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熊
野
古
道
見
ど
こ
ろ

整
備
事
業

特 

集

祓殿石塚遺跡から熊野本宮方向を遠望する（北から）



は
じ
め
に

熊
野
古
道
見
ど
こ
ろ
整
備
事
業
は
、
和
歌
山
県
商

工
観
光
労
働
部
観
光
局
観
光
振
興
課
と
和
歌
山
県
世

界
遺
産
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、『
世
界
遺
産
』
で

和
歌
山
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。
熊
野
古
道
沿
い

に
新
た
な
見
ど
こ
ろ
を
創
出
す
る
た
め
、
平
成
29
年

度
か
ら
３
箇
年
に
わ
た
り
発
掘
調
査
と
遺
跡
整
備
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

事
業
の
対
象
と
な
っ
た
場
所
は
、
熊
野
古
道
中
辺

路
の
う
ち
、
国
道
３
１
１
号
線
か
ら
離
れ
、
見
ど
こ

ろ
の
周
知
度
の
低
い
中
辺
路
町
東
部
か
ら
熊
野
本
宮

大
社
に
か
け
て
の
３
箇
所
で
す
。

１
年
目
は
熊
野
本
宮
大
社
か
ら
中
辺
路
を
北
に

数
分
歩
い
た
場
所
で
、
性
格
の
不
明
な
塚
状
の
高
ま

り
部
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
２
年
目
は
本

宮
町
と
中
辺
路
町
の
境
で
あ
る
三み

越こ
し

峠
に
近
い
中
辺

路
町
側
の
道ど

う

湯ゆ

川か
わ

集
落
跡
で
、
熊
野
参
詣
の
日
記
に

残
る
湯ゆ

川か
わ

宿し
ゅ
く

所し
ょ

跡あ
と

周
辺
の
状
況
を
確
認
し
ま
し
た
。

３
年
目
は
、
三
越
峠
に
近
い
本
宮
町
側
の
道み

ち

の
川か
わ

集

落
跡
を
調
査
し
ま
し
た
。

特
集

熊
野
古
道
見
ど
こ
ろ
整
備
事
業

熊
野
古
道
と
は

熊
野
古
道
は
平
成
16
年
７
月
７
日
に
「
紀
伊
山

地
の
霊
場
と
参
詣
道
」
と
し
て
世
界
文
化
遺
産
へ
登

録
さ
れ
、
平
成
28
年
10
月
に
一
部
参
詣
道
の
追
加
登

録
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣

道
」
は
和
歌
山
県
を
中
心
に
奈
良
県
と
三
重
県
に
ま

た
が
り
、「
熊
野
三
山
」「
高
野
山
」「
吉
野
・
大
峯
」

の
三
つ
の
霊
場
と
そ
こ
に
至
る
参
詣
道
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
参
詣
道
は
、「
熊
野
三
山
」
へ
の
参
詣

道
で
あ
る
熊
野
参
詣
道
（
熊
野
古
道
）、「
吉
野
・
大

峯
」
と
「
熊
野
三
山
」
を
結
ぶ
参
詣
道
で
あ
る
大お

お

峯み
ね

奥お
く

駈か
け

道み
ち

、「
高
野
山
」
へ
の
参
詣
道
で
あ
る
高
野
参

詣
道
が
あ
り
ま
す
。

熊
野
古
道
は
、「
伊
勢
神
宮
」
か
ら
紀
伊
半
島
東

岸
沿
い
を
通
り「
熊
野
三
山
」へ
と
至
る
伊い

勢せ

路じ

、「
高

野
山
」か
ら
紀
伊
半
島
中
央
部
を
南
北
に
縦
断
し「
熊

野
三
山
」
へ
と
至
る
小こ

辺へ

路ち

、
渡
辺
津
（
旧
淀
川
河

口
に
あ
っ
た
港
）
か
ら
紀
伊
半
島
西
岸
沿
い
を
通
り

田
辺
へ
と
至
る
紀き

伊い

路じ

が
あ
り
、
紀
伊
路
は
田
辺
市

付
近
で
山
中
を
進
み
「
熊
野
三
山
」
へ
と
至
る
中な

か

辺へ

路ち

と
、
紀
伊
半
島
南
岸
沿
い
に
進
み
「
熊
野
三
山
」

へ
と
至
る
大お
お

辺へ

路ち

に
分
か
れ
ま
す
。

今
回
の
事
業
で
は
中
辺
路
が
対
象
と
な
っ
て
い

ま
す
。
中
辺
路
は
「
熊
野
三
山
」
へ
参
詣
す
る
道
筋

の
う
ち
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
た
経
路
で
、
平
安
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
上
皇
を
始
め
と
す
る
貴き

顕け
ん

が
通
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
熊
野
参
詣
の
中
心
的
な

道
で
し
た
。
地
道
や
石
畳
を
敷
い
た
道
沿
い
に
は
、

熊
野
神
の
御み

子こ

神が
み

を
祀
っ
た
王
子
社
が
あ
り
ま
す

が
、
道
は
台
風
等
の
災
害
に
よ
り
し
ば
し
ば
ル
ー
ト

を
変
え
、
王
子
社
の
位
置
を
移
し
な
が
ら
、
現
代
に

至
っ
て
い
ま
す
。

湯川宿所跡

道の川

祓殿石塚

図１　熊野参詣道・中辺路の位置
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祓は
ら
い

殿ど

石い
し

塚づ
か

遺
跡
の
調
査
成
果

平
成
29
年
12
月
か
ら
平
成
30
年
1
月
に
か
け
て

70
㎡
を
対
象
に
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
塚
状
の
高
ま
り
の
大
部
分
を
占

め
る
範
囲
に
近
世
の
石
塚
遺
構
が
広
が
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、
石
塚
遺
構
の
下
層
か

ら
は
、
石
列
と
集
石
遺
構
を
確
認
し
ま
し
た
。

下
層
で
確
認
さ
れ
た
石
列
は
、
等
高
線
に
沿
っ

て
長
さ
約
５
ｍ
と
長
さ
約
３
ｍ
の
２
本
が
平
行
に
並

ん
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
石
列
周
辺
に
掘
方
が
確
認

で
き
る
こ
と
か
ら
、
石
列
設
置
に
先
立
ち
整
地
等
の

地
業
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
掘
方
か
ら

は
渥あ

つ

美み

産さ
ん

の
山や
ま

茶ぢ
ゃ

碗わ
ん

底
部
片
が
出
土
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
石
列
の
帰
属
時
期
は
中
世
の
13
世
紀
代
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
同
じ
く
下
層
で
確
認
さ
れ
た
集
石
遺

構
は
、
１
ｍ
×
２
ｍ
の
範
囲
に
直
径
10
㎝
以
下
の
礫

を
集
石
し
た
集
石
遺
構
１
・
２
と
、
１
ｍ
×
3.5
ｍ
の

範
囲
に
直
径
20
～
40
㎝
の
礫
を
集
石
し
た
集
石
遺
構

３
を
確
認
し
ま
し
た
。

集
石
遺
構
１
・
２
か
ら
は
、
肥
前
系
染
付
や
軒
丸

瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
18
世
紀
後
半
頃
の
も
の
と
考

え
ら
れ
、
集
石
遺
構
３
は
常
滑
焼
甕
が
出
土
し
て
お

り
、
中
世
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

石
塚
遺
構
は
、
４
×
15
ｍ
の
範
囲
に
直
径
15
㎝

以
下
の
礫
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
礫
は
砂
岩

と
火
砕
岩
が
80
％
程
度
を
占
め
、
安
山
岩
・
石せ

き

英え
い

斑は
ん

岩
・
礫
岩
・
花
崗
斑
岩
・
珪け
い

質し
つ

頁け
つ

岩が
ん

・
凝
灰
岩
・
花

崗
岩
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
熊
野
川
や

音
無
川
水
系
に
認
め
ら
れ
る
岩
種
で
あ
る
た
め
、
石

塚
遺
構
周
辺
の
石
材
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
石
塚
の
中
か
ら
は
、波は

佐さ

見み

焼
碗
の
ほ
か
、

寛
永
通
宝
な
ど
18
世
紀
後
半
か
ら
19
世
紀
前
半
の
遺

物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
塚
遺
構
上
に
は

後
世
に
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

笠
部
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

祓
殿
石
塚
遺
跡
は
、
中
辺
路
を
歩
い
て
き
た
参

詣
者
等
が
、
熊
野
川
と
熊
野
本
宮
大
社
を
初
め
て
眼

下
に
望
む
尾
根
筋
端
部
に
位
置
し
、
中
世
の
段
階
で

石
列
と
集
石
遺
構
３
を
造
っ
て
お
り
、
宗
教
的
な
施

図３　祓殿石塚遺跡　石塚遺構オルソ画像

図２　祓殿石塚遺跡　下層遺構平面図
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設
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
見
ら
れ
ま
す
。ま
た
、

時
期
を
空
け
て
集
石
遺
構
１
・
２
を
造
り
、
そ
の
後
、

石
塚
遺
構
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

場
所
で
は
、
参
詣
者
の
穢け

が

れ
を
落
と
す
行
為
を
行
っ

た
場
所
で
は
な
い
か
と
窺
え
ま
す
。

湯
川
宿
所
跡
の
調
査
成
果

平
成
30
年
11
月
か
ら
平
成
31
年
２
月
に
か
け
て

１
０
８
㎡
を
対
象
に
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
中
世
の
２
間
×
５
間
の
掘
立
柱

建
物
跡
や
近
現
代
の
礎
石
建
物
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。掘

立
柱
建
物
跡
の
主
軸
は
ほ
ぼ
磁
北
を
と
り
、

南
に
中
辺
路
が
と
お
り
ま
す
。
柱
穴
は
直
径
0.2
～

0.3
ｍ
の
円
形
を
基
本
と
し
、
埋
土
の
堆
積
状
況
か

ら
は
、
柱
の
抜
き
取
り
痕
跡
は
確
認
で
き
ず
、
柱

穴
の
底
部
に
礎
石
等
も
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

建
物
に
付
随
す
る
土
坑
か
ら
は
中
世
末
か
ら
近
世

の
土
師
器
皿
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
周
辺
か
ら
は
鎌

倉
時
代
の
山
茶
碗
の
皿
や
室
町
時
代
の
中
国
製
青

磁
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
土
師
器
皿
、
江

戸
時
代
の
陶
磁
器
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
参
詣

時
の
宿
場
や
休
憩
所
に
関
わ
る
建
物
跡
の
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

礎
石
建
物
跡
は
、
短
手
方
向
約
８
ｍ
、
長
手
方

向
約
10
ｍ
の
規
模
で
、
平
面
形
は
長
方
形
と
な
り
ま

す
。
柱
基
礎
と
み
ら
れ
る
砂
岩
製
礎
石
を
４
基
確
認

し
て
お
り
、一
部
の
礎
石
に
は
柱
あ
た
り
が
残
存
し
、

一
辺
４
寸
の
方
形
に
成
形
さ
れ
た
柱
を
用
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
昭
和
22
年
に
米
軍
が
撮
影
し
た
航
空

写
真
に
は
、
今
回
検
出
し
た
礎
石
建
物
跡
と
同
様
の

位
置
で
建
物
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
近
現
代
に

建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

湯
川
宿
所
跡
は
準
五
体
王
子
と
し
て
知
ら
れ
る

湯
川
王
子
社
に
隣
接
し
、
中
辺
路
が
特
に
険
阻
な
坂

道
に
差
し
掛
か
る
道
湯
川
集
落
跡
に
位
置
し
ま
す
。

こ
の
場
所
は
、
室
町
時
代
に
日
高
郡
に
勢
力
を
誇
っ

た
湯
川
氏
一
族
の
発
祥
の
集
落
跡
と
し
て
知
ら
れ
て

お
り
、
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
の
日
記
に
も
参
詣
時

の
宿
場
や
休
憩
所
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
江
戸
時
代

の
紀
行
文
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
集
落
は
長
く

人
々
が
住
み
、
ま
た
参
詣
者
ら
が
行
き
か
っ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
が
、
昭
和
31
年
に
は
廃
村
と

な
っ
て
い
ま
す
。
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道
の
川
集
落
跡
の
調
査
成
果

令
和
元
年
10
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
約
44
㎡
を

対
象
に
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
近
現
代
の
建
物
の
基
礎
及
び
礎

石
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
建
物
を
建
て
る

た
め
に
山
を
崩
し
て
谷
を
埋
め
、
屋
敷
地
を
造
成
し

た
痕
跡
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

道
の
川
集
落
跡
は
、
湯
川
宿
所
跡
か
ら
三
越
峠

を
越
え
発
心
門
王
子
を
目
指
し
て
山
道
を
歩
い
て

き
た
中
で
急
に
開
け
る
場
所
に
な
り
ま
す
。
道
の
川

集
落
に
つ
い
て
書
か
れ
た
最
も
古
い
史
料
は
天
保

11
年
に
長な

が

澤さ
わ

伴と
も

雄お

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
湯
峯
温
泉

の
日
記
』
で
あ
り
、
集
落
内
で
は
江
戸
時
代
後
期
の

瀬
戸
焼
や
肥
前
系
陶
磁
器
が
採
集
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
時
期
に
人
々
が
住
み
始
め
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
昭
和
48
年
に
は
集
団
移
転
し
廃
村
と
な
っ

て
い
ま
す
。

各
遺
跡
の
整
備
に
つ
い
て

発
掘
調
査
後
に
は
、
す
べ
て
の
調
査
場
所
で
調

査
成
果
を
中
心
と
し
た
内
容
の
日
本
語
及
び
英
語
の

解
説
板
を
設
置
し
ま
し
た
。
ま
た
、
祓
殿
石
塚
遺
跡

で
は
、
石
塚
遺
跡
の
復
元
整
備
工
事
と
周
辺
環
境
整

備
を
行
い
、宝
篋
印
塔
レ
プ
リ
カ
を
設
置
し
ま
し
た
。

現
地
以
外
に
、
和
歌
山
県
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
祓

殿
石
塚
遺
跡
の
模
型
や
宝
篋
印
塔
レ
プ
リ
カ
、
湯
川

宿
所
跡
の
集
落
模
型
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
Ｈ
Ｐ
（http://

w
w

w
.sekaiisan-w

akayam
a.jp/learn/index.

htm
l

）
で
は
３
箇
所
の
調
査
地
の
解
説
と
、
発
掘

調
査
時
に
製
作
し
た
三
次
元
モ
デ
ル
を
順
次
公
開
し

て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
上
で
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

熊
野
古
道
に
新
た
な
見
ど
こ
ろ
が
整
備
さ
れ
ま

し
た
の
で
、熊
野
古
道
を
歩
い
た
こ
と
が
な
い
方
も
、

歩
い
た
こ
と
が
あ
る
方
も
ぜ
ひ
現
地
に
足
を
伸
ば
し

て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
す
。　
　
　
　（

山
本　

光
俊
）

写真１　建物礎石・基礎（東から）

写真２　祓殿石塚遺跡　解説板・レプリカ設置
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阿
弥
陀
寺
大
師
堂
の
保
存
修
理

籠堂と石畳（左脇、手前には江戸時代の石標）
　昭和8年以前に大師堂が建っていた場所には籠堂が増
設されています。

籠堂後方の大師堂（側面の軒を見上げる）
　後方へ移設された大師堂の軒まわりは、500年前から
大きな解体を受けずに現在まで維持されていました。

修理を終えた大師堂の銅板屋根（奥は籠堂）
　屋根中央に乗る鋳物製の露盤に永正６年の刻銘が確認
できます。

東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
南
平
野
に
あ
る
妙
法
山

阿
弥
陀
寺
で
は
、
昨
秋
よ
り
県
指
定
文
化
財
の
大だ
い

師し

堂ど
う

で
銅
板
屋
根
の
葺ふ
き

替か
え

修
理
が
行
わ
れ
、
２
月

に
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

真
言
宗
の
お
寺
で
あ
る
阿
弥
陀
寺
の
歴
史
は
古

く
、
弘
法
大
師
空
海
が
高
野
山
を
開
く
前
年
の
弘

仁
６
年
（
８
１
５
）
に
妙
法
山
で
修
行
し
、
山
腹

に
お
堂
を
建
て
て
、
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
し
た

こ
と
が
寺
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

山
門
の
脇
に
は
「
ひ
と
つ
鐘
」
と
呼
ば
れ
る
釣

鐘
（
延
宝
６
年
・
１
６
７
８
）、
本
堂
を
右
手
に

見
な
が
ら
杉
木
立
を
進
む
と
、
平
安
時
代
の
「
火か

生し
ょ
う

三ざ
ん

昧ま
い

」
と
い
う
修
行
の
跡
が
残
り
、
現
在
は
そ

の
周
り
に
ア
サ
マ
リ
ン
ド
ウ
が
群
生
し
て
い
ま

す
。
そ
の
先
に
続
く
石
畳
を
下
っ
た
場
所
に
大
師

堂
は
建
ち
ま
す
。
傍
に
建
つ
石
標
に
は
「
右
ほ
ん

ぐ
う
・
き
み
い
て
ら
み
ち
」
と
刻
ま
れ
、
熊
野
古

道
「
大
辺
路
」
の
一
部
と
し
て
、
周
辺
の
石
畳
は

近
世
の
姿
を
今
も
そ
の
ま
ま
留
め
て
い
ま
す
。

大
師
堂
は
、
屋
根
の
頂
点
に
据
え
ら
れ
た
露ろ

盤ば
ん

の
刻こ
く

銘め
い

な
ど
か
ら
、
永
正
６
年
（
１
５
０
９
）
の

建
立
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
陣
に
安
置
さ
れ

る
弘
法
大
師
像
は
そ
れ
よ
り
も
古
い
造
像
で
す
。

か
つ
て
は
こ
け
ら
葺ぶ

き
の
屋
根
で
あ
っ
た
も
の

を
、
昭
和
８
年
（
１
９
３
３
）
に
前
面
へ
籠
こ
も
り

堂ど
う

を
増
設
す
る
た
め
後
方
へ
移
設
し
た
際
に
瓦
葺

き
と
な
り
、
戦
後
の
修
理
で
銅
板
葺
き
へ
と
変

更
さ
れ
て
来
ま
し
た
。

今
回
の
修
理
中
に
は
、
絵
は
が
き
で
も
確
認
で

き
る
、
昭
和
８
年
改
修
以
前
の
大
師
堂
が
ど
の
様

な
姿
で
あ
っ
た
か
等
を
調
査
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、戦
前
の
移
設
時
に
は
軒
を
解
体
し
な
い
ま
ま
、

上
方
に
あ
る
小
屋
組
だ
け
を
新
調
し
、
そ
の
小
屋

組
か
ら
軒
を
吊
り
込
み
直
す
、
と
い
う
大
胆
か
つ

繊
細
な
工
法
を
採
用
し
た
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

お
よ
そ
５
０
０
年
前
の
軒
ま
わ
り
の
様
相
が
概
ね

今
日
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

今
回
は
維
持
修
理
で
し
た
が
、
い
ず
れ
訪
れ
る

で
あ
ろ
う
大
規
模
な
修
理
時
に
先
人
た
ち
の
工
夫

や
努
力
も
伝
わ
る
よ
う
、
十
分
に
留
意
し
な
が
ら

施
工
に
臨
み
ま
し
た
。

（
下
津
健
太
朗
）
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埋
蔵
文
化
財
課
　
　
ゴ
ミ
は
宝
か
ガ
ラ
ク
タ
か

瓦
の
は
な
し 

③   

隅す
み

巴ど
も
え 

―
む
し
ろ
主
役
級
―

和
歌
山
城
跡
の
三
の
丸
に
あ
る
紀
州
徳
川
家
の
家
臣
の
屋
敷
地
に
は
、
当
主

や
そ
の
家
族
を
は
じ
め
使
用
人
も
住
ん
で
お
り
、
生
活
で
廃
棄
さ
れ
る
ゴ
ミ
も

相
当
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
ほ
ど
で
な
い
に
し
ろ
江
戸
時
代
に
お

い
て
も
ゴ
ミ
問
題
は
深
刻
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
三
の
丸
の
各

屋
敷
地
は
広
大
で
、
そ
の
全
体
に
建
物
が
建
っ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
主し

ゅ

屋お
く

裏

側
に
は
庭
園
や
畠
を
は
じ
め
空く

う

閑か
ん

地ち

も
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
大

き
な
穴
を
掘
っ
て
ゴ
ミ
を
処
理
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ゴ
ミ
穴

か
ら
は
、
瓦
や
土
器
の
か
け
ら
、
動
物
の
骨
、
貝
殻
な
ど
の
遺
物
が
大
量
に
出

土
し
ま
す
。
発
掘
調
査
で
、こ
れ
ら
の
ゴ
ミ
穴
を
掘
る
と
き
、つ
い
童
謡
の
「
花

咲
爺
」
の
二
番
の
歌
詞
が
浮
か
び
ま
す
。「
意
地
悪
爺
さ
ん 

ぽ
ち
借
り
て 

裏

の
畠
を
掘
っ
た
れ
ば 

瓦
や
貝
殻
（
瀬
戸
欠
け
） 

ガ
ラ
ガ
ラ 

ガ
ラ
ガ
ラ
」
と
。

一
番
の
歌
詞
に
出
て
く
る
お
宝
の

「
大
判
・
小
判
」
と
の
対
比
で
、
二
番

で
は
ガ
ラ
ク
タ
の
「
瓦
や
貝
殻
」
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
発
掘
調

査
で
は
ゴ
ミ
穴
か
ら
出
土
す
る
瓦
や

土
器
類
は
当
時
の
生
活
を
窺
う
資
料

で
あ
り
、
貝
殻
な
ど
の
動
物
遺
存
体
は

食
生
活
を
復
元
す
る
資
料
と
な
り
ま

す
。
で
す
か
ら
「
瓦
や
貝
殻
」
は
ガ
ラ

ク
タ
で
は
な
く
、
お
宝
と
言
え
ま
す
。

和
歌
山
城
跡
で
ゴ
ミ
穴
を
掘
る
と
き
、

決
し
て
「
意
地
悪
爺
さ
ん
」
で
は
な
い

と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
作
業
を
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
。　
（
川
崎　

雅
史
）

写真１　護念寺（和歌山市）写真２、３　西鳥取観音堂（阪南市）

屋
根
を
見
上
げ
て
「
隅
巴
」
と
い
う
瓦
を
ま

じ
ま
じ
と
眺
め
た
事
が
あ
る･･･

と
言
う
人

は
、
あ
ま
り
多
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
隅
巴
と

は
、
そ
の
名
の
通
り
軒
の
隅
に
葺
か
れ
て
い
る

瓦
で
す
。
奈
良
時
代
に
は
軒
巴
が
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
頃
、
軒
反
り

が
大
き
く
な
り
、
隅
専
用
の
軒
巴
が
登
場
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
寺
な
ど
を
訪
れ
、瓦
屋
根
を
見
上
げ
る
と
、

写
真
１
の
よ
う
に
、
鬼
瓦
や
鯱し
ゃ
ち、
留と
め

蓋ぶ
た

、
さ
ら

に
は
様
々
な
文
様
の
軒
瓦
な
ど
に
目
が
行
き
、

な
か
な
か
隅
巴
ま
で
辿
り
着
き
ま
せ
ん
。
た
ま

に
下
端
部
分
に
花
の
装
飾
な
ど
を
あ
し
ら
っ
た

凝
っ
た
作
り
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
割
と
控

え
め
な
瓦
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
そ
ん
な
思
い
込
み
を
一

瞬
で
打
ち
消
す
よ
う
な
存
在
感
満
載
の
隅
巴
に

出
会
い
ま
し
た
（
写
真
２
、３
）。

瓦
に
限
ら
ず
、
時
代
が
下
る
と
共
に
装
飾
的

に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
隅
に
葺
か
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
隅
に
置
け
な
い
隅
巴
。

こ
ん
な
思
い
が
け
な
い
出
会
い
が
あ
る
の
も
、

瓦
散
策
の
醍
醐
味
の
ひ
と
つ
で
す
。

（
松
井　

美
香
）

←鯱

←鬼瓦
↓留蓋

↓隅巴

ゴミ穴から見つかった土器のかけらや貝殻
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