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一
、
は
じ
め
に

和
歌
山
県
の
南
部
、
熊く
ま

野の

地
方
で
は
、
平
成

十
四
～
十
六
年
度
に
実
施
さ
れ
た
熊
野
那な

智ち

大た
い

社し
ゃ

で
の
保ほ

存ぞ
ん

修し
ゅ
う

理り

事
業
以
降
、
熊
野
本ほ
ん

宮ぐ
う

大
社
（
同

二
十
二
～
二
十
六
年
度
、
本
誌
55
・
61
・
64
号

参
照
）
の
境け
い

内だ
い

を
は
じ
め
、
高た
か

原は
ら

熊
野
神
社
（
同

二
十
八
年
度
、
同
76
号
参
照
））、
継つ
ぎ

桜ざ
く
ら

王お
う

子じ

跡あ
と

（
同

二
十
六
・
二
十
八
年
度
、
同
71
・
78
号
参
照
）
や
切き
り

目め

王
子
跡
（
同
二
十
八
年
度
、
同
79
号
参
照
））
の

社し
ゃ

殿で
ん

な
ど
、
熊
野
古こ

道ど
う

沿ぞ

い
に
残
る
王
子
社
で
も

屋や

根ね

葺ふ
き

替か
え

な
ど
の
維い

持じ

修
理
が
続
い
て
来
ま
し
た
。

そ
の
間
に
は
、
平
成
十
六
年
七
月
「
紀き

伊い

山さ
ん

地ち

の
霊れ
い

場じ
ょ
う

と
参さ
ん

詣け
い

道み
ち

」
が
世
界
遺
産
に
登
録
（
同

二
十
八
年
に
は
追
加
登
録
も
）
さ
れ
、
翌
十
七
年

度
の
市
町
村
合
併
な
ど
行
政
的
に
大
き
な
動
き
も

あ
り
ま
し
た
。「
紀
伊
山
地
の
霊
場
」
と
は
、
真し
ん

言ご
ん

密み
っ

教き
ょ
う

の
根こ
ん

本ぽ
ん

道ど
う

場じ
ょ
う

で
あ
る
「
高こ
う

野や

山さ
ん

」
と
、
自
然

崇す
う

拝は
い

に
起
源
を
も
つ
３
神
（
速は
や

玉た
ま

・
那
智
・
本
宮
）

が
鎮ち
ん

座ざ

す
る
「
熊
野
三さ
ん

山ざ
ん

」、
修し
ゅ

験げ
ん

道ど
う

の
本ほ
ん

山ざ
ん

・

行ぎ
ょ
う

場ば

で
あ
る
「
吉よ
し

野の

・
大お
お

峯み
ね

」
で
形
成
す
る
霊
場

を
指さ

し
ま
す
。「
紀
伊
山
地
の
参
詣
道
」
は
、
熊

野
三
山
へ
の
参
詣
道
の
う
ち
、
和
歌
山
県
内
の
大お
お

辺へ

路ち

・
中な
か

辺へ

路ち

・
小こ

辺へ

路ち

よ
り
成な

る
３
つ
の
ル
ー

ト
に
、
伊い

勢せ

神じ
ん

宮ぐ
う

（
三
重
県
）
か
ら
の
伊い

勢せ

路じ

と
、

吉
野
（
奈
良
県
）
か
ら
本
宮
へ
の
修
行
道
で
あ
る

大
峯
奥お
く

駆が
け

道み
ち

を
加
え
た
参
詣
道
の
総
称
で
す
。
高

野
山
町ち
ょ
う

石い
し

道み
ち

を
除
く
参
詣
道
は
一
般
に
「
熊
野
古

道
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
熊
野
那
智
大
社
の
隣と
な

り

に
は
西さ
い

国ご
く

三
十
三
所
巡じ
ゅ
ん

礼れ
い

の
第
１
番
札ふ
だ

所し
ょ

、
那な

智ち

山さ
ん

青せ
い

岸が
ん

渡と

寺じ

が
並な
ら

び
立
ち
ま
す
。
そ
の
景
観
は

「
神し
ん

仏ぶ
つ

習し
ゅ
う

合ご
う

」
と
い
っ
て
、
神
と
仏
を
と
も
に
大
切

に
信
仰
し
て
来
た
日
本
人
の
生
き
方
、
考
え
方
を

現
在
に
よ
く
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
（
表
紙
写
真
）。

と
こ
ろ
で
、
熊
野
古
道
の
他
に
も
う
１
つ
、
同

じ
「
道
」
と
し
て
の
世
界
遺
産
が
あ
り
ま
す
。
関

西
国
際
空
港
な
ど
に
置
か
れ
る
冊さ
っ

子し

に
は
「
日ひ

の

昇の
ぼ

る
国
か
ら
日
の
沈し
ず

む
国
の
・
・
・
」
と
、
小
学

校
で
習
っ
た
様
な
文
面
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
巡じ
ゅ
ん

礼れ
い

路ろ

（
ス
ペ
イ

ン
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
）
の
こ
と
で
、
世
界
で
も
２

つ
し
か
登
録
が
な
い
巡
礼
路
（

≒

参
詣
道
）
と
し

て
、
姉
妹
道
に
な
っ
て
い
ま
す
。
関
西
圏
だ
と
あ

ま
り
意
識
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
国
内
だ
け
で
な
く
国

際
的
に
も
注
目
の
「
道
」
で
あ
っ
て
、
今
も
昔
も

人
が
歩
き
た
く
な
る
神
秘
的
な
場
所
な
の
で
す
。

話
を
戻
し
て
、
平
成
二
十
三
年
九
月
の
紀
伊
半は
ん

島と
う

大
水
害
で
熊
野
地
方
は
大
き
な
被ひ

害が
い

を
受
け

て
、
熊
野
那
智
大
社
で
は
同
年
か
ら
翌
二
十
四
年

度
に
災さ
い

害が
い

復ふ
っ

旧き
ゅ
う

事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
同
じ
よ

う
に
、
熊
野
三
山
の
信
仰
が
成
立
す
る
平
安
時
代

以
降
、
そ
の
歴
史
や
伝
統
の
結
晶
で
も
あ
る
建
物

は
、
大
雨
な
ど
に
よ
り
幾い
く

度ど

も
被
害
を
受
け
な
が

ら
、
中ち
ゅ
う

世せ
い

、
近き
ん

世せ
い

、
そ
し
て
近
代
か
ら
は
文
化
財

と
し
て
も
、
守
り
継つ

が
れ
て
来
ま
し
た
。
大
辺
路

で
は
、
浜は
ま

の
宮み
や

王
子
跡
の
社
殿
（
国
史し

跡せ
き

）
の
整

備
事
業
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
変
わ
ら
ず

保
存
や
保ほ

全ぜ
ん

は
続
い
て
い
く
で
し
ょ
う
。

本
号
で
は
、
平
成
二
十
九
～
三
十
年
度
に
、
那

智
山
青
岸
渡
寺
と
熊
野
那
智
大
社
で
進
め
て
来
た

２
つ
の
事
業
を
取
り
上
げ
、
そ
の
建
物
や
修
理
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

熊
野
地
方
に
お
け
る
文
化
財
建
造
物
の
修
理
に
つ
い
て

特
集

写真１．修理前の本堂（全景）
屋根面の下方に点在する黒く変色した部分は、こけら
板の腐朽・破損が進行した箇所です。軒先の近くでは
雨水の流量が多くなるため、こけら板が脱落・飛散し
て下地が露出する程に屋根面が傷んだ箇所が点在し、
トタン板で覆って雨漏りを応急的に防いだ状態にあり
ました（写真5）。
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二
、
那
智
山
青
岸
渡
寺
本
堂
の
保
存
修
理

那
智
山
青
岸
渡
寺
の
本ほ
ん

堂ど
う

は
、
如に
ょ

意い

輪り
ん

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

を
本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
す
る
、
正
面
の
柱は
し
ら

間ま

が
９
間
、
側

面
の
柱
間
も
９
間
の
大
き
な
建
物
で
す
。
天て
ん

正し
ょ
う

九

年
（
１
５
８
１
）
の
兵へ
い

火か

で
焼し
ょ
う

失し
つ

し
ま
す
が
、
天

正
十
八
年（
１
５
９
０
）に
は
豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

公
に
よ
っ

て
再さ
い

建け
ん

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
１
４
０
余よ

年
が

経た

っ
た
享き
ょ
う

保ほ
う

十
八
年
（
１
７
３
３
）
か
ら
翌
十
九

年
に
は
、
柱
や
虹こ
う

梁り
ょ
う

な
ど
の
部
材
を
取と

り
替か

え
る

ほ
ど
の
、
大だ
い

規き

模ぼ

な
修
理
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
紀き

州し
ゅ
う

藩は
ん

第
５
代
藩は
ん

主し
ゅ

か
ら
８
代
将し
ょ
う

軍ぐ
ん

と
な
っ
た
、
徳と
く

川が
わ

吉よ
し

宗む
ね

公
の
政
権
期
に
当
た
り

ま
す
。
明
治
三
十
七
年
（
１
９
０
４
）、
特と
く

別べ
つ

保ほ

護ご

建
造
物
（
現
在
の
重
要
文
化
財
）
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

本
堂
の
屋
根
は
、
入い
り

母も

屋や

造づ
く
り

と
い
う
形
式
で
、

「
こ
け
ら
板
」
と
呼
ぶ
厚あ
つ

さ
３
～
５
㎜
の
木
製
の

薄う
す

板い
た

を
使
っ
て
葺ふ

か
れ
て
い
ま
す
。「
こ
け
ら
板
」

で
葺
く
か
ら
「
こ
け
ら
葺ぶ

き
」。
板
の
幅は
ば

が
10
～

15
㎝
、
長
さ
が
30
～
36
㎝
の
こ
け
ら
板
を
３
㎝
ず

つ
上
に
ず
ら
し
な
が
ら
並
べ
止
め
て
行
く
の
で
、

屋
根
と
し
て
ど
の
部
分
も
こ
け
ら
板
が
10
～
12
枚

重
な
っ
て
い
る
形
と
な
り
ま
す
（
写
真
２
）。
面

積
が
１
，０
０
０
㎡
を
超こ

え
る
屋
根
を
葺
く
の
に
、

約
27
万
枚
の
こ
け
ら
板
を
使
用
し
ま
す
。

大
正
十
四
年
（
１
９
２
５
）
に
半は
ん

解か
い

体た
い

修
理
と

い
う
比
較
的
大
規
模
な
修
理
が
行
わ
れ
た
後
は
、

昭
和
三
十
七
年
、
同
六
十
二
年
、
平
成
十
八
年
と

３
回
の
屋
根
葺
替
修
理

が
行
わ
れ
て
来
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
に

は
台
風
に
よ
る
豪
雨
を

受
け
て
、
屋
根
の
傷い
た

み

具ぐ

合あ
い

が
軒の
き

先さ
き

周
辺
で
目

立
ち
始
め
ま
し
た
。
傷

み
の
ひ
ど
い
部
分
で
は

強
風
等
で
こ
け
ら
板
の

脱だ
つ

落ら
く

や
飛ひ

散さ
ん

も
起お

こ
り
、

下し
た

地じ

の
木
部
が
露ろ

出し
ゅ
つ

し

て
雨あ
ま

漏も

り
が
生
じ
る
ま

で
、
破
損
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
災

害
復
旧
事
業
と
し
て
屋
根
葺
替
修
理
工
事
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

工
事
は
ま
ず
、
仮か

設せ
つ

工
事
と
し
て
素す

屋や

根ね

と
い

う
覆お
お
い

屋や

で
建
物
を
包
み
込
ん
で
、
参
拝
者
の
安
全

を
確
保
し
（
写
真
３
）、
そ
の
上じ
ょ
う

方ほ
う

で
屋
根
の
葺

替
や
下
地
な
ど
木
部
の
補ほ

修し
ゅ
う

作
業
を
、
平
成
三
十

年
五
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
行
い
ま
し
た
（
写

真
５
～
８
）。
最
後
に
覆
屋
を
解
体
、
十
二
月
に

事
業
を
終
え
ま
し
た
（
表
紙
・
写
真
４
）。

今
回
の
屋
根
葺
替
修
理
で
は
、
近
年
の
台
風
や

集
中
豪
雨
の
影
響
も
想
定
し
な
が
ら
、
こ
け
ら
板

の
仕し

様よ
う

（
材
料
や
使
い
方
な
ど
）
に
つ
い
て
、
過

去
の
修
理
内
容
や
そ
の
成
績
を
確
認
・
整
理
し
た

結
果
、
大
正
十
四
年
修
理
の
仕
様
に
準
じ
た
施
工

を
選
択
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
（
表
１
）。
以
下

に
検
討
の
過
程
を
少
し
解
説
し
ま
す
。

写真２．「こけら葺き」の仕様
小舞（こまい）と称する下地へ、長さ36cmの「こ
けら板」を 3cmずつ上へずらして並べて、竹釘
で止めながら葺き上っていきます。板の防腐効果
を図って、板の間には銅板を挿入しています。

写真４．修理後の本堂（全景）　写真１と同じ位置から撮影。 写真３．素屋根の建設中の様子
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大
正
十
四
年
修
理
の
仕
様
を
み
る
と
、
屋

根
面
の
強
さ
（
雨あ
め

風か
ぜ

へ
の
耐
久
性
）
は
板
の

厚
み
に
左
右
さ
れ
、
板
を
止
め
て
い
た
銅ど
う

釘く
ぎ

の
効
果
（
緑ろ
く

青し
ょ
う

に
よ
る
防ぼ
う

腐ふ

作
用
）
も
有
効

か
。
た
だ
、
板
を
厚
く
し
過
ぎ
る
と
屋
根
の

曲
線
が
小
さ
く
（
直
線
的
に
）
な
っ
て
、
外

観
の
雰
囲
気
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
健
全
な
小こ

屋や

組ぐ
み

（
屋

根
の
骨ほ
ね

組ぐ
み

）
を
改
造
す
る
必
要
が
生
じ
て
、

修
理
方
針
か
ら
見
直
す
こ
と
に
な
る
。
文
化

庁
と
の
協
議
を
経へ

て
実
施
で
は
、
板
の
厚
さ

や
長
さ
を
小
屋
組
に
影
響
の
出
な
い
範
囲
で

可
能
な
限
り
大
き
く
、
銅
釘
に
代
わ
る
銅
板

を
多
め
に
挿そ
う

入に
ゅ
う

し
て
、
雨
風
に
対
抗
さ
せ
る

方
法
を
採
用
し
ま
し
た
。

ま
た
、
戦
後
、
こ
け
ら
板
の
材
料
は
、
ス

ギ
か
ら
サ
ワ
ラ
が
全
国
的
に
主
流
と
な
り

ま
す
が
、
近
年
は
サ
ワ
ラ
の
供き
ょ
う

給き
ゅ
う

量
減
と
と

も
に
ス
ギ
へ
の
着ち
ゃ
く

目も
く

・
回か
い

帰き

も
進
ん
で
来
て

い
ま
す
。
紀
伊
山
地
の
一
部
で
あ
る
熊
野
地

方
に
と
っ
て
は
自
然
な
流
れ
で
も
あ
り
、
今

回
の
材
料
も
吉
野
杉
で
賄ま
か
な

う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

今
年
は
観か
ん

音の
ん

霊
場
草そ
う

創そ
う

１
，３
０
０
年
の

節
目
の
年
に
な
り
ま
す
。
熊
野
那
智
大
社
の

社
殿
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も
参
詣
者
を
迎む
か

え
る
霊
場
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
歴
史
や
伝

統
を
内な
い

包ほ
う

す
る
建
物
と
し
て
、
受
け
継
が
れ

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。　
（
下
津
健
太
朗
）

写真８．こけら葺き施工中の屋根面

写真５．修理前の屋根面の破損状況

写真７．隅部分でのこけら葺きの様子

写真６．向
ご

拝
はい

での屋根下地補修の様子

表１．那智山青岸渡寺本堂における大正修理以降の「こけら葺き」仕様の変遷（最下段は今回修理での実施仕様）

こけら葺きの葺替周期は通常20～ 25年とされ、戦争期を挟んだことを考慮しても好成績と言えそうでした。

修理を実施した年 次の修理
までの期
間 ( 年数 )

こけら板の仕様
備　考

（板の防腐対策など）元号 西暦 板の
材種

厚さ
(mm)

長さ
(cm)

板の重なり具合 ( 枚 ) 板の　
止め釘向拝 軒先 上方

大正 14年（1925） 37 年 杉 ( スギ ) 4.5 30 12 枚 12 枚 10~8 枚 銅鋲釘 銅釘の緑青発錆に期待か
昭和 37年（1962） 25 年 椹(サワラ) 3~3.5 30 15 枚 12 枚 10 枚 竹釘 8段ごとに銅板を挿入
昭和 62年（1987） 19 年 椹(サワラ) 3 30/36 12 枚 10 枚 10 枚 竹釘 10 段ごとに銅板を挿入
平成 18年（2006） 12 年 杉 ( スギ ) 2.5~3 30/36 12 枚 12 枚 10 枚 竹釘 10 段ごとに銅板を挿入
平成 30年（2018） ― 杉 ( スギ ) 4.5 ～ 5 30/36 12 枚 12 枚 10 枚 竹釘 4~6 段ごとに銅板を挿入



5

大
正
十
四
年
修
理
の
仕
様
を
み
る
と
、
屋

根
面
の
強
さ
（
雨あ
め

風か
ぜ

へ
の
耐
久
性
）
は
板
の

厚
み
に
左
右
さ
れ
、
板
を
止
め
て
い
た
銅ど
う

釘く
ぎ

の
効
果
（
緑ろ
く

青し
ょ
う

に
よ
る
防ぼ
う

腐ふ

作
用
）
も
有
効

か
。
た
だ
、
板
を
厚
く
し
過
ぎ
る
と
屋
根
の

曲
線
が
小
さ
く
（
直
線
的
に
）
な
っ
て
、
外

観
の
雰
囲
気
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
健
全
な
小こ

屋や

組ぐ
み

（
屋

根
の
骨ほ
ね

組ぐ
み

）
を
改
造
す
る
必
要
が
生
じ
て
、

修
理
方
針
か
ら
見
直
す
こ
と
に
な
る
。
文
化

庁
と
の
協
議
を
経へ

て
実
施
で
は
、
板
の
厚
さ

や
長
さ
を
小
屋
組
に
影
響
の
出
な
い
範
囲
で

可
能
な
限
り
大
き
く
、
銅
釘
に
代
わ
る
銅
板

を
多
め
に
挿そ
う

入に
ゅ
う

し
て
、
雨
風
に
対
抗
さ
せ
る

方
法
を
採
用
し
ま
し
た
。

ま
た
、
戦
後
、
こ
け
ら
板
の
材
料
は
、
ス

ギ
か
ら
サ
ワ
ラ
が
全
国
的
に
主
流
と
な
り

ま
す
が
、
近
年
は
サ
ワ
ラ
の
供き
ょ
う

給き
ゅ
う

量
減
と
と

も
に
ス
ギ
へ
の
着ち
ゃ
く

目も
く

・
回か
い

帰き

も
進
ん
で
来
て

い
ま
す
。
紀
伊
山
地
の
一
部
で
あ
る
熊
野
地

方
に
と
っ
て
は
自
然
な
流
れ
で
も
あ
り
、
今

回
の
材
料
も
吉
野
杉
で
賄ま
か
な

う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

今
年
は
観か
ん

音の
ん

霊
場
草そ
う

創そ
う

１
，３
０
０
年
の

節
目
の
年
に
な
り
ま
す
。
熊
野
那
智
大
社
の

社
殿
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も
参
詣
者
を
迎む
か

え
る
霊
場
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
歴
史
や
伝

統
を
内な
い

包ほ
う

す
る
建
物
と
し
て
、
受
け
継
が
れ

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。　
（
下
津
健
太
朗
）

熊
野
那
智
大
社
の
境
内
施
設
整
備
事
業

熊
野
那
智
大
社
は
、
熊
野
速
玉
大
社
・
熊
野
本

宮
大
社
と
と
も
に
熊
野
三
山
と
呼
ば
れ
、
熊
野
信

仰
の
中
心
の
一
つ
で
す
。
境
内
は
西
の
奥
に
本
殿

を
5
棟
並
べ
、 

矩
折
に
八
社
殿
と
御
県
彦
社
を
配

置
し
、
拝は
い

殿で
ん･

舞ぶ

殿で
ん･

幣へ
い

殿で
ん

が
第
四
殿
・
第
三

殿
の
前
に
建
っ
て
い
ま
す
。
本
殿
は
嘉
永
四
年

（
１
８
５
１
）
か
ら
嘉
永
七
年
に
か
け
て
建
て
ら

れ
た
も
の
で
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
境
内

は
史
跡
熊
野
三
山
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

弊
殿
の
小
屋
組
内
で
発
見
し
た
棟
札
か
ら
、
昭

和
九
年
九
月
の
室
戸
台
風
に
よ
っ
て
社
殿
を
は
じ

め
諸
堂
こ
と
ご
と
く
大
破
し
た
た
め
、
境
内
復
興

に
伴
い
弊
殿
祝の
り
と詞

殿で
ん

廻か
い

廊ろ
う

を
付
設
し
た
礼れ
い

殿で
ん

（
拝

殿
）
が
建
て
ら
れ
、
昭
和
十
六
年
三
月
十
九
日
に

上
棟
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
拝
殿
の
小
屋

組
に
は
同
時
期
の
大
工
の
墨
書
も
あ
り
、地
元（
東

牟
婁
郡
串
本
町
田
原
）
出
身
の
大
工
に
よ
っ
て
建

て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
四

年
六
月
の
屋
根
葺
き
替
え
工
事
で
檜
皮
か
ら
銅
板

に
変
え
ら
れ
、
昭
和
四
十
七
年
に
庇
が
設
け
ら
れ
、

昭
和
五
十
七
年
に
軒
唐
破
風
が
付
加
さ
れ
ま
し
た
。

神
社
で
は
、
御
創
建
一
七
〇
〇
年
記
念
境
内
施

設
整
備
事
業
と
し
て
拝
殿･

舞
殿･

幣
殿
、
一
の

鳥
居
、
二
の
鳥
居
、
宝
物
殿
、
長ち
ょ
う

生せ
い

殿で
ん

、
祈き

願が
ん

所し
ょ

な
ど
の
修
理
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

拝
殿
の
銅
板
が
劣
化
し
て
雨
漏
り
が
発
生
し
、

向
拝
の
柱
や
桁
が
腐
食
し
た
た
め
早
急
な
修
理
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。
向
拝
は
柱
・
桁
を
取
り
替

え
る
た
め
に
一
旦
分
解
し
て
修
理
し
ま
し
た
。
同

時
に
銅
板
屋
根
の
葺
き
替
え
、
建
物
全
体
の
塗
装

･

壁
や
天
井
の
木
部
補
修
、
閉
じ
ら
れ
た
ま
ま
の

弊
殿
の
扉
を
開
き
、
授
与
所
の
改
修
・
照
明
設
備

の
整
備
・
空
調
設
備
の
新
設
な
ど
の
整
備
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
改
修
の
設
計
は
、
神
社
本
庁
内
に
事

務
所
を
置
く
日
本
建
築
工
藝
設
計
事
務
所
が
担
当

し
、
修
理
に
関
す
る
部
分
は
当
セ
ン
タ
ー
が
担
当

し
ま
し
た
。
複
雑
化
し
た
授
与
所
の
屋
根
の
整
備

は
、
増
築
部
分
だ
け
を
整
理
す
る
よ
う
に
設
計
担

当
と
協
議
を
行
い
、
昭
和
十
六
年
建
築
当
初
の
屋

根
に
は
手
を
加
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
他
の

部
分
の
修
理
に
お
い
て
も
建
築
当
初
の
礼
殿
部
分

は
将
来
の
文
化
財
指
定
（
登
録
）
を
見
越
し
て
極

力
手
を
入
れ
な
い
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

約
一
年
間
、
体
育
館
の
よ
う
な
素
屋
根
が
2
棟

建
ち
並
び
、
参
拝
者
や
観
光
客
に
御
迷
惑
を
お
か

け
し
た
修
理
は
、
那
智
山
青
岸
渡
寺
は
昨
年
一
二

月
に
終
了
し
、
熊
野
那
智
大
社
の
拝
殿
の
修
理
も

四
月
に
は
完
成
し
ま
し
た
。
そ
の
他
の
建
物
の
修

理
工
事
は
令
和
二
年
三
月
の
完
成
を
め
ざ
し
て
現

在
も
施
工
中
で
す
。　
　
　
　
　
　
（
寺
本 

就
一
）

竣工した拝殿
背面側には本殿と那智山青岸渡寺の本堂並んで建っているのを見ることができる。

拝殿内部の工事完了
竣工祭で幣殿の奥の扉をあけた。
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和
田
岩
坪
遺
跡
の
発
掘
調
査

当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
近
畿
農
政
局
和
歌

山
平
野
農
地
防
災
事
業
所
か
ら
委
託
を
受
け
て
、

名
草
排
水
機
場
建
設
工
事
に
先
立
ち
、
和わ

田だ

岩い
わ

坪つ
ぼ

遺
跡
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
調
査
は
、

平
成
30
年
10
月
下
旬
か
ら
同
31
年
3
月
上
旬
に
か

け
て
面
積
9
2
1
㎡
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。

和
田
岩
坪
遺
跡
は
、
和
歌
山
市
和
田
に
所
在
し
、

和
歌
山
平
野
の
南
東
部
の
和
田
川
沿
い
に
位
置
し

ま
す
。
こ
の
和
歌
山
平
野
の
南
東
部
に
は
、
井い
ん

辺べ

遺
跡
・
神こ
う

前ざ
き

遺
跡
・
和
田
遺
跡
・
和
田
Ⅱ
遺
跡
・

和
田
岩
坪
遺
跡
な
ど
多
く
の
遺
跡
が
存
在
し
ま
す
。

和
田
岩
坪
遺
跡
は
、
昭
和
31
年
の
名
草
川
改
修

に
伴
う
発
見
に
端
を
発
し
、
昭
和
56
年
の
駐
車
場

用
地
造
成
に
伴
う
小
規
模
な
調
査
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
調
査
で
は
、
調
査
地
を
東
西
に
分
割
し

て
行
い
、
西
側
の
調
査
地
か
ら
は
弥
生
時
代
終
末

期
か
ら
古
墳
時
代
後
期
に
か
け
て
埋
ま
っ
た
自
然

流
路
（
川
）
を
発
見
し
、
大
量
の
遺
物
が
出
土
し

ま
し
た
。
ま
た
、
東
側
の
調
査
地
か
ら
は
、
弥
生

時
代
前
期
の
土
坑
や
鎌
倉
時
代
の
屋
敷
地
に
伴
う

遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

西
側
の
調
査
地

弥
生
時
代
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
後
期
に
か
け

て
埋
ま
っ
た
自
然
流
路
（
川
）
は
、
調
査
地
の
南

側
か
ら
北
方
向
に
延
び
、
幅
約
18
ｍ
前
後
、
深
さ

約
1
ｍ
の
も
の
で
す
。
自
然
流
路
（
川
）
の
南
側

範
囲
で
は
、
東
西
方
向
の
笧
し
が
ら
み

状
の
木
杭
列
を
2

列
検
出
し
ま
し
た
。
自
然
流
路
（
川
）
の
堆
積
層

か
ら
は
、
弥
生
時
代
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
後
期

に
か
け
て
の
大
量
の
土
器
・
石
器
・
木
質
遺
物
な

ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

東
側
の
調
査
地

西
側
の
調
査
地
に
次
い
で
東
側
の
調
査
地
に
入

る
段
階
で
は
、
西
側
の
自
然
流
路
（
川
）
に
堆
積

し
た
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
遺
物
に
対
応
す

る
時
期
の
遺
構
・
遺
物
が
数
多
く
存
在
す
る
の
で

は
と
予
測
し
て
い
た
の
で
す
が
、
予
測
に
反
し
て

古
墳
時
代
に
関
す
る
も
の
は
僅
か
し
か
見
つ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

東
側
の
調
査
地
か
ら
は
、
弥
生
時
代
前
期
の
墓

の
可
能
性
が
あ
る
土
坑
や
溝
、
鎌
倉
時
代
の
屋
敷

地
を
区
画
す
る
堀
、
土
器
等
の
廃は
い

棄き

土
坑
、
溜た
め

桝ま
す

（
水
を
溜
め
る
施
設
）、
焼し
ょ
う

土ど

で
埋
ま
っ
た
土
坑
、

建
物
の
柱
を
建
て
て
い
た
柱
穴
な
ど
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
西
側
の
自
然
流
路
（
川
）
が
東
側
と
同

じ
よ
う
な
平
坦
地
に
な
る
の
が
鎌
倉
時
代
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
は
、
文
献
史
料
等
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る

当
地
域
一
帯
の
土
地
開
発
の
時
期
と
関
係
し
て
く

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。　
　
　
　
（
土
井
孝
之
）

　

埋

蔵

文

化

財

課 
 
 
 
 

　

短

信

自然流路（川）から見つかった笧状遺構



きのくに歴史小話 ～きのくにれきしこばなし～

文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

⑮
　
さ
し
が
ね

埋
蔵
文
化
財
課 

　
道
湯
川
集
落
跡
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大
工
道
具
の
「
さ
し
が
ね
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
曲か
ね

尺じ
ゃ
く

と
も
呼
ば
れ
る

L
字
型
の
物
差
し
で
す
。
表
と
裏
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
目
盛
（
表お

も
て

目め

、
裏う
ら

目め

）

を
使
っ
て
長
さ
を
測
っ
た
り
、
直
角
を
調
べ
た
り
、
直
線
の
ほ
か
、
し
な
ら
せ

て
曲
線
を
引
い
た
り
、
勾こ

う

配ば
い

を
求
め
る
な
ど
様
々
な
使
い
方
が
で
き
ま
す
。
実

測
調
査
の
際
に
重
宝
し
て
い
る
道
具
で
す
が
、
例
と
し
て
作
業
中
特
に
便
利
だ

と
感
じ
る
の
は
、
円
柱
の
径
を
測
り
た
い
時
で
す
。
柱
を
二
本
の
さ
し
が
ね
で

挟は
さ

ん
で
、
そ
の
間
の
距
離
を
見
る
と
、
正
確
な
値
が
す
ぐ
に
確
認
で
き
ま
す
。

私
は
普
段
、
実
測
に
し
か
使
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
文
化
財
修
理
に
関
わ
っ
て
い

る
大
工
さ
ん
た
ち
は
、
さ
し
が
ね
の
機
能
を
存
分
に
引
き
出
し
、
使
い
こ
な
し

て
い
ま
す
。

伝
統
建
築
に
関
わ
る
経
験
豊
富
な
大
工
さ
ん
は
、
さ
し
が
ね
を
駆
使
し
て
、

軒
ま
わ
り
の
建
物
部
材
の
納
ま
り
を
正
確
に
出
す
技
術
（
規き

矩く

術じ
ゅ
つ

）
を
心
得
て

い
ま
す
。
修
理
の
際
に
は
、
ベ
ニ
ヤ
板
な
ど
に
現
寸
図
と
い
う
実
物
大
の
図
面

を
描
き
、
部
材
が
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
り
、
ど
こ
の
位
置
に
取
り
つ
く
の

か
を
検
討
し
ま
す
。
そ
し
て
、
原
寸
で
確
認
し
た
寸
法
を
も
と
に
、
軒
反
り
の

曲
線
な
ど
を
描
き
入
れ
、
そ
の
通
り
に
納
ま
る

よ
う
に
木
材
を
加
工
し
て
い
き
ま
す
。

先
日
、
規
矩
術
を
使
っ
た
原
寸
図
製
作
の
研

修
を
受
け
ま
し
た
。
講
師
の
方
に
指
導
し
て
頂

き
な
が
ら
何
と
か
描
き
進
ん
だ
状
態
で
し
た
が
、

軒
ま
わ
り
の
納
ま
り
が
ど
ん
ど
ん
具
体
化
し
て

い
く
面
白
さ
と
、
作
図
の
難
し
さ
を
知
り
ま
し

た
。
今
後
、
関
わ
る
建
物
の
規
矩
を
理
解
し
、

大
工
と
供
に
、
よ
り
良
い
修
理
が
出
来
る
よ
う

に
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
大
給　

友
樹
）

昨
年
の
11
月
頃
か
ら
今
年
の
1
月
ま
で
、
県
の
熊
野
古
道
見
ど
こ
ろ
整
備
事
業
に
伴
い
、

田
辺
市
中
辺
路
町
道ど
う

湯ゆ

川か
わ

で
「
道
湯
川
集
落
」
と
い
う
集
落
跡
を
発
掘
調
査
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
集
落
は
、
湯
川
王
子
と
蛇じ
ゃ

形が
た

地
蔵
と
の
間
の
熊
野
古
道
沿
い
に
あ
り
、
中
世
に
日
高
郡
で

勢
力
を
誇
っ
た
湯
川
氏
一
族
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
文
献
史
料
に
よ
る
と
、
中
世
に

は
す
で
に
集
落
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
上
皇
や
貴
族
ら
が
そ
こ
で
宿
泊
や
休
憩
を
し
た
と
い
う
記

述
が
あ
り
ま
す
。
集
落
は
、
昭
和
31
年
に
最
後
の
住
人
が
去
り
、
廃
村
に
な
り
ま
し
た
。

調
査
地
ま
で
は
、
和
歌
山
市
か
ら
車
で
走
る
こ
と
1
時
間
半
、
舗
装
も
な
い
林
道
を
走
る

こ
と
15
分
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
熊
野
古
道
等
を
歩
く
こ
と
徒
歩
5
分
。
昨
今
で
は
珍
し
く
携
帯

電
話
の
電
波
も
届
か
な
い
場
所
で
す
。
調
査
対
象
地
は
、
土
地
境
界
の
石
垣
に
囲
ま
れ
た
周
辺

に
比
べ
や
や
高
台
の
平
地
で
、
敷
地
内
の
南
西
隅
に
は
平
面
形
が
円
形
の
石
組
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
円
形
の
石
組
を
私
は
ず
っ
と
「
井
戸
」
だ
と
思
っ
て
い
て
、
発
掘
作
業
員
さ
ん
に
も
井
戸

と
説
明
し
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
日
、
旧
住
民
の
方
の
聞
き
取
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
肥
溜

め
、
つ
ま
り
ト
イ
レ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
こ
こ
を
掘
っ
て
も

ら
う
作
業
員
さ
ん
に
言
い
に
く
い
・・・
結
局
、
知
ら
ぬ
が
仏
、
最
後
ま
で
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
調
査
地
の
前
の
熊
野
古
道
を
歩
く
参
詣
者
は
、
8
割
以
上
が
外
国
人
な
の
で
す
が
、

調
査
中
は
よ
く
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
る
日
、年
配
の
外
国
人
女
性
に
「
ア
ロ
ー
」

と
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。「
ハ
ロ
ー
」
と
返
し
な
が
ら
、
な
ぜ
か
ハ
ワ
イ
の
挨
拶
「
ア
ロ
ハ
」

と
「
ハ
ロ
ー
」
を
混
ぜ
た
言
葉
か
と
勝
手
に
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
友
人
に
後
日
そ
の
こ
と
を

話
す
と
、
話
し
か
け
て
き
た
彼
女
は
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
人
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
ｈ
」
の
発

音
を
し
な
い
こ
と
が
あ
る
と
知
り
ま
し
た
。
当
時
と
っ
さ
に
言
い
か
け
た
「
ハ
ワ
イ
か
ら
来
ら

れ
た
ん
で
す
か
」
と
い
う
言
葉
、
聞
か
な
く
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
思
い
込

み
っ
て
本
当
に
怖
い
で
す
ね
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
澤　

舞
） 

さしがねで原寸図を描く

写真２　肥溜め（北から）

写真１　調査地全景（南から）
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８　催し物案内 

和歌山県立紀伊風土記の丘

●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）～ 5月12日（日）
●和歌山県内埋蔵文化財調査成果展「紀州のあゆみ ～発掘された郷土の歴史～」
  2019年 6月 1日（土）～ 6月30日（日）
●展示講座①（春期企画展）   2019年 4月14日（日）13：30～15：30
●展示講座②（紀州のあゆみ展）   2019年 6月16日（日）13：30～15：30
●民家ガイド  2019年 4月21日（日）13：30～15：30
●古墳ガイドツアー①　  2019年 4月27日（土）13：30～15：30
●おしゃべり考古学①  2019年 5月15日（水）13：30～15：00
●館長講座①  2019年 5月18日（土）13：30～15：00

 和歌山県立博物館

●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）～ 4月21日（日）
●特別展「仏像と神像へのまなざし ―守り伝える人々のいとなみ―」
  2019年 4月27日（土）～ 6月2日（日）

和歌山市立博物館

●企画展「写真にみる和歌山市の歩み　1889−2019」  2019年 4月27日（土）～ 6月9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）～ 4月14日（日）
●春期企画展「高野山と不思議な話」  2019年 4月20日（土）～ 7月15日（月祝）


