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写真上：瓦葺き前の主屋屋根（南東より見る）
写真下：主屋南東隅での軸組修理の様子
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一
、
は
じ
め
に

新
宮
市
の
重
要
文
化
財
・
旧
西
村
家
住
宅
（
西

村
記
念
館
）
で
は
、
平
成
28
年
夏
か
ら
の
保
存
修

理
工
事
も
丸
2
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
主お
も

屋や

で
は
、

軸じ
く

組ぐ
み

や
床ゆ
か

組ぐ
み

の
補ほ

修し
ゅ
う

、
屋
根
や
壁
の
下し
た

地じ

な
ど
の

復
旧
を
お
お
か
た
終
え
て
、
屋
根
の
瓦か
わ

葺ら
ぶ

き
や
壁

の
土つ
ち

塗ぬ

り
作
業
、
窓
や
扉
な
ど
の
補
修
、
取
り
付

け
に
取
り
掛
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真
１
〜
４
、
表

紙
写
真
）。

本
誌
で
も
77
号
と
81
号
で
特
集
記
事
を
掲
載
し

て
き
ま
し
た
。
77
号
で
は
解
体
工
事
の
様
子
と
外

壁
仕
上
げ
の
特
徴
、
81
号
で
は
基
礎
工
事
や
木
工

事
を
進
め
る
中
で
新
た
に
わ
か
っ
た
立り
っ

地ち

や
間ま

取ど

り
、
内
装
や
外
装
な
ど
の
特
徴
に
つ
い
て

紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

本
号
で
は
、
主
屋
修
理
中
の
調
査
で

新
た
に
わ
か
っ
た
内
容
の
う
ち
、
大
正
3

（
1
9
1
4
）
〜
４
年
の
建
築
中
に
生
じ

た
設
計
の
変
更
な
ど
当
時
の
様
子
を
探さ
ぐ

っ

て
ゆ
き
ま
す
。
ま
た
、
81
号
で
紹
介
し
た

修
理
完
成
後
の
姿す
が
た

で
あ
る
大
正
末
期
頃
の

改か
い

修し
ゅ
う

に
つ
い
て
、
そ
の
経け
い

緯い

な
ど
も
解
説

し
て
み
ま
す
。
そ
の
上
で
、
大
正
時
代
に

西
村
伊い

作さ
く

氏
（
以
下
「
伊
作
氏
」）
が
こ

の
建
物
で
試こ
こ
ろ

み
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ
に

込こ

め
ら
れ
た
彼
の
思
い
に
も
迫せ
ま

っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

写
真
１
．
主
屋
南
東
で
の
軸
組
補
修
中
の
様
子

　（
組
み
上
が
っ
た
状
態
が
表
紙
下
の
写
真
）

写
真
４
．
主
屋
北
東
で
の
施
工

の
様
子
（
上
か
ら
順
に
、
軸
組

復
旧
、
壁
下
地
復
旧
、
内
壁
土

塗
り
の
状
況
）

旧
西
村
家
住
宅
の
保
存
修
理 

⑶

特
集

写真１．主屋南東での軸組補修中の様子
　（組み上がった状態が表紙下の写真）

写真３．内壁土塗り・天井漆喰塗りの様子
　　　　（上：食堂張出部、下：事務室）

写真２．屋根土居葺き（上）・瓦葺きの様子
　　　　部材は可能な限り再用しています。

写真４．主屋北東での施工の様
子（上から順に、軸組復旧、壁
下地復旧、内壁土塗りの状況）
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一
、
は
じ
め
に

新
宮
市
の
重
要
文
化
財
・
旧
西
村
家
住
宅
（
西

村
記
念
館
）
で
は
、
平
成
28
年
夏
か
ら
の
保
存
修

理
工
事
も
丸
2
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
主お
も

屋や

で
は
、

軸じ
く

組ぐ
み

や
床ゆ
か

組ぐ
み

の
補ほ

修し
ゅ
う

、
屋
根
や
壁
の
下し
た

地じ

な
ど
の

復
旧
を
お
お
か
た
終
え
て
、
屋
根
の
瓦か
わ

葺ら
ぶ

き
や
壁

の
土つ
ち

塗ぬ

り
作
業
、
窓
や
扉
な
ど
の
補
修
、
取
り
付

け
に
取
り
掛
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真
１
〜
４
、
表

紙
写
真
）。

本
誌
で
も
77
号
と
81
号
で
特
集
記
事
を
掲
載
し

て
き
ま
し
た
。
77
号
で
は
解
体
工
事
の
様
子
と
外

壁
仕
上
げ
の
特
徴
、
81
号
で
は
基
礎
工
事
や
木
工

事
を
進
め
る
中
で
新
た
に
わ
か
っ
た
立り
っ

地ち

や
間ま

取ど

写
真
１
．
主
屋
南
東
で
の
軸
組
補
修
中
の
様
子

　（
組
み
上
が
っ
た
状
態
が
表
紙
下
の
写
真
）

写
真
４
．
主
屋
北
東
で
の
施
工

の
様
子
（
上
か
ら
順
に
、
軸
組

復
旧
、
壁
下
地
復
旧
、
内
壁
土

塗
り
の
状
況
）

二
、
大
正
期
の
建
築
の
様
子

旧
西
村
家
住
宅
の
主
屋
は
、
伊
作
氏
が
大
正
4

年
に
自
ら
設
計
と
監か
ん

督と
く

を
し
た
3
度
目
の
自
邸
に

な
り
ま
す
。
外
周
に
は
ガ
ラ
ス
を
は
め
た
窓
や
扉

を
縦
横
に
整
然
と
並な
ら

べ
た
洋
風
の
出い

で
立た

ち
で
す

が
、
室
内
は
畳た
た
み

敷じ

き
の
部
屋
も
多
く
、
橙
だ
い
だ
い

色
や

青
色
な
ど
の
砂す
な

壁か
べ

で
彩い
ろ
ど

ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

電
気
や
ガ
ス
に
加
え
て
給
湯
（
地
下
室
の
ボ
イ

ラ
ー
で
お
湯ゆ

を
沸わ

か
す
）
や
水
洗
の
便
所
、
浄じ
ょ
う

化か

槽そ
う

な
ど
を
備そ
な

え
ま
し
た
。

主
屋
を
建た

て
た
4
年
後
の
大
正
8
年
に
、
伊
作

氏
は
『
楽た
の

し
き
住じ
ゅ
う

家か

』（
以
下
『
住
家
』）
と
い
う

本
を
著あ
ら
わ

し
ま
す
。
当
時
は
同
じ
よ
う
な
本
も
多
く

出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
大
半
が
「
こ
う
い
う

家
だ
と
暮く

ら
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
」
と
抽
象

的
な
も
の
が
主
流
で
し
た
。『
住
家
』
は
、
自
邸

を
3
度
建
築
し
た
経
験
や
、
そ
こ
へ
分
析
も
加
え

な
が
ら
解
説
し
た
具
体
的
な
内
容
が
並
び
、
現
代

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
も
十
分
な
程
の
情
報
量

を
備
え
て
い
ま
す
。

左
の
図
は
『
住
家
』
に
掲け
い

載さ
い

さ
れ
た
「
理
想
的

な
家
」
の
間
取
り
で
す
。
現
在
の
主
屋
と
と
て
も

よ
く
似
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
理
想
的

な
家
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
な
が
ら
、
大
正
4

年
建
築
時
の
様
子
や
同
10
年
代
の
改
修
時
の
様
子

を
、
順
に
追
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

（
1
）
建
築
中
に
お
こ
な
わ
れ
た
工
夫

下
の
図
は
、
修
理
中
の
調
査
結
果
を
基も
と

に
描え
が

い

た
、大
正
4
年
完
成
時
の
主
屋
の
平へ
い

面め
ん

で
す
。『
住

家
』
掲
載
の
図
面
と
の
違
い
は
、
事
務
室
に
中な
か

廊ろ
う

下か

へ
抜ぬ

け
る
通つ
う

用よ
う

口ぐ
ち

が
開
く
点
で
す
（
写
真
5
）。

写真５．事務室北東に存在した通用口（矢印先）
　壁面の一区画（内幅 45cm 分）に扉が付けら
れていたことがわかりました。

図１．『楽しき住家』掲載の「理想的な家」の
間取り（上が１階、下が２階の平面図）

図２．大正４年時の主屋１階平面図（下側が西面）
　事務室に中廊下へ抜ける通用口が存在すること

（矢印部分）に『住家』との違いがみられます。

図３．大正４年時の主屋２階平面図（下側が西面）
　東寝室・西寝室境に開かれた扉の開き方が、『住家』とは
逆勝手となっています（矢印部分）。

日本室 子供寝室

日本座敷 事務室

家事室

浴室

東寝室

西寝室

中廊下 中廊下

台所

玄関 居間

食堂

主階段

内階段
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接せ
っ

客き
ゃ
く

時
に
台
所
か
ら
給き
ゅ
う

仕じ

す
る
た
め
に
設も
う

け
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、4
年
後（『
住
家
』

出
版
時
）
の
伊
作
氏
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
重
要
視

さ
れ
な
か
っ
た
様
で
す
。

で
は
そ
れ
以
外
で
、
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に

ど
ん
な
工
夫
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

左
の
写
真
6
は
、
上じ
ょ
う

棟と
う

式し
き

の
様
子
を
撮
影
し

た
も
の
で
す
。
こ
の
古
い
写
真
か
ら
も
今
回
多

く
の
情
報
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
主し
ゅ

階か
い

段だ
ん

東
面
の
上あ
げ

下さ
げ

窓
（
写
真
内
の
丸
囲
み
部
分
）

が
他
よ
り
も
低
い
位
置
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
内
側
の
壁
面
に
も
修
理
で

は
な
い
施
工
の
痕こ
ん

跡せ
き

が
存
在
し
ま
す
。
上
棟
式

以
降
、
室
内
の
壁
塗
り
の
段
階
で
、
踊お
ど

り
場ば

の

あ
る
階
段
に
計
画
し
直
し
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
（
写
真
7
・
8
）。

二
つ
目
は
小こ

屋や

組ぐ
み

の
形
式
変
更
で
す
。

上
棟
式
の
時
点
で
は
「
和わ

小ご

屋や

」
と
呼

ば
れ
る
伝
統
的
な
形
式
な
の
で
す
が
、

実
際
は
ト
ラ
ス
構
造
が
採
用
さ
れ
て
お

り
、
屋や

根ね

裏う
ら

に
は
一
面
に
床ゆ
か

板い
た

が
敷し

か

れ
ま
し
た
（
写
真
9
）。
ま
た
、
そ
れ
に

関
係
す
る
施
工
も
今
回
確
認
で
き
ま
し

た
。
建
物
北
西
に
設
け
ら
れ
た
内う
ち

階か
い

段だ
ん

は
、
建
築
途
中
で
便
所
側
の
壁
を
（
図

2
・
3
の
破
線
の
位
置
か
ら
）
南
側
へ

30
cm移
動
さ
せ
て
幅は
ば

広ひ
ろ

く
計
画
し
直
し
、

一
階
か
ら
屋
根
裏
ま
で
続
く
連
絡
路
と

な
り
ま
し
た
（
写
真
10
）。

こ
う
し
た
点
に
関
し
て
伊
作
氏
は
、

「
寝
室
と
は
別
の
遊
ぶ
室し
つ

を
」「
屋
根
裏

写真７．切除された窓台（破線部分）
   柱には窓台を取り付けた際の仕口も残ります。

写真６．上棟式の様子（ルヴァン美術館所蔵）
　手前の帽子を被った人物が伊作氏。丸で囲んだ職人が
またがる部材（窓台）は、完成時までに切除されました。
　また、小屋組も「和小屋」という形式から「クインポスト（対
束形式）」というトラス構造に変更されました（矢印）。

写真８．主階段北側の内壁に残る改変痕跡
　矢印先の破線部分に、補修ではない壁土
の境界線（塗り継ぎ痕跡）が存在します。建
築中に上下窓を他の部屋と同高に設定したこ
とや、内壁の下塗り後に現在の高さにまで低
く改めたことがわかりました。

図４．『住家』で小屋組の活
用方法を紹介した伊作氏の
挿図（スケッチ）
　主屋では上から２番目の形
式が採用されています。

写真10．内階段まわりの改変痕跡
　写真の破線位置へ柱を建てた後に、
南側へ建て替えたことが確認できます。

写真９．主屋の屋根裏（北側を見る）
　屋根裏へは左奥の内階段から上ります。

２階中廊下床下
に残る柱の足元

梁の下面に残る
柱頂部の仕口
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な
ど
を
応
用
し
て
」
子
ど
も
に
提
供
す
る
こ
と
を

薦す
す

め
て
い
ま
す
。
階
段
に
踊
り
場
を
設
け
る
こ
と

に
も
「
安
全
の
た
め
に
は
必
要
」
と
述
べ
る
な
ど
、

そ
こ
に
は
子
ど
も
へ
の
視
点
が
常
に
存
在
し
て
い

た
様
で
す
。

（
2
）
大
正
期
改
修
の
経
緯

77
号
、
81
号
で
も
触
れ
て
き
た
通
り
、
2
階
の

西
寝
室
は
、
板
敷
き
の
部
屋
に
畳
を
敷
き
込
ん
で
、

第
2
、第
3
の
子
供
部
屋
と
さ
れ
ま
し
た
。『
住
家
』

で
も
「
扉
を
開
い
て
も
畳
を
擦す

ら
ぬ
様
」
な
納お
さ

ま

り
な
ど
も
考
え
て
設
計
す
る
こ
と
を
提て
い

言げ
ん

し
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
を
子
供

寝
室
と
同
じ
高
さ
に
下
げ
る
な
ど
の
配
慮
も
欠か

か

し
ま
せ
ん
で
し
た
（
写
真
11
）。

ま
た
、
修
理
中
の
調
査
に
よ
っ
て
、
ベ
ラ
ン
ダ

に
バ
ル
コ
ニ
ー
が
付ふ

属ぞ
く

さ
れ
た
の
も
こ
れ

ら
と
一
連
の
施
工
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
ま
し
た
。「
室
内
と

室
外
と
の
中
間
で
」

「
自
然
に
親し
た

し
み
つ
つ

読
書
し
、
談だ
ん

話わ

す
る

場
所
と
し
て
よ
い
場

所
」
と
考
え
て
い
た

こ
と
か
ら
も
、
伊
作

氏
の
子
ど
も
に
対
す

る
思
い
が
う
か
が
え
ま
す
（
写
真
12
）。
大
正
期

改
修
の
契け
い

機き

は
外
壁
が
蔦つ
た

に
よ
っ
て
傷い
た

ん
で
し

ま
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
に
給
水

設
備
や
浄
化
槽
の
増
強
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
子

ど
も
た
ち
へ
の
配
慮
も
大
事
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
こ
に
伊
作
氏
の
求
め
た「
理
想
的
な
家
」

が
完
成
し
た
の
で
し
ょ
う
。

四
、
お
わ
り
に

今
回
の
特
集
記
事
も
、
や
は
り
と
い
う
か
、「
子

ど
も
た
ち
の
た
め
の
環
境
作
り
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
落
ち
着
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
建
築
や
家
具
、

美
術
や
工
芸
な
ど
多た

岐き

に
わ
た
っ
て
才
能
を
発は
っ

揮き

さ
れ
た
伊
作
氏
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
介か
い

し
て
目
指
し
た
の
は
若
者
の
教
育
、
そ
れ
も
人
材

と
し
て
で
は
な
く
人
間
と
し
て
の
教
育
に
あ
っ
た

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
建
物
の
修
理
で
そ
の
様
な
と
こ
ろ
ま

で
は
考
え
て
こ
な
か
っ
た
筆
者
で
す
け
れ
ど
、
こ

れ
も
伊
作
氏
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
、

新
宮
市
民
憲
章
に
も
あ
る
「
未
来
の
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
」「
こ
こ
ろ
豊
か
な
ひ
と
を
育
む
」
土と

地ち

柄が
ら

で
過
ご
す
な
か
で
、
筆
者
も
自
然
と
感か
ん

化か

さ

れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
回
の
保
存
修
理
が
地
元
の
若
者
に
と
っ
て
も

伊
作
氏
ら
の
「
志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
継つ

ぐ
」
一
助
と
な
る
よ
う
、

残
り
の
工
事
に
も
力
を
思
い
を
注そ
そ

い
で
い
き
た
い

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

写真12．大正末期頃の主屋南側（ルヴァン美術館所蔵）
　テラスに立つ女性は次女・ユリ氏と伝わります（左側は五女・ナナ
氏か）。バルコニーにはチェアーが置かれ、『住家』で述べた空間とし
て実際に活用した様子もうかがえます。
　今回の保存修理工事は昭和初期の状態へ復原的に修理するため、
主屋南側もこの古写真に近いすがたとなります。

写真11．西寝室での室内復原検討の様子
　修理前に他室の畳を利用して検討をおこなった
際のもの。上の写真は大人の目線で、下の写真は
子どもの目線で撮影し、比較してみました。電気の
スイッチ（矢印先）も子どもにとってはやや高く感じ
られたのでしょう。



6

吉
礼
Ⅲ
遺
跡
の
発
掘
調
査

和
歌
山
県
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
和
歌
山
橋
本

線
道
路
改
良
工
事
に
先
立
ち
、
吉
礼
Ⅲ
遺
跡
の
発

掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
調
査
は
、
平
成
30
年

２
月
か
ら
同
年
５
月
ま
で
行
い
、
調
査
面
積
は
約

1,
1
5
0
㎡
で
す
。

吉
礼
Ⅲ
遺
跡
は
、『
和
歌
山
県
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
所
在
地
図
（
和
歌
山
県
教
育
委
員
会

2
0
0
7
）』
に
よ
る
と
、
弥
生
時
代
の
散
布
地

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
発
掘

調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
そ
の
実
態
は
よ

く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
の
発
掘
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
12
世
紀

〜
14
世
紀
後
半
の
流
路
１
条
、
10
世
紀
後
半
〜
13

世
紀
の
自
然
流
路
１
条
、
15
世
紀
以
前
の
自
然
流

路
１
条
、
15
世
紀
前
半
の
溝
２
条
、
水
田
２
枚
、

そ
れ
に
伴
う
と
み
ら
れ
る
畦
畔
１
本
、
流
路
１
条
、

15
世
紀
〜
16
世
紀
前
半
の
鋤
溝
等
を
多
く
検
出
し

ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
15
世
紀
前
半
の
水
田
は
、

そ
れ
に
伴
う
と
み
ら
れ
る
畦
畔
、
流
路
、
流
路
か

ら
水
田
へ
の
取
水
口
が
残
っ
て
お
り
、
当
時
の
状

況
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
該
地
は
15
世
紀
前
半
に

は
北
側
に
あ
る
本
谷
池
等
か
ら
灌
漑
用
水
を
ひ
き
、

耕
作
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ

れ
、
15
世
紀
前
半
か
ら
16
世
紀
前
半
に
は
調
査
区

全
体
が
水
田
と
な
り
、
畦
畔
の
位
置
を
変
え
な
が

ら
も
、
現
代
に
至
る
ま
で
連
綿
と
水
田
が
営
ま
れ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

和
歌
山
市
吉
礼
は
、
古
代
か
ら
中
世
の
「
吉
礼

郷
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
中
世
に
は
西
に
日
前
宮

領
和
太
荘
、
東
に
根
来
寺
領
山さ
ん

東ど
う

荘
が
あ
り
、
強

力
な
勢
力
が
所
領
す
る
地
域
の
は
ざ
ま
に
あ
り
ま

し
た
。
文
献
史
料
に
よ
る
と
、
12
世
紀
に
は
三
上

院
に
、
14
世
紀
後
半
以
降
は
三
上
荘
に
属
し
て
い

た
よ
う
で
、
15
世
紀
前
半
に
は
足
利
義
満
側
室
高

橋
殿
（
北
野
殿
）
の
所
領
で
あ
り
、
16
世
紀
後
半

に
は
室
町
幕
府
の
直
轄
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
実
態
は
よ
く
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。

今
回
の
発
掘
調
査
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
遺
構
は
、

こ
れ
ら
荘
園
等
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も

あ
り
、
当
該
地
の
歴
史
の
一
端
を
知
る
上
で
重
要

な
成
果
と
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
金
澤　

舞
）

埋

蔵

文

化

財

課 
 
 
 
 

　

短

信

吉礼Ⅲ遺跡発掘調査　水田等検出遺構（南から）
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⑬
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写
真
を
撮
る
際
に
、
室
内
等
の
採
光
が
少
な
く
て
暗
い
場
所
で
は
、
カ
メ
ラ

に
内
蔵
さ
れ
た
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
使
っ
て
、
撮
影
を
さ
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
写
真
を
見
て
、
カ
メ
ラ
を
向
け
た
手
前
の
部
分
は
、
き
れ
い
に
撮
れ

て
も
、
真
後
ろ
に
は
影
が
残
っ
て
し
ま
い
、
周
り
に
写
っ
て
い
る
も
の
が
、
暗

く
て
良
く
見
え
な
い
出
来
映
え
に
な
っ
た
と
い
う
経
験
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

修
理
現
場
で
は
、
部
材
の
納
ま
り
等
の
詳
細
な
記
録
を
目
的
と
し
て
撮
影
す

る
事
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
撮
影
照
明
が
室
内
全
体
に
届
か
ず
に
、
所
々

に
、
影
が
出
来
て
い
る
写
真
を
残
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
一
枚
の
記
録
か
ら
読

み
取
れ
る
は
ず
だ
っ
た
建
物
の
情
報
が
、
抜
け
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
レ
フ
ラ
ン
プ
と
い
う
、
写
真
用
の
大
き
な
白
熱
電
球
を
撮
影
照
明
と
し
て

使
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
電
球
を
、
ク
リ
ッ
プ
の
付
い
た
ソ
ケ
ッ
ト
に
取
り
付

け
て
、
固
定
し
た
り
、
手
持
ち
で
振
っ
て
照
明
範
囲
を
拡
げ
た
り
し
て
、
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
し
て
い
ま
す
。
撮
影
は
、
カ
メ
ラ
が
ブ
レ
な
い
よ
う
に
三
脚
に
固
定

し
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
ス
ピ
ー
ド
を
遅
く
し
て
、
沢
山
の
光
を
取
り
込
ん
で
行
い
ま

す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
お
り
る
ま
で
の
間
、
レ
フ
ラ
ン
プ
を
か
ざ
し
た
と
き
の
影

の
現
れ
方
を
意
識
し
て
、
照
明
が
思
い
通
り
の
均
一
さ
で
行
き
渡
っ
て
い
く
よ

う
に
、
振
っ
た
り
、
角
度
を
変
え
た
り
と
、

影
が
消
え
る
よ
う
に
位
置
を
動
か
し
ま
す
。

同
じ
構
図
で
も
、
優
れ
た
記
録
写
真
に
な

る
か
ど
う
か
は
、
光
の
当
て
方
し
だ
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

修
理
現
場
で
の
写
真
の
難
し
さ
は
、
再

び
同
じ
状
況
で
撮
影
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
こ
と
で
す
。
後
悔
し
な
い
よ
う
に
、
肝き

も

に
銘め
い

じ
て
照
明
と
向
き
合
お
う
と
常
々
考

え
て
い
ま
す
。　
　
　
　
（
大
給　

友
樹
）

五
月
の
連
休
明
け
か
ら
和
歌
山
県
の
南
東
端
、
隣
は
も
う
三
重
県
と
い
う
新

宮
市
で
大
規
模
な
発
掘
調
査
に
従
事
し
て
い
ま
す
。「
新
宮
城
下
町
遺
跡
」
と

い
う
の
が
そ
の
遺
跡
名
で
、
そ
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
江
戸
時
代
の
新
宮
城
に

係
る
城
下
町
の
調
査
な
の
で
す
が
、
そ
の
時
代
の
み
な
ら
ず
下
層
に
は
中
世
、

熊
野
詣
が
華
や
か
だ
っ
た
頃
の
湊み

な
と

跡あ
と

と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
が
眠
っ
て
い
ま
す
し
、

さ
ら
に
そ
の
下
層
に
は
縄
文
時
代
の
遺
跡
の
存
在
も
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

筆
者
に
と
っ
て
新
宮
で
の
調
査
は
初
め
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
新

宮
市
の
西
郊
に
所
在
す
る
八は

っ

反た
ん

田だ

遺
跡
な
ど
い
く
つ
か
の
遺
跡
の
調
査
に
当

た
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
つ
ど
思
い
、
今
回
も
あ
ら
た
め
て
思
っ
た
こ
と
で
す

が
、
新
宮
は
出
土
遺
物
が
多
様
な
地
域
で
す
ね
。
東
国
の
土
器
と
西
国
の
土
器

が
実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
に
混
在
し
て
出
土
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
和
歌
山
市
内
も
含
め
て
紀
ノ
川
流
域
の
調
査
で
も
在
地
の
土
器
だ

け
で
は
な
く
、
各
地
の
土
器
が
出
土
し
ま
す
。
た
と
え
ば
弥
生
時
代
で
す
と
河

内
や
和
泉
地
方
の
土
器
が
一
定
量
見
ら
れ
ま
す
し
、
か
な
り
遠
隔
地
の
土
器
も

稀
に
見
か
け
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
新
宮
は
そ
の
量
が
多
い
と
と
も
に
偏
る
こ

と
な
く
東
西
の
土
器
が
出
土
し
ま
す
。
八
反
田
遺
跡
で
は
、
そ
れ
ま
で
見
た
こ

と
も
な
か
っ
た
弥
生
時
代
の
東
海
系
の
土
器
だ
け
で
は
な
く
、
瀬
戸
内
地
方
の

土
器
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
調
査
し
て
い
る
新
宮
城
下
町
遺
跡
で
も
こ

の
こ
と
は
同
じ
で
、
ひ
と
つ
の
穴
の
中
か
ら
伊
勢
地
方
の
土
鍋
と
播
磨
地
方
の

土
鍋
が
揃
っ
て
出
土
す
る
と
い
う
お
も
し
ろ
い
現
象
が
多
々
見
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
多
様
性
は
言
う
ま
で
も
な
く
新
宮
の
置
か
れ
て
い
る
立
地
条
件
、

海
上
交
通
の
要
衝
に
位
置
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。
新
宮
は
東
西
文
化

の
接
点
と
で
も
言
う
べ
き
場
所
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
な
物
流
の
み
な
ら
ず
熊
野
詣
に
み
ら
れ
る
人
々
の
往
来
が
新
宮
の

文
化
の
多
様
性
を
育
ん
だ
の
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
豊ほ

う

饒じ
ょ
う

な
文
化
が
、
建
築
家
西

村
伊
作
、文
豪
佐
藤
春
夫
、さ
ら
に
は
大
逆
事
件
で
名
高
い
大
石
誠
之
助
と
い
っ

た
稀
有
な
人
材
を
輩
出
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　

m　
　
　
（
村
田　

弘
）

レフランプ

新
宮
文
化
の
多
様
性
　
　
埋
蔵
文
化
財
課
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（公財）和歌山県文化財センター

●「紀州のあゆみ ―和歌山県内埋蔵文化財発掘調査成果展―」  2018年11月m 3日（土）～12月m 2日（日）
m m会場：田辺市立歴史民俗資料館　

和歌山県立紀伊風土記の丘

●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m 9月29日（土）～12月m 2日（日）
●特別展記念講演会  2018年10月m 6日（土）　13：30～15：00
●特別展講座①   2018年10月20日（土）　13：30～15：00
●特別展講座②  2018年10月27日（土）　13：30～15：00
●特別展講座③  2018年11月m 3日（土祝）13：30～15：00
●特別展講座④  2018年11月10日（土）　13：30～15：00
●おしゃべり考古学④  2018年11月16日（金）　13：30～15：00
●館長講座③m須恵器の話あれこれ  2018年11月17日（土）　13：30～15：00
●おしえて!!ヤマゲン先生④m万葉歌と古代の草木花ガイド  2018年11月24日（土）　10：00～12：00
●連続講座「岩橋千塚⑧」  2018年11月25日（日）　13：30～15：30
●ミニ展「ジュニア考古学研究応募作品展」  2018年12月18日（火）～2019年m 1月14日（月祝）

 和歌山県立博物館

●企画展「和歌山の文化財を守る ―仏像盗難防止対策と近年の文化財修理―」 2018年m 9月m 1日（土）～10月m 4日（木）
●特別展「西行 ―紀州に生まれ、紀州をめぐる―」  2018年10月13日（土）～11月25日（日）
●企画展「熊野と和歌浦 ―きのくにの名所をたずねて」  2018年12月m 8日（土）～2019年m 1月20日（日）

和歌山市立博物館

●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m 9月15日（土）～10月21日（日）m
●史跡散歩「和歌山城を歩く」  2018年11月10日（土）

 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m 7月14日（土）～10月m 8日（月祝）
●秋期企画展「“香り”の荘厳」  2018年10月13日（土）～2019年m 1月14日（月祝）


