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は
じ
め
に

和
歌
山
県
で
は
、
県
道
粉
河
加
太
線
の
渋
滞

緩
和
、
沿
線
住
民
の
利
便
性
の
向
上
な
ど
を
目

的
と
し
て
、
和
歌
山
市
西
部
の
西
脇
地
区
と
東

部
の
山
口
地
区
を
結
ぶ
新
た
な
道
路
と
し
て
都

市
計
画
道
路
西
脇
山
口
線
道
路
建
設
事
業
が
計

画
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
道
路
は
写
真
１
の
よ
う
に
東
西
に
ま
っ
す

ぐ
に
延
び
て
造
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
事
業
計

画
時
に
そ
の
予
定
地
の
一
部
が
中
世
の
城
跡
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
き
た
東
城
跡
に
該
当
す
る
こ
と
が

判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
道
路
建
設
に
先
立

ち
平
成
29
年
8
月
か
ら
同
年
12
月
ま
で
発
掘
調
査

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
以
下
、
そ
の
発
掘
調
査
の

成
果
の
一
端
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

東
城
跡
の
位
置
と
歴
史
的
環
境

東
城
跡
は
和
歌
山
市
の
東
北
部
、
山
口
西
及
び

楠
本
に
所
在
し
て
い
ま
す
。
地
形
的
に
は
、
紀
の

川
下
流
右
岸
に
位
置
し
、
和
泉
山
脈
よ
り
紀
の
川

に
流
れ
込
む
雄
ノ
山
川
が
段
丘
に
造
り
出
し
た
扇

状
地
南
端
か
ら
沖
積
地
上
に
立
地
し
、
雄
ノ
山
川

の
周
辺
に
南
北
に
広
が
る
標
高

10.5
ｍ
前
後
の
微
高

地
上
の
縁
辺
部
に
当
た
り
ま
す
。

東
城
跡
は
、
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
こ
の

地
で
勢
力
を
誇
っ
た
中
村
氏
の
築
い
た
城
跡
と
さ

れ
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
の
東
城
跡
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
く
、
わ

ず
か
に
明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
書
か
れ
た

郷
土
誌
の
な
か
で
「
現
今
楠
本
の
東
川
辺
の
小
字

宮
西
の
地
を
明
治
以
前
は
東
城
と
称
し
、
此
は
荘

司
中
村
氏
の
居
趾
と
い
い
傳
う
」
と
い
っ
た
内
容

が
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
は
二
次
史
料
で
あ
り
、
そ
の
真
偽
に
つ

い
て
は
疑
問
が
残
る
も
の
の
、
当
地
の
荘
園
と
し

て
の
成
立
年
代
や
「
中
村
氏
」
に
つ
い
て
は
、
鎌

倉
時
代
に
記
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
文
献
史
料
か
ら

荘
園
と
し
て
の
成
立
は
12
世
紀
後
半
以
前
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
中
村
氏
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
の

御
家
人
で
あ
り
、
貴
賓
の
熊
野
詣
に
際
し
て
は
地

元
の
有
力
者
と
し
て
雑
事
の
奉
仕
に
あ
た
っ
て
い

た
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、伝
承
さ
れ
て
い
る「
東

城
跡
」
に
つ
い
て
は
実
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
付
近
の
当
該
期
を
考
え
る
上
で

は
、
先
に
述
べ
た
熊
野
詣
と
の
関
連
が
重
要
と
思

わ
れ
ま
す
。
熊
野
詣
が
盛
ん
に
な
る
と
雄
ノ
山
峠

を
越
え
て
か
ら
西
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
南
下

し
て
当
遺
跡
付
近
に
所
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る
「
中
村
王
子
」
を
経
て
紀
の
川
を
渡
り
左
岸
の

吐は
ん

前ざ
き

へ
と
向
か
う
コ
ー
ス
の
利
用
が
頻
繁
に
な
り

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
熊
野
古
道
と
し
て
知
ら
れ
る
道

で
、
こ
の
付
近
は
そ
の
渡
河
地
と
し
て
重
要
な
地

点
で
あ
り
、
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で

東
城
跡
の
発
掘
調
査

特
集

写真 1　調査地遠景（東上空から）
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し
ょ
う
。
な
お
、
周
辺
の
遺
跡
に
つ
い
て
述
べ
て

お
け
ば
、
県
下
で
も
遺
跡
の
多
い
地
域
と
し
て
知

ら
れ
て
お
り
、
東
に
隣
接
す
る
川
辺
遺
跡
の
ほ
か

宇
田
森
遺
跡
・
山
口
遺
跡
・
藤
田
遺
跡
な
ど
弥
生

時
代
か
ら
奈
良
時
代
の
集
落
跡
が
密
度
濃
く
分
布

し
て
い
ま
す
。

　調
査
の
成
果

今
回
の
調
査
で
は
、
大
き
く
分
け
て
平
安
時
代

の
後
期
末
か
ら
鎌
倉
時
代
の
前
期
に
か
け
て
と
弥

生
時
代
の
後
期
末
か
ら
古
墳
時
代
の
前
期
に
か
け

て
の
二
時
期
の
遺
構
面
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

以
下
、
上
面
と
下
面
に
分
け
て
主
要
な
遺
構
の

概
略
を
記
し
ま
す
。

上
面
の
遺
構

堀　
１

調
査
区
東
側
で
検
出
さ
れ
た
堀
跡
と
考
え
ら
れ

遺
構
で
す
。
幅
4.5
ｍ
前
後
、
深
さ
1.2
ｍ
前
後
を
測

る
も
の
で
、
東
西
延
長
約
38
ｍ
、
南
北
延
長
約
20

ｍ
分
を
検
出
し
ま
し
た
。
両
者
は
ほ
ぼ
直
角
に
交

わ
り
隅
部
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
、
全
体
の
形
と

し
て
は
方
形
な
い
し
長
方
形
を
呈
す
る
区
画
を

取
り
囲
む
堀
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
調
査
で

は
、
こ
の
堀
の
北
西
隅
を
含
む
一
部
を
検
出
し
た

と
い
え
ま
す
。
こ
の
堀
は
調
査
区
の
さ
ら
に
東
側

及
び
南
側
に
延
び
て
い
る
た
め
、
そ
の
全
体
規
模

に
つ
い
て
は
不
明
で
す
が
、
確
認
さ
れ
た
幅
や
深

さ
か
ら
す
れ
ば
一
丁
（
約
1
0
9
ｍ
）
四
方
な

い
し
は
そ
れ
以
上
に
及
ぶ
可
能
性
も
十
分
あ
り
ま

す
。
堀
の
埋
土
は
周
囲
の
土
に
よ
り
一
気
に
埋
め

ら
れ
た
状
況
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
堀
底

部
に
も
長
期
に
わ
た
る
滞
水
を
思
わ
せ
る
よ
う
な

土
の
堆
積
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
空
堀

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

堀
か
ら
の
出
土
遺
物
は
少
な
い
で
す
が
、
13
世

紀
代
前
半
に
帰
属
す
る
と
思
わ
れ
る
土
師
器
皿
や

瓦
器
椀
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

こ
の
堀
に
つ
い

て
は
、
直
接
的
に

東
城
に
係
る
も
の

と
断
定
す
る
資
料

を
得
て
い
ま
せ
ん

が
、
出
土
し
た
遺

物
の
時
期
や
規
模

な
ど
か
ら
す
れ
ば
、

東
城
と
呼
ば
れ
て

き
た
居
館
に
伴
う

堀
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
妥
当
と
思

わ
れ
ま
す
。

掘
立
柱
建
物
1

堀
の
内
側
で
検

出
さ
れ
た
建
物
跡

で
、
２
間
×
３
間

の
規
模
を
測
り
ま

す
。
柱
間
は
い
ず

れ
も
2.1
ｍ
前
後
、

柱
の
掘
方
は
0.3
ｍ

ほ
ど
の
円
形
を
呈

し
、
深
さ
も
0.3
ｍ

前
後
で
し
た
。
こ

の
埋
土
中
よ
り
小

破
片
で
す
が
13
世

紀
前
半
代
の
瓦
器

椀
が
出
土
し
て
い

N

0 20ｍ

自然流路（川）

堀1（東城堀跡）

掘立柱建物 1

掘立柱建物２ 溝 67

弥生時代末～古墳時代初めの遺構 中世の遺構自然流路（川）

365竪穴建物

図 1　遺構概略図

写真 2　堀 1 西北隅（北西から）
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る
こ
と
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
に
帰
属
す
る
建
物
と

判
断
さ
れ
ま
す
。
そ
の
時
期
や
こ
の
建
物
は
堀
の

内
部
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
建
物
の
主
軸
方
位
が
堀

と
同
じ
こ
と
な
ど
か
ら
堀
に
伴
う
建
物
と
判
断
さ

れ
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
規
模
や
堀
内
の
位
置
か
ら

推
し
て
母
屋
な
ど
で
は
な
く
付
属
的
な
建
物
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

下
面
の
遺
構

下
面
の
遺
構
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
後
期
末
か

ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
の
竪
穴
建
物
の
ほ
か

溝
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
竪
穴

建
物
の
数
は
多
く
、
建
替
え
ら
れ
た
も
の
や
重
複

し
て
見
つ
か
っ
た
も
の
を
含
め
れ
ば
29
棟
を
数
え

ま
し
た
。
ま
た
、
深
さ
0.5
ｍ
を
超
え
る
も
の
も
い

く
つ
か
あ
り
、
紀
の
川
流
域
の
平
地
部
で
検
出
さ

れ
る
竪
穴
建
物
と
し
て
は
、
全
体
的
に
遺
り
の
よ

い
こ
と
が
特
徴
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

遺
構
に
伴
っ
て
高
坏
・
壺
、
甕
な
ど
の
遺
物
が
多

く
出
土
し
て
い
ま
す
。

3
6
5 

竪
穴
建
物

平
面
の
規
模
は
6.5
ｍ
×
6.0
ｍ
で
、
北
東
か
ら
南

西
方
向
の
辺
が
わ
ず
か
に
長
い
長
方
形
を
呈
し
て

い
ま
し
た
。
比
較
的
残
り
の
よ
い
状
況
で
深
さ
は

0.5
ｍ
を
測
り
ま
す
。
重
な
る
よ
う
に
し
て
壁
溝
を

２
条
検
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
拡
張
し
て
造
り
替

え
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
こ
の
建
物
に

つ
い
て
は
床
面
の
一
部
が
一
段
高
く
造
ら
れ
る

ベ
ッ
ド
状
の
構
造
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

主
柱
穴
は
4
本
で
、
大
き
さ
は
0.4
～
0.5
ｍ
ほ
ど
、

深
さ
も
0.5
ｍ
と
し
っ
か
り
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

煮
炊
き
や
暖
を
と
っ
た
り
す
る
た
め
の
炉
は
中

央
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
建
替
え
に
伴
う
も
の
も

含
め
２
基
を
検
出
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
造
り
替

え
後
の
炉
に
つ
い
て
み
る
と
径
0.5
ｍ
ほ
ど
で
、
深

さ
は
0.1
ｍ
ほ
ど
と
浅
い
状
況
で
し
た
。
ま
た
、
南

東
辺
の
中
央
に
は
壁
に
接
し
て
貯
蔵
穴
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
貯
蔵
穴
は
1.2
×
1.0
ｍ
ほ
ど
の
方

形
を
呈
し
、
深
さ
は
0.5
ｍ
ほ
ど
で
す
。
こ
の
竪
穴

建
物
の
埋
土
中
か
ら
は
弥
生
時
代
後
期
末
な
い
し

古
墳
時
代
前
期
と
思
わ
れ
る
高
坏
や
甕
な
ど
が
出

土
し
て
い
ま
す
。

写真 3　掘立柱建物 1（北東から）

写真 4　365 竪穴建物全景（南東から ）写真 5　竪穴建物発掘作業状況
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溝
67調

査
区
の
東
側
で
検
出
さ
れ
た
溝
で
、
幅
1.2
～

1.5
ｍ
、
深
さ
0.5
ｍ
前
後
を
測
り
北
東
か
ら
南
西
方

向
に
流
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
溝
断
面
は
Ｖ
字
状

に
近
い
形
状
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
溝
か
ら

の
出
土
遺
物
は
多
く
、
と
り
わ
け
写
真
6
の
よ
う

に
下
層
部
か
ら
集
中
し
て
出
土
し
て
い
る
傾
向
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。
遺
物
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今

後
の
整
理
で
の
分
析
を
待
た
ね
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、

弥
生
時
代
後
期
後
半
段
階
の
壺
・
甕
の
ほ
か
古
墳

時
代
前
期
ま
で
下
る
時
期
の
土
師
器
高
坏
、
甕
な

ど
が
混
在
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

自
然
流
路

遺
構
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
調
査
区
の
西
側
で

北
東
方
向
か
ら
南
西
方
向
に
流
れ
て
い
た
幅
30
ｍ

ほ
ど
の
大
き
な
川
の
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ

の
川
の
埋
土
に
は
弥
生
時
代
後
期
末
か
ら
古
墳
時

代
前
期
の
遺
物
も
多
く
含
ま
れ
ま
す
が
、
最
上
層

か
ら
鎌
倉
時
代
の
土
師
器
皿
や
瓦
器
椀
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
埋
没
し
た
の
は
中

世
段
階
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

こ
の
自
然
流
路
の
西
側
に
お
い
て
は
鎌
倉
時
代

の
建
物
跡
と
思
わ
れ
る
掘
立
柱
の
柱
跡
を
数
多
く

検
出
し
て
い
ま
す
が
、
前
述
し
た
竪
穴
建
物
な
ど

弥
生
時
代
後
期
末
か
ら
古
墳
時
代
前
期
の
遺
構
に

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
検
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

の
こ
と
か
ら
こ
の
自
然
流
路
が
こ
の
時
期
の
集
落

の
西
限
域
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ

ま
す
。

ま　
と　
め

今
回
の
調
査
成
果
と
し
て
は
、
東
城
跡
の
堀
と

考
え
ら
れ
る
遺
構
を
検
出
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
伝
承
の
域
で

あ
っ
た
「
東
城
」
の
一
端
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

時
期
的
に
は
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め

の
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
な
い
し
近
世
の
お
城
な

ど
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
有
力
武
家
の
居
館
と

言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
の

時
期
の
居
館
と
し
て
は
、
和
歌
山
県
内
で
は
も
っ

と
も
古
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
ひ
と
つ
の
成
果
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
後

期
末
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け
て
の
集
落
跡
を

新
た
に
当
該
地
に
見
出
し
た
こ
と
で
す
。

調
査
で
検
出
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
は
29
棟
で
す

が
、
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
る
様
相
が
窺
え
、
大
規

模
な
集
落
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

集
落
の
範
囲
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
西

側
は
自
然
流
路
ま
で
、
東
側
は
今
回
の
調
査
区
東

端
で
検
出
さ
れ
た
溝
群
が
東
限
を
成
す
可
能
性
が

高
い
も
の
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

周
辺
の
地
形
か
ら
推
し
て
集
落
は
、
北
東
か
ら

南
西
方
向
に
延
び
る
微
高
地
上
に
展
開
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
集
落
の
営
ま

れ
て
い
た
期
間
は
弥
生
時
代
後
期
末
か
ら
古
墳
時

代
前
期
と
い
う
短
期
間
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
前

後
を
欠
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
集
落
の
展
開
や

消
長
に
つ
い
て
は
西
田
井
遺
跡
や
田
屋
遺
跡
な
ど

の
周
辺
の
集
落
の
動
向
と
併
せ
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
問
題
も
含
め
て
、
今
後
の
こ
の
地
域

で
の
調
査
に
期
待
が
持
た
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今

回
の
調
査
は
そ
の
端
緒
、
先
駆
け
を
な
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。　
　

 （
村
田　

弘
）

写真 6　溝 67 土器出土状況（北から）
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和
歌
山
県
指
定
文
化
財
上
岩
出
神
社
本
殿
の
保
存
修
理

上
岩
出
神
社
は
岩
出
市
北
大
池
に
所
在
す
る
神

社
で
す
。
根
来
寺
旧
境
内
の
東
端
に
位
置
し
ま

す
。
か
つ
て
は
「
白
山
妙
理
権
現
社
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
長
承
二

年
（
一
一
三
三
）
に
覚か
く

鑁ば
ん

上
人
が
越
前
の
白
山

権
現
を
勧
進
し
た
の
に
始
ま
り
、
天
正
一
三
年

（
一
五
八
五
）
に
根
来
寺
と
と
も
に
焼
失
し
、
そ

の
後
再
建
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
境
内
拝
殿
前
に

は
灯
籠
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
天
正

一
一
年
銘
の
あ
る
灯
籠
が
一
基
あ
り
ま
す
。
宮
司

の
村
田
さ
ん
は
「
こ
の
灯
籠
は
秀
吉
軍
の
焼
き
討

ち
、
そ
の
後
の
再
建
を
見
て
き
た
の
だ
な
ー
」
と

感
慨
深
げ
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

現
在
の
本
殿
は
、
正
面
間
口
が
三
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
中
規
模
な
三
間
社
流
造
の
建
物
で
、
優
れ
た

意
匠
の
彫
刻
が
各
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
四
年
に
和
歌
山
県
指
定
文
化
財
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
本
殿
は
、
昭
和
五
一
年
に
屋
根
葺
き

替
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
前
回
の
葺
き
替
え
か
ら

四
〇
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
の
で
屋
根
全
面
に
経

年
劣
化
が
進
み
、
棟
の
千
木
・
勝
男
木
に
も
破
損

が
見
ら
れ
、
平
成
二
九
年
度
・
三
〇
年
度
の
二
ヶ

年
事
業
と
し
て
県
の
補
助
を
受
け
屋
根
葺
き
替
え

工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

神
社
に
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
棟
札
が

存
在
し
、
構
造
手
法
か
ら
も
こ
の
時
の
建
立
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
棟
札
に
よ
れ
ば

施
主
は
興こ
う

山ざ
ん

上し
ょ
う

人に
ん

（
高
野
山
を
秀
吉
か
ら
守
っ
た

木も
く

食じ
き

応お
う

其ご

）、
本
願
は
覚か
く

栄え
い

法ほ
う

印い
ん

と
な
っ
て
い
ま

す
。
紀
の
川
市
の
三
船
神
社
本
殿
（
重
文
）
の
天

正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
棟
札
に
記
さ
れ
た
人

物
と
同
じ
で
す
。
大
工
は
平
国
家
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
大
工
の
出
自
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

三
船
神
社
の
造
営
に
当
っ
た
大
工
は
刑ぎ
ょ
う

部ぶ

左ざ

衛え

門も
ん

吉
次
、
根
来
寺
大
塔
の
造
営
を
行
っ
た
大
工
の

家
柄
で
、
近
親
者
の
国
次
は
宮
城
県
に
あ
る
瑞ず
い

巌が
ん

寺じ

、
大
崎
八
幡
神
社
（
と
も
に
国
宝
）
な
ど
の
造

営
に
当
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
く
岩
出
市
に

あ
る
荒
田
神
社
の
再
建
時
に
は
江
戸
幕
府
作
事
方

大
棟
梁
と
な
っ
た
平へ
い
の

内う
ち

政ま
さ

信の
ぶ

が
江
戸
か
ら
故
郷
の

神
社
に
狛
犬
を
送
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
頃
の
根
来
は
大
工
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
を
世

に
送
り
出
し
て
い
ま
し
た
（
根
来
寺
の
仕
事
が
な

く
な
っ
た
こ
と
も
要
因
の
ひ
と
つ
で
す
が
）。
木

食
応
其
が
刑
部
左
衛
門
と
と
も
に
用
い
た
平
国
家
、

腕
利
き
の
大
工
で
あ
っ
た
事
は
本
殿
か
ら
わ
か
り

ま
す
が
、
ど
こ
の
誰
な
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り

根
来
出
身
の
大
工
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

本
殿
を
見
て
い
る
と
想
像
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で

い
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
寺
本　

就
一
）

文

化

財

建

造

物

課 
 
 
 
 

　

短

信

天正 11 年の銘がある灯籠

上岩出神社本殿全景
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以
前
の
コ
ラ
ム
で
、
建
物
の
写
真
が
見
る
人
に
伝
わ
り
や
す
く
な
る
よ
う
に
、

物
を
片
付
け
た
り
、
掃
除
を
し
て
か
ら
撮
影
に
臨の

ぞ

ん
で
い
る
と
書
き
ま
し
た
。

そ
う
し
て
環
境
が
整
っ
た
ら
、
カ
メ
ラ
の
設
定
を
行
う
の
で
す
が
、
三
脚
に
据

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
撮
影
の
選
択
肢
を
拡
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

写
真
撮
影
で
は
、
建
物
の
修
理
前
、
修
理
中
、
修
理
後
な
ど
、
ど
の
よ
う
に

修
理
を
進
め
た
の
か
を
記
録
し
て
い
き
ま
す
。
各
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
記

録
し
て
お
き
た
い
箇
所
を
、
天
気
な
ど
の
異
な
る
環
境
に
合
わ
せ
、
カ
メ
ラ
の

設
定
や
撮
影
場
所
を
決
定
し
ま
す
。
三
脚
は
、
三
本
の
脚
を
自
在
に
伸
び
縮
み

さ
せ
、
不
安
定
な
場
所
で
も
水
平
垂
直
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
想
定
し
た
構
図

を
実
現
す
る
為
に
使
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
修
理
工
事
に
お
い
て
三
脚
と
カ
メ
ラ
を
現
場
の
状
況
に
対
応
さ
せ
て

使
い
こ
な
す
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
撮
影
準
備
に
取
り
掛

か
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
理
の
種
類
に
よ
っ
て
、
大
切
だ
と
思
う
部
分
を
意

識
し
て
、
写
真
で
伝
え
た
い
こ
と
を
考
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、「
こ
こ
を
撮
り

た
い
」
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
三
脚
の
長
さ
や
位
置
を
調
整
し
、

カ
メ
ラ
を
安
定
さ
せ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
撮
影
の
設
定
を
行
え
ま
す
。

カ
メ
ラ
の
三
脚
は
、
使

い
方
に
よ
っ
て
様
々
な
高

さ
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が

出
来
ま
す
が
、
そ
の
機
能

を
最
大
限
に
活
か
せ
る
か

ど
う
か
は
、
使
用
す
る
人

の
想
像
力
や
目
的
意
識
に

か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
ま
す
。

（
大
給　

友
樹
）

は
じ
め
ま
し
て
。
本
年
四
月
に
新
規
採

用
さ
れ
ま
し
た
森も

り

田た

真ま

由ゆ

香か

で
す
。
和
歌

山
に
暮
ら
し
始
め
て
三
ヶ
月
目
と
な
り
ま

し
た
が
、
よ
う
や
く
な
が
ら
少
し
ず
つ
新

生
活
に
慣
れ
て
き
ま
し
た
。 

現
在
発
掘
調
査
を
進
め
て
い
る
和
歌
山

城
跡
は
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
初
め

て
か
か
わ
っ
た
現
場
で
す
。
同
じ
発
掘
調

査
で
あ
っ
て
も
、
補
助
員
と
し
て
参
加
し

て
い
た
学
生
時
代
と
、
プ
ロ
の
調
査
員
と

し
て
携
わ
る
今
と
で
は
、
仕
事
や
視
点
が

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
私
は
学
生
時
代
に
京
都
の
発
掘
調
査
に
参
加

し
て
い
ま
し
た
。
京
都
と
和
歌
山
で
は
、
地
形
や
土
の
様
子
、
遺
構
や
遺
物

の
出
方
が
異
な
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
セ
ン
タ
ー
で

働
き
始
め
て
か
ら
新
た
に
学
ぶ
こ
と
が
多

く
、
勉
強
の
毎
日
で
す
。 

今
は
ま
だ
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
で

す
が
、
埋
蔵
文
化
財
の
プ
ロ
と
し
て
早
く

一
人
前
に
な
れ
る
よ
う
日
々
研
鑽
し
、
職

務
を
全
う
し
て
い
き
た
い
で
す
。
夏
よ
り

熱
く
文
化
財
に
向
き
合
い
ま
す
の
で
、
ど

う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！ 

（
森
田　

真
由
香
） 

埋
蔵
文
化
財
課
　
　
新
任
の
ご
挨
拶 

カメラと三脚
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●シンポジウム「地宝のひびき」 2018年 7月14日（土）　13：00～16：30　
 場所：きのくに志学館　２F講義・研修室

和歌山県立紀伊風土記の丘

●夏期企画展「学校にあるたからものⅡ」  2018年 7月21日（土）～ 9月 2日（日）　
●秋期特別展「黒潮の海に糧をもとめて ―古墳時代の海の民とその社会―」
  2018年 9月29日（土）～12月 2日（日）
●おしゃべり考古学②  2018年 7月13日（金）　13：30～15：00
●連続講座「岩橋千塚⑥」  2018年 7月29日（日）　13：30～15：30
●展示講座③（夏期企画展）  2018年 8月19日（日）　13：30～15：30
●館長講座②「須恵器の話あれこれ」  2018年 8月25日（土）　13：30～15：00
●おしゃべり考古学③  2018年 9月12日（水）　13：30～15：00 
●古墳公開  2018年 9月15日（土）　13：30～15：30
●連続講座「岩橋千塚⑦」  2018年 9月16日（日）　13：30～15：30 

 和歌山県立博物館

●夏休み企画展「城下町和歌山を歩こう」  2018年 7月14日（土）～ 8月26日（日）
●企画展「和歌山の文化財を守る」  2018年 9月 1日（土）～10月 4日（木）

和歌山市立博物館

●特別展「和歌山城再発見！」  2018年 7月14日（土）～ 8月26日（日） 
●特別展「お殿様の宝箱 ―南葵文庫と紀州徳川家伝来の美術―」  2018年 9月15日（土）～10月21日（日）

 高野山霊宝館

●第39回大宝蔵展「高野山の名宝“もののふ”と高野山」  2018年 7月14日（土）～10月 8日（月祝）


