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一
、
は
じ
め
に

新
宮
市
で
は
、
今
年
の
４
月
か
ら
３
年
が
か
り

で
国
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
旧
西
村
家
住
宅
（
西

村
記
念
館
）
の
保
存
修
理
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。

旧
西
村
家
住
宅
は
、
西
村
伊い

作さ
く

氏
（
以
下
「
伊

作
氏
」）
が
自
ら
設
計
し
た
３
度
目
の
自
邸
で
、

大
正
３
（
１
９
１
４
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
建

て
ら
れ
た
洋
風
の
建
物
で
す
。
１
階
の
間ま

取ど

り
は
、

西
側
に
あ
る
玄
関
を
入
る
と
東
へ
廊
下
が
延
び
て
、

そ
の
南
側
に
は
居い

間ま

（
リ
ビ
ン
グ
）
と
食
堂
（
ダ

イ
ニ
ン
グ
）、
北
側
に
は
台
所
や
事
務
室
が
並
び

ま
す
（
図
１
）。
２
階
に
は
家
族
の
寝
室
や
和
室
、

浴
室
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
屋
根
裏
部
分
も
部
屋
と

し
て
用
い
ら
れ
、
写
真
用
の
暗あ
ん

室し
つ

が
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
台
所
の
下
に
は
地
下
室
が
設
け
ら
れ
、
ボ

イ
ラ
ー
、
か
ま
ど
、
洗
濯
槽
な
ど
が
置
か
れ
て
い

ま
す
。

家
族
の
生
活
空
間
を
中
心
と
し
た
間
取
り
と
、

給
排
水
設
備
や
給
湯
設
備
も
有
す
る
な
ど
、
現
在

の
生
活
で
は
当
た
り
前
と
な
っ
た
住
宅
ス
タ
イ
ル

を
実
現
さ
せ
た
初
期
の
建
物
と
し
て
、
ま
た
、
そ

の
す
が
た
を
今
日
ま
で
伝
え
る
希
少
な
建
物
と
し

て
、
平
成
22
年
６
月
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
53
年
よ
り
西
村
記
念
館
と
し
て
一
般
に
公

開
さ
れ
、
平
成
10
年
か
ら
は
建
物
の
寄
贈
を
受
け

た
新
宮
市
が
管
理
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。
建
築

後
１
０
０
年
が
経
過
し
た
建
物
は
、
地じ

盤ば
ん

の
一
部

が
沈
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
屋
根
面
や
壁
面
に

破は

損そ
ん

が
生
じ
、
そ
の
破
損
部
分
が
雨
漏
り
な
ど
で

さ
ら
に
傷
み
、
構
造
的
に
も
弱
い
状
態
と
な
っ
て

「
建
造
物 

旧
西
村
家
住
宅
」の
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修
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集

図１．主屋１階平面図
玄関を入ると廊下（ホール）が一直線に延び、その右
側（南）に居間と食堂を、左側（北）には台所と家事
室、事務室などを配置しています。

写真２．主屋の外観を南西より見る
軒先には「ガンギ」と呼ぶ、雨風除けの縦板が付いています。
南面２階のベランダの下には半円形平面の石敷きが残り、下
をテラス、その上をバルコニーとしてベランダに附属させた
時期のあったことが、古写真からもわかっています。

写真１．主屋の外観を南東より見る
手前の張り出している部分が食堂で、その奥に居間が続きま
す。その上方には寝室が 2室並びます。建物の南側と東側に
開かれた庭に面する部屋は、いずれも家族のための空間で占
められています。
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い
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
、
地
盤
の
強
化
を
図
り

な
が
ら
、
建
物
の
破
損
箇
所
を
補
修
す
る
計
画
の

保
存
修
理
工
事
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

工
事
は
７
月
に
着
手
し
、
ま
ず
は
「
素す

屋や

根ね

」

と
呼
ん
で
い
る
、
建
物
を
包
む
覆お
お

屋い
や

を
建
設
し
ま

し
た
（
写
真
3
）。
現
在
は
、
そ
の
覆
屋
の
中
で
、

屋
根
の
瓦
や
外
部
の
壁
な
ど
、
建
物
を
組
み
立
て

て
い
く
時
と
は
逆
の
順
に
、
分
解
作
業
を
進
め
て

い
ま
す
（
写
真
４
、５
、
表
紙
写
真
）。

二
、
西
村
伊
作
氏
に
つ
い
て

伊
作
氏
は
、
十
人
い
る
新
宮
市
の
名
誉
市
民
の

一
人
で
す
。『
県
民
の
友
』
の
連
載
記
事
「
わ
か

や
ま
の
偉
人
た
ち
」
な
ど
で
も
「
日
常
の
生
活
を

芸
術
に
ま
で
高
め
よ
う
と
し
た
大
正
の
モ
ダ
ニ
ス

ト
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
方
で
す
が
、
少
し
難
し

い
感
じ
の
表
現
で
す
ね
。

明
治
17
（
１
８
８
４
）
年
新
宮
市
に
生
ま
れ
た

伊
作
氏
は
、
洋
書
な
ど
か
ら
独
学
で
建
築
を
学
び
、

21
歳
で
最
初
の
自
邸
（
平ひ
ら

屋や

建だ
て

）
を
建
築
し
ま
す
。

数
年
後
に
は
、
家
族
の
増
加
に
合
わ
せ
て
そ
の
建

物
を
移
築
・
増
築
（
二
階
建
）
し
、
さ
ら
に
は
現

在
の
建
物
へ
と
建
て
替
え
を
し
ま
し
た
。
同
じ
頃

に
は
新
宮
教
会
の
会
堂
の
改
修
な
ど
も
手
掛
け
て

い
ま
す
。

当
時
は
明
治
維
新
か
ら
半
世
紀
近
く
が
経
っ
て

い
ま
し
た
が
、
一
般
住
宅
の
ス
タ
イ
ル
は
依
然
と

し
て
伝
統
的
な
部
分
が
残
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、

間
取
り
の
中
心
は
来
客
を
も
て
な
す
和
室（
座
敷
）

で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
時
期
に
伊
作
氏
は
、
自
邸
の
設
計

作
業
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
識
や
経
験
を
、
一
部

に
反
省
も
踏
ま
え
な
が
ら
書
物
と
し
て
ま
と
め
、

世
間
へ
発
信
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た

ち
の
教
育
を
通
し
て
得
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、

同
様
に
発
信
し
ま
し
た
。

そ
の
目
的
は
、
日
本
人
、
特
に
若
者
た
ち
が
自

由
で
豊
か
な
思
想
を
育
ん
で
い
け
る
よ
う
に
、
そ

の
た
め
に
も
ま
ず
は
快
適
で
楽
し
み
の
あ
る
生
活

を
送
る
べ
き
で
、
そ
う
し
た
生
活
が
実
現
で
き
る

住
宅
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
し
た
。

そ
う
し
た
思
い
の
象
徴
と
も
言
え
る
の
が
、
現
在

の
建
物
な
の
で
す
。

写真５．屋根下地を北東より見る
素屋根（覆屋）の中で、外部の壁や屋根の瓦を取り外した状
況です。雨漏りを生じていた部分では、下地の腐朽が進んで
穴が開いてしまっていました。板の種類が異なる部分は、過
去に補修されて来た部分になります。

写真 3．伊佐田通りより建設中の素屋根を見る
建物は、外壁の破損が全面的に目立っていました。左奥に
見える緑色屋根の建物は、伊作氏の設計で大正15（1926）
年に道向かいに建設された、旧チャップマン邸です。

写真４．瓦屋根を北東より見る
建物の北東部分では、地盤の沈下が進んだために、軸組から
大きく変形し、その影響で屋根瓦もずれて、そこから生じた
雨漏りによって腐朽などの破損がさらに進行してしまう状態
となっていました。
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三
、
住
宅
に
対
す
る
伊
作
氏
の
思
い

で
は
実
際
、
伊
作
氏
が
著
書
の
中
で
ど
う
い
う

こ
と
を
提
言
し
た
の
か
、
こ
れ
が
な
か
な
か
細
か

い
。
い
く
つ
か
具
体
例
を
挙
げ
ま
す
。

ま
ず
は
立
地
に
つ
い
て
。
学
校
や
お
店
、
病
院

と
の
位
置
関
係
、
公
共
の
設
備
や
治
安
、
災
害
時

の
安
全
に
い
た
る
ま
で
考
え
ま
し
ょ
う
と
、
今
時

の
人
た
ち
と
何
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
。
住
宅
の
間
取

り
に
つ
い
て
は
、
海
外
の
住
宅
を
検
証
し
、
日
本

と
の
共
通
点
を
拾
い
出
し
な
が
ら
、
部
屋
は
こ
の

建
物
（
図
１
）
の
様
に
配
置
す
る
の
が
良
く
、
家

族
の
人
数
に
合
わ
せ
て
対
応
で
き
る
よ
う
に
工
夫

も
す
る
こ
と
。
実
際
に
２
階
の
一
室
は
、
板い
た

敷じ

き

の
部
屋
に
畳
を
敷
き
込
ん
で
、
子
ど
も
部
屋
へ
と

変
え
た
様
で
す
。

外
観
に
つ
い
て
も
細
か
い
。
室
内
に
光
を
取
り

込
み
易
い
様
に
、
上
げ
下
げ
式
の
ガ
ラ
ス
窓
（
写

真
６
）
を
多
用
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
縦
や

横
に
整
然
と
配
置
す
る
べ
き
、
格こ
う

子し

（
ガ
ラ
ス
を

区
分
け
し
て
い
る
細
い
部
材
）
の
本
数
や
大
き
さ

に
も
気
を
配
る
こ
と
、
等
々
。
住
む
人
も
自
分
が

生
活
し
て
い
く
住
宅
な
の
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
理

解
し
て
建
て
る
の
が
当
た
り
前
、
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
デ
ザ
イ
ン
の
何
も
か
も
を
洋
風
に
し

た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
軒の
き

先さ
き

に
は
紀
南

地
方
で
「
ガ
ン
ギ
」
と
称
す
る
縦
板
を
付
け
て
雨

風
除よ

け
と
し
て
い
ま
す
。
石
積
み
の
塀（
写
真
３
）

で
は
民
家
な
ど
に
多
い
玉
石
を
用
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
施
工
に
対
し
て
伊
作
氏
は
、
建
築
の
様

式
は
そ
の
土
地
ご
と
の
状
態
に
適
し
た
も
の
が
存

在
す
る
は
ず
で
、
伝
統
に
倣な
ら

う
こ
と
で
和
洋
折
衷

も
う
ま
く
行
く
の
で
は
、
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の

試
み
は
、
奈
良
県
下
北
山
村
に
あ
る
、
母
方
の
実

家
の
外
観
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
（
写
真
７
、８
）。

２
ペ
ー
ジ
下
段
の
写
真
に
合
わ
せ
て
撮
影
し
た
も

の
で
す
が
、
全
体
の
雰
囲
気
が
良
く
似
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
伊
作
氏
の
思
い
は
、
当
時
の
国
民
に

も
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
、
自
ら
「
素
人
建
築
家
」

と
称
し
つ
つ
も
設
計
の
注
文
が
集
ま
り
、
設
計
事

務
所
を
構
え
る
ま
で
と
な
り
ま
す
。

写真８．下北山村にある母方の実家の表門（裏側を見る）
背面の庇を玄関脇の居間、側面の庇をベランダ、に見立てると、
全体の雰囲気が似ています。単なる偶然とは言えない感じが
します。

写真７．下北山村にある母方の実家の表門（表側を見る）
伊作氏が少年時代に暮らした祖母の家の表門で、長屋門形式
の建物です。切妻屋根の側面のデザインは、旧西村家住宅の
それと良く似ています。

写真６．分解中の上げ下げ式ガラス窓
写真は２階北面。ガラス窓と重さを釣り合わせた分銅をワイ
ヤーで天秤のように繋ぐことで、望む位置で窓が止まる仕組
みとなっています。
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四
、
修
理
中
に
わ
か
っ
て
来
た
こ
と

も
う
一
つ
、
旧
西
村
家
住
宅
で
特
徴
的
な
部
分

が
外
部
の
壁
で
す
。
そ
れ
は
、
仕
上
が
り
面
に
表

情
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
漆し
っ

喰く
い

の
中
へ
玉た
ま

砂じ
ゃ

利り

を

た
く
さ
ん
混
ぜ
て
塗
っ
て
あ
る
こ
と
で
す
。
そ
の

玉
砂
利
の
大
き
さ
は
、
米
粒
ほ
ど
か
ら
蚕そ
ら

豆ま
め

ほ
ど

ま
で
様
々
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
外
壁
に
は
蔦つ
た

を

生
い
茂
ら
せ
て
い
ま
し
た
（
写
真
９
）。
自
然
で

あ
る
庭
と
人
工
的
で
あ
る
建
物
と
を
調
和
さ
せ
る

狙
い
で
あ
っ
た
様
で
す
が
、
思
い
の
ほ
か
壁
の
傷

み
が
早
か
っ
た
ら
し
く
、
修
理
中
の
調
査
か
ら
、

大
正
後
期
に
は
東
面
と
南
面
で
大
規
模
な
補
修
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
（
図
２
）。

そ
の
際
に
は
、
下し
た

地じ

と
な
る
木
部
も
補
修
さ
れ

て
、
下
塗
り
も
砂
漆
喰
塗
り
か
ら
モ
ル
タ
ル
塗
り

へ
と
変
更
し
、
漆
喰
塗
り
に
混
ぜ
た
玉
砂
利
も
細

か
く
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
10
）。
補
修
後
も
変
わ

ら
ず
蔦
を
生
い
茂
ら
せ
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
だ

わ
り
を
実
現
す
る
た
め
の
対
処
と
も
言
え
そ
う
で

す
。
ち
な
み
に
伊
作
氏
は
、
大
正
15
年
に
自
邸
の

道
向
か
い
で
新
宮
教
会
の
宣
教
師
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン

の
住
宅
を
設
計
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
外
壁
で
も

小
粒
の
玉
砂
利
の
入
っ
た
漆
喰
塗
り
を
採
用
し
て

い
ま
す
。

五
、
お
わ
り
に

そ
の
他
に
も
敷
地
内
で
は
改
変
が
行
わ
れ
る
な

ど
、
こ
の
建
物
が
実
験
的
な
住
宅
で
あ
っ
た
部
分

が
う
か
が
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
来
年
の

春
に
か
け
て
建
物
の
分
解
作
業
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

今
後
の
調
査
で
は
、
建
物
の
変
遷
（
修
理
や
改
造

の
経
緯
）
だ
け
で
な
く
、
伊
作
氏
が
当
時
こ
の
建

物
に
込
め
た
思
い
な
ど
も
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。　
　
（
下
津
健
太
朗
）

写真 10．外壁の玉砂利漆喰塗りの構成比較
左半が建築当初の外壁、右半が大正後期に塗り直された
外壁で、同面積（黄色部分）に含まれる玉砂利を洗い出
し、石の粒度や内容物などを比較してみました。両者には、
大粒の石が含まれる割合やスサの量などに明らかな違い
のあることが確認できました。

図２．大正後期の主屋東面での補修内容
修理中の調査で、１階部分（図中の網掛け範囲）では下地の補修が行われており、軒下（図中の破
線より下方）では、下塗りをモルタル塗りへと変更されていることがわかりました。補修の内容か
らも、当時の蔦による壁面の破損の様子が想像できそうです。

写真９．大正８年（1919）頃の東面外観
著書に掲載された写真。壁面の広範囲に蔦を這わせて
いた様子がうかがえます。上げ下げ式のガラス窓の下
半には網戸も存在しています。
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吉
原
遺
跡
は
、
紀
伊
半
島
西
側
中
央
部
に
位
置

し
、
日
高
川
右
岸
河
口
か
ら
日
ノ
御
埼
ま
で
の
海

岸
に
沿
っ
て
展
開
す
る
日
高
郡
美
浜
町
に
所
在
す

る
遺
跡
で
す
。
今
回
の
発
掘
調
査
地
は
、
吉
原
遺

跡
の
中
で
も
最
も
南
東
に
位
置
し
、
煙
樹
ヶ
浜
に

隣
接
す
る
海
岸
砂
丘
上
に
位
置
し
ま
す
。
発
掘
調

査
は
、
美
浜
町
か
ら
委
託
を
受
け
、
平
成
28
年
8

月
か
ら
同
年
9
月
に
か
け
て
都
市
防
災
総
合
推
進

事
業
に
伴
い
実
施
し
ま
し
た
。
発
掘
調
査
区
は
、

4
箇
所
に
分
け
て
実
施
し
ま
し
た
。

発
掘
調
査
の
結
果
、
全
て
の
調
査
区
で
中
世
か

ら
近
世
と
み
ら
れ
る
火
葬
墓
等
を
確
認
し
ま
し
た
。

火
葬
墓
は
、
幅
1.0
～
1.4
ｍ
、
長
さ
1.0
～
2.0
ｍ
の
楕

円
形
又
は
不
整
形
を
し
て
お
り
、
残
存
す
る
深
さ

は
0.3
ｍ
程
度
と
比
較
的
残
存
状
況
は
良
好
で
し
た
。

各
火
葬
墓
の
埋
土
は
、
お
お
む
ね
黒
褐
色
で
、
埋

土
か
ら
は
、
多
量
の
焼
け
た
人
骨
及
び
木
炭
、
鉄

釘
、
銭
貨
、
土
器
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
ほ
ぼ

全
て
の
火
葬
墓
か
ら
鉄
釘
が
出
土
す
る
こ
と
や
、

遺
構
の
中
に
は
明
瞭
に
人
骨
が
ま
と
ま
っ
た
状
態

で
出
土
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
火
葬
墓

の
墓
壙
壁
に
火
を
被
け
て
焼
け
固
ま
っ
た
状
況
が

み
ら
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
、
各
埋
葬
場
所
と
は
別

の
場
所
で
荼
毘
に
付
さ
れ
た
の
ち
、
釘
で
組
み
立

て
ら
れ
た
木
箱
等
に
遺
骨
が
拾
い
収
め
ら
れ
、
各

遺
構
に
埋
葬
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
遺
構
の
時
期
は
、
火
葬
墓
に
副
葬

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
銭
貨
や
土
器
か
ら
み
て
、
中

世
か
ら
近
世
と
わ
か
り
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
今
回
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、

当
地
域
で
は
中
近
世
に
お
い
て
火
葬
を
行
い
、
そ

れ
を
一
箇
所
に
埋
葬
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。
吉
原
遺
跡
は
当
地
域
に
お
け
る
中
近
世
の

砂
丘
の
利
用
や
埋
葬
方
法
等
の
埋
葬
習
俗
を
復
元

す
る
う
え
で
、
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
と
評
価
で
き

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
澤　

舞
）

埋

蔵

文

化

財

課 
 
 
 
 

　

短

信

調査区４　全景（西から）

火葬墓　埋土土層断面

吉
原
遺
跡
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 

⑥
　
掃
除
の
心
得
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「
こ
れ
は
使
え
な
い
写
真
だ
ね
」
と
現
場
で
撮
っ
た
写
真
を
見
て
も
ら
っ
た

と
き
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
写
真
の
な
か
に
撮
影
準
備
の
問
題
が

浮
き
ぼ
り
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
問
題
と
は
、
①
取
り
外
し
た
ば
か

り
の
部
材
や
道
具
が
散
ら
か
っ
た
ま
ま
写
っ
て
い
る
、
②
部
材
の
つ
な
ぎ
目
が

塵ち
り

や
土つ
ち

埃ぼ
こ
り

等
で
見
え
に
く
い
、
③
木
く
ず
や
壁
土
な
ど
の
破
片
を
掃
除
し
忘
れ

て
い
る
場
所
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
確
か
に
気
が
付
い
て
し
ま
う
と
、

そ
ち
ら
に
目
が
行
っ
て
、
建
築
の
特
徴
や
構
造
が
意
識
か
ら
掻
き
消
さ
れ
て
し

ま
い
そ
う
に
な
り
ま
す
。
撮
影
の
意
図
に
関
係
な
い
情
報
は
減
ら
す
よ
う
に
、

注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
の
機
会
に
、
き
ち
ん
と
片
づ
け
を
し

て
「
さ
あ
、
撮
る
ぞ
」
と
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗

く
と
、
そ
れ
ま
で
は
見
え
な
か
っ
た
所
に
ま
で

注
意
力
が
働
い
て
、
今
度
は
電
動
工
具
の
配
線

や
人
影
、
日
光
の
加
減
が
気
に
な
り
始
め
て
、

な
か
な
か
納
得
の
い
く
写
真
が
撮
影
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
場
の
写
真
を
一

枚
撮
る
の
も
準
備
に
手
間
が
か
か
る
と
い
う

こ
と
、
掃
除
や
整
理
整
頓
を
手
抜
き
す
る
と
後

悔
す
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

今
度
こ
そ
と
撮
影
し
た
写
真
を
見
せ
る
と
、

次
は
構
図
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。「
何
を
伝
え
た
い
写
真
な
の
か
判
ら

な
い
。
掃
除
や
片
づ
け
を
し
て
い
る
と
き
に
何

も
考
え
て
な
い
ね
」

掃
除
を
す
る
の
に
も
、
頭
を
働
か
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
・
・
・　
　
　
　
（
大
給
友
樹
）

当
セ
ン
タ
ー
の
HP
に
お
い
て
、埋
蔵
文
化
財
に
係
る『
刊
行
図
書
類
』、『
資
料
・

デ
ー
タ
』
の
項
目
を
大
幅
に
更
新
し
、
左
記
の
よ
う
な
資
料
の
P
D
F
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
１
）
刊
行
図
書
類

①
季
刊
情
報
誌
『
風
車
』

・
64
号
（
2
0
1
3
・
11
・
8
刊
行
）
か
ら　
76
号
（
2
0
1
6
・
9
・
30
刊
行
）

（
２
）
資
料
・
デ
ー
タ

①
発
掘
調
査
報
告
書
１
２
２
冊

②
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
要
旨
集
等　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
講
演
会
・
報
告
会

・
紀
中
・
紀
南
の
旗
頭

−

湯
川
氏
の
城
・
館
・
城
下
町

−（
2
0
1
6
・
1
・
30
刊
行
）

・
和
歌
山
城
と
城
下
町
の
風
景
（
2
0
1
5
・
3
・
8
刊
行
）

・
紀
ノ
川
北
岸
の
古
墳
文
化

−

初
期
須
恵
器
・
埴
輪
・
陶
棺
か
ら
み
た
地
域

の
歴
史

−

（
2
0
1
4
・
2
・
1
刊
行
）

・
自
然
災
害
と
考
古
学

−

発
掘
調
査
か
ら
防
災
を
考
え
る

−（
2
0
1
2
・
1
・
22
刊
行
）

　
地
宝
の
ひ
び
き

・
地
宝
の
ひ
び
き

−

和
歌
山
県
内
文
化
財
調
査
報
告
会
資
料

−
　

（
2
0
1
3
・
9
・
1
～
2
0
1
6
・
7
・
16
刊
行
）

③
現
地
説
明
会
資
料

・
平
成
27
・
28
年
度
実
施
資
料

④
そ
の
他　
歩
い
て
知
る
き
の
く
に
歴
史
探
訪

・
湯
川
氏
の
故
地
を
訪
ね
る
（
2
0
1
6
・
1
・
30
刊
行
）

・
藤
白
神
社
か
ら
琴
ノ
浦
温
山
荘
園
ま
で
を
巡
る（
2
0
1
4
・
10
・
25
刊
行
）

・
竈
山
神
社
と
周
辺
の
遺
跡
を
巡
る
（
2
0
1
3
・
10
・
26
刊
行
）

・
慈
尊
院
と
高
野
山
町
石
道
（
2
0
1
2
・
10
・
20
刊
行
）

　
発
掘
調
査
概
要
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

・
県
指
定
史
跡　

水
軒
堤
防
（
2
0
1
6
刊
行
）

・
中
飯
降
遺
跡
（
2
0
1
5
・
3
・
27
刊
行
）

※
（
公
財
）和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ーHP

:http://w
w
w
.w
abunse.or.jp/

掃除をすると部材のつなぎ目がわかりやすくなります。

お
知
ら
せ
　
　
埋
蔵
文
化
財
課

掃除前掃除後



催し物案内　　和歌山県内の文化財関係イベント情報 （2016 年冬〜 2017 年春）

8

風車77（2016・冬号）
平成 28年 12月 28日

（公財）和歌山県文化財センター

URL　http://www.wabunse.or.jp
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１　表紙「旧西村家住宅の保存修理」
　　・上段：外観（西）、踏石の分解、瓦の分解、外観（南）
　　・中央：軒まわり分解中の様子
　　・下段：網戸に蝉、外壁内の玉砂利比較、庭先の枇杷
　　　　　　土居葺の清掃、外観（北東）

２　特集「建造物　旧西村家住宅」の保存修理
６　埋蔵文化財課　短信「吉原遺跡発掘調査」
７　きのくに歴史小話「文化財建造物修理技術者の道具⑥」掃除の心得
　　　　　　　　　「お知らせ　埋蔵文化財課」 
８　催し物案内

和歌山県立紀伊風土記の丘

●冬期企画展「きのくにの弥生文化 ～後期社会の変革～」  2017年 1月14日（土）～ 2月19日（日）　

●春期企画展「古代のアクセサリー」  2017年 3月14日（火）～ 5月14日（日）

●フカミンのおしゃべり考古学⑤　　  2017年 1月20日（金）

●風土記講座④学芸員講座 　  2017年 2月 5日（日）

●フカミンのおしゃべり考古学⑥  　  2017年 3月17日（金）

●古墳ガイドツアー③　  2017年 3月19日（日）

 和歌山県立博物館

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

●企画展「有田川中流域の仏教文化 ―重要文化財・安楽寺多宝小塔修理完成記念―」

  2017年 1月21日（土）～  3月 5日（日）

●企画展「躍動する紀南武士 ―安宅氏と小山氏―」  2017年 3月11日（土）～  4月16日（日）

和歌山市立博物館

●特別陳列「歴史を語る道具たち」　  2017年 1月11日（水）～ 2月26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）


