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は
じ
め
に

正
式
名
称
は
「
紀
三
井
山
金
剛
宝
寺
護
国
院
」
で

す
が
、
通
称
で
あ
る
「
紀
三
井
寺
」
の
方
が
な
じ
み

深
い
で
し
ょ
う
か
。
渡
来
僧
の
為い

光こ
う

上
人
に
よ
っ
て

宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
開
創
さ
れ
た
と
伝
わ
る
こ

と
か
ら
、
今
年
は
開
創
一
二
五
〇
年
の
メ
モ
リ
ア
ル

イ
ヤ
ー
に
な
り
ま
す
。
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
の

第
二
番
目
札
所
、
早
咲
き
桜
や
標
準
木
が
あ
る
桜
の

名
所
、
日
本
名
水
百
選
に
選
ば
れ
た
吉
祥
水
、
清
浄

水
、
楊
柳
水
が
寺
名
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

景
勝
地
和
歌
の
浦
を
望
む
眺
望
と
、
反
対
に
和
歌
の

浦
か
ら
も
遠
望
で
き
る
建
物
群
、
紀
ノ
国
屋
文
左
衛

門
に
因
む
結
縁
坂
な
ど
な
ど
、
名
所
た
る
所
以
に
は

枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。

建
造
物
で
は
、
楼ろ

う

門も
ん

（
永
正
六
年
・
一
五
〇
九
）、

多た

宝ほ
う

塔と
う

（
文
安
六
年
・
一
四
四
九
）、
鐘
し
ょ
う

楼ろ
う

（
天
正

一
六
年
・
一
五
八
八
）
の
三
棟
が
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
、
本
堂

（
宝
暦
九
年
・
一
七
五
九
）
や
開
山
堂
、
六
角
堂
、

大
師
堂
（
寛
政
十
一
年
・
一
七
九
九
）、
三
社
権
現

（
三
棟
）、
書
院
の
八
棟
が
県
指
定
文
化
財
と
な
っ
て

い
ま
す
。

特
集

護
国
院
三
社
権
現
の
保
存
修
理

一
六
世
紀
後
半
の
製
作
と
さ
れ
る
「
紀
三
井
寺

参
詣
曼
荼
羅
」（
和
歌
山
市
指
定
文
化
財
、以
下
「
参

詣
曼
荼
羅
」）
を
み
る
と
、
重
要
文
化
財
の
三
棟
が

同
位
置
に
描
か
れ
て
お
り
、
中
世
期
の
境
内
の
様
子

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代

末
期
に
製
作
さ
れ
た「
紀
伊
国
名
所
図
会
」（
表
紙
下
、

以
下
「
名
所
図
会
」）
で
は
、
県
指
定
建
造
物
も
含

め
て
描
か
れ
て
お
り
、
現
在
と
大
差
の
な
い
寺
観
が

認
め
ら
れ
ま
す
。

令
和
元
年
度
か
ら
、
県
指
定
文
化
財
建
造
物
で

あ
る
開
山
堂
ほ
か
五
棟
の
保
存
修
理
事
業
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
今
号
で
は
、
そ
の
な
か
で
も
中
心
的
な

工
事
で
あ
る
三
社
権
現
の
修
理
に
焦
点
を
当
て
、
本

特
集
の
ほ
か
、
短
信
、
コ
ラ
ム
で
も
紹
介
し
ま
す
。

三
社
権
現
に
つ
い
て

本
堂
が
建
つ
名
草
山
中
腹
か
ら
更
に
石
段
を
登

る
と
南
北
に
細
長
い
平
坦
地
が
あ
り
、
南
か
ら
順
に

三
社
権
現
、
多
宝
塔
、
開
山
堂
が
並
び
ま
す
。
三
社

権
現
は
多
宝
塔
な
ど
が
建
つ
地
盤
よ
り
も
さ
ら
に
一

段
上
が
っ
た
場
所
に
あ
り
、
覆
い
屋
の
中
で
西
側
の

海
に
向
か
い
、
南
か
ら
順
に
金
剛
蔵
王
権
現
、
熊
野

三
所
権
現
、
白
山
妙
理
権
現
の
三
棟
が
南
北
に
並
び

建
ち
ま
す
。
三
棟
は
比
較
的
小
規
模
な
一
間
社
隅
木

入
り
春
日
造
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
、
同
規
模
、
同
型

式
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
建
立
年
代
は
資
料
が
な
い

た
め
不
明
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
細
部
の

様
式
な
ど
か
ら
一
七
世
紀
後
半
頃
と
推
測
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

「
参
詣
曼
荼
羅
」（
写
真
１
）
を
見
る
と
、
形
式

が
少
し
異
な
る
も
の
の
、
三
棟
の
小
規
模
な
社
殿
が

並
ん
で
描
か
れ
て
い
ま
す
（
矢
印
位
置
）。
本
堂
や

多
宝
塔
と
の
位
置
関
係
な
ど
か
ら
、
現
在
の
三
社
権

現
と
同
位
置
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。「
名
所
図
会
」
で
も
「
鎮
守
祠
・
ち
ん
じ
ゅ
や

し
ろ
（
原
文
マ
マ
）」
と
し
て
現
在
と
同
位
置
に
描

か
れ
て
お
り
、
覆
い
屋
と
共
に
現
在
は
存
在
し
な
い

拝
殿
と
思
わ
れ
る
建
物
も
描
か
れ
て
い
ま
す
（
表
紙

左
）。
こ
の
拝
殿
は
古
写
真
で
も
確
認
出
来
る
こ
と写真１　紀三井寺参詣曼荼羅　境内中心部分
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か
ら
、
比
較
的
近
年
ま
で
存
在
し
た
よ
う
で
す
。
現

在
の
覆
い
屋
は
近
年
に
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
で
す

が
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
末
期
か
ら
同
様
の
覆
い

屋
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
ま
た
、
周
囲
を

囲
む
塀
や
、
正
面
側
に
は
門
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

お
寺
の
な
か
に
「
神
社
」
が
あ
る
こ
と
に
違
和
感

を
受
け
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江

戸
時
代
ま
で
は
「
神
仏
混こ

ん

淆こ
う
（
習
合
）」
と
い
う
思
想

が
一
般
的
で
、
特
に
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
護
国
院
で
も
鎮
守
社
が
大
切
に
祀
ら
れ
て

き
た
こ
と
は
名
所
図
会
か
ら
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

修
理
工
事
に
つ
い
て

覆
い
屋
で
護
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
風
雨
に
よ

る
破
損
の
進
行
は
緩
や
か
に
な
る
も
の
の
、
白
ア
リ

は
例
外
で
し
た
。
以
前
よ
り
蟻ぎ

害が
い

が
大
き
く
進
行
し

て
お
り
、
建
物
の
存
続
が
危
機
的
な
状
況
に
ま
で
破

損
が
進
行
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
度
解
体
修
理
を
実

施
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
柱
や
壁
板
、
長な
げ

押し

、

貫
な
ど
、
桁
か
ら
下
の
軸
部
は
原
形
を
留
め
な
い
ほ

ど
に
蟻
害
が
進
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
桁
よ
り
上
部

の
軒
廻
り
や
屋
根
の
こ
け
ら
葺
き
な
ど
は
比
較
的
健

全
な
状
態
で
し
た
。
通
常
の
解
体
修
理
で
は
、
屋
根

か
ら
順
番
に
、
建
て
る
時
と
は
逆
の
順
序
で
一
つ
ず

つ
丁
寧
に
部
材
を
分
解
し
、
破
損
し
た
も
の
は
補
修

や
取
り
替
え
を
行
い
、
出
来
る
だ
け
元
の
部
材
を
再

用
し
て
元
通
り
に
組
み
立
て
ま
す
。
今
回
も
軸
部
の

破
損
が
大
き
く
、
全
体
を
分
解
し
て
修
理
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
出
来
る
だ
け
分
解
範
囲
を
少

な
く
す
る
た
め
、
比
較
的
状
態
が
良
か
っ
た
桁
か
ら

上
の
屋
根
部
分
は
分
解
せ
ず
、
一
旦
持
ち
上
げ
た
状

態
で
仮
に
支
持
し
（
大
ば
ら
し
）、
そ
の
間
に
桁
よ

り
下
の
解
体
修
理
を
行
う
手
法
を
採
用
し
ま
し
た
。

金
物
主
体
で
は
な
く
、
木
組
み
で
建
物
を
組
み
上
げ

て
ゆ
く
伝
統
木
造
建
築
な
ら
で
は
の
修
理
法
と
い
え

ま
す
。

逆
説
的
に
な
り
ま
す
が
、
修
理
に
は
必
要
と
な
る

分
解
も
、不
用
意
に
行
う
と
破
壊
に
つ
な
が
り
ま
す
。

分
解
す
る
こ
と
で
部
材
が
破
損
し
、
修
理
範
囲
や
取

替
材
が
増
加
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
文
化
財
修

理
で
は
、
大
切
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
材
を
、
で
き
る

限
り
多
く
次
世
代
に
引
き
渡
す
た
め
、
分
解
範
囲
を

極
力
減
ら
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
予
算
の
圧
縮
に
も
役
立
ち
ま
す
。
一
方
で
、
修

理
（
分
解
）
に
伴
う
調
査
に
よ
り
、
普
段
で
は
知
り

得
な
い
情
報
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
建
物
の
由

来
や
沿
革
な
ど
を
知
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
り
ま

す
。
今
回
の
調
査
で
は
、
建
立
年
代
を
明
確
に
示
す

写真３　屋根部分を持ち上げ（揚屋）て軸部を分解した状況
　　　　表紙上写真と同位置より撮影

写真２　三社権現（熊野三所権現）の背側面　特に壁板や土台などが蟻害を受けていた

23



資
料
は
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
様
々
な
発
見

に
よ
り
建
物
の
改
変
履
歴
が
概
ね
判
明
し
ま
し
た
。

改
変
履
歴
に
つ
い
て

調
査
に
よ
っ
て
、
建
立
当
初
は
現
在
と
は
外
観

が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
元

は
今
よ
り
も
緩
い
屋
根
勾
配
で
あ
っ
た
も
の
を
、
後

世
の
修
理
で
棟
高
を
上
げ
て
屋
根
勾
配
を
急
に
改
変

さ
れ
、
脇わ

き

障し
ょ
う

子じ

や
高こ
う

欄ら
ん

、
木も
く

階か
い

を
新
た
に
付
け
加

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
修
理
時
期
は
、
鬼

板
に
付
く
輪り
ん

宝ぽ
う

金
具
裏
面
の
墨
書
よ
り
宝
永
三
年

（
一
七
〇
六
）
と
判
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

建
立
時
期
は
想
定
よ
り
も
う
少
し
遡
る
可
能
性
が
高

く
、一
七
世
紀
前
半
頃
で
も
良
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

大
き
な
修
理
は
昭
和
期
に
も
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
昭
和
二
五
年
に
ジ
ェ
ー
ン
台
風
に
よ
る
被
害
を

受
け
た
多
宝
塔
が
翌
年
か
ら
修
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

多
宝
塔
に
最
も
近
い
白
山
妙
理
権
現
も
被
害
が
あ
っ

た
の
か
、
同
時
に
解
体
修
理
が
為
さ
れ
て
お
り
、
多

く
の
部
材
が
取
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時

点
で
は
三
社
権
現
は
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
多
宝
塔
の
修
理
に
関
わ
っ
た
大
工

で
、
後
に
建
造
物
木
工
の
選
定
保
存
技
術
保
持
者
と

な
る
故
松
浦
昭
次
氏
が
修
理
を
担
当
し
た
こ
と
も
判

明
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
白
山
妙
理

権
現
は
取
り
替
え
材
が
多
い
割
に
旧
状
を
よ
く
残
し

た
、
良
い
修
理
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
状
の
こ
け

ら
屋
根
は
三
社
殿
で
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
他
の
二

棟
に
つ
い
て
も
こ
の
時
期
に
屋
根
が
葺
き
替
え
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
状
の
塗
装
仕
様
も
三
棟
で
共
通
し
て
お
り
、

白
山
妙
理
権
現
社
は
塗
装
が
現
状
の
一
回
の
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
七
年
の
施
工
で
あ
る
こ
と
が

判
り
ま
す
。
詳
細
に
見
る
と
、
材
料
の
木
口
に
は
黄お
う

土ど

、
板
類
に
は
胡
粉
、
そ
の
他
は
鉛え
ん

丹た
ん

系
赤
色
塗
料

が
塗
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
和
歌
山
県
内

の
事
例
よ
り
、
鉛
丹
や
黄
土
は
近
年
の
改
変
に
よ
る

場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
現
状
塗
装
の
下
に
残
る
塗

装
痕
跡
を
注
意
深
く
観
察
し
ま
し
た
。す
る
と
、元
々

は
黄
土
や
胡
粉
が
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
酸
化
鉄
系
赤

色
塗
料
（
Ｘ
線
回
折
分
析
に
よ
り
確
認
）
と
墨
塗
り

の
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
実
は
こ
の
配

色
は
、
平
成
一
九
年
の
修
理
の
際
に
判
明
し
た
多
宝

塔
、
鐘
楼
、
楼
門
の
旧
塗
装
と
一
部
が
共
通
し
ま
す
。

赤
色
と
黒
色
の
み
の
塗
装
は
、
現
在
の
感
覚
で
は
異

質
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
は

一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
、
地
方
色
の
豊
か
な
塗

装
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

正
面
側
の
建
具
も
、
現
状
で
は
近
年
に
作
り
替

え
ら
れ
た
、
建
物
に
不
相
応
な
も
の
が
入
っ
て
い
た

た
め
、
本
来
の
形
状
を
推
測
し
て
新
調
し
ま
し
た
。

詳
細
は
コ
ラ
ム
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
参
詣
曼
荼
羅
」
で
描
か
れ
て
い
る
三
社
権
現
は

本
当
に
現
在
地
に
建
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
、
基
壇
の
発
掘
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
こ
れ
も
建
物
が
な
い
状
態
で
し
か
で
き

な
い
た
め
、
修
理
に
お
け
る
成
果
と
も
言
え
ま
す
。

そ
の
結
果
、
現
在
の
建
物
が
建
つ
基
壇
の
下
に
、
一

回
り
小
さ
い
基
壇
の
よ
う
な
遺
構
が
あ
り
、
前
身
建

物
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
宝
永
の
改

変
に
伴
っ
て
掻
き
落
と
さ
れ
た
塗
料
が
現
状
地
盤
よ

り
少
し
下
で
検
出
さ
れ
る
な
ど
、
建
物
の
所
見
と
リ

ン
ク
す
る
知
見
も
得
ら
れ
ま
し
た
。
調
査
は
当
セ
ン

タ
ー
の
埋
蔵
文
化
財
課
が
実
施
し
ま
し
た
。
詳
細
は

短
信
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

今
回
の
修
理
に
伴
う
調
査
に
よ
り
、
上
述
の
通

り
様
々
な
新
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
成
果
を
ど

こ
ま
で
今
回
の
修
理
工
事
に
反
映
す
べ
き（
で
き
る
）

か
検
討
し
た
結
果
、
明
ら
か
に
近
年
の
改
変
と
判
明

し
た
箇
所
の
み
旧
来
の
姿
に
戻
す
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
具
体
的
に
は
、
江
戸
時
代
に
改
変
さ
れ
た
屋
根

形
状
や
縁
廻
り
な
ど
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で
残
し
、
昭

和
二
七
年
の
改
変
と
判
明
し
た
塗
装
や
建
具
、
基
礎

な
ど
を
元
の
姿
に
復
し
ま
し
た
。

三
社
権
現
は
、
今
後
外
構
整
備
な
ど
が
行
わ
れ
、

今
秋
に
お
披
露
目
さ
れ
る
予
定
で
す
。
昨
今
の
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
り
、
大
手
を
振
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
と

喧
伝
出
来
な
い
こ
と
は
歯
痒
い
の
で
す
が
、
紀
三
井

寺
に
ご
参
拝
の
折
に
は
、
和
歌
の
浦
を
見
下
ろ
す
名

草
山
中
腹
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
鎮
守
社
に
も
足
を
運

ん
で
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

（
結
城　

啓
司
）
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◦
鉛
丹
と
は
…
四
酸
化
三
鉛
を
主
成
分
と
す
る
赤
色
塗
料
。
オ
レ
ン
ジ
色
系
の
鮮
や
か
な
発
色
を
呈
す
る
が
、
変
色
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
現
在
ほ
ど
多
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

◦
酸
化
鉄
系
塗
料
と
は
…
第
二
酸
化
鉄
を
主
成
分
と
す
る
赤
色
塗
料
。
落
ち
着
い
た
赤
味
を
呈
す
る
。
非
常
に
安
定
し
た
物
質
で
あ
り
、建
物
の
塗
装
に
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。
丹
土
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
柄
と
も
い
う
。

用語
解説

当初復原正面図
※点線部分は不明箇所

修理前正面図

修理前平面図

写真5

写真 6

写真 4

当初復原平面図

写真4：軒廻りの塗装痕跡。黄土（白く変色）塗装の下や破風や
	 垂木の木口に黒色塗装の痕跡がみえる。
写真5：輪宝金具裏の墨書。「宝永三年」の年号が確認できる。
写真６：鬼板に輪宝金具が取り付いた状態。

45



特
集
記
事
で
も
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
が
、
三
社

権
現
の
解
体
修
理
を
機
に
、
当
セ
ン
タ
ー
で
は
基き

壇だ
ん

（
社
殿
の
土
台
）
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
今

回
の
発
掘
調
査
の
目
的
は
、
礎そ

石せ
き

の
配
置
や
土
層

の
堆
積
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
建
物

の
礎
石
を
設
置
し
た
状
況
や
そ
れ
以
前
の
改
修
に

関
す
る
情
報
を
得
る
た
め
の
も
の
で
す
。
対
象
で

あ
る
基
壇
は
建
物
の
修
復
後
も
使
用
さ
れ
る
た
め
、

調
査
の
範
囲
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
必
要
も
あ
り
、

三
つ
の
社
殿
の
中
心
と
礎
石
の
真
下
を
通
る
よ
う
に

Ｌ
字
の
調
査
区
を
設
定
し
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

発
掘
調
査
の
結
果
、
現
代
ま
で
に
大
き
く
３
回

の
改
修
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

現
代
よ
り
一
段
階
前
の
姿
は
、
宝ほ
う

永え
い

３
年

（
一
七
〇
六
）の
改
修
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
改
修
に
つ
い
て
は
特
集
で
紹
介
さ
れ
た
通
り

で
す
が
、
発
掘
調
査
で
は
、
社
殿
の
屋
根
の
外
側

に
あ
た
る
地
表
面
か
ら
古
い
塗
装
を
掻か

き
落
と
し

て
赤
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
土
が
現
れ
ま
し
た
。

こ
の
赤
い
土
は
後
に
化け

粧し
ょ
う

土ど

と
思
わ
れ
る
不
純
物

の
少
な
い
土
で
人
工
的
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
掻
き

落
と
し
た
塗
装
を
隠
し
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

二
段
階
前
の
姿
は
、
江
戸
時
代
前
期
頃
に
基
壇

が
現
在
の
規
模
に
拡
張
さ
れ
、
現
在
の
礎
石
と
建

物
が
建
て
ら
れ
た
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
方
で
、
屋
根
の
ほ
ぼ
真
下
に
あ
た
る
社
殿
の
南

北
両
側
で
は
、
現
在
に
は
見
ら
れ
な
い
石
列
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
石
列
は
、
軒の
き

先さ
き

か
ら
雨
が

落
ち
る
箇
所
に
石
を
並
べ
、
地
面
が
穿う
が

た
れ
る
の

を
防
ぐ
雨
落
ち
、
も
し
く
は
基
壇
上
面
の
化
粧
石

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

三
段
階
前
の
姿
は
、
江
戸
時
代
前
期
よ
り
前
の

基
壇
の
も
の
で
す
。
基
壇
の
端
と
み
ら
れ
る
石
列

が
現
在
の
基
壇
よ
り
も
内
側
で
見
つ
か
っ
た
た

め
、
当
時
の
基
壇
は
今
よ
り
一
回
り
小
さ
か
っ
た

と
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
建
物
の
位
置
や
規
模
は

現
在
と
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
と
、
当
時
は

覆お
お
い

屋や

が
無
く
、
参さ
ん

詣け
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

の
よ
う
な
姿
を
呈
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　
（
森
田　

真
由
香
）

護
国
院
三
社
権
現
基
壇
の
発
掘
調
査

金剛蔵王権現基壇調査状況（西から）

江戸時代前期以前の基壇端とみられる石列（南から）
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埋
蔵
文
化
財
課
　
ど
ん
な
カ
タ
チ
？

建
具
の
は
な
し
①  

護
国
院
三
社
権
現
　
―
格
子
戸
の
復
原
検
討
―

紀
の
川
下
流
北
岸
に
位
置
す
る
西に
し

田た

井い

遺い

跡せ
き

は
、
一
般
国
道
24
号
線
（
和
歌
山
バ
イ
パ

ス
）
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
が
昭
和
58
年
度
か
ら
61
年
度
に
か
け
て
行
わ
れ
、
縄
文
時
代

～
古
墳
時
代
、
平
安
時
代
～
室
町
時
代
の
遺い

構こ
う

を
検
出
し
、
多
数
の
遺い

物ぶ
つ

が
出
土
し
ま
し

た
。
今
回
は
、
こ
の
西
田
井
遺
跡
で
出
土
し
た
遺
物
の
中
か
ら
、
少
し
変
わ
っ
た
も
の
を

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

写
真
に
写
る
三
角
形
の
黒
い
塊
、
こ
れ
は
西
田
井
遺
跡
の
弥
生
時
代
末
～
古
墳
時
代
初

頭
の
竪た

て

穴あ
な

住じ
ゅ
う

居き
ょ

跡あ
と

か
ら
出
土
し
た
鉄て
っ

器き

で
す
。
長
い
間
土
の
中
に
あ
っ
た
た
め
大
部
分
が

錆さ

び
て
し
ま
っ
て
わ
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
矢
じ
り
や
工
具
と
い
っ
た
製
品
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
報
告
書
で
は
「
鉄て

つ

素そ

材ざ
い

片へ
ん

」
と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
体
ど
う
い
う
性
格

の
遺
物
な
の
で
し
ょ
う
か
？

諸
説
あ
り
ま
す
が
近
年
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
三
角
形
の
鉄
素
材
片
は
板
状
の
鉄
素

材
か
ら
農
具
な
ど
の
鉄
器
を
作
る
際
に
、
裁さ

い

断だ
ん

し
て
捨
て
ら
れ
た
破
片
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
列
島
で
道
具
と
し
て
の
鉄
器
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
鍛か

冶じ

）

の
は
弥
生
時
代
以
降
で
す
が
、
そ
の
鉄
器
の
元
と
な
る
材
料
と
し
て
の
鉄
が
日
本
列
島
で

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
製せ

い

鉄て
つ

）
の
は
、
古
墳
時
代
後
期
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
西
田
井
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
こ
の
鉄
片
は
、

当
時
の
日
本
列
島
で
は
作
ら
れ
て
お
ら
ず
、
す
で
に
製

鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
朝
鮮
半
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
鉄

素
材
を
加
工
し
た
際
の
廃
材
と
推
測
で
き
ま
す
。

西
田
井
遺
跡
で
か
つ
て
生
活
し
て
い
た
人
々
は
、
遠

く
海
外
で
作
ら
れ
た
鉄
素
材
を
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手

し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
鉄
器
を
作
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
？
一
見
す
る
と
錆
び
た
鉄
の
塊
で
す
が
、
そ
の
中

に
は
当
時
の
人
々
が
行
っ
て
い
た
交
易
や
鉄
器
を
作
る

た
め
の
技
術
の
手
が
か
り
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

（
濵
﨑　

範
子
）

特
集
に
関
連
し
て
、
護
国
院
三
社
権
現
の
正
面
建
具
に
つ
い
て
復
原
検
討
の
過
程
を

紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、
現
状
の
正
面
構
え
は
二
本
溝
の
敷
鴨
居
に
対
し
て
、

外
側
の
溝
の
み
を
使
用
し
て
嵌
め
殺
し
の
格
子
戸
が
入
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
ち
ぐ
は
ぐ

な
状
況
で
し
た
。
ま
た
、
建
具
も
近
年
製
作
さ
れ
た
新
し
い
物
で
し
た
。
そ
こ
で
、
本
来

は
ど
の
よ
う
な
形
状
の
建
具
が
入
っ
て
い
た
の
か
、
検
討
し
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
柱
や

敷
鴨
居
に
痕
跡
な
ど
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
建
物
自

体
に
手
が
か
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
類
例
と
い
っ
て
地
域
や
時
代
、

用
途
、
規
模
、
形
式
な
ど
が
近
い
建
物
を
参
考
に
検

討
し
ま
す
。
今
回
は
県
内
の
重
要
文
化
財
の
神
社
本

殿
で
、
正
面
構
え
を
引
き
違
い
戸
と
す
る
（
敷
鴨
居

が
入
る
）
類
例
を
抽
出
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
一
七

例
全
て
が
格
子
戸
で
、
そ
の
う
ち
八
割
が
細
い
格
子

を
縦
に
密
に
配
す
る
「
竪
繁
」
の
格
子
戸
が
入
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
三
社
権
現
は
規
模
が
特
に
小
さ

い
た
め
、
近
い
規
模
の
野
上
八
幡
宮
の
摂
社
に
倣
い

復
原
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

建
具
は
破
損
や
使
い
勝
手
な
ど
か
ら
、
後
世
に

取
り
替
え
ら
れ
、
後
に
復
原
さ
れ
る
こ
と
が
比
較

的
多
い
部
材
で
す
。
そ
の
た
め
、
建
物
と
同
時
代

の
建
具
は
と
て
も
貴
重
で
、
重
要
な
情
報
を
も
っ

て
い
ま
す
。
建
物
を
見
る
際
に
古
い
建
具
が
残
っ

て
い
な
い
か
、
探
し
て
み
る
と
面
白
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。　

（
結
城　

啓
司
）

西田井遺跡出土の鉄素材片

熊野三所権現の正面側（竣工） 野上八幡宮玉垂社（報告書より）
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催し物案内　和歌山県内の文化財関係イベント情報 （2020 年 夏～ 2020 年 秋）

（2020・夏号）

令和２年 8月 31日

（公財）和歌山県文化財センター
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 TEL  073 －472 －3710
 FAX  073 －474 －2270
 kanri-2@wabunse.or.jp
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２　特集「護国院三社権現の保存修理」
６　埋蔵文化財課　短信「護国院三社権現基壇の発掘調査」
７　きのくに歴史小話「建具のはなし①護国院三社権現　─格子戸の復原検討─」
	 「どんなカタチ？」
８　催し物案内

和歌山県立紀伊風土記の丘

●秋期特別展「埴輪が語る古墳の祀り」 2020 年 10 月 3 日（土）～ 12 月 6 日（日）

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－」
　　2020 年 10 月 3 日（土）～ 11 月 8 日（日）	 会場：有田市郷土資料館
●「地宝のひびき　―和歌山県内文化財調査報告会―」
　　2020 年 11 月 1 日（日）13：00 ～ 16：40	 場所：イオンモール和歌山 3階	イオンホール
　　定員 50 名（事前申込制）無料
●「歩いて知るきのくに歴史探訪　～田辺城跡周辺の文化財を訪ねる～」
　　2020 年 11月 14日（土）13：00 ～ 16：00　（荒天中止）
　　定員 30 名（事前申込制）無料

和歌山県立博物館

●企画展「喜多村進と徳川頼貞－南葵音楽文庫をめぐるひとびと－」
 2020 年 8 月 29 日（土）～ 10 月 4 日（日）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、期間変更や中止となる可能性があります。
掲載内容から変更される可能性があります。詳細は各施設へお問い合わせください。

和歌山市立博物館

●ホール展示「写真で振り返る和歌山中央郵便局の前身『和歌山郵便局』」
 2020 年 9 月 1 日（火）～ 9月 27 日（日）

高野山霊宝館

●夏期企画展「如来　－ NYORAI －」 2020 年 7 月 11 日（土）～ 9月 27 日（日）
●大師号下賜 1100 年記念大宝蔵展
　　「高野山の名宝　皇室と高野山」 2020 年 10 月 3 日（土）～ 12 月 6 日（日）
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