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は
じ
め
に

京
奈
和
自
動
車
道
は
、
京
都
・
奈
良
・
和
歌
山

を
結
ぶ
延
長
約
120
㎞
の
高
規
格
の
自
動
車
専
用
道

路
で
す
。

和
歌
山
県
に
と
っ
て
は
、
一
般
国
道
24
号
の
バ

イ
パ
ス
道
路
と
し
て
交
通
渋
滞
の
緩
和
、
交
通
事

故
の
減
少
な
ど
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

道
路
で
す
が
、
紀
北
西
道
路
の
う
ち
最
後
ま
で

残
っ
て
い
た
岩
出
根
来
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら

和
歌
山
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
ま
で
の
延
長
6.5
㎞
が
、

さ
る
3
月
18
日
に
完
成
し
、
阪
和
自
動
車
道
と
結

び
つ
き
ま
し
た
。

今
回
紹
介
す
る
山
口
古
墳
群
と
根
来
寺
遺
跡
の

出
土
遺
物
整
理
は
、
こ
の
京
奈
和
自
動
車
道
の
紀

北
西
道
路
建
設
に
伴
っ
て
発
掘
調
査
を
行
っ
た
時

の
も
の
で
す
。

こ
の
う
ち
山
口
古
墳
群
は
平
成
25
年
度
に
、
根

来
寺
遺
跡
は
平
成
23
年
度
か
ら
25
年
度
に
か
け
て

3
次
の
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成

27
年
度
と
28
年
度
の
両
年
に
整
理
業
務
を
行
い
、
こ

の
た
び
調
査
報
告
書
を
刊
行
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

以
下
、
調
査
も
含
め
て
今
回
の
整
理
で
判
明
し

た
成
果
な
ど
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

山
口
古
墳
群
　
　

山
口
古
墳
群
は
、
和
歌
山
県
と
大
阪
府
と
の
境

を
な
す
和
泉
山
脈
の
南
裾
部
分
、
標
高
175
m
ほ
ど

の
丘
陵
頂
部
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
行
政
区
画
で

言
え
ば
、
和
歌
山
市
の
北
東
部
、
岩
出
市
と
の
境

近
く
に
あ
た
り
ま
す
。

山
口
古
墳
群
は
、
こ
れ
ま
で
前
方
後
円
墳
1
基

と
円
墳
10
基
か
ら
な
る
古
墳
群
と
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
調
査
地
点
は
、
そ
の
う
ち
の
10
号
墳
の
場
所

に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
調

査
の
結
果
、
古
墳
で
は
な
く
単
な
る
自
然
地
形
の

高
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
の

代
わ
り
と
言
っ
て
は
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の

興
味
深
い
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。『
礫れ
き

石い
し

経き
ょ
う

塚づ
か

』
と
い
う
信
仰
に
係
る
遺
構
で
す
。

礫
石
経
と
い
う
の
は
一
字
一
石
経
と
も
称
さ
れ

る
も
の
で
、
小
さ
な
石
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
お
経
の

文
字
一
字
を
筆
で
書
き
写
し
、
埋
納
し
た
も
の

で
す
。
全
国
的
に
見

ら
れ
る
も
の
で
、
和

歌
山
県
に
お
い
て
は

紀
南
地
域
を
中
心
に

20
を
超
え
る
類
例
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
今
回
の
よ
う

に
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
、

そ
れ
も
発
掘
調
査
で

見
つ
か
っ
た
こ
と
は

は
じ
め
て
の
こ
と
で

す
（
写
真
1
・
2
）。

こ
う
し
た
礫
石
経
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が
埋
納
さ
れ
る
場
所
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時

代
に
盛
行
を
み
た
経
塚
が
、
主
に
社
寺
境
内
の
中

も
し
く
は
そ
の
近
辺
に
埋
納
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

社
寺
以
外
に
も
交
通
の
要
衝
で
あ
る
街
道
筋
や
辻
、

岬
の
ほ
か
今
回
の
よ
う
に
田
畑
・
村
落
な
ど
を
一

望
で
き
る
丘
陵
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

今
回
の
整
理
作
業
の
な
か
で
確
認
さ
れ
た
こ
と

と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
石
の
大
き
さ
は
小
さ
い
も

の
で
は
1
㎝
、
大
き
い
も
の
で
は
5
㎝
を
越
え

る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
平
均
す
れ
ば
3
㎝

前
後
で
し
た
。
総
数
は
4
4
2
1
個
で
、
こ
の

う
ち
写
真
3
の
よ
う
に
明
ら
か
に
書
か
れ
た
文

字
が
判
読
で
き
る
も
の
が
3
3
6
個
、
字
が
書

か
れ
て
は
い
る
も
の
の
そ
の
字
の
判
別
が
で
き
な

か
っ
た
も
の
が
1
0
6
6
個
、
消
え
て
し
ま
っ

た
か
、
最
初
か
ら
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が

2
9
8
9
個
を
数
え
ま
し
た
。
ま
た
字
体
を
検

討
し
た
結
果
、
写
真
4
で
示
し
た
菩
薩
の
「
薩
」

の
字
で
も
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
明
ら
か
に
字
体
の
違
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
一
人
で
は
な
く
複
数
の
人
に
よ
っ
て
書

写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
ど
の
お
経
を
書
写
し
た
か
を
探
る
た
め

に
、
可
能
性
の
高
い
法
華
経
の
経
典
い
く
つ
か
に

つ
い
て
合
致
率
を
試
み
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち

も
っ
と
も
合
致
率
が
高
か
っ
た
の
が
、「
無む

量り
ょ
う

義ぎ

経き
ょ
う

」
の
序
文
と
も
い
え
る
「
徳と
く

行ぎ
ょ
う

品ほ
ん

第だ
い

一い
ち

」
で

経
文
字
1
0
1
7
に
対
し
て
合
致
し
た
漢
字
は

2
5
1
、
合
致
率
24.

68
％
と
い
う
数
値
を
得
ま

し
た
。
し
か
し
、
経
典
を
特
定
す
る
に
は
至
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

埋
納
時
期
に
つ
い
て
も
、
共
伴
し
て
出
土
し
た

土
器
は
ま
っ
た
く
な
く
、
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
た
だ
、
各
地
の
類
例
な
ど
を
見
る
と
、

礫
石
経
の
埋
納
は
室
町
時
代
中
ご
ろ
に
は
始
ま
っ

た
よ
う
で
す
が
、
近
世
に
入
っ
て
そ
の
数
を
増
し
、

盛
時
は
江
戸
時
代
後
期
の
こ
と
で
、
近
代
に
入
る

と
姿
を
消
し
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。
ま
た
同
じ
紀

の
川
流
域
の
か
つ
ら
ぎ
町
に
所
在
す
る
加か

陀だ

寺じ

前ま
え

経
塚
に
は
文
政
五
年
（
1
8
2
2
）
の
銘
を
も
つ

「
法
華
塚
」
と
記
さ
れ
た
石
碑
が
現
存
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
の

可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

造
営
主
体
や
そ
の
目
的
に
つ
い
て
も
残
念
な
が

ら
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
当
地
付
近
は
修
験
道
の

ル
ー
ト
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
関
連
も

考
え
ら
れ
ま
す
し
、
近
世
に
は
い
る
と
こ
う
し
た

仏
教
的
作
善
業
の
勧
進
と
し
て
六
十
六
部
、
い
わ

ゆ
る
廻か
い

国こ
く

聖ひ
じ
り

が
深
く
介
在
し
た
例
が
知
ら
れ
て
お

り
そ
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

想
像
を
許
さ
れ
る
な
ら
、
眼
下
の
村
の
人
々
が

介
在
者
を
得
て
、
村
の
安
寧
や
家
族
の
息
災
を
祈

願
し
て
埋
納
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
て
も
当
時
の
人
々
の
祈
り
の
形
態

を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

写真3　石に書かれた文字

写真4　字体の異なる漢字
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根
来
寺
遺
跡

新
義
真
言
宗
の
総
本
山
と
し
て
知
ら
れ
る
根
来

寺
は
、
紀
の
川
北
岸
の
岩
出
市
に
所
在
し
ま
す
。

平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
、
興
教
大
師
・
覚か
く

鑁ば
ん

に
よ

り
開
か
れ
中
世
を
通
し
て
盛
況
を
誇
っ
た
寺
院
で

す
が
、
天
正
13
年
（
1
5
8
5
）
羽
柴
秀
吉
の
焼

き
討
ち
に
よ
り
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
遺
跡
が
「
根
来
寺
遺
跡
」
で
、
わ
が
国
を

代
表
す
る
中
世
の
寺
院
遺
跡
で
あ
り
、
国
の
史
跡

に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

根
来
寺
遺
跡
で
は
京
奈
和
道
に
関
連
し
て
3
カ

所
の
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の

ひ
と
つ
桃
坂
谷
（
蓮
華
谷
）
と
称
さ
れ
て
い
る
山

内
の
中
心
部
か
ら
北
側
の
山
懐
へ
と
延
び
て
い
る

谷
の
奥
ま
っ
た
地
区
で
の
調
査
で
多
く
の
遺
構
や

遺
物
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

写
真
5
の
よ
う
に
こ
の
谷
を
縦
断
し
て
農
道
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
か
ら
30
年
ほ
ど
前
、

こ
の
農
道
を
作
る
に
あ
た
っ
て
も
発
掘
調
査
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
調
査
地
は
そ
の
農
道
を

挟
ん
だ
両
側
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

農
道
の
調
査
の
折
、
幅
2
m
ほ
ど
の
古
い
道

を
確
認
し
ま
し
た
が
、
そ
の
道
が
途
中
か
ら
消
え

て
し
ま
い
ま
し
た
。

写
真
6
で
示
し
た
よ
う
に
少
し
わ
か
り
づ
ら
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
古
道
は
現
有
の
農
道
か
ら

逸
れ
て
さ
ら
に
ま
っ
す
ぐ
延
び
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
両
側
に
は
間
口

25
m
前
後
の
坊
院
の
敷
地
が
い
く
つ
か
並
ん
で

い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

敷
地
の
中
を
詳
細
に
み
る
と
、
貯
蔵
施
設
で
あ

る
半
地
下
式
の
倉
庫
や
井
戸
、
排
水
施
設
で
あ

る
溝
な
ど
の
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
な

か
で
も
写
真
7
の
石
組
み
の
溝
は
幅
0.8
m
、
深
さ

0.6
m
を
測
る
り
っ
ぱ
な
も
の
で
、
こ
の
周
辺
の

基
幹
排
水
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。

そ
の
中
に
は
享
禄
・
天
文
・
永
禄
・
天
正
と
い
っ

た
16
世
紀
前
半
か
ら

後
半
に
か
け
て
の
年

号
銘
の
は
い
っ
た
板

碑
・
一
石
五
輪
塔
・
宝

篋
印
塔
な
ど
の
石
造

遺
物
が
投
げ
込
ま
れ

た
状
態
で
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
天
正
の
兵
火
後
に

遺
棄
さ
れ
た
も
の
で

し
ょ
う
。

遺
物
整
理
の
段
階

で
、
こ
の
地
区
か
ら
出

土
し
た
数
千
点
に
及

ぶ
す
べ
て
の
遺
物
に

目
を
通
し
ま
し
た
。
そ

写真6　調査区全景 ( 上空から )

写真 5　桃坂谷の風景 ( 手前が調査区 )
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の
結
果
、
時
代
的
に
み
る
と
16
世
紀
代
の
も
の
が

圧
倒
的
に
多
く
、
95
％
ほ
ど
を
占
め
、
次
い
で
15

世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
時
期
に
帰
属
す
る
も
の
が

多
く
、
こ
の
両
者
で
限
り
な
く
100
％
に
近
い
数
値

を
得
ま
し
た
。
ご
く
少
量
確
認
さ
れ
た
の
は
、
瓦

器
椀
や
東
播
系
の
須
恵
質
の
こ
ね
鉢
な
ど
13
世
紀

代
に
帰
属
す
る
も
の
、
逆
に
復
興
後
の
根
来
寺
の

時
期
に
相
当
す
る
伊
万
里
焼
の
碗
と
い
っ
た
18
世

紀
に
は
い
っ
て
か
ら
の
新
し
い
遺
物
群
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
根
来
寺
創
建
の
地
と

さ
れ
る
円
明
寺
や
現
在
国
宝
の
大
塔
が
建
つ
伽
藍

域
に
近
い
部
分
で
は
13
世
紀
に
入
る
と
坊
院
が
建

て
ら
れ
は
じ
め
、
15
世
紀
に
な
る
と
密
集
す
る
ほ

ど
に
展
開
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
谷
の
奥
で
は
15

世
紀
に
入
っ
て
も
坊
院
の
数
は
少
な
く
、
16
世
紀

に
な
っ
て
一
気
に
増
え
は
じ
め
、
天
正
の
兵
火
直

前
に
は
古
道
に
沿
っ
て
櫛し
っ

比ぴ

す
る
よ
う
に
坊
舎
が

建
ち
並
ん
で
い
た
様
が
窺
え
ま
す
。

ま
た
、
復
興
期
に
は
山
内
の
中
心
部
が
い
ち
早

く
復
興
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
付
近
ま
で
復
興

の
手
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
荒
蕪
地
と
な
っ
て
い
た
か

い
ち
早
く
水
田
と
化
し
て
い
た
地
域
だ
っ
た
と
推

測
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
16
世
紀
代
の
遺
物
を
詳
細
に
分
析
し
た

結
果
、日
常
使
う
調
理
具
の
擂
鉢
や
貯
蔵
用
の
壷
・

甕
類
で
は
圧
倒
的
に
備
前
焼
が
多
い
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。
美
濃
や
瀬
戸
の
製
品
は
一
定
量
入
っ

て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
器
種
は
天
目
茶
碗
や
皿

類
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
常
滑
焼
や
丹
波
焼
な

ど
も
見
か
け
ま
す
が
、
そ
の
量
は
極
め
て
少
な
い

状
況
で
し
た
。

そ
の
ほ
か
当
時
貴
重
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
中
国
製
の
青
磁
碗
や
白
磁
・
染
付
の

碗
・
皿
も
か
な
り
の
数
を
数
え
て
い
ま
す
。

今
更
な
が
ら
中
世
根
来
寺
の
消
費
力
、
そ

れ
を
支
え
る
経
済
基
盤
に
驚
か
さ
れ
ま
し

た
。今

回
の
京
奈
和
自
動
車
道
建
設
に
伴
う

調
査
並
び
に
整
理
は
、
中
世
根
来
寺
の
興

亡
を
考
え
る
上
で
、
ま
た
ひ
と
つ
お
お
き

な
資
料
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
い
ま
す
。

蛇
足
な
が
ら
最
期
に
少
し
個
人
的
感

慨
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、

30
年
前
の
農
道
の
調
査
を
担
当
し
た
の
も
筆
者
で

し
た
。

年
た
け
て
、
再
び
こ
の
箇
所
を
調
査
し
、
あ
の

古
道
の
延
長
を
確
認
す
る
な
ど
と
は
思
い
も
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
い
さ
さ
か
の
感
慨
を
禁
じ
得
な
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

あ
の
西
行
法
師
な
ら
思
わ
ず
「
い
の
ち
な
り
け

り
」
と
歎
じ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

―
―
。

（
村
田　

弘
）

写真7　石組溝と石造遺物

写真8　出土した鬼瓦や土器類
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継
桜
王
子
跡
社
殿
の
保
存
修
理

本
誌
71
号
で
紹
介
し
た
、
田
辺
市
中
辺
路
町
野

中
の
継つ
ぎ

桜ざ
く
ら

王
子
跡
社
殿
の
修
理
工
事
が
こ
の
た
び

完
了
し
ま
し
た
。

国
庫
補
助
事
業
と
し
て
平
成
二
十
六
年
に
木も
く

工

事
と
基き

礎そ

工
事
、
塗と

装そ
う

・
彩さ
い

色し
き

の
調
査
を
実
施
し
、

今
年
度
は
調
査
結
果
に
基
づ
く
塗
装
・
彩
色
工
事

を
行
い
ま
し
た
。

県
指
定
天
然
記
念
物
「
野の

中な
か

の
一い
っ

方ぽ
う

杉す
ぎ

」
の
傍そ
ば

に
あ
る
た
め
、
あ
ま
り
目
立
つ
建
物
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
塗
装
・
彩

色
修
理
を
終
え
て
鮮
や
か
な
外
観
を
取
り
戻
し
ま

し
た
。

修
理
を
通
し
て
は
、
節ふ
し

の
無
い
良
質
な
木
材
だ

け
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
壁
板
の
彩
色
が
王
子

の
名
称
に
な
ぞ
ら
え
て
か
、「
松
・
竹
・
梅
」
な

ら
ぬ
「
桜
・
竹
・
梅
」
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
こ

の
建
物
の
建
立
に
携た
ず
さ

わ
っ
た
当
時
の
人
々
の
思
い

を
垣か
い

間ま

見み

ら
れ
た
気
が
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
熊
野
古
道
を
参さ
ん

詣け
い

さ
れ
る
方
々
を

迎
え
る
建
物
で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い
、
と
祈
り
な

が
ら
・
・
・
。　
　
　
　
　
　
　
（
下
津
健
太
朗
）

文

化

財

建

造

物

課 
 
 
 
 

　

短

信

修理を終えた継桜王子跡社殿の彩色
（壁板の彩色は「桜」「竹」「梅」の構成）

夕日を受ける社殿と熊野古道（右）



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 

⑦
　
ヘ
ラ
で
土
壁
を
調
べ
る

7

土
壁
の
修
理
を
行
う
際
、
着
手
す
る
前
に
仕
様
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
為
、

ヘ
ラ
（
ス
ク
レ
ー
パ
ー
）
を
使
用
し
て
壁
の
表
面
を
掻か

き
取
っ
て
、
壁
土
が
ど

の
よ
う
に
重
な
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ
ま
す
。
各
面
が
す
べ
て
同
じ
構
成
な
の

か
、
他
の
部
屋
と
の
違
い
は
あ
る
の
か
等
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
て
き
た
他
の
資

料
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
建
物
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
土
や
漆し

っ

喰く
い

の
表
面
の
粗
さ
や
色
味
を
注
意
深
く
観
察
し
な
が
ら
各
層
を
順
に
現
し
ま
す

が
、
微
妙
な
違
い
を
見
つ
け
て
区
分
す
る
の
が
難
し
く
、
慎
重
に
作
業
を
進
め

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

今
回
、
私
も
旧
西
村
家
住
宅
の
一
室
で
壁
土
の
分
類
を
試
み
て
み
ま
し
た
。

現
在
の
仕
上
げ
の
下
に
隠

れ
て
い
る
層
を
ヘ
ラ
で
現

し
な
が
ら
、
何
度
修
理
さ

れ
た
の
か
考
え
て
み
ま
し

た
が
、
痕
跡
を
見
逃
し
て

し
ま
い
、プ
ラ
ス
タ
ー
（
注
）

塗
り
の
下
地
と
漆
喰
塗
り

が
掻
き
落
と
さ
れ
た
痕
跡

の
違
い
に
、
気
が
付
く
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

材
料
を
的
確
に
捉
え
て
正

し
く
分
類
す
る
難
し
さ
を

実
感
し
、
建
物
の
歴
史
を

捨
て
去
っ
て
し
ま
う
怖
さ

も
感
じ
ま
し
た
。

（
大
給
友
樹
）

注
：
石
膏
を
水
で
練
り
合
わ
せ
た

塗
り
壁
材
料

今
号
よ
り
、
埋
蔵
文
化
財
課
か
ら
は
、
そ
の
時
々
の
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遺

物
な
ど
の
小
話
を
お
届
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、
私
が
昨
年
秋
に
発
掘
調
査
を
行
っ
た
日
高
郡
美
浜
町
吉
原
遺
跡
の
発

掘
調
査
で
出
土
し
た
銭
貨
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
吉
原
遺
跡
で
は
、

火
葬
墓
か
ら
「
寛
永
通
寳
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
銭
貨
が
出
土
し
ま
し
た
。
寛
永

通
寳
は
、
収
集
界
で
は
「
古
寛
永
」（
古
寛
永
銭
）
と
「
新
寛
永
」（
新
寛
永
銭
）

に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
す
。
両
者
の
簡
単
な
見
分
け
方
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、「
寛
」
と
「
寳
」
の
字
で
す
。
古
寛
永
で
は
、「
寛
」
の
12
画

と
13
画
の
頭
が
相
接
し
、「
寳
」
の
貝
画
末
尾
が
「
ス
」
状
で
あ
る
一
方
、新
寛
永
は
、

「
寛
」
の
12
画
と
13
画
の
頭
が
離
れ
、「
寳
」
の
貝
画
末
尾
が
「
ハ
」
状
と
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
他
、裏
面
に
「
文
」「
佐
」「
仙
」「
十
」「
小
」「
千
」「
一
」「
川
」「
元
」

「
足
」「
長
」「
久
」「
ト
」「
盛
」「
ノ
」、
波
模
様
が
あ
れ
ば
新
寛
永
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
鋳
造
開
始
時
期
は
、
文
献
か
ら
お
お
よ
そ
わ
か
っ
て
お
り
、
古
寛

永
は
寛
永
３
年
（
１
６
２
６
年
）
か
ら
寛
文
８
年
（
１
６
６
８
年
）、
一
方
、
新

寛
永
は
、
寛
文
８
年
（
１
６
６
８
年
）
か
ら
幕
末
頃
ま
で
で
す
。

さ
て
、
吉
原
遺
跡
で
は
、
前
者
で
あ
る
「
古
寛
永
」
が
火
葬
墓
か
ら
出
土
し
ま

し
た
。
ど
う
や
ら
遺
骸
を
火
葬
し
た
際
、
も
し
く
は
埋
葬
し
た
際
に
入
れ
ら
れ
た

よ
う
で
す
が
、
そ
の
背
景
に
は
「
六
道
銭
」
思
想
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

六
道
銭
は
、
俗
説
に
よ
れ
ば
死
者
が
冥
界
に
い
く
際
に
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
途
の
川
の
渡
し
賃
と
い
わ
れ
、
仮
に
持
っ
て
い
な
い
と
死
者
は
冥
界
に
入
れ
な

い
ま
ま
、
あ
て
も
な
く
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た

考
え
方
は
、
14
世
紀
に
始
ま
っ
た
よ
う
で
、
仏
教
、
と
り
わ
け
浄
土
思
想
の
普
及

と
と
も
に
庶
民
に
も
広
が
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

寛
永
通
寳
は
、
街
の
骨
董
品
屋
さ
ん
や
骨
董
市
等
で
よ
く
見
る
こ
と
が
で
き
る

古
い
時
代
の
銭
貨
で
す
。
現
物
を
見
か
け
た
際
は
、
ぜ
ひ
表
の
文
字
や
裏
面
の
文

字
・
模
様
な
ど
に
も
注
目
し
て
み
て
下
さ
い
。（
金
澤　

舞
）

【
参
考
文
献
】

鈴
木
公
雄　

2
0
0
2

『
銭
の
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館

永
井
久
美
男　

1
9
9
6

『
日
本
出
土
銭
総
覧
』
兵
庫
埋
蔵
銭
調
査
会

様々な時期の層が重なりあっている
（旧西村家住宅：事務室）

寛永通寳模式図

文字模式図

古寛永 新寛永

寛か
ん

永え
い

通つ
う

寳ほ
う

と
六ろ
く

道ど
う

銭せ
ん

　
　
埋
蔵
文
化
財
課
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目
　
次

1　表紙「根来寺遺跡　発掘調査」
2　特集「山口古墳群、根来寺遺跡の出土遺物整理」　
6　文化財建造物課　短信「継桜王子跡社殿の保存修理」
7　きのくに歴史小話「文化財建造物修理技術者の道具 ⑦」ヘラで土壁を調べる
　　　　　　　　　　「寛永通寳と六道銭」
8　催し物案内

和歌山県立紀伊風土記の丘

●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）
●展示講座①「春期企画展」  2017年 4月15日（土）13：30～
●「フカミンのおしゃべり考古学①」  2017年 5月19日（金）13：30～
●「古墳ガイドツアー①」  2017年 5月20日（土）13：30～
●和歌山県埋蔵文化財発掘調査成果展「紀州のあゆみ」  2017年 6月 3日（土）～ 7月 2日（日）
●展示講座②「紀州のあゆみ」展示解説  2017年 6月10日（土）　

 和歌山県立博物館

●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）
●ロビー展「さわって学ぶ　仏像の基礎知識」  2017年 3月28日（火）～ 6月 4日（日）
●特別展「東照宮の文化財Ⅱ ―没後400年家康の遺宝―」  2017年 4月22日（土）～ 6月 4日（日）
●企画展「紀伊徳川家の家臣たちⅡ」  2017年 6月10日（土）～ 7月17日（月）

和歌山市立博物館

●コーナー展示「南方熊楠と和歌山『紀伊国名所図会』の出版本屋・帯屋」
  2017年 3月28日（火）～ 6月 4日（日）
●企画展「紀州の風景 ―和歌の浦を中心に―」  2017年 4月22日（土）～ 6月 4日（日）

 高野山霊宝館

●冬期平常展「密教の美術」  2017年 1月21日（土）～ 4月 9日（日）


