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は
じ
め
に

和
歌
山
県
が
計
画
し
ま
し
た
県
道
紀
伊
停
車

場
田
井
ノ
瀬
線
道
路
改
良
工
事
に
先
立
ち
、
和

歌
山
県
よ
り
委
託
さ
れ
て
田
屋
遺
跡
の
第
2
次

発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
道
路
改
良
工

特
集
田
屋
遺
跡
第
２
次
発
掘
調
査

事
に
先
立
つ
調
査
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
実
施

し
て
お
り
、
平
成
27
年
度
の
発
掘
調
査
を
第
1

次
発
掘
調
査
、
同
28
年
度
か
ら
同
29
年
度
に
か

け
て
の
発
掘
調
査
を
第
2
次
発
掘
調
査
と
し
て

い
ま
す
。
第
2
次
発
掘
調
査
は
、
平
成
29
年
2

月
か
ら
平
成
29
年
8
月
に
か
け
て
行
い
、
調
査

面
積
は
合
計
1
，
7
8
2
㎡
で
す
。
調
査
区

は
、
他
の
工
事
等
と
の
関
係
か
ら
北
か
ら
2
︲

1
区
、
2
︲
2
区
、
2
︲
3
区
の
3
つ
に
分
け

て
実
施
し
ま
し
た
。

田
屋
遺
跡
と
は

和
歌
山
市
田
屋
・
直
川
に
位
置
し
、
紀
ノ
川
右

岸
の
沖
ち
ゅ
う

積せ
き

平へ
い

野や

氾は
ん

濫ら
ん

原げ
ん

に
所
在
す
る
弥
生
時
代
後

期
か
ら
古
墳
時
代
を
中
心
と
し
た
集
落
遺
跡
で

す
。
一
般
国
道
24
号
建
設
事
業
に
伴
い
発
見
さ
れ

た
遺
跡
で
、
1
9
8
0
年
代
に
実
施
さ
れ
た
発

掘
調
査
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古

墳
時
代
に
か
け
て
の
竪
穴
建
物
や
古
墳

時
代
中
期
か
ら
中
世
ま
で
の
掘ほ
っ

立た
て

柱ば
し
ら

建

物
、
自
然
流
路
な
ど
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
陶
質
土
器
や
韓か
ん

式し
き

系
土
器

も
出
土
し
、
朝
鮮
半
島
と
の
密
接
な
関

係
も
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
の
発
掘
調
査
で
も
多
く
の
竪

穴
建
物
や
掘
立
柱
建
物
が
発
見
さ
れ
、

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
を
中
心
と
し

た
県
内
で
も
屈
指
の
集
落
遺
跡
と
し
て

広
く
知
ら
れ
る
遺
跡
で
す
。
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発
掘
調
査
の
成
果

2
︲
1
区

今
回
の
発
掘
調
査
区
で
最
も
北
側
に
位
置
し
、

調
査
面
積
は
11
㎡
で
す
。
調
査
の
結
果
、
古
代
末

か
ら
中
世
の
流
路
1
基
、
時
期
不
明
の
ピ
ッ
ト
1

基
を
確
認
し
ま
し
た
。
流
路
は
、
検
出
位
置
及
び

遺
構
の
種
別
か
ら
第
1
次
発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ

た
遺
構
の
延
長
と
み
ら
れ
ま
す
。
第
1
次
発
掘
調

査
で
は
、
埋ま
い

土ど

上
層
か
ら
瓦が

器き

が
出
土
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
ピ
ッ
ト
か
ら
は
出
土
遺
物
が
な
く
、

時
期
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

2
︲
2
区
・
2
︲
3
区

平
成
27
年
度
に
実
施
し
た
第
１
次
発
掘
調
査

の
南
側
に
位
置
す
る
調
査
区
で
、
調
査
面
積
は

１
，
７
７
１
㎡
で
す
。
調
査
の
結
果
、
中
世
以

前
と
み
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
2
棟
、
古
墳
時
代

中
期
前
半
の
竪
穴
建
物
1
棟
、
古
墳
時
代
中
期

後
半
か
ら
後
期
前
半
の
竪
穴
建
物
14
棟
、
流
路

6
基
以
上
、
そ
の
他
多
数
の
土ど

坑こ
う

、
ピ
ッ
ト
、

自
然
流
路
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

ま
た
、
調
査
区
北
端
か
ら
南
へ
30
ｍ
付
近
で

北
東
か
ら
南
西
に
か
け
て
遺
構
面
を
削
り
出
し

て
造
ら
れ
た
大
規
模
な
畦け
い

畔は
ん

状
遺
構
を
検
出
し

ま
し
た
。

こ
の
大
規
模
畦
畔
は
、
調
査
区
東
壁
土
層
断

面
か
ら
中
世
の
水
田
に
お
い
て
踏と
う

襲し
ゅ
う

さ
れ
た
様

相
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
遺
構
面

直
上
の
層
か
ら
今
回
瓦
器
が
出
土
し
た
こ
と
か

ら
、
当
該
地
の
遺
構
面
は
今
回
確
認
さ
れ
た
標

高
よ
り
本
来
高
く
、
水
田
に
適
し
た
水
平
地
盤

を
得
る
た
め
、
中
世
に
大
き
く
削
平
さ
れ
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

掘
立
柱
建
物
は
２
棟
あ
り
、
時
期
の
分
か
る
明

2 − 1 区流路（西から）

2 − 1 区ピット（南から）

2 − 1 区全景（東から）
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瞭
な
遺
物
は
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
埋
土
の
色

調
や
粒
度
等
か
ら
中
世
以
前
の
も
の
で
あ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
掘
立
柱
建
物
①
は
２
間
×
３
間

以
上
、
掘
立
柱
建
物
②
は
３
間
×
２
間
以
上
で
、

い
ず
れ
も
調
査
区
外
へ
広
が
る
た
め
、
全
容
を
確

認
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

竪
穴
建
物
は
、
い
ず
れ
も
一
辺
3.0
～
6.0
m
で
平
面

形
は
方
形
を
呈
し
ま
す
。
竪
穴
建
物
内
に
は
造
付

け
カ
マ
ド
や
柱
穴
、
貯
蔵
穴
、
小
溝
、
炉
状
遺
構
等

が
確
認
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
中
に
は
カ
マ
ド
内

に
据
え
付
け
ら
れ
た
土
器
が
残
さ
れ
た
状
態
で
検

出
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
焼
失
し
た

屋
根
材
が
残
る
竪
穴
建
物
も
１
棟
確
認
さ
れ
て
お

り
、
竪
穴
建
物
の
屋
根
組
の
一
部
が
推
測
で
き
る
貴

重
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

流
路
は
、
幅
約
0.3
～
1.0
m
程
度
で
、
深
い
も

の
で
深
さ
1.0
m
程
度
残
存
し
ま
す
。
お
お
む
ね

そ
れ
ぞ
れ
直
行
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
検
出
さ

X=
-1
93
,1
75

掘立柱建物②

畦畔状遺構
掘立柱建物①

自然流路

自然流路

2 − 2・2 − 3 区調査区全景（西から）

２−２区掘立柱建物（西から）

２−３区竪穴建物（上空から）
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れ
た
こ
と
か
ら
、
計
画
的
に
配
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

自
然
流
路
は
、
調
査
区
南
北
で
そ
れ
ぞ
れ
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
北
側
自
然
流
路
は
、
第
1
次
発
掘

調
査
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
北
東
か
ら
南
西
に

向
か
っ
て
流
れ
る
流
路
で
幅
員
20
ｍ
程
度
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
自
然
流
路
の
時
期

は
、
埋
土
か
ら
出
土
し
た
土
器
か
ら
、
古
墳
時
代

後
期
に
は
埋
没
が
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
南
側
自
然
流
路
は
、
今
回
の
発
掘
調
査
地
よ

り
一
般
国
道
24
号
を
挟
ん
で
南
側
で
当
セ
ン
タ
ー

が
実
施
し
た
第
７
次
発
掘
調
査
区
北
側
で
検
出
さ

れ
た
自
然
流
路
の
延
長
と
み
ら
れ
、
北
東
か
ら
南

西
に
向
か
っ
て
流
れ
る
幅
員
80
m
程
度
の
流
路
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
自
然
流
路
の

埋
没
時
期
は
、
既
往
の
調
査
成
果
に
鑑
み
て
も
古

代
に
始
ま
り
中
世
に
は
完
全
に
埋
没
し
て
い
た
も

の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

ま
と
め

今
回
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
２
︲
１
区
で
は
古

代
末
か
ら
中
世
の
流
路
等
を
確
認
し
ま
し
た
。
流

路
は
、
今
回
の
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
ま
で
調
査

区
北
側
を
東
西
に
流
れ
て
い
た
六ろ
っ

箇か

井い

用
水
の
支

流
に
向
か
う
こ
と
か
ら
、
六
箇
井
用
水
の
成
立
時

期
が
不
明
確
で
あ
る
も
の
の
、
関
連
性
が
推
察
さ

れ
ま
す
。

２
︲
２
・
２
︲
３
区
で
は
、
微
高
地
上
に
展
開

す
る
中
世
以
前
と
み
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
2
棟
、

古
墳
時
代
中
期
前
半
か
ら
後
期
前
半
の
竪
穴
建
物

15
棟
、
そ
の
他
多
数
の
土
坑
等
が
検
出
さ
れ
、
当

該
地
に
集
落
が
展
開
す
る
こ
と
が
新
た
に
判
明
し

ま
し
た
。
検
出
さ
れ
た
遺
構
の
密
度
は
高
く
、
周

辺
部
に
も
同
様
の
微
高
地
が
広
が
り
、
集
落
が
展

開
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

田
屋
遺
跡
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
古
墳
時
代
後

期
後
葉
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
の
建
物
跡
が
検
出
さ

れ
て
お
ら
ず
、
今
回
検
出
さ
れ
た
竪
穴
建
物
群

は
、
田
屋
遺
跡
の
集
落
終し
ゅ
う

焉え
ん

期
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
う
し
た
時
期
の
竪
穴
建
物
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
密

に
検
出
さ
れ
た
事
例
は
少
な
く
、
田
屋
遺
跡
の
集

落
終
焉
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
極
め

て
貴
重
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
の
発
掘
調
査
で
も
古
墳
時
代
以
降

の
古
代
の
様
相
は
明
瞭
で
は
な
く
、
遺
構
面
上
層

で
瓦
器
を
含
む
包ほ
う

含が
ん

層
が
堆
積
す
る
こ
と
や
遺
構

面
を
削
り
出
し
て
造
ら
れ
た
大
規
模
畦
畔
が
中
世

の
水
田
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地

は
中
世
に
地
形
が
大
き
く
改
変
さ
れ
、
畦
畔
の
削

り
出
し
と
水
平
地
盤
の
成
形
が
な
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
以
降
、
当
該
地
は
水
田
と
し
て

利
用
さ
れ
現
在
に
至
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
金
澤　

舞
）

２−２区焼失竪穴建物
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樹
木
が
折
れ
て
直
撃
し
、
大
き
な
被
害
を
受
け
ま

し
た
。
そ
し
て
翌
年
よ
り
解
体
修
理
が
実
施
さ
れ

ま
す
。
そ
の
時
の
調
査
に
よ
り
、
こ
の
建
物
に
は
二

棟
の
異
な
る
建
物
の
部
材
と
、
そ
の
後
の
修
理
材
が

混
在
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
元
々
二
棟
あ
っ
た
建
物
が
、
破
損
が
進
ん

で
修
理
を
す
る
際
に
、
部
材
を
一
纏
め
に
し
て
一
棟

だ
け
残
さ
れ
た
の
で
す
。

改
め
て
よ
く
見
る
と
、
現
在
の
霊
屋
の
東
側
に
は

ち
ょ
う
ど
同
じ
広
さ
の
空
き
地
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

霊
屋
内
部
に
は
謙
信
と
景
勝
の
石
製
位
牌
が
並
列
し

て
祀
ら
れ
て
お
り
、
一

方
が
他
所
か
ら
持
ち
込

ま
れ
た
と
推
定
で
き
ま

す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

柱
の
頂
部
側
面
に
突
出

す
る「
木き

鼻ば
な
」
に
は
、
明

ら
か
に
異
な
る
二
種
類

の
形
が
存
在
す
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
荒
技

が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か

修理前の上杉謙信霊屋（全景）

高
野
山
は
奥
院
、
一
の
橋
手
前
で
一
礼
し
て
歩

を
進
め
る
こ
と
約
五
分
、
左
手
斜
面
の
杉
木
立
と

無
数
の
石
塔
に
紛
れ
て
木
造
の
建
物
が
見
え
て
き

ま
す
。
参
道
を
左
に
逸
れ
て
緩
や
か
な
坂
道
を
登

り
は
じ
め
る
と
、
今
に
も
飛
び
立
ち
そ
う
な
軽
や

か
な
檜ひ
わ

皮だ

屋
根
を
載
せ
、
木
部
に
は
彩さ
い

色し
き

が
施
さ

れ
た
小
ぶ
り
な
建
造
物
が
一
棟
、
正
面
に
現
れ
ま

す
。
今
回
ご
紹
介
す
る
、
上
杉
謙
信
霊れ
い

屋お
く

で
す
。

建
て
ら
れ
た
年
代
は
判
明
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

細
部
の
意い

匠し
ょ
う

な
ど
か
ら
江
戸
時
代
前
期
頃
の
建
立

と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
江
戸
時
代
に
描

か
れ
た
古
絵
図
に
は
、
同
様
の
建
物
が
現
在
の
位

置
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
現
在
と
異
な
る

の
は
、
同
規
模
・
形
式
の
建
物
が
二
棟
並
ん
で
描

か
れ
て
い
る
点
で
す
。
で
は
、
も
う
一
棟
は
ど
こ

へ
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
建
物
は
昭
和
四
〇
年
五
月
に

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
年

の
九
月
に
来
襲
し
た
台
風
二
三
号
に
よ
っ
て
背
後
の

は
判
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
絵
図
に
は
二

棟
描
か
れ
て
い
る
の
で
、そ
れ
以
降
と
推
定
で
き
ま
す
。

今
か
ら
考
え
る
と
大
胆
な
修
理
手
法
で
す
が
、
維

持
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
建
物
を
、
負
担
を
減
ら
し

つ
つ
、
少
し
で
も
後
世
に
伝
え
た
い
と
い
う
痛
切
な

思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
、
と
の
想
像
を
禁
じ
得
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
護
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
霊
屋

は
、
平
成
七
年
に
再
度
檜
皮
の
葺
替
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
屋
根
も
摩
滅
が
進
ん
で
耐
用
年
数
に
達

し
た
た
め
、
平
成
二
九
年
六
月
か
ら
檜
皮
屋
根
の
葺

替
工
事
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。　
（
結
城　

啓
司
）

新
現
場
紹
介 

　
―
上
杉
謙
信
霊
屋
―

古絵図に記された霊屋
（寛政５年（1793）、
持明院蔵

「高野山奥院総絵図」
『高野山古絵図集成』
より）

柱、木鼻と組物。左右
で木鼻の形が異なる。
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お
金
の
値
段 

　 

埋
蔵
文
化
財
課

文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

⑨  

四
色
ボ
ー
ル
ペ
ン

実
測
と
い
う
、
建
物
の
形
や
特
徴
を
「
野や

帳ち
ょ
う

」
に
記
録
し
て
い
く
作
業

が
あ
り
ま
す
。野
帳
に
は
、修
理
中
の
建
物
を
詳
細
に
計
測
す
る
と
と
も
に
、

痕こ
ん

跡せ
き

や
破
損
状
況
を
調
査
し
、
考
察
し
た
こ
と
を
記
し
ま
す
。
そ
の
時
に
、

四
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
部
材
の
情
報
を
紙
に
記
録
す
る

と
き
に
、
色
分
け
を
上
手
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
見
た
目
に
も
わ
か
り
や

す
い
野
帳
を
作
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
主
に
使
用
し
て
い
る
の
は
黒
、

赤
、
青
、
緑
の
四
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
す
。
色
の
使
い
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

す
が
、私
の
場
合
、赤
色
は
破
損
や
こ
れ
ま
で
に
修
理
さ
れ
た
場
所
の
寸
法
、

青
色
は
補
強
用
金
具
等
の
付
け
足
さ
れ
た
も
の
、
緑
色
は
記
録
の
最
中
に

気
が
付
い
た
こ
と
を
描
く
と
き
に
使
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
色
で
そ
れ
ぞ
れ
の
分
量
を
視
覚
的
に
確
認
で
き
る
の
で
、
一
目
で
特

徴
を
掴
み
や
す
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

実
際
に
、
あ
わ
て
て
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
て
、
寸
法
な
ど
を
測
っ
て
書
き

入
れ
る
作
業
を
し
た
後
に
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
自
分
が
製
図
す
る
際
の

参
考
に
し
か
使
え
な
い
よ
う
な
野
帳
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が

付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
破
損
の
原
因
や
部
材
の
詳
細
な
部
分
、
見
え
に

く
い
痕
跡
の
観
察
が
足
り

ず
、
考
察
が
出
来
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
、
色
分
け

し
た
情
報
を
整
理
す
る
と

き
に
、実
感
し
た
の
で
す
。

落
ち
着
い
て
、
深
い
洞ど
う

察さ
つ

力り
ょ
くを
持
っ
て
臨
み
、
資

料
と
し
て
、
わ
か
り
や
す
い

野
帳
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

（
大
給　

友
樹
） 

考
古
学
に
携
わ
っ
て
い
る
人
間
が
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遺
物
に
値
段
を
つ

け
る
の
は
良
く
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、こ
こ
で
は
、ち
ょ
っ
と
掟
破
り
。

平
成
15
年
に
実
施
さ
れ
た
白
浜
町
八
幡
山
城
跡
の
発
掘
調
査
で
、
中
世
の
遺

物
に
混
じ
っ
て
日
本
最
古
の
流
通
貨
幣
と
さ
れ
る
「
富ふ

本ほ
ん

銭せ
ん

」
が
出
土
し
ま
し

た
。
富
本
銭
は
中
央
の
方ほ
う

孔こ
う

上
部
に
「
富
」、
下
部
に
「
本
」
を
表
す
「
夲ほ
ん

」
の

文
字
、
左
右
に
七
曜
の
図
柄
を
も
ち
ま
す
。
出
土
遺
物
を
整
理
し
て
い
て
、「
富

本
」
の
文
字
を
も
つ
銭
貨
見
つ
け
た
時
は
、
そ
れ
は
も
う
驚
い
た
も
の
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
本
物
と
信
じ
て
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
で
鑑
定
を
お
願
し
た
と

こ
ろ
、
富
本
銭
の
工
房
跡
で
あ
る
奈
良
県
飛
鳥
池
遺
跡
や
全
国
各
地
で
出
土
し

て
い
る
も
の
に
比
べ
、「
富
」
が
ワ
か
ん
む
り
の
「
冨
」
で
あ
る
こ
と
、
中
央
の

方
孔
の
縁
幅
が
広
い
こ
と
、
富
本
銭
の
特
徴
と
さ
れ
る
ア
ン
チ
モ
ン
の
含が
ん

有ゆ
う

率り
つ

が
低
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
古
代
の
富
本
銭
を
模
倣
し
て
中
世
以
降
に
鋳ち
ゅ
う

造ぞ
う

さ
れ

た
も
の
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
19
年
、
奈
良
県
藤
原
京
跡
の

発
掘
調
査
で
、
八
幡
山
城
跡
の
も
の
と
同
じ
特
徴
を
も
つ
富
本
銭
が
８
枚
出
土

し
ま
し
た
。
ア
ン
チ
モ
ン
の
含
有
率
も
、
バ
ラ
つ
き
が
あ
り
、
ま
っ
た
く
含
ま

な
い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
八
幡
山
城
跡
か
ら
出
土
し
た
富
本

銭
も
、
古
代
に
鋳
造
さ
れ
た
本
物
で
あ
る
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
テ
レ
ビ
東
京
の
「
開
運
!
な
ん
で

も
鑑
定
団
」
で
、
藤
原
京
跡
・
八
幡
山
城
跡

と
同
じ
タ
イ
プ
の
富
本
銭
が
鑑
定
依
頼
さ
れ
、

一
千
万
円
の
値
段
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
写
真

は
八
幡
山
城
跡
と
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
の
富
本

銭
。
八
幡
山
城
跡
出
土
の
富
本
銭
は
欠
け
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
で
な
い
と
値
段
が
つ
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
買
い
手
（
欠
い
て
）
な
い
と
値
段
は
つ

か
な
い
も
の
だ
か
ら
。　
　
　
（
川
崎　

雅
史
）

飛鳥池遺跡出土（左） 八幡山城跡出土（右）

野帳の例（建具）
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催し物案内　和歌山県内の文化財関係イベント情報 （2017 年 秋～ 2017 年 冬）

（2017・秋号）

平成 29 年 9 月 30 日

（公財）和歌山県文化財センター

風車80

URL　http://www.wabunse.or.jp

（公財）和歌山県文化財センター

【事務局】 〒640 －8301 和歌山市岩橋1263 番地の1
 TEL  073 －472 －3710
 FAX  073 －474 －2270
 kanri-2@wabunse.or.jp

掲載内容は、変更される可能性があります。詳細は各施設へお問い合わせください。

目
　
次

１　表紙「田屋遺跡第２次発掘調査　2−2 区全景（北から）」
２　特集「田屋遺跡第２次発掘調査」
６　文化財建造物課　短信「新現場紹介 ‐ 上杉謙信霊屋 ‐ 」
７　きのくに歴史小話「四色ボールペン」
 「お金の値段」
８　催し物案内

和歌山県立紀伊風土記の丘

●秋季特別展「道が織りなす旅と文化」   2017 年 9 月 30 日（土）～ 11 月 26 日（日）
　特別展リレー講演① 2017 年 10 月 21 日（土）13：30 ～ 15：30
　特別展リレー講演② 2017 年 10 月 28 日（土）13：30 ～ 15：30
　特別展リレー講演③ 2017 年 11 月 4 日（土）13：30 ～ 15：30
　特別展リレー講演④  2017 年 11 月 11 日（土）13：30 ～ 15：30
●フカミンのおしゃべり考古学④ 2017 年 11 月 15 日（水）13：30 ～ 15：00
●学芸員講座「岩橋千塚③」 2017 年 11 月 25 日（土）13：30 ～ 15：30
●第８回　風土記まつり 2017 年 11 月 19 日（日）10：00 ～ 15：30

和歌山県立博物館

●企画展「西行と明恵」 2017 年 9 月 9 日（土）～ 10 月 5（木）
●特別展「道成寺と日高川　−道成寺縁起と流域の宗教文化−」　　　　　　
 2017 年 10 月 14 日（土）～ 11 月 26 日（日）
●企画展「南葵音楽文庫　音楽の殿様・頼貞の楽譜コレクション」　　
 2017 年 12 月 3日（日）～ 2018 年 1 月 21 日（日）

高野山霊宝館

●第 38 回大宝蔵展「高野山の名宝」平家物語の時代と高野山
 2017 年 10 月 14 日（土）～ 12 月 3 日（日）

和歌山市立博物館

●特別展「幕末の紀州藩」  2017 年 10 月 21 日（土）～ 11 月 26 日（日）
●コーナー展示「藩主からの拝領品」
 「加太と葛城修験」 2017 年 10 月 3 日（火）～ 12 月 3 日（日）
●史跡散歩「加太を歩く」 2017 年 10 月 14 日（土）
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