
繰
り
返
し
、
瓦
を
正
常
な
も
の
と
欠
陥
が
あ
る
も
の
に
選
別
し

て
い
き
ま
す
。
中
に
は
、
微
妙
な
打
音
を
響
か
せ
る
瓦
も
あ
り
、
評
価
が
難
し

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
選
別
す
る
者
に
よ
っ
て
再
利
用
す
る
の
か
、
し
な
い
の

か
判
断
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
破
損
等
も
合
わ
せ
て
考
慮
し
て
瓦
を
整

理
し
て
い
き
ま
し
た
。

今
回
は
選
別
と
一
緒
に
、
ブ
ラ
シ
や

た
わ
し
を
使
っ
て
、
瓦
に
絡
み
つ
い
た

ツ
タ
や
土
を
落
と
し
て
綺
麗
に
し
て
か

ら
保
管
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
八

月
の
炎
天
下
で
は
体
力
の
必
要
な
作
業

で
、
実
際
に
自
分
で
や
っ
て
み
る
と

思
っ
た
よ
り
も
時
間
が
掛
か
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
今
後
、
実
施
す
る
主
屋
の

葺ふ

き
替
え
を
効
率
よ
く
進
行
さ
せ
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
考
え
る
機
会
に

な
り
ま
し
た
。（
大
給
友
樹
）

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
川

崎
雅
史
と
申
し
ま
す
。
職
場
に
は
も
う
何
年
も
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
世
間

で
は
肩
た
た
き
を
さ
れ
る
年
齢
で
も
あ
り
ま
し
て
、
な
ん
ら
フ
レ
ッ
シ
ュ
感
も

な
い
の
に
、
こ
の
期
に
及
ん
で
新
任
の
ご
挨
拶
と
あ
っ
て
大
変
恐
縮
し
て
お
り

ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
和
歌
山
県
南
部
の
遺
跡
を
中
心
に
発
掘
調
査
し
、
南
の
方
の
遺

跡
の
こ
と
な
ら
人
一
倍
分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
す
・
・
多
分
。
今
も
新
宮
市

の
新
宮
城
下
町
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
各
時
代
の
遺
構
が

重
な
り
合
っ
て
見
つ
か
る
状
態
で
、
と
に
か
く
内
容
の
濃
い
遺
跡
で
す
。
想
定

外
が
多
す
ぎ
て
、
発
掘
に
対
す
る
自
信
も
失
い
そ
う
で
、
過
去
一
番
苦
戦
し
た

遺
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
し
ば
ら
く
調
査
が
続
き
ま
す
が
、
追
っ
て
成
果

を
発
表
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
こ
の
頃
で
す
が
、
職
場
の
皆
さ
ん

の
足
を
引
っ
張
ら
ぬ
よ
う
に
、
職
務
を
全
う
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
崎
雅
史
）

降ろした瓦の選別作業

新
任
の
ご
挨
拶 

②
　
　
埋
蔵
文
化
財
課
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（公財）和歌山県文化財センター

●企画展「紀州のあゆみ ―和歌山県内埋蔵文化財発掘調査速報展―」　
　　場所：岩出市民俗資料館  2016年11月  2日（水）～11月28日（月）

和歌山県立紀伊風土記の丘

●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「岩橋千塚と紀氏の系譜」  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）
●特別記念講演「群集墳の成立と展開」  2016年11月20日（日）

 和歌山県立博物館

●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）
●企画展「和歌浦・屛風・名所」  2016年12月  3日（土）～ 2017年1月15日（日）

和歌山市立博物館

●特別公開「重要文化財馬冑の実物展示」  2016年10月  1日（土）～10月30日（日）
●特別展「城下町和歌山の絵師たち」  2016年10月22日（土）～11月27日（日）

 高野山霊宝館

●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）


