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上 :旧名手本陣妹背家住宅主
屋を南西からみる。手前の凹
部分を今回復原する。
下 :旧名手宿本陣御番所のか
つての姿。左側の土塀の奥に
主屋、右側に離れ・蔵が見える。

旧
名
手
本
陣
の
保
存
修
理 

─
妹
背
家
住
宅
と
御
番
所
─

特
集



重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
旧
名
手
本
陣

妹
背
家
住
宅
主
屋
及
び
米
蔵
保
存
修
理
事
業

妹
背
家
住
宅
の
概
要

旧
名
手
本
陣
妹
背
家
住
宅
は
そ
の
名
の
通
り
、
江

戸
時
代
は
紀
州
藩
主
が
立
ち
寄
る
「
本
陣
」
で
し
た
。

妹
背
家
の
起
源
は
古
く
中
世
に
ま
で
遡

さ
か
の
ぼり

、
こ
の
地

の
豪
族
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
元げ

ん

和な

五
年（
一
六
一
九
）

に
徳
川
頼
宣
が
紀
州
封
入
後
、
地
士
と
し
て
取
り
た

て
ら
れ
て
地
士
頭
の
扱
い
を
受
け
、
元
和
八
年
に
本

陣
と
な
り
、
寛か

ん

永え
い

一
六
年
（
一
六
三
九
）
に
は
大お
お

庄じ
ょ
う

屋や

に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
大
庄
屋
は
組
（
名
手
組
は

一
九
か
村
か
ら
構
成
さ
れ
る
）
を
統
率
し
、
郡

こ
お
り

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

や
代だ
い

官か
ん

の
補
佐
的
な
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
で
す
。

具
体
的
に
は
、
組
内
の
争
い
事
の
仲
裁
や
、
年
貢
徴

収
の
責
任
者
、戸
籍
管
理
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
本
陣
と
し
て
は
鷹た

か

狩が

り
の
際
に
藩
主
が
休
息

を
取
ら
れ
た
と
の
記
録
が
残
り
ま
す
。

敷
地
内
に
現
存
す
る
建
物
は
主
屋
と
米
蔵
、
南
倉

特
集
旧
名
手
本
陣
の
保
存
修
理  

─
妹
背
家
住
宅
と
御
番
所
─

紀
の
川
市
名
手
市
場
に
所
在
す
る
旧
名
手
本
陣
で
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
旧
名
手
本
陣
妹
背
家
住
宅
」
の
保

存
修
理
事
業
と
、
国
指
定
史
跡
「
旧
名
手
宿
本
陣
」
で
あ
る
同
敷
地
内
の
北
側
に
近
年
ま
で
存
在
し
た
「
御
番
所
」
の
復
旧
事

業
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
特
集
で
は
当
セ
ン
タ
ー
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

が
あ
り
、
こ
の
三
棟
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
主
屋
は
普
段
の
生
活
で
使
用
す
る「
居

室
部
」
が
正
面
（
南
）
側
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
御
成

の
際
に
使
用
す
る
「
座
敷
部
」
が
北
東
に
突
き
出

す
形
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
記
録
に
よ
る
と
、
正

し
ょ
う

徳と
く

四
年
（
一
七
一
四
）
に
市
場
村
で
発
生
し
た
火
災

に
よ
り
敷
地
内
の
建
物
が
全
て
類る

い

焼し
ょ
うし

た
後
、
享
き
ょ
う

保ほ
う

三
年
（
一
七
一
八
）
に
主
屋
の
現
在
の
居
室
部
が
建

て
ら
れ
、
延え

ん

享き
ょ
う

三
年
（
一
七
四
六
）
に
座
敷
部
が
増

築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
米
蔵
と
南
倉
も

こ
の
頃
の
建
築
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
居
住

す
る
実
情
に
合
わ
せ
て
様
々
な
箇
所
が
増
改
築
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
昭
和
四
四
年
に
文
化
財
の
指
定
を

受
け
た
頃
に
は
お
住
ま
い
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
、
建
物
の
荒
廃
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
昭

和
五
九
年
か
ら
平
成
四
年
の
間
に
文
化
財
修
理
事
業

が
実
施
さ
れ
、
そ
の
際
、
建
物
全
体
の
景
観
が
整
っ

た
延
享
三
年
頃
の
姿
に
戻
す
べ
く
、
近
年
の
改
変
・

増
築
部
分
や
近
代
的
な
設
備
な
ど
が
取
り
除
か
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
復
原
は
、
当
時
既
に
無
住
と

な
っ
て
い
た
こ
と
で
実
施
可
能
と
な
っ
た
と
言
え
ま

す
。
そ
の
後
、
建
物
は
那
賀
町
（
現
紀
の
川
市
）
に

寄
贈
さ
れ
、
現
在
は
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。図１ 旧名手本陣配置図 写真撮影位置：①表紙上、②表紙下、③写真１
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修
理
事
業
に
つ
い
て

今
回
の
修
理
事
業
の
目
的
は
大
き
く
わ
け
て
三

つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
め
は
、
前
回
の
修
理
か
ら
二
五

年
が
経
過
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
破
損
が
進
行
し
た
箇

所
の
修

し
ゅ
う

繕ぜ
ん

で
す
。
具
体
的
に
は
、
主
屋
座
敷
部
の
北

面
と
東
面
に
設
け
ら
れ
た
「
こ
け
ら
葺ふ

き
」
の
土つ
ち

庇び
さ
し

の
葺
き
替
え
や
、
主
屋
土
間
に
設
置
さ
れ
た
流
し
台

の
周
囲
や
米
蔵
外
壁
の
板
壁
な
ど
、
水
が
か
か
っ
て

木
部
が
腐ふ

朽き
ゅ
うし
た
箇
所
の
補
修
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
悪
く
な
っ
た
箇
所
の
み
分
解
し
取
り

替
え
る
、
部
分
解
体
修
理
を
行
い
ま
す
。

二
つ
め
は
、
前
回
修
理
時
に
で
き
な
か
っ
た
箇

所
の
復
原
で
す
。
前
述
の
通
り
、
建
物
は
江
戸
時
代

に
建
て
ら
れ
た
当
時
の
姿
に
復
原
さ
れ
ま
し
た
が
、

主
屋
の
南
西
に
は
昭
和
初
期
頃
に
貸
家
が
建
て
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
際
に
主
屋
の
一
部
分
が
欠
き
取
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
前
回
修
理
時
は
貸
家
と
の
兼
ね
合
い

も
あ
り
元
に
戻
せ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、

現
在
ま
で
に
貸
家
の
撤
去
や
敷
地
の
整
備
が
進
ん
だ

こ
と
も
あ
り
、今
回
復
原
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
再
度
詳
細
な
調
査
を
行
い
、
元
の
姿
を

想
定
し
た
「
復
原
図
」
を
作
成
し
、
文
化
庁
の
許
可

を
受
け
ま
し
た
。

最
後
は
、
耐
震
診
断
と
耐
震
補
強
工
事
で
す
。
こ

こ
で
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
文
化
財
と
い

え
ど
も
耐
震
性
の
確
保
は
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
特
に
本
建
物
は
常
時
一
般
開
放
し
て
い
る
建

物
な
の
で
、
地
震
発
生
時
に
来
館
者
の
生
命
を
守
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
事
業
で
は
ま
ず
建
物
固
有
の

性
質
や
架か

構こ
う

な
ど
を
調
査
し
、解か
い

析せ
き

を
行
っ
た
上
で
、

地
震
動
が
入
力
さ
れ
た
場
合
の
建
物
の
揺
れ
方
を
想

定
し
ま
す
。
そ
し
て
破
損
が
予
想
さ
れ
る
箇
所
や
構

造
的
に
弱
い
部
分
に
補
強
を
行
い
、
地
震
が
起
き
て

も
建
物
が
倒
壊
し
な
い
よ
う
に
対
処
し
ま
す
。
た
だ

し
、
補
強
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
文
化
財
的
な

価
値
を
損
な
わ
な
い
よ
う
な
配
慮
も
重
要
に
な
り
ま

す
。
壁
が
な
く
て
開
放
的
な
空
間
は
と
て
も
気
持
ち

が
良
く
、
建
物
の
特
徴
に
も
な
り
ま
す
が
、
耐
震
性

能
を
考
え
る
と
非
常
に
厳
し
い
。
こ
の
よ
う
な
背
反

す
る
事
項
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
、
頭
を
悩

ま
さ
れ
ま
す
。

本
事
業
は
平
成
二
九
年
四
月
か
ら
三
一
年
三
月
ま

で
の
二
四
ヶ
月
の
予
定
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
九

年
度
は
上
記
の
う
ち
主
に
準
備
工
事
や
申
請
、
診
断

な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
本
格
的
な
工
事
が
始
ま
る
の

は
来
年
度
以
降
と
な
り
ま
す
。
今
号
で
は
内
容
の
詳

細
ま
で
お
伝
え
出
来
な
い
の
が
残
念
で
す
が
、
折
を

見
て
こ
の
誌
面
に
て
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

図 2（上）修理前正面図、図 3（下）復原正面図

写真１ 座敷部を北東からみる
北、東面にはこけら葺き（解体済み）の土庇がつき、室内は開放的な縁が廻る。
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国
指
定
史
跡
旧
名
手
宿
本
陣
御
番
所

復
旧
整
備
事
業

御
番
所
の
概
要

史
跡
旧
名
手
宿
本
陣
の
敷
地
に
は
、
中
央
北
寄

り
の
位
置
を
土ど

塀べ
い

が
東
西
に
横
断
す
る
よ
う
に
築
か

れ
て
お
り
、
南
側
は
妹
背
家
住
宅
主
屋
ほ
か
二
棟
が

建
つ
敷
地
、
北
側
は
御
番
所
の
敷
地
と
な
っ
て
い
ま

す
。
大
庄
屋
、
本
陣
で
あ
る
妹
背
家
住
宅
と
、
役
所

で
あ
る
御
番
所
が
同
一
敷
地
内
に
総
体
と
し
て
よ
く

残
っ
て
い
る
こ
と
は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
高
い
評

価
を
受
け
て
い
ま
す
。

御
番
所
は
記
録
に
よ
る
と
「
名
手
役
所
」
と
も

呼
ば
れ
、
近
年
は
「
郡ぐ

ん

役や
く

所し
ょ

」
の
名
称
で
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
江
戸
期
の
名
手
組
は
上
那
賀
郡
に
属
し

て
い
ま
し
た
が
、
粉
河
組
と
共
に
伊
都
郡
の
支
配
下

に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
、
御
番
所
は
郡
奉
行
の
補

助
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
、具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
や
機
能
を
も
ち
、

建
物
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
大

庄
屋
と
の
機
能
の
棲す

み
分
け
な
ど
、
詳
し
い
こ
と
は

よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
御お

白し
ら

州す

と
思
わ

れ
る
空
間
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
裁
き

や
通
達
な
ど
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

時
代
が
明
治
に
移
る
と
「
派
出
駐
在
所
」
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
後
貸
し
家
と
な
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
徐
々
に
荒
廃
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
修

理
を
行
う
た
め
平
成
九
年
に
建
物
が
一
旦
解
体
さ
れ
ま

し
た
。
部
材
は
仮
設
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の

の
、不
運
な
こ
と
に
長
ら
く
再
建
で
き
ず
に
い
ま
し
た
。

事
業
の
概
要

今
回
、
様
々
な
状
況
が
整
い
、
二
〇
年
越
し
に
御

番
所
の
復
旧
事
業
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。
手
始
め
に

建
物
の
基
本
的
な
大
き
さ
や
形
、
仕
様
や
意
匠
な
ど

を
決
め
る
基
本
設
計
を
当
セ
ン
タ
ー
が
受
託
し
ま
し

た
。
と
い
う
の
も
、
解
体
時
に
調
査
は
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
正
確
な
図
面
が
な
い
た
め
で
す
。
ま
た
、

解
体
後
か
ら
現
在
ま
で
に
部
材
が
移
動
さ
れ
て
い
た

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
材
が
ど
こ
に
使
用
さ
れ
て
い

た
も
の
か
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
欠
失
し

て
い
る
部
材
な
ど
も
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
今
回
の
復
旧
は
江
戸
時
代
後
期
の
姿

を
目
指
し
て
行
い
ま
す
が
、
解
体
直
前
の
状
況
で
は

様
々
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
取

り
除
い
て
復
原
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
復
旧
す
る
建
物
は
主
屋
と
、
蔵
に
部
屋
が

く
っ
つ
い
た
離
れ
・
蔵
、
そ
し
て
脇
門
の
三
棟
で
す
。

そ
の
他
に
も
建
物
が
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
の
も
の

な
の
で
今
回
は
復
旧
し
ま
せ
ん
。
主
屋
は
非
常
に
変

わ
っ
た
建
物
で
、
一
見
す
る
と
一
つ
の
建
物
な
の
で

す
が
、
実
際
に
は
東
西
二
つ
の
建
物
が
く
っ
つ
い
て

建
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
構
造
的
に
独
立
し
て
い

る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
半
分
ず
つ
順
番
に

建
て
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
な
の
で
す
が
、
な
ぜ

そ
う
さ
れ
た
か
は
判
り
ま
せ
ん
。
離
れ
・
蔵
は
、
解

体
前
は
既
に
蔵
が
崩
壊
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
部

材
の
残
り
が
少
な
い
状
況
で
し
た
が
、
幸
い
主
要
な

部
材
は
僅わ

ず

か
な
が
ら
残
存
し
て
い
た
の
で
、
か
つ
て

の
姿
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

解
体
さ
れ
た
の
が
二
〇
年
前
な
の
で
、
在
り
し
日

の
記
憶
が
あ
る
方
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

復
旧
さ
れ
る
と
一
気
に
時
代
が
遡
り
、
江
戸
時
代
の

景
観
が
よ
み
が
え
り
ま
す
。
そ
の
時
に
作
り
物
で
は

な
く
、
少
し
で
も
「
懐
か
し
い
な
」
と
い
っ
た
感
覚

を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
出
来
る
だ
け
元
の
部
材

を
再
用
す
る
予
定
で
す
。

（
結
城　

啓
司
）

写真２ 現在の御番所の状況　表紙写真（下）と同位置より撮影
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御
番
所
主
屋
の
部
材
を
実
測
し
て
い
る
と
、
墨ぼ
く

書し
ょ

が
た
く
さ
ん
見
つ
か
り
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中

か
ら
、
一
番
多
く
見
つ
か
っ
た
「
番
付
」
の
墨
書
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

柱
や
差さ

し

鴨が
も

居い

な
ど
の
軸じ
く

組ぐ
み

に
は
、
図
4
の
よ
う

に
、
柱
の
位
置
に
「
壱い

ち

、
弐に

、
三
…
」
と
順
番
に
数

字
が
書
か
れ
た
「
廻ま

わ

り
番
付
」
の
墨
書
が
あ
り
ま
し

た
。「
居
住
部
」「
役
所
部
」
と
も
に
、
居
室
の
後
、

下
屋
部
分
に
時
計
回
り
に
番
付
が
振
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
御
番
所
主
屋
は
居
住
部
と
役
所
部
が
別
々
に
建

て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
に
対
応
す
る
廻

り
番
付
が
振
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
梁は

り

や
母も

屋や

な
ど
の
小
屋
組
に
は
、
梁
間
方

向
に
「
い
ろ
は
文
字
」、
桁
行
方
向
に
「
数
字
」
を

振
り
分
け
た
「
組
み
合
わ
せ
番
付
」
の
墨
書
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
居
住
部
は
「
は
一
」、
役
所
部

は
「
は
ノ
一
」
と
、
同
じ
番
付
が
建
物
ご
と
に
違
う

表
現
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。（
写
真
3
〜
6
参
照
）

今
回
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
番
付
の
墨
書
か
ら

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
の
違
い
が
分
か
っ
た
事
が
面

白
い
と
思
い
ま
し
た
。

余
談
で
す
が
番
付
に
は
「
又ま

た

」
と
い
う
モ
ノ
が

存
在
し
、例
え
ば
、「
五
」
と
「
六
」
の
間
だ
と
「
又
五
」

と
表
記
さ
れ
ま
す
。
今
回
、
役
所
部
の
廻
り
番
付
の

全
容
が
判
明
す
る
ま
で
、
微
妙
に
柱
の
数
が
合
わ
な

い
…
と
悩
ま
し
い
感
じ
で
し
た
が
、「
又
八
」
の
墨

書
を
発
見
し
て
ス
ッ
キ
リ
解
決
し
ま
し
た
。

（
松
井　

美
香
）

コ
　
ラ
　
ム

御
番
所
主
屋
の
墨
書

―
番
付
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
―

◦
ほ
ん
じ
ん［
本
陣
］…
旧
宿
駅
な
ど
で
、
大
名

や
幕
府
役
人
・
公
家
等
が
宿
泊
ま
た
は
休
憩

す
る
公
的
施
設［
ｍ
］

◦
ふ
く
げ
ん［
復
原
］…
一
度
失
わ
れ
た
か
、
改

造
を
受
け
た
建
築
部
分
な
ど
を
、
実
在
時
ま

た
は
新
築
時
の
状
態
に
再
現
す
る
過
程［
ｄ
］

◦
こ
け
ら
葺
き
…
厚
さ
一
分
（
三
㎜
）
の
薄
板

で
葺
い
た
屋
根
、
ま
た
は
葺
く
こ
と［
ｄ
］

◦
ご
ば
ん
し
ょ［
御
番
所
］…
江
戸
時
代
に
お
け

る
町
奉
行
の
役
宅
の
こ
と
。
町
奉
行
の
官
舎

で
あ
る
政
庁
で
あ
る［
ｄ
］

◦
し
ら
す［
白
州
］…
江
戸
時
代
に
奉
行
所
、
代
官

所
な
ど
の
裁
判
用
の
建
物
前
に
お
い
て
白
小

石
の
敷
い
て
あ
る
所
。
こ
こ
に
農
民
、商
職
人
、

町
医
者
、
足
軽
、
浪
人
な
ど
を
座
ら
せ
罪
状

の
糾

き
ゅ
う

問も
ん

ま
た
は
訴
訟
の
裁
断
を
す
る［
ｄ
］

用
語
解
説

出
典

ｍ
：
日
本
民
家
語
彙
解
説
辞
典
（
紀
伊
國
屋
書
店
）

ｄ
：
建
築
大
辞
典　

第
２
版
（
彰
国
社
）

図４ 御番所主屋の軸部廻り番付見取り図
柱、差鴨居、梁・桁と柱との取り合い部分の墨書を元に作成。

墨書写真（写真３～６）　チョークは解体番付
居住部：（右上）「に弐」、（右下）「に一」
役所部：（左上）「にノ弐」、（左下）「にノ壱」
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和
歌
山
城
跡
発
掘
調
査
現
場
か
ら

―
砂
で
埋
没
し
た
畑
遺
構
―

調査区の位置：手前の調査区（北東から）

みつかった畑遺構（西から）

現
在
、
当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
和
歌
山
県

の
委
託
を
う
け
て
和
歌
山
城
跡
の
発
掘
調
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
調
査
地
は
和
歌
山
城
の
北
側
に

位
置
す
る
旧
伏
虎
中
学
校
跡
地
で
、
業
務
は
県
立

医
科
大
学
薬
学
部
新
設
に
伴
う
も
の
で
す
。
調
査

面
積
は
約
４
０
０
０
㎡
、
調
査
対
象
と
な
る
遺
構

面
は
最
大
で
９
面
を
数
え
、
内
訳
は
江
戸
時
代
が

４
面
、
織し
ょ
く

豊ほ
う

期き

を
含
む
中
世
以
前
が
５
面
で
、
地

表
下
約
４
ｍ
（
標
高
約
１
ｍ
）
ま
で
掘
り
下
げ
る

見
込
み
で
す
。
現
地
調
査
は
昨
年
11
月
末
か
ら
今

年
12
月
の
予
定
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

調
査
区
は
１
〜
４
区
の
４
区
画
に
分
か
れ
、
１

区
と
２
区
、
３
区
と
４
区
を
反
転
し
て
調
査
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
１
区
と
３
区
の

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
比
較
的
調
査
が
進
行

し
て
い
る
１
区
で
見
つ
か
っ
た
畑
遺
構
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

現
地
の
地じ

盤ば
ん

高こ
う

は
約
５
ｍ
で
、基
本
的
な
層そ
う

序じ
ょ

は
、

江
戸
時
代
以
降
現
在
ま
で
約
２
ｍ
に
亘わ
た

る
整
地
面

が
累る
い

々る
い

と
あ
り
、
そ
の
下
は
自
然
（
風
成
）
堆
積
し

た
砂
層
（
最
大
厚
0.6
ｍ
）
の
下
に
16
世
紀
末
頃
の

遺
構
面
、
さ
ら
に
自
然
（
氾は
ん

濫ら
ん

）
堆
積
し
た
砂
層

の
下
に
鎌
倉
時
代
以
前
の
遺
構
面
が
存
在
し
ま
す
。

畑
遺
構
は
、
16
世
紀
末
頃
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
面

か
ら
砂
で
埋
没
し
た
状
態
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。

畑
遺
構
の
畝う
ね

に
は
南
北
方
向
と
東
西
方
向
の
も

の
が
あ
り
、
間
隔
は
約
1.2
ｍ
で
、
長
さ
は
東
西
方

向
の
も
の
で
７
ｍ
を
測
り
ま
す
。
畑
の
畝
下
か
ら

は
井
戸
や
土
坑
な
ど
が
み
つ
か
っ
て
お
り
、
屋
敷

地
か
ら
畑
に
変
遷
し
た
こ
と
が
窺う
か
がえ
ま
す
。

和
歌
山
城
は
紀
州
徳
川
家
の
居

城
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
が
、
江
戸

時
代
の
初
め
頃
は
浅
野
氏
の
居
城

で
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
16
世
紀

末
頃
に
は
桑
山
氏
が
城
代
を
務
め

て
い
ま
し
た
。
桑
山
期
の
調
査
地

付
近
の
様
子
は
文
献
史
料
か
ら
は

窺
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
16

世
紀
末
頃
の
桑
山
期
と
考
え
ら

れ
る
遺
構
面
か
ら
の
出
土
遺
物
に

は
、
中
国
製
白
磁
や
染
付
な
ど
の

高
級
品
が
多
い
こ
と
か
ら
、
比
較
的
高
位
な
人
々

の
屋
敷
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
和
歌
山

城
は
桑
山
―
浅
野
―
徳
川
と
切
れ
目
な
く
変
遷
し

た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
城
下
で
は
自
然
堆
積
し
た

砂
層
が
示
す
よ
う
に
、
江
戸
時
代
が
始
ま
る
前
後

に
断
絶
期
が
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
畝
方
向
が
当
時
の
地
割
を
反
映
す
る
も
の

で
あ
る
場
合
、
ほ
ぼ
東
西
南
北
の
正
方
位
に
地
割

す
る
江
戸
時
代
に
比
べ
、
桑
山
期
は
北
方
位
が
や

や
西
偏
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
川
崎
雅
史
）
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陶
磁
器
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

埋
蔵
文
化
財
課

文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

⑪  

三
角
ス
ケ
ー
ル

三
角
ス
ケ
ー
ル
と
い
う
、
も
の
さ
し
が
あ
り
ま
す
。
建
築
物
を
縮
小
し

て
描
く
場
合
に
、
ス
ケ
ー
ル
の
縮
尺
目
盛
で
寸
法
を
読
み
取
り
、
図
面
を

描
く
こ
と
が
出
来
る
大
変
便
利
な
道
具
で
す
。
三
角
形
そ
れ
ぞ
れ
の
面
に

は
、
一
般
的
に
百
分
の
一
か
ら
六
百
分
の
一
と
い
う
六
種
類
の
目
盛
が
付

い
て
い
ま
す
。

文
化
財
建
造
物
の
修
理
事
業
で
は
、
Ａ
０
判
（
Ａ
４
判
十
六
枚
分
）
の

ケ
ン
ト
紙
に
手
描
き
で
製
図
す
る
「
保
存
図
」
と
い
う
修
理
記
録
の
図
面

を
製
作
し
ま
す
。
保
存
図
に
、
現
場
調
査
で
考
察
し
た
建
物
の
計
画
寸
法

を
反
映
さ
せ
る
時
に
、
ど
の
縮
尺
に
合
わ
せ
て
描
け
ば
図
面
を
見
る
人
た

ち
に
建
物
の
特
徴
を
正
確
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
考
え
た
後
、
三
角

ス
ケ
ー
ル
を
使
っ
て
縮
尺
図
面
を
描
き
だ
し
ま
す
。
現
在
は
パ
ソ
コ
ン
上

で
Ｃ
Ａ
Ｄ
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
製
図
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
保

存
図
だ
け
は
別
で
す
。
自
分
の
手
を
動
か
し
て
実
際
の
建
物
寸
法
に
な
ら

い
、
図
面
と
し
て
仕
上
げ
て
い
く
た
め
に
三
角
ス
ケ
ー
ル
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。

私
が
持
っ
て
い
る
三
角
ス
ケ
ー
ル
は
、

建
築
学
科
に
入
学
し
た
と
き
に
購
入
し
た

も
の
で
、
十
年
以
上
愛
用
し
て
い
ま
す
。

長
さ
は
三
十
セ
ン
チ
で
一
般
的
な
も
の
で

す
が
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
で
五
セ
ン
チ
の
副

尺
が
付
い
て
い
ま
し
た
。

製
図
で
は
主
に
三
十
セ
ン
チ
の
長
尺
ス

ケ
ー
ル
を
用
い
て
寸
法
確
認
し
、
副ふ
く

尺し
ゃ
くは

携
帯
出
来
る
の
で
現
場
で
の
図
面
確
認
に

も
使
用
し
て
、
用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け

て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
大
給
友
樹
）

挿
図
写
真

『
和
歌
山
城
跡
―
和
歌
山
地
方
合
同
庁
舎
新
築
に
伴
う
発
掘
調
査
』

２
０
１
６
年
３
月
か
ら
転
載

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
陶
磁
器
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
し
も

が
実
感
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
々
の
食
事
に
使
用
す
る
食
器
、
生
活
環
境

に
お
け
る
花
瓶
や
置
物
に
散
見
さ
れ
ま
す
。
陶
磁
器
は
、
正
確
に
は
「
陶
器
」

と
「
磁
器
」
の
主
原
料
の
違
う
焼
き
物
の
合
成
語
で
す
。

陶
器
は
粘
土
を
成
形
し
、
８
０
０
〜
１
２
５
０
度
の
温
度
で
焼
か
れ
ま
す
。
器
面

は
暖
か
み
の
あ
る
土
味
を
醸か

も

し
出
し
て
お
り
、
敲た

た

け
ば
鈍
い
音
を
発
し
ま
す
。
日
本

で
は
、
平
安
時
代
末
か
ら
安
土
桃
山
時
代
に
か
け
て
日
本
全
国
に
名
を
馳
せ
た
備び

前ぜ
ん

窯よ
う

、
信し

が

楽ら
き

窯よ
う

、
丹た

ん

波ば

窯よ
う

、
常と

こ

滑な
め

窯よ
う

、
瀬せ

戸と

窯よ
う

、
越え

ち

前ぜ
ん

窯よ
う

と
い
っ
た
焼
物
の
産
地
が
あ

り
、
主
に
大
型
品
（
甕・壺・す
り
鉢
な
ど
）
で
あ
る
焼
締
陶
器
を
焼
い
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
窯か

ま

は
、
中ち

ゅ
う

世せ
い

六ろ
っ

古こ

窯よ
う

の
名
称
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
磁
器
は
、
江

戸
時
代
に
な
る
ま
で
日
本
に
は
焼
成
技
術
が
な
く
、
中
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い

ま
し
た
。
よ
う
や
く
磁
器
が
日
本
で
焼
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
豊
臣
秀
吉
の

朝
鮮
出
兵
の
際
に
陶
工
を
朝
鮮
か
ら
連
れ
て
き
た
こ
と
を
契
機
に
、
李り

参さ
ん

平ぺ
い

が
有
田

の
地
で
カ
オ
リ
ナ
イ
ト
と
呼
ば
れ
る
粘
土
鉱
石
、
い
わ
ゆ
る
磁
土
を
発
見
し
磁
器
焼

成
の
成
功
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
磁
器
の
焼
成
温
度
は
、
陶
器
よ

り
１
０
０
度
程
度
高
く
、割
れ
口
が
鋭え

い

利り

で
敲
く
と「
チ
ー
ン
」と
高
い
音
が
し
ま
す
。

皆
さ
ん
も
食
事
の
時
は
、
こ
れ
は
陶
器
、
こ
れ
は
磁
器
と
器
に
着
目
し
な
が

ら
料
理
を
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

１
９
７
０
年
代
の
名
曲
の
冒
頭
に
『
真
っ
白
な
陶
磁
器
を
…
』
と
い
う
フ
レ
ー

写真１ 瀬戸美濃系陶器（織部焼）

写真２ 肥前系染付磁器「稜花鉢」

三角スケールと製作中の図面

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
斯か

く
言
う

私
も
そ
の
時
は
何
気
な
く
聴
き

流
し
て
い
た
一
人
で
す
。
作
詞

家
は
有
名
な
ヒ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー

で
す
か
ら
、
作
詞
上
の
語
呂
合

わ
せ
で
す
よ
ネ
。
も
っ
と
想
像

を
逞た

く
ま

し
く
す
れ
ば
、
眺
め
て
い

た
の
は
白
磁
の
壺
と
勝
手
に
推

測
し
て
い
ま
す
。　
（
佐
伯
和
也
）

67



　　 

催し物案内　和歌山県内の文化財関係イベント情報 （2018 年 春～ 2018 年 夏）

（2018・春号）

平成 30 年 3 月 31 日

（公財）和歌山県文化財センター

風車82

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

目
　
　
　
　
　
次

１　表紙「旧名手本陣の保存修理　─妹背家住宅と御番所─」

　　　　　写真上：旧名手本陣妹背家住宅　主屋

　　　　　写真下：旧名手宿本陣　御番所主屋（昭和期）

２　特集「旧名手本陣の保存修理　─妹背家住宅と御番所─」

６　埋蔵文化財　短信「和歌山城跡発掘調査現場から　―砂で埋没した畑遺構―」

７　きのくに歴史小話「三角スケール」

	 「陶磁器」

８　催し物案内

和歌山県立紀伊風土記の丘

●春期企画展　「鏃と剣～弥生時代と古墳時代の戦い～」
	 2018 年　	 3 月 24 日（土）～	5 月 13 日（日）

和歌山県立博物館
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	 2018 年　	 3 月 10 日（土）～ 4月 15 日（日）
●特別展　「紀伊徳川家　やきもの新時代 ─ 富国と栄華の一九世紀 ─」
	 2018 年　	 4 月 21 日（土）～ 6月	 3 日（日）
●企画展　「博物館でいきものめぐり」	 2018 年　	 6 月 	 9 日（土）～ 7月	 8 日（日）

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。

和歌山市立博物館

●企画展　「和歌の浦には名所がござる」	 2018 年　	 4 月 21 日（土）～ 6月	 3 日（日）
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