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は
じ
め
に 

新
宮
市
は
、
新
宮
市
下
本
町
に
文
化
複
合
施
設

の
建
設
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
土
地
は
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
で
あ
る
新
宮
城
下
町
遺

跡
に
該
当
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成
27
年
度
か

ら
当
セ
ン
タ
ー
が
新
宮
市
よ
り
委
託
を
受
け
、
発

掘
調
査
を
継
続
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
５

月
か
ら
は
、
第
２
次
発
掘
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

今
回
の
特
集
で
は
、
そ
の
成
果
の
一
部
を
紹
介
し

ま
す
。

 遺
跡
の
位
置
と
歴
史
的
環
境 

新
宮
城
下
町
遺
跡
は
、
熊
野
川
の
河
口
近
く

に
位
置
し
、
新
宮
城
の
西
に
広
が
っ
て
い
ま
す

（
図
１
）。 

新
宮
城
の
築
城
後
は
、
新
宮
城
が
あ
る
丹た
ん

鶴か
く

山

周
辺
の
広
い
範
囲
に
城
下
町
が
形
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
絵
図
な
ど
で
み
て
と
れ
ま
す
。
こ
の
新
宮

城
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
に
浅
野
幸よ
し

長な
が

が
紀
州

藩
主
と
な
っ
た
際
、
彼
の
重
臣
で
あ
る
浅
野
忠

吉
に
よ
っ
て
築
か
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
し
か
し
、

１
６
１
９
年
に
浅
野
家
の
転て
ん

封ぽ
う

に
伴
い
忠
吉
は
広

島
の
三
原
へ
移
り
、
次
の
藩
主
徳
川
頼よ
り

宣の
ぶ

の
付つ
け

家が

老ろ
う

・
水
野
氏
が
新
宮
城
の
新
た
な
城
主
と
な
り
ま

し
た
。
付
家
老
と
は
、
自
身
も
城
を
持
ち
な
が
ら

藩
主
を
補
佐
す
る
異
例
の
役
職
で
あ
り
、
頼
宣
の

付
家
老
に
は
水
野
氏
の
ほ
か
、
田
辺
城
を
持
つ
安

藤
氏
が
い
ま
し
た
。 

こ
れ
ま
で
の
調
査
成
果 

新
宮
城
下
町
遺
跡
で
は
、
平
成
27
年
度
の
試
掘

調
査
、
平
成
28
年
度
の
第
１
次
発
掘
調
査
と
確
認

調
査
、
平
成
29
年
の
確
認
調
査
の
４
度
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
調
査
か
ら
、
こ
の
遺
跡
の
遺
構
面
は

江
戸
時
代
・
古
墳
時
代
～
室
町
時
代
・
縄
文
時
代

の
３
面
あ
り
、
新
宮
城
下
町
遺
跡
で
は
縄
文
時
代

か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
の
長
い
時
代
に
わ
た

る
遺
構
・
遺
物
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
調
査
成
果
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
を

取
り
上
げ
ま
す
。 

江
戸
時
代
の
遺
構
面
か
ら
は
、
屋
敷
境
の
石
垣

や
、
南
北
方
向
に
走
る
道
路
跡
２
条
に
囲
ま
れ
た

武
家
屋
敷
跡
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
幕
末

に
描
か
れ
た
古
地
図
と
一
致
し
、
道
路
は
当
時
の

主
要
道
路
で
あ
っ
た
河か

原わ
ら

町ま
ち

通ど
お
り

と
竹た
け

矢や

町ま
ち

通ど
お
り

で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
屋
敷
境
の
石

垣
は
東
西
方
向
に
延
び
て
お
り
、
石
垣
で
区
切
ら

れ
た
北
側
の
敷
地
は
南
側
の
敷
地
に
比
べ
１
段
低

く
な
っ
て
い
ま
す
。 

古
墳
時
代
～
室
町
時
代
の
遺
構
面
で
は
、
構
造

の
異
な
る
３
種
類
の
地
下
式
倉
庫
群
や
、
複
数
の

掘ほ
っ

立た
て

柱ば
し
ら

建
物
跡
を
検
出
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
、

13
～
14
世
紀
の
も
の
と
み
ら
れ
る
地
下
式
倉
庫
は
、

類
似
し
た
施
設
が
神
奈
川
県
鎌
倉
市
内
に
多
く
み

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
性
が
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
川
に
近
い
地
点
で
は
、

●
調査地

●

● 新宮城跡
熊野速玉大社
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図 1　調査地周辺図
（国土地理院の電子地形図に一部加筆）

URL  https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
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鍛か

冶じ

遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
付
近
に
川
湊

が
あ
っ
た
こ
と
、
紀
伊
半
島
南
端
付
近
と
い
う
立

地
を
踏
ま
え
る
と
、
東
西
の
海
上
と
も
山
間
部
と

も
ア
ク
セ
ス
の
良
い
こ
の
地
点
は
交
通
の
要よ
う

衝し
ょ
う

と

し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
検
出
さ

れ
た
地
下
式
倉
庫
群
は
、
や
り
取
り
す
る
物
資
を

保
管
し
た
場
で
あ
り
、
付
近
の
掘
立
柱
建
物
は
港

の
管
理
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

縄
文
時
代
の
遺
構
面
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
末

の
土
器
を
伴
っ
た
土
坑
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
宮
市
域
で
は
縄
文
時
代
の
遺
物
の
出
土
例
は
過

去
に
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
縄
文
時
代
の
遺
構

は
、
こ
の
土
坑
が
は
じ
め
て
の
発
見
例
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
新
宮
城
下
町
遺
跡
の
所
在
す
る

当
該
地
は
新
宮
城
の
築
城
前
か
ら
重
要
な
地
点
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。  

今
回
の
調
査
成
果 

今
回
は
、
第
１
次
発
掘
調
査
地
点
の
西
側
で
、

丹
鶴
小
学
校
の
校
舎
跡
を
含
む
約
３
，
５
０
０
㎡

を
調
査
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
12
月
現
在
、
す
で

に
江
戸
時
代
の
第
１
遺
構
面
の
調
査
が
終
了
し
、

現
在
で
は
弥
生
時
代
～
室
町
時
代
の
遺
構
面
で
あ

る
第
２
遺
構
面
を
調
査
し
て
い
ま
す
。 

第
１
遺
構
面 

絵
図
や
文
献
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
地
は
江
戸

時
代
に
は
新
宮
城
主
に
仕
え
る
家
臣
の
屋
敷
地
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
本
来
こ

こ
に
は
江
戸
時
代
の
そ
う
い
っ
た
遺
構
が
調
査
地

全
体
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
す
が
、
丹
鶴
小
学

校
や
そ
れ
以
前
の
木
造
校
舎
を
建
て
た
り
、
昭
和

20
年
の
南
海
地
震
に
よ
る
瓦が

礫れ
き

を
埋
め
た
り
し
た

こ
と
で
、
大
部
分
が
破
壊
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
残

さ
れ
た
江
戸
時
代
の
遺
構
と
し
て
、
主
に
石
垣
や

道
路
跡
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
（
図
２
）。
こ

う
し
た
遺
構
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
こ
の
地
域

の
街
並
み
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。 

石
垣 第

１
次
発
掘
調
査
で
屋
敷
境
の
石
垣
が
検
出
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
延
長
部
と
し
て
南
側
に
新

た
に
27
ｍ
の
石
垣
を
検
出
し
ま
し
た
（
写
真
１
）。

場
所
に
よ
っ
て
石
の
大
き
さ
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、

劣
化
し
た
箇
所
を
そ
の
都
度
積
み
な
お
す
こ
と
で

石
垣
を
維
持
し
続
け
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
石
垣

の
う
ち
最
も
古
い
箇
所
は
、
江
戸
時
代
の
ご
く
初

期
に
造
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期

の
石
垣
は
野の

面づ
ら

積
み
と
呼
ば
れ
、
自
然
石
を
加
工

せ
ず
積
み
上
げ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。  

道
路
跡 

調
査
区
南
部
か
ら
、
南
北
に
走
る
道
路
跡
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
道
路
は
、
こ
れ
ま
で
の
調

査
で
検
出
し
た
竹
矢
町
通
の
延
長
線
上
で
見
つ

か
っ
た
こ
と
お
よ
び
絵
図
か
ら
、
竹
矢
町
通
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
道
路
は
片
側
に
側
溝
が
設
け 写真 1　屋敷境の石垣（北東から）

体育館

小学校校舎

竹矢町通

河原町通

今回の調査区
第１遺構面の主な遺構

屋敷境の石垣

図 2　第 1 遺構面の主な遺構概略図
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ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
小し
ょ
う

礫れ
き

混
じ
り
の
よ
く
踏
み
固

め
ら
れ
た
路
面
が
複
数
重
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
こ
の
道
路
は
改
修
を
重
ね
な
が
ら

江
戸
時
代
か
ら
昭
和
20
年
ま
で
連
綿
と
利
用
さ
れ

て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。 

第
２
遺
構
面 

第
２
遺
構
面
で
は
、
非
常
に
多
く
の
遺
構
を
検

出
し
ま
し
た
（
図
３
）。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
平
安

時
代
末
～
室
町
時
代
の
も
の
で
す
が
、
少
数
な
が

ら
弥
生
時
代
後
期
と
み
ら
れ
る
遺
構
も
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。 

地
下
式
倉
庫 

今
回
の
調
査
だ
け
で
、
地
下
式
倉
庫
と
み
ら
れ

る
遺
構
が
少
な
く
と
も
10
基
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
地
下
式
倉
庫
の
可
能
性
が
あ
る
大
型
方
形

の
土
坑
も
複
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、

特
に
主
要
な
特
徴
を
持
つ
地
下
式
倉
庫
を
と
り
あ

げ
る
と
、
調
査
区
北
部
で
見
つ
か
っ
た
地
下
式
倉

庫
４
１
４
は
、
横
長
の
石
を
水
平
に
積
ん
だ
石
積

み
が
特
徴
で
す
（
写
真
２
）。 

調
査
区
の
や
や
東
側
で
検
出
さ
れ
た
地
下
式

倉
庫
３
０
０
で
は
石
積
み
を
覆
う
形
で
、
壁
土

が
全
面
に
塗
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の

地
下
式
倉
庫
は
造
り
替
え
が
複
数
回
行
わ
れ
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
（
写
真
３
）。 

調
査
区
中
央
部
で
検
出
さ
れ
た
地
下
式
倉
庫

７
６
０
で
は
、
床
面
か
ら
焼
土
や
炭
化
材
が
検

出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
倉
庫
は
、
お
そ
ら
く
火

災
に
よ
り
焼
失
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
か

ら
は
柱
や
床
板
の
ほ
か
、
床
板
を
支
え
る
根ね

太だ 写真 2　地下式倉庫 414（西から）

写真 3　地下式倉庫 300（北から）写真 4　地下式倉庫 760 の炭化物検出状況

体育館

小学校校舎

今回の調査区
地下式倉庫
竪穴建物

地下式倉庫 414

地下式倉庫 300

地下式倉庫 760

竪穴建物

図３　第 2 遺構面の主な遺構概略図
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が
炭
化
し
た
状
態
で
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
倉
庫
の
床
の
構
造
を
知
る
手
が
か
り
と

な
り
ま
す
（
写
真
４
）。  

竪
穴
建
物 

第
２
遺
構
面
か
ら
は
１
棟
だ
け
で
す
が
、
弥
生

時
代
後
期
と
思
わ
れ
る
竪
穴
建
物
も
検
出
さ
れ
ま

し
た
（
写
真
５
）。
建
物
は
一
辺
３
ｍ
ほ
ど
の
隅

丸
方
形
で
、
主
柱
穴
が
３
本
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、

い
ず
れ
も
深
さ
60
㎝
ほ
ど
で
す
。
本
来
こ
の
柱
穴

は
４
本
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
北
東
側
の
１

本
が
攪
乱
に
よ
り
壊
さ
れ
、
残
り
の
３
本
だ
け
が

検
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
当
該
期
の
竪
穴
建
物

に
よ
く
見
ら
れ
る
炉ろ

跡あ
と

は
、
こ
の
建
物
で
は
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。  

出
土
遺
物 

今
回
の
調
査
で
は
、
12
月
中
旬
時
点
で
コ
ン
テ

ナ
１
４
０
箱
を
超
え
る
多
量
の
遺
物
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
出
土
遺
物
に
は
鎌
倉
時
代
～
江
戸
時
代

の
陶
磁
器
、
中
世
の
簪
か
ん
ざ
し

と
み
ら
れ
る
金
属
製
品

や
銭せ
ん

貨か

の
ほ
か
、
弥
生
土
器
な
ど
も
見
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
中
で
も
、
中
国
製
の
白は
く

磁じ

四し

耳じ

壺こ

や
ヘ
ラ

描
き
文
を
持
つ
渥あ
つ

美み

焼や
き

壺つ
ぼ

と
い
っ
た
非
常
に
珍
し

い
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
渥
美
焼
は
14
世
紀

に
は
既
に
生
産
が
途
絶
え
、
西
日
本
や
日
本
海
側

で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
瀬
戸
焼

の
燭し
ょ
く

台だ
い

も
出
土
し
ま
し
た
（
写
真
６
）。
燭
台
は
、

和
歌
山
県
内
で
の
出
土
例
が
少
な
い
、
非
常
に
珍

し
い
も
の
で
す
。 

今
回
の
調
査
で
は
、
紀
の
川
流
域
で
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
伊
勢
型
の
土
鍋
や
東
海
地
方
の
山や
ま

茶ぢ
ゃ

碗わ
ん

と
呼
ば
れ
る
日
常
雑
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
西
日
本
で
生
産
さ
れ
る
備
前
焼
の
甕か
め

や
播は
り

磨ま

型
の
土
鍋
な
ど
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
日

本
の
も
の
と
西
日
本
の
も
の
が
両
方
見
つ
か
る
こ

の
地
点
は
、
東
西
文
化
の
境
目
で
あ
り
交
流
点
で

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 

ま
と
め 

今
回
の
調
査
成
果
の
中
で
重
要
な
こ
と
と
し

て
、
以
前
の
調
査
で
見
つ
か
っ
て
い
た
江
戸
時

代
初
期
の
石
垣
の
延
長
部
お
よ
び
道
路
跡
を
確

認
で
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
検
出
さ
れ

た
石
垣
や
道
路
跡
が
幕
末
の
絵
図
と
一
致
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
屋
敷
や

道
路
と
い
っ
た
土
地
区
画
が
大
き
く
変
化
し
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

中
世
の
遺
構
面
で
は
、
多
数
の
地
下
式
倉
庫
等

を
検
出
し
た
こ
と
が
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

中
で
も
床
板
や
根
太
な
ど
倉
庫
の
部
材
が
残
っ
て

い
た
こ
と
は
、
当
時
の
地
下
式
倉
庫
の
構
造
を
考

え
る
大
き
な
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。 

今
後
、
縄
文
時
代
の
遺
構
面
の
調
査
を
予
定
し

て
お
り
、
さ
ら
な
る
成
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
森
田　

真
由
香
） 

写真 5　弥生時代後期の竪穴建物（南から）

写真 6　瀬戸焼の燭台
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和
歌
山
県
指
定
文
化
財

地
蔵
堂
の
保
存
修
理
現
場

地
蔵
堂
は
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
花
園
北
寺
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
地
は
も
と
の
花
園
村
で
有
田
川
の
最
も

上
流
に
あ
た
り
、
高
野
山
の
南
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

中
・
近
世
は
高
野
山
領
花
園
荘
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

地
蔵
堂
は
国
道
四
八
〇
号
線
か
ら
分
か
れ
、
有
田

川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
南み

な
み
が
い
と

垣
内
の
集
落
の
入

口
付
近
に
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
周
囲
が
山
に
囲

ま
れ
て
お
り
、
有
田
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
聞
こ
え
て
き

ま
す
。
堂
は
桁け

た

行ゆ
き

三
間
、
梁は
り

間ま

三
間
、
茅か
や

葺ぶ
き

（
現
状

は
鉄
板
葺
）
の
建
物
で
、
西
向
き
に
建
っ
て
い
ま
す
。

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
の
棟
札
が
残
っ
て
い
て

建
立
年
代
は
明
ら
か
で
す
。
内
部
は
一
室
で
間
仕
切

り
を
設
け
ず
、
中
央
後
方
に
須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

を
構
え
て
い
ま

す
。
左
側
面
と
背
面
の
縁
部
分
は
、
後
世
の
改
造
に

よ
り
堂
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
痕
跡
や
部
材

の
風ふ

う

食し
ょ
く

の
状
況
か
ら
当
初
は
側
廻
り
の
建
具
が
入
ら

な
い
、
四
方
吹
き
放
し
の
堂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

地
蔵
堂
は
、
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
護
っ
て
こ
ら

れ
た
、
い
わ
ゆ
る
村む

ら

堂ど
う

で
す
。
各
種
行
事
や
寄
合
い

の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
、
村
人
の
信
仰
の
中
心
的
施

設
と
し
て
機
能
し
て
き
ま
し
た
。
数
少
な
い
一
六
世

紀
に
遡
る
村
堂
の
遺
構
と
し
て
貴
重
で
あ
る
と
、
平

成
一
九
年
六
月
に
県
指
定
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
こ
の
堂
を
護
る
の
は
一
〇
世
帯
の
方
々
で

す
。
何
百
年
も
の
間
、
地
元
の
人
び
と
に
よ
っ
て
修

理
が
行
わ
れ
護
ら
れ
て
き
た
堂
で
す
。
近
年
、
茅
葺

き
の
屋
根
に
鉄
板
を
か
ぶ
せ
る
修
理
や
柱
の
根
元
の

修
理
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
建
物
が
大
き

く
右
側
（
南
）
に
傾
い
て
、
背
面
の
桁
が
雨
漏
り
に

よ
る
腐
朽
で
折
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
建
具
の
開

閉
に
も
支
障
が
出
て
い
ま
し
た
。

さ
す
が
に
自
分
た
ち
で
の
修
理
は
限
界
で
あ
る

と
言
う
こ
と
で
、
県
と
か
つ
ら
ぎ
町
の
補
助
金
を

受
け
て
修
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
全
部
分

解
し
て
、
屋
根
も
茅
葺
き
に
復
す
る
修
理
は
、
区

の
方
々
の
自
己
負
担
が
大
き
く
な
る
の
で
今
回
は

見
送
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
屋
根
を
解
体
せ
ず
に
建

物
の
傾
き
を
修
正
し
、
床
や
縁
廻
り
と
建
具
の
修

理
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
床
と
縁
を
分
解
し

て
、
建
物
を
ジ
ャ
ッ
キ
で
持
ち
上
げ
て
水
平
と
傾

き
を
修
正
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
礎
石
の
据
え

直
し
と
柱
の
補
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

修
理
の
経
過
や
修
理
で
判
明
し
た
事
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
短
信
で
報
告
し
ま
す
。　
　
　
（
寺
本
就
一
）

文

化

財

建

造

物

課 
 
 
 
 

　

短

信

地蔵堂修理前正側面全景
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文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

⑭　
刷
毛
と
掃
除
機
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修
理
現
場
の
記
録
写
真
を
撮
影
す
る
前
に
、
整
理
整
頓
や
掃
除
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
何
度
か
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
作
業
の
目
的
は
、
現
場
の

状
態
を
整
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
が
、
記
録
写
真
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
め
て
か
ら

そ
の
範
囲
の
掃
除
を
始
め
ま
す
。
実
際
に
体
を
動
か
し
て
木
く
ず
や
塵ち

り

を
取
り

除
い
て
い
る
と
、
さ
ら
に
建
物
の
細
か
い
部
分
ま
で
意
識
が
行
き
渡
っ
て
き
ま

す
。
そ
こ
で
、
記
録
し
た
い
と
考
え
て
い
た
部
分
と
は
違
う
点
に
気
が
付
い
た

り
、
カ
メ
ラ
を
据
え
る
位
置
の
修
正
点
が
見
え
て
き
た
り
し
ま
す
。
職
人
さ
ん

の
作
業
の
合
間
に
確
保
す
る
こ
の
時
間
は
、
新
た
な
「
視
点
」
を
も
た
ら
し
て

く
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。 

こ
の
作
業
の
中
で
、
一
番
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
以
前
コ
ラ
ム
で

紹
介
し
た
「
刷は

毛け

」
を
使
用
し
て
い
る
と
き
で
す
。
顔
を
近
づ
け
、
部
材
を
綺

麗
に
し
な
が
ら
、
納
ま
り
を
よ
く
観
察
で
き
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

表
面
に
凹
凸
が
あ
る
場
合
や
天
井
裏
、
軒の

き

裏う
ら

等
の
構こ
う

造ぞ
う

上
弱
く
、
手
が
届
き
に

く
い
部
分
で
は
、
刷
毛
で
は
塵
を
取
り
切
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

そ
ん
な
時
は
、「
掃
除
機
」
を
使
っ
て
隙す
き

間ま

に
入
り
込
ん
だ
木
く
ず
や
塵
を

吸
い
取
っ
て
い
ま
す
。
掃
除
機
は
、
吸
気

口
を
部
材
に
こ
す
り
付
け
て
し
ま
う
と
部

材
を
傷
め
て
し
ま
う
の
で
、
ホ
ー
ス
先
端

を
部
材
の
継
ぎ
目
や
隙
間
に
、
押
し
当
て

た
り
離
し
た
り
を
繰
り
返
し
て
少
し
ず
つ

動
か
し
て
い
ま
す
。
修
理
し
て
い
る
建
物

の
こ
と
を
、
し
っ
か
り
伝
え
た
い
と
い
う

思
い
か
ら
、
目
的
や
場
所
に
よ
っ
て
、
掃

い
た
り
、
吸
っ
た
り
と
掃
除
道
具
を
変
え

な
が
ら
見
え
方
を
模も

索さ
く

し
て
い
ま
す
。

 　

   　
　
（
大
給　

友
樹
）

来
年
の
四
月
三
〇
日
に
は
「
平
成
時
代
」
が
終
わ
り
、
新
し
い
時
代
が
到
来

し
ま
す
。
今き

ん

上じ
ょ
う

天
皇
（
現
在
の
天
皇
と
い
う
意
味
）
の
退
位
に
よ
り
元
号
が
変

わ
り
、
時
代
名
も
変
わ
る
の
で
す
が
、
今
回
の
よ
う
に
天
皇
の
代
替
わ
り
と
時

代
名
が
一
緒
に
変
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
以
降
の
話
で
す
。 

旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
時
代
ま
で
は
、
そ
の
時
代
の
代
表
的

な
遺
物
や
遺
構
が
時
代
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
都
の
置
か
れ
た
地

名
を
時
代
名
に
し
た
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代
が
続
き
、
幕
府
を
開
い
た
場
所

を
時
代
名
と
し
た
鎌
倉
・
室
町
・
江
戸
時
代
へ
と
移
り
変
わ
り
ま
す
。 

元
号
の
使
用
は
飛
鳥
時
代
の
「
大
化
」
に
始
ま
り
、
続
い
て
「
白は
く

雉ち

」「
朱し
ゅ

鳥ち
ょ
う

」
と
い
う
珍
し
い
鳥
に
ち
な
ん
だ
元
号
が
断
続
的
に
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
時
期
は
別
名
「
白
鳳
時
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

奈
良
時
代
に
は
、都
の
行
政
機
関
で
あ
る
左さ

京き
ょ
う

職し
き

が
献
じ
た
亀
に
基
づ
く「
霊

亀
」
に
始
ま
り
、「
神
亀
」「
宝
亀
」
と
い
っ
た
元
号
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
有

名
な
「
天
平
」
も
ま
た
、
左
京
職
が
献
じ
た
別
の
亀
の
背
中
に
「
天・

王
貴
平・

知

百
年
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
の
で
す
が
、「
本
当
か
よ
、

左
京
職
！
」
と
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
た
く
な
り
ま
す
ね
。 

な
お
、「
平
成
」
は
中
国
の
『
史
記
』『
書

経
』
に
基
づ
く
言
葉
で
「
国
の
内
外
、
天

地
と
も
平
和
が
達
成
さ
れ
る
」
と
い
う
意

味
と
の
こ
と
。
次
は
ど
ん
な
元
号
が
続
く

の
で
し
ょ
う
か
。 

い
っ
そ
の
こ
と
、
一
度
原
点
に
回
帰
し
て
、

元
号
を「
縄
文
」に
し
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
か
。「
五
月
一
日
か
ら
縄
文
時
代
で
す
。」

な
ん
て
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
た
ら
、
平
静
（
平

成
）で
は
い
ら
れ
な
い
で
す
ね
。（
丹
野　

拓
） 

妻
つま

側
がわ

軒
のき

裏
うら

の掃除状況

大日山 35 号墳の翼を広げた鳥形埴輪。
出土当初は、亀じゃないかと言われていた。

時
代
が
変
わ
る
　
　
埋
蔵
文
化
財
課
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●シンポジウム「中世紀の国の武士団とその居館」  2019年 2月23日（土） 13：00～16：30
  会場：イオンモール和歌山3F　イオンホール
　

和歌山県立紀伊風土記の丘

●冬期企画展「岩橋型横穴式石室のはじまり」  2019年 1月19日（土）～2019年 3月 3日（日）
●春期企画展「縄文・弥生の『海の道』と『陸の道』~紀伊半島と東西交流~」
  2019年 3月23日（土）～2019年 5月12日（日）

 和歌山県立博物館

●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 8日（土）～2019年 1月20日（日）
●企画展「徳川治宝が生きた時代」  2019年 1月26日（土）～2019年 3月 3日（日）
●企画展「国宝・古神宝の世界 ―熊野速玉大社の名宝―」  2019年 3月 9日（土）～2019年 4月21日（日）

和歌山市立博物館

●企画展「歴史を語る道具たち」  2019年 1月 9日（水）～2019年 3月 3日（日） 

 高野山霊宝館

●冬期平常展「密教の美術」  2019年 1月19日（土）～2019年 4月14日（日）


