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１
０
０
号
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
年
に
４
回
、

単
純
計
算
で
行
け
ば
25
年
に
な
る
？

―
平
成
13
年
９
月
が
創
刊
号
と
な
り
ま
す
。

23
年
前
…
。
大
浦
街
道
の
建
物
か
ら
岩
橋
に
移
っ

て
ど
れ
く
ら
い
に
な
る
の
？

―
８
年
ぐ
ら
い
で
す
ね
。

そ
ん
な
に
な
る
か
な
。
僕
と
し
て
は
回
想
の
ス

タ
ー
ト
が
事
務
所
の
場
所
の
こ
と
か
ら
に
な
り
ま
す

か
。
海
南
市
の
国
道
沿
い
の
海
南
一
中
が
廃
校
に
な

る
ん
で
、
そ
こ
を
全
部
出
土
遺
物
の
保
管
場
所
と
文

化
財
セ
ン
タ
ー
に
さ
せ
て
く
れ
と
。
結
果
的
に
は
実

現
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
旧
知
の
海
南
市
長
神
出
さ

ん
に
談
判
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。

―
そ
う
で
す
ね
。

結
局
は
今
の
、
岩
橋
千
塚
の
近
く
（
紀
伊
風
土
記

の
丘
の
敷
地
内
）
に
。
そ
の
時
（
平
成
19
年
）
、
僕

は
64
歳
で
、
現
職
（
和
歌
山
県
教
育
長
）
を
や
め
て

最
初
の
年
で
す
ね
。
現
職
の
頃
よ
り
忙
し
い
の
と
違

う
か
な
と
思
う
く
ら
い
、
美
術
館
・
博
物
館
や
和

大
・
関
大
、
Ｗ
Ｂ
Ｓ
な
ど
あ
ち
こ
ち
と
行
っ
て
い
た

時
期
で
す
ね
。

（
当
時
の
セ
ン
タ
ー
の
）
建
物
と
い
っ
た
ら
、
決

し
て
立
派
と
は
言
え
な
い
も
の
で
、
こ
れ
は
何
と
か

せ
な
、
と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
し
た
ね
。
現
在
の

岩
橋
の
建
物
も
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
る
と
大
分
ま
し

に
な
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

も
う
一
つ
は
、
私
が
赴
任
す
る
ま
で
長
い
間
新
た

に
技
師
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
文

化
財
セ
ン
タ
ー
は
、
人
の
力
で
や
る
こ
と
が
多
い
で

す
か
ら
ね
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
パ
ワ
ー
と
い
う
か
。
埋
蔵

で
は
２
・
３
歳
違
い
の
似
た
よ
う
な
年
代
ば
っ
か
り

だ
っ
た
ん
で
、
若
手
を
、
世
代
交
代
を
含
め
て
補
強

の
た
め
に
入
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
な

と
。
あ
の
時
、
皆
反
対
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
セ
ン
タ
ー

と
い
う
の
は
独
立
採
算
だ
か
ら
、
将
来
的
に
ど
う
な

る
か
と
見
通
し
が
立
ち
に
く
い
で
す
し
ね
。
人
件
費

負
担
が
重
な
っ
て
き
て
運
営
が
困
難
に
な
る
恐
れ
が

常
に
あ
る
わ
け
、
受
託
事
業
の
多
少
に
よ
っ
て
ね
。

確
実
に
将
来
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
中
で
、
セ
ン

タ
ー
と
し
て
独
自
に
人
を
採
用
す
る
と
い
う
の
は
冒

険
で
は
な
い
か
と
考
え
る
人
が
多
か
っ
た
ね
。
少
々

乱
暴
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
本

当
に
こ
の
時
に
人
を
補
強
す
る
と
い
う
の
が
必
要
と

思
っ
た
わ
け
で
す
。
お
ん
な
じ
よ
う
な
年
齢
に
偏
っ

て
い
る
か
ら
、
大
量
退
職
時
代
が
確
実
に
起
こ
っ
て

く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
時
全
部
人
が
入
れ
替

わ
っ
た
ら
引
き
継
ぎ
が
で
き
な
い
。
段
階
的
に
、
と

言
う
こ
と
で
採
用
試
験
し
た
ん
や
な
。
た
く
さ
ん
応

募
が
あ
っ
て
ね
、
採
用
す
る
側
で
は
嬉
し
い
悲
鳴
を

あ
げ
て
い
て
、
最
初
は
１
人
で
よ
い
と
言
っ
て
い
た
け

れ
ど
、
勿
体
な
い
と
言
う
こ
と
で
２
人
採
用
し
た
。

元
々
私
の
本
職
は
、
歴
史
の
教
員
な
わ
け
で
す
。

考
古
学
で
も
な
い
し
、
民
俗
学
で
も
な
い
し
、
建
築

の
専
門
で
も
も
ち
ろ
ん
な
い
け
れ
ど
、
セ
ン
タ
ー
と

い
う
の
は
面
白
い
勤
務
先
で
し
た
ね
。
特
に
文
化
財

建
造
物
の
現
場
な
ん
て
見
る
機
会
が
な
か
っ
た
も
の

だ
か
ら
、
両
分
野
の
現
場
と
い
う
か
最
前
線
へ
僕
が

行
っ
て
も
邪
魔
に
な
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
行
か

せ
て
く
れ
、
と
随
分
あ
ち
こ
ち
へ
行
か
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
ね
。
埋
蔵
で
の
思
い
出
は
、
皆
さ
ん
あ
ま
り

覚
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
高
速
道

路
複
線
化
の
工
事
の
昔
の
吉
備
町
に
な
る
ん
か
な
。

―
藤
並
地
区
遺
跡
で
す
ね
。

今
の
有
田
川
町
や
ね
。
そ
の
他
は
京
奈
和
道
路
関

係
か
な
。
か
つ
ら
ぎ
町
で
大
規
模
集
落
が
出
た
。

―
中
飯
降
遺
跡
で
は
、
大
型
建
物
跡
が
出
ま
し
た
。

か
つ
ら
ぎ
町
が
で
き
る
だ
け
保
存
す
る
と
い
う
話

に
発
展
し
て
い
っ
て
ね
。

―
現
地
で
（
遺
構
の
）
剥
ぎ
取
り
を
し
て
移
設
し
て

保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
日
、
50
年
ぶ
り
に
開
通
し
た
と
言
わ
れ
た
通
称

水
軒
通
り
（
県
道
13
号
線
）
の
、
竈
山
神
社
の
北
側

あ
た
り
か
な
、
東
西
の
道
と
南
北
の
道
が
交
差
す
る

と
こ
ろ
（
和
田
遺
跡
）
で
、
道
路
幅
も
広
い
の
で
発

掘
も
広
範
囲
だ
っ
た
な
。
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新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
「
風
車
」
で
長
い
こ
と
コ

ラ
ム
を
書
い
て
い
た
村
田
氏
が
、
再
任
用
で
新
宮
に

行
っ
て
い
た
。
新
宮
城
下
町
遺
跡
（
現
、
新
宮
下
本

町
遺
跡
）
の
現
場
を
見
に
行
っ
た
時
に
、
神
倉
神
社

に
初
め
て
登
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
時
に
付
き
合
っ

て
登
っ
て
く
れ
た
の
が
彼
。
そ
う
い
う
こ
と
と
関
連

付
け
て
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

建
造
物
の
方
で
は
、
ま
ず
は
旧
中
筋
家
住
宅
、
あ

れ
長
か
っ
た
か
ら
。
10
年
か
か
っ
た
か
な
。
大
変
な

事
業
や
っ
た
ね
。
所
有
者
の
問
題
と
か
も
あ
っ
て
、

苦
労
を
し
た
な
…
。

水
軒
通
り
も
50
年
も
か
か
っ
た
の
は
、
土
地
問
題

や
立
退
き
と
用
地
買
収
が
う
ま
く
い
か
ん
か
ら
。
そ

こ
に
和
歌
山
県
の
文
化
財
行
政
や
道
路
行
政
の
難
し

さ
が
あ
る
。
（
建
造
物
の
場
合
）
文
化
財
行
政
の
観

点
か
ら
言
う
と
所
有
者
と
の
関
係
で
苦
労
を
す
る
。

国
宝
の
あ
る
高
野
山
の
金
剛
三
昧
院
、
あ
れ
は
鳴
海

く
ん
が
ま
だ
い
て
た
か
な
。

―
鳴
海
さ
ん
の
最
後
の
現
場
で
す
。
金
剛
峯
寺
不
動

堂
を
終
わ
っ
て
、
金
剛
三
昧
院
に
行
く
計
画
だ
っ

た
け
れ
ど
、
準
備
が
整
わ
な
か
っ
た
の
で
、
先
に

粉
河
寺
大
門
を
修
理
し
ま
し
た
。
そ
の
次
に
金
剛

三
昧
院
が
始
ま
り
ま
し
た
。
鳴
海
さ
ん
は
途
中
で

終
わ
っ
て
、
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

間
に
粉
河
寺
が
入
っ
た
ん
か
。
不
動
堂
も
修
復
工

事
の
最
中
に
行
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
の
後
で
落
慶

法
要
を
す
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
招
待
さ
れ
た
。
お

堂
の
中
で
、
正
式
な
格
式
の
高
い
法
要
を
体
験
で
き

た
の
も
よ
か
っ
た
で
す
ね
。

あ
と
建
造
物
関
係
で
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
下
津

（
現
海
南
市
）
の
福
勝
寺
、
熊
野
参
詣
道
の
道
沿
い
に

あ
り
ま
す
。
新
聞
の
連
載
の
続
編
で
取
り
上
げ
た
紀
北

の
熊
野
参
詣
道
で
は
、
藤
白
王
子
を
一
番
に
、
次
に
福

勝
寺
を
書
き
ま
し
た
が
、
書
く
こ
と
と
現
地
を
見
に
行

く
こ
と
と
や
っ
ぱ
り
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
文
化
財
セ

ン
タ
ー
を
や
め
た
あ
と
で
も
、
現
場
へ
行
っ
た
時
の
思

い
出
と
い
う
か
、
経
験
と
い
う
か
、
財
産
に
な
っ
て
今

日
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
え
え
所

へ
勤
め
さ
せ
て
も
ら
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
よ
。
ま

あ
現
場
の
邪
魔
を
し
た
と
言
う
こ
と
や
け
ど
な
。

風
車
に
つ
い
て
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
全
部
は
無
理

な
の
で
、
総
論
的
に
言
わ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
の

冊
子
が
作
ら
れ
た
趣
旨
と
か
、
対
象
と
か
を
考
え
た

時
に
、
一
般
向
け
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

関
心
を
持
っ
て
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
た
い
と
言
う

こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

コ
ラ
ム
「
歴
史
小
話
」
は
ず
っ
と
連
載
さ
れ
て
い

た
ん
か
な
。

―
カ
ラ
ー
に
な
っ
た
43
号
か
ら
続
い
て
い
ま
す
。
初

め
は
建
造
物
は
鳴
海
さ
ん
、
埋
蔵
は
村
田
さ
ん
。

こ
の
役
割
は
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
発
掘
の
調

査
報
告
等
、
他
の
欄
は
専
門
性
を
貫
い
て
い
ま
す
。
和

歌
山
の
文
化
遺
産
の
価
値
な
り
、
現
状
な
り
を
正
確

に
伝
え
る
と
い
う
話
で
す
わ
な
。
そ
れ
は
そ
れ
で
風

車
の
本
筋
と
い
う
か
、
中
心
的
な
ペ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
と

そ
の
こ
と
ぐ
ら
い
は
わ
か
る
ん
で
す
。
専
門
性
が
強
け

れ
ば
強
い
ほ
ど
正
確
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
け
れ
ど

も
、
読
む
側
に
と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
わ
か
り
や
す
い

と
い
う
こ
と
に
直
結
し
な
い
も
の
で
す
わ
な
。
調
査
報

告
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
あ
え

て
そ
れ
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
。

こ
の
小
話
の
コ
ラ
ム
は
、
当
事
者
の
息
遣
い
が
も

ろ
に
出
て
い
る
面
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
正

確
に
書
い
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
技
術
者
の
人
と

な
り
や
人
間
性
が
滲
み
出
て
い
る
文
章
の
よ
う
に
思

う
ん
で
す
。
そ
の
点
で
鳴
海
氏
と
村
田
氏
の
両
方
と

も
僕
は
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
「
あ
ー
、
あ
い
つ

だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
書
く
や
ろ
う
。
」
と
想

像
た
く
ま
し
く
し
な
が
ら
読
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。

文
化
財
に
対
す
る
理
解
を
よ
り
深
め
て
も
ら
う
の
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
な
と
。
携
わ
っ
て
い

る
の
は
人
間
な
ん
や
で
と
。
村
田
く
ん
に
し
か
書
け

な
い
よ
う
な
文
章
を
書
く
で
し
ょ
。

―
ち
ょ
っ
と
洒
脱
な
感
じ
で
、
落
ち
が
あ
っ
て
。

彼
は
そ
れ
が
嬉
し
く
て
書
い
て
い
る
。
軟
ら
か
に

表
現
す
る
こ
と
で
、
読
者
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
コ
ラ
ム
の
持
っ
て
い
る
値
打
ち
は
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大
き
い
な
と
思
い
ま
す
。
両
部
門
の
キ
ャ
ッ
プ
が
書

き
始
め
て
結
構
長
か
っ
た
。
20
回
分
ぐ
ら
い
か
な
。

―
村
田
さ
ん
で
33
回
、
鳴
海
さ
ん
で
16
回
。

そ
の
２
人
の
文
章
を
読
み
な
が
ら
、
特
色
が
よ
く

出
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
よ
。

―
風
刺
画
の
お
話
バ
ー
ジ
ョ
ン
み
た
い
な
も
の
。

そ
う
そ
う
そ
う
。
風
車
で
は
そ
う
い
う
コ
ラ
ム
を

設
け
て
小
話
と
呼
ば
せ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
入
っ

て
い
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
。

―
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
た
？
で
も
、
村
田
さ
ん
の
文

章
、
そ
れ
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

彼
は
、
ヤ
ン
チ
ャ
坊
主
的
な
と
こ
ろ
が
ま
だ
抜
け

て
い
ま
せ
ん
な
。

―
（
94
号
が
）
村
田
さ
ん
の
最
後
の
文
章
で
す
。

お
お
ー
「
ヒ
ュ
ー
ミ
ン
ト
」
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
の
世
界
や
で
。
人
的
情
報
や
ね
。

―
小
説
「
神
の
手
」
の
主
人
公
を
た
と
え
に
出
し
て

説
明
し
て
い
ま
す
。
我
々
後
輩
に
向
け
て
の
言
葉

と
し
て
残
し
て
頂
い
て
い
ま
す
。

発
掘
屋
さ
ん
の
村
田
さ
ん
の
ヒ
ュ
ー
ミ
ン
ト
の
重

要
性
、
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
の
が
コ
ラ
ム
で
す
ね
。

刺
身
に
例
え
る
と
ワ
サ
ビ
み
た
い
な
も
の
か
な
。
鳴

海
く
ん
は
基
本
真
面
目
人
間
、
真
面
目
の
よ
う
に
見

え
て
い
て
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
の

に
、
見
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
ね
。
と
い
う

風
な
こ
と
を
含
め
て
お
も
し
ろ
い
人
が
い
っ
ぱ
い
い

た
ん
で
す
よ
。

壊
れ
て
修
理
に
出
し
て
い
た
パ
ソ
コ
ン
が
帰
っ
て

き
た
の
で
、
こ
れ
を
機
に
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
検
索
し
た
らY

ouTube

で
田
之
上
さ
ん
（
イ
ン

タ
ビ
ュ
ア
の
一
人
）
が
、
九
度
山
町
の
「
入
郷
遺
跡
」

で
発
掘
現
場
の
説
明
を
し
て
い
ま
し
た
ね
。
他
に
Ｓ

Ｎ
Ｓ
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
ん
で
す
か
ね
。

―Y
ouT
ube

は
地
宝
の
ひ
び
き
な
ど
を
編
集
し
て

流
し
ま
し
た
。
あ
とLIN

E

で
イ
ベ
ン
ト
等
の
お

知
ら
せ
を
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
風
車
は
何
部
印
刷
し
て
い
る

の
？

―
１
５
０
０
部
で
す
。

こ
の
紙
で
の
発
信
よ
り
も
、
だ
ん
だ
ん
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

の
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
影
響
力
は
無
視
で
き

な
い
の
で
、
相
当
力
を
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
分
野
か
も
し
れ
ん
ね
。
広
範
囲
に
影
響
力
を
発

揮
し
う
る
わ
け
で
、
で
き
る
だ
け
柔
ら
か
く
、
風
車

の
小
話
の
ご
と
く
…
。
ざ
っ
く
り
言
っ
た
ら
「
私
こ

れ
、
こ
れ
好
き
よ
！
入
郷
遺
跡
の
こ
こ
お
も
し
ゃ
い

ん
や
し
て
。
」
と
い
う
よ
う
な
ト
ー
ン
で
伝
え
ら
れ

れ
ば
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
建
造
物
に
し
ろ
埋
蔵
に

し
ろ
、
惚
れ
込
み
よ
う
、
入
れ
込
み
よ
う
が
生
に
伝

わ
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
決
し
て
排
除
さ
れ

な
く
て
い
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
生
身
の
人
間

が
や
っ
て
い
る
仕
事
で
す
か
ら
、
喜
怒
哀
楽
と
か
好

き
嫌
い
が
滲
み
出
て
き
て
ね
、
決
し
て
悪
い
こ
と
で

は
な
い
と
僕
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

限
ら
れ
た
人
生
で
す
よ
、
い
か
に
楽
し
く
充
実
し

た
仕
事
に
な
る
よ
う
に
工
夫
を
す
る
か
と
、
そ
こ
に

知
恵
を
働
か
せ
れ
ば
開
け
て
く
る
世
界
と
い
う
も
の

が
、
ぐ
っ
と
多
く
な
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は

い
ろ
ん
な
人
に
通
じ
る
ん
で
す
よ
。
村
田
流
の
ち
ょ
っ

と
捻
っ
た
や
り
方
と
鳴
海
流
の
一
見
真
面
目
で
と
ぼ

け
た
味
が
あ
る
、
ど
っ
ち
も
、
書
い
て
い
る
人
の
背
後

に
仕
事
が
見
え
て
く
る
。
仕
事
が
見
え
る
文
章
、
そ

れ
を
皆
が
目
指
し
て
書
い
て
い
る
わ
け
だ
よ
ね
。

風
車
と
い
う
の
は
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
と
い

う
か
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
て
仕
事
を
し
て

て
、
そ
の
人
の
息
遣
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
媒

体
に
、
よ
り
な
っ
て
い
っ
て
も
ら
え
た
ら
な
と
い
う

風
に
将
来
の
希
望
と
し
て
あ
り
ま
す
よ
。

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小関洋治先生

１９４２年山形県鶴岡市生まれ。東京教
育大学（現筑波大学）を卒業後、和歌山
県立桐蔭高等学校に社会科教諭として赴
任した。１９９８年から８年間にわた
り県教育委員会教育長を務めたのち、
２００７～２００９年まで財団法人和歌
山県文化財センター専任理事長として在
任。主な著作に「紀州つづら折り」（和
歌山新報社）、「写真アルバム　和歌山
市の昭和」「海南・有田・御坊・日高の
昭和：写真アルバム」（樹林舎）等。
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も
う
１
０
０
号
を
迎
え
る
の
だ
な
。
（
総
目
次
を

見
な
が
ら
）
１
０
０
号
だ
け
ど
ま
と
め
て
し
ま
っ
た

ら
こ
ん
な
に
簡
単
な
の
だ
ね
。
55
号
に
「
公
益
財
団

法
人
移
行
に
あ
た
っ
て
」
と
、
鈴
木
さ
ん
（
鈴
木
嘉

吉
元
理
事
長
）
が
書
い
て
い
る
ん
だ
ね
。

そ
う
か
（
風
車
が
）
模
様
替
え
し
た
っ
て
い
う
の

は
、
ど
こ
か
ら
で
し
た
か
ね
。

―
43
号
か
ら
カ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
設
立
後
の
途
中
か
ら
発
刊
し
だ
し
た
の

で
す
ね
。

―
は
い
。
建
造
物
で
い
え
ば
、
粉
河
寺
大
門
の
修
理

か
ら
で
す
。
旧
中
筋
家
住
宅
も
こ
の
頃
か
ら
で

す
。

大
門
の
修
理
の
時
は
、
始
ま
る
時
だ
っ
た
か
僕
達

も
委
員
の
皆
で
修
理
現
場
へ
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ

た
か
な
。

表
紙
で
は
、
こ
れ
（
54
号 

特
集
す
さ
み
町
・
立

野
遺
跡
の
発
掘
調
査
）
が
印
象
的
な
ん
で
す
。
立
野

遺
跡
は
２
年
に
分
け
て
調
査
し
て
、
我
々
も
連
れ
て

行
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
か
、
現
場
で
落
ち
合
っ
て

見
せ
て
も
ら
っ
た
。
さ
す
が
木
の
国
和
歌
山
だ
な
ー

と
感
激
し
ま
し
た
。

２
０
１
１
年
に
終
わ
っ
た
年
か
次
の
年
に
成
果
報

告
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
り
ま
し
た
よ
ね
。

―
地
宝
の
ひ
び
き
（
報
告
会
）
と
紀
州
の
あ
ゆ
み

（
展
示
会
）
も
で
す
。

私
は
木
製
品
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
非

常
に
印
象
的
で
し
た
。
こ
の
報
告
会
の
当
日
配
布
す

る
冊
子
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
、

会
場
に
お
越
し
の
皆
さ
ん
に
理
解
し
易
い
よ
う
に
図

を
沢
山
掲
載
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

未
製
品
も
結
構
あ
っ
て
、
そ
し
て
報
告
会
の
あ
っ

た
次
の
年
か
、
セ
ン
タ
ー
が
風
土
記
の
丘
の
敷
地
に

移
っ
た
年
に
、
木
器
を
や
っ
て
い
る
研
究
会
（
出
土

木
器
研
究
会
）
で
、
全
国
か
ら
と
い
っ
た
ら
大
げ
さ

だ
け
ど
、
東
京
か
ら
福
岡
に
至
る
ま
で
40
人
く
ら
い

は
集
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
。
立
野
遺
跡
の
遺
物

も
紀
伊
風
土
記
の
丘
の
方
に
持
っ
て
き
て
い
た
も
の

で
す
か
ら
、
そ
こ
で
皆
さ
ん
集
ま
っ
て
、
木
器
の
研

究
会
を
１
泊
２
日
で
実
施
し
て
も
ら
い
、
川
崎
さ
ん

（
調
査
担
当
者
）
か
ら
説
明
を
受
け
好
評
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
（
風
車
の
）
中
間
点
ぐ
ら
い
な
の
で
す
ね
。

立
野
遺
跡
は
や
っ
ぱ
り
思
い
出
深
い
。
発
掘
現
場

も
そ
う
で
す
し
、
報
告
会
も
。

や
っ
ぱ
り
、
現
場
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
所

は
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
中
飯
降
遺
跡
も
…
。

２
０
１
５
年
だ
も
の
大
分
古
い
な
。
10
年
近
く
前
だ

…
。
こ
れ
が
現
場
を
見
に
行
っ
た
最
後
か
な
。
和
歌

山
城
だ
と
か
近
く
は
行
き
ま
し
た
け
ど
ね
。

　

―
（
最
近
は
）
大
き
な
現
場
が
な
く
な
り
ま
し
た

か
ら
…
。

ま
と
ま
っ
た
面
積
の
公
共
工
事
が
ガ
タ
ッ
と
な
く

な
っ
た
も
の
ね
。

　

―
こ
の
建
物
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
表
紙
の
）
建
物

跡
も
高
架
の
下
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
剥
ぎ
取

り
の
模
型
展
示
で
、
ぜ
ひ
直
で
見
て
み
た
か
っ
た

な
と
思
い
な
が
ら
、
模
型
を
見
て
お
り
ま
す
。

よ
く
保
存
で
き
た
よ
ね
、
移
設
が
可
能
と
な
っ

て
。
そ
れ
か
ら
水
軒
堤
防
ね
。
水
軒
堤
防
が
16
年
。

19
年
っ
て
ど
こ
だ
っ
た
か
な
。

　

―
新
宮
（
現
・
新
宮
下
本
町
遺
跡
）
、
村
田
さ
ん

が
や
っ
て
い
ま
し
た
。

建
造
物
で
、
（
理
事
会
で
）
ス
ラ
イ
ド
を
写
し
て

も
ら
っ
た
旧
西
村
家
住
宅
。
西
村
伊
作
さ
ん
と
は
僕

は
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
東
京
の
文
化
学
院
で
院

長
を
し
て
い
た
時
に
文
化
学
院
で
お
会
い
し
た
こ
と

が
あ
っ
て
、
飄
々
と
し
た
先
生
で
。
こ
れ
は
も
う
修

理
が
完
了
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
地
元
で
利
用
さ
れ

て
い
る
の
か
。
い
ろ
い
ろ
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

―
新
宮
市
の
所
有
で
、
公
開
施
設
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

一
度
、
機
会
が
あ
っ
た
ら
見
学
に
行
っ
て
み
ま

す
。私

は
、
建
造
物
も
理
事
会
の
時
に
ス
ラ
イ
ド
を
映

10
記念
0号
特集

工
楽
善
通
前
理
事
長
に
聞
く
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し
て
も
ら
っ
て
、
普
段
行
け
な
い
修
理
現
場
、
金
剛

三
昧
院
だ
と
か
熊
野
本
宮
大
社
だ
と
か
、
ス
ラ
イ
ド

で
現
状
や
修
理
状
況
を
見
せ
て
も
ら
う
の
が
楽
し
み

で
し
た
。

村
田
さ
ん
に
も
Ｏ
Ｂ
と
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て

い
る
の
で
す
か
？

―
原
稿
を
書
い
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。

鳴
海
さ
ん
も
…
。
鳴
海
さ
ん
は
今
も
和
歌
山
に
い

る
の
で
す
か
？

―
は
い
。

鳴
海
さ
ん
は
、
い
つ
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の

か
？

―
金
剛
三
昧
院
の
途
中
ま
で
で
す
。
粉
河
寺
大
門
の

後
、
金
剛
三
昧
院
に
行
き
ま
し
た
。

粉
河
寺
大
門
に
は
い
た
の
か
な
。
現
場
に
行
っ
た
時

に
、
多
分
鳴
海
さ
ん
の
説
明
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

立
野
遺
跡
の
遺
物
は
保
存
処
理
し
て
セ
ン
タ
ー
に

あ
る
の
で
す
か
？

―
今
は
県
に
移
管
し
て
お
り
ま
す
。

県
に
と
い
う
こ
と
は
、
風
土
記
の
丘
で
は
な
く
て

別
に
収
蔵
庫
が
あ
る
の
で
す
か
。

―
他
に
も
収
蔵
庫
は
あ
り
ま
す
が
、
展
示
で
き
る
も

の
は
風
土
記
の
丘
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
風
土
記

の
丘
で
展
示
し
た
り
し
て
お
り
ま
す
。

本
当
は
ね
、
未
製
品
と
か
も
見
学
で
き
る
よ
う
に

普
段
か
ら
常
時
展
示
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
け

ど
な
。
セ
ン
タ
ー
（
で
発
掘
し
た
）
の
も
の
も
含
め

て
資
料
が
ず
い
ぶ
ん
増
え
て
き
て
い
る
の
で
、
和
歌

山
県
と
し
て
置
き
場
と
展
示
施
設
の
充
実
が
こ
れ
か

ら
の
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
す
ね
。

例
え
ば
新
宮
城
下
町
遺
跡
（
現
・
新
宮
下
本
町
遺

跡
）
の
遺
物
は
地
元
に
置
く
の
で
す
か
。

―
市
の
施
設
の
（
事
前
）
発
掘
調
査
で
あ
っ
た
の

で
、
市
の
方
で
保
管
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
は
ま
あ
、
市
で
保
管
し
、
公
開
す
る
の
が
良

い
ね
。

―
今
後
の
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
御
意
見
頂
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

地
元
へ
返
す
、
県
教
育
委
員
会
へ
戻
す
と
い
う
以

外
に
、
セ
ン
タ
ー
自
身
で
持
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る

の
で
す
か
？

今
は
セ
ン
タ
ー
で
保
管
し
て
い
て
も
、
ゆ
く
ゆ
く

は
返
却
し
て
い
く
方
向
で
し
た
ら
、
じ
ゃ
あ
や
っ
ぱ

り
紀
伊
風
土
記
の
丘
資
料
館
が
、
県
の
展
示
施
設
に

な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
う

計
画
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
を
視
野

に
入
れ
て
展
示
室
を
充
実
し
て
、
展
示
会
（
紀
州
の

あ
ゆ
み
）
以
外
に
、
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
発
掘
調
査

で
出
土
し
た
も
の
な
ど
、
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
成
果

と
し
て
常
時
展
示
で
き
る
施
設
が
ほ
し
い
で
す
ね
。

全
国
各
地
の
セ
ン
タ
ー
で
展
示
施
設
を
設
け
て
い
る

と
こ
を
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
セ
ン
タ
ー
の
成
果
の
展

示
会
と
い
う
日
時
が
限
ら
れ
た
時
だ
け
で
な
く
、
常

時
セ
ン
タ
ー
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
が
発
表
で
き
て
、

図
書
も
併
設
し
て
、
併
せ
て
報
告
書
も
見
ら
れ
る
と

い
う
施
設
が
、
風
土
記
の
丘
の
施
設
の
中
に
是
非

入
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

兵
庫
県
は
瀬
戸
内
側
と
日
本
海
側
で
大
分
離
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
但
馬
に
も
施
設
を

も
っ
て
お
り
、
和
歌
山
の
場
合
も
和
歌
山
市
の
周
辺

と
、
新
宮
・
熊
野
は
交
通
の
便
が
名
古
屋
か
ら
下
っ

て
い
っ
た
方
が
早
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
南

北
に
長
い
、
距
離
的
に
も
離
れ
て
い
る
よ
ね
。
新
宮

の
太
平
洋
側
の
方
に
分
室
な
り
設
け
て
、
調
査
の
際

も
そ
こ
を
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
し
て
い
ろ
い
ろ
で
き

る
で
し
ょ
う
か
ら
、
太
平
洋
側
の
方
に
出
張
所
や
分

室
な
り
が
で
き
て
新
宮
方
面
の
出
土
品
が
展
示
で
き

る
と
、
新
宮
市
で
も
や
っ
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
、

新
宮
市
以
外
の
も
の
も
発
表
公
開
の
場
が
設
け
ら
れ

る
施
設
が
で
き
れ
ば
い
い
け
れ
ど
。

―
埋
蔵
文
化
財
の
公
開
活
用
が
い
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
し
。

活
用
が
大
い
に
う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
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遺
跡
そ
の
も
の
の
公
開
活
用
も
そ
う
で
あ
る
け
れ

ど
、
出
土
品
を
展
示
し
、
毎
年
調
査
し
た
ら
報
告
書

を
出
し
て
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
そ
の
報
告
書

も
併
せ
て
、
図
書
資
料
と
し
て
公
開
し
て
見
ら
れ
る

よ
う
に
し
て
、
で
き
る
だ
け
地
元
の
人
に
愛
着
を

持
っ
て
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
北
側
の

拠
点
と
南
側
の
拠
点
と
な
る
施
設
が
是
非
ほ
し
い
と

私
は
思
い
ま
す
。

地
元
説
明
会
や
風
車
で
初
め
て
郷
土
の
文
化
財
の

存
在
を
知
る
と
い
う
人
も
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
文
化

財
の
た
め
の
そ
う
い
う
公
開
施
設
が
ほ
し
い
ね
。
図

書
館
は
ど
こ
の
町
に
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う

い
う
所
に
併
設
す
る
と
目
立
た
な
く
て
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
う
か
ら
、
文
化
財
の
独
立
し
た
も
の
が
な
い
と

つ
い
つ
い
忘
れ
さ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
離
れ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。
文
化
財
の
職
員
を
常
時
置
く
な
ん

て
た
い
へ
ん
難
し
い
け
れ
ど
、
和
歌
山
の
場
合
は
あ

ち
こ
ち
で
調
査
し
て
、
文
化
財
が
分
散
し
て
い
る
か

ら
拠
点
に
な
る
施
設
が
離
れ
た
所
で
ほ
し
い
で
す
よ

ね
。
そ
う
い
う
所
が
あ
れ
ば
、
発
掘
調
査
の
時
に
そ

こ
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
な
る
で
し
ょ
う
し
。

文
化
財
セ
ン
タ
ー
も
も
う
少
し
財
政
的
に
稼
げ
れ

ば
い
い
ん
だ
け
ど
・
・
・
今
は
ど
こ
も
稼
げ
る
手
当

が
な
い
か
ら
難
し
い
面
が
あ
る
け
ど
…
。

和
歌
山
の
場
合
は
、
建
造
物
だ
っ
て
あ
ち
こ
ち
に

散
ら
ば
っ
て
い
る
よ
ね
。
山
奥
に
結
構
い
い
文
化
財

が
あ
り
、
行
き
に
く
い
所
に
あ
る
も
の
も
あ
る
し
、

新
宮
の
方
で
熊
野
の
関
係
と
か
、
熊
野
古
道
に
面
し

た
建
物
と
か
、
展
示
と
い
っ
て
も
写
真
と
か
主
な
資

料
に
な
る
か
と
思
う
け
ど
、
そ
う
い
う
の
が
山
奥
に

行
か
な
く
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
資
料
館
み
た
い
な

の
が
、
拠
点
的
な
所
に
併
設
す
る
と
い
う
こ
と
は
十

分
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
。

〔
気
に
な
る
と
こ
ろ
を
質
問
・
説
明
し
な
が
ら
、

　

風
車
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
進
め
て
い
る
。
〕

水
軒
堤
防
の
時
も
ま
だ
こ
の
段
階
や
た
っ
た
ん
や

な
（
45
号
）
。

―
復
元
さ
れ
た
も
の
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
が
。

復
元
し
て
あ
る
ん
だ
っ
け
。

―
道
路
建
設
に
よ
っ
て
撤
去
さ
れ
た
部
分
が
、
場
所

を
変
え
て
近
く
の
駐
車
場
に
移
築
さ
れ
て
い
ま

す
。

そ
う
や
な
、
村
田
さ
ん
は
い
つ
も
風
車
に
コ
ラ
ム

を
続
け
て
い
た
も
ん
な
。
ゆ
う
と
い
て
、
私
は
い
つ

も
お
も
し
ろ
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
。
そ
ら
、
村
田
さ
ん
は
書
か
ん
と
い
か
ん
。

―
工
楽
先
生
か
ら
の
ご
指
名
、
な
か
な
か
な
い
で
す

よ
ね
。
お
伝
え
し
て
お
き
ま
す
。

３
・
４
年
ぐ
ら
い
続
い
て
い
た
か
な
。

―
村
田
さ
ん
と
鳴
海
さ
ん
も
書
い
て
い
ま
し
た
。

鳴
海
さ
ん
の
も
結
構
続
い
て
い
た
ん
や
ね
。

―
鳴
海
さ
ん
は
建
築
彫
刻
で
…
。
そ
の
後
は
皆
で
書

い
て
い
ま
す
。

―
若
い
の
が
書
く
と
深
み
が
な
か
な
か
出
な
い
で
す

ね
。

そ
う
か
、
旧
中
筋
家
住
宅
も
き
れ
い
に
出
来
上

が
っ
た
ん
や
ね
。
こ
れ
長
か
っ
た
よ
ね
。
こ
れ
２
回

ぐ
ら
い
現
場
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
、
興
味
深
か
っ

た
。
後
日
、
こ
の
住
宅
の
利
用
状
況
を
ぜ
ひ
見
た
い

と
思
い
ま
す
。

す
ご
い
な
99
号
で
こ
れ
だ
け
あ
る
の
か
？

―
１
０
０
号
は
、
20
ペ
ー
ジ
に
増
や
し
て
い
こ
う
と

思
い
ま
す
。
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

工楽善通先生

１９３９年兵庫県生まれ。明治大学大学
院修了。奈良国立文化財研究所埋蔵文化
財センター長をへて、現在、大阪府立狭
山池博物館 名誉館長。２０１４・２０１５
年に公益財団法人和歌山県文化財セン
ター理事長を在任し、現在同理事。主な
著作に「水田の考古学」（東京大学出版
会）、「古代の水田跡とムラ」（「稲のア
ジア史」３、小学館）、「探訪弥生の遺
跡―西日本編―」「探訪弥生の遺跡―畿
内・東日本編―」（有斐閣）等。
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皆
さ
ん
は（
印
象
に
残
っ
た
）
修
理
・
発
掘
現
場
を
あ

げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
携
わ
っ
た
方
や
お
会

い
し
た
人
を
通
し
て
遺
構
を
見
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
と
言
っ
た
ら
、

セ
ン
タ
ー
と
言
う
か
和
歌
山
県
と
の
つ
な
が
り
は
、

県
の
審
議
委
員
と
な
っ
て
か
ら
…
…
私
は
委
員
の
中

で
古
参
に
な
り
ま
す
ね
。　

修
理
現
場
で
最
初
に
思
い
起
こ
す
の
は
、
国
宝
観

心
寺
（
大
阪
府
）
の
修
理
の
時
に
お
ら
れ
た
竹
原
さ
ん

（
竹
原
吉
助
：
和
歌
山
県
の
文
化
財
建
造
物
の
修
理

を
手
が
け
た
）
。
そ
こ
で
も
い
ろ
ん
な
こ
と
教
わ
っ
て

ね
。
そ
れ
と
金
剛
寺
（
大
阪
府
）
の
摩
尼
院
の
修
理
を

や
っ
て
い
る
時
も
。
そ
の
時
は
竹
原
さ
ん
と
恩
師
の
淺

野
先
生
（
淺
野
清
：
法
隆
寺
の
修
理
に
携
わ
り
、
現
在

の
文
化
財
修
理
の
方
法
を
確
立
し
た
）
と
私
の
三
人

で
、
修
理
の
現
場
で
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
あ
あ
い
う
の
は
本
当
に
血
肉
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
か
な
、
今
の
皆
さ
ん
は
そ
う
い
う
機
会
が
な

か
な
か
得
に
く
い
の
で
…
、
そ
れ
は
残
念
だ
な
と
思
っ

て
ま
す
ね
。
岩
下
さ
ん
（
元
県
教
育
委
員
会
職
員
）
達

と
和
歌
山
県
の
調
査
に
一
緒
に
行
く
と
ね
、
本
当
に
よ

く
勉
強
し
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。
県
文
化
財

課
（
現
、
文
化
遺
産
課
）
に
は
山
本
さ
ん
や
寺
本
さ
ん

を
始
め
皆
さ
ん
が
い
て
、
和
歌
山
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を

思
い
ま
し
た
ね
。
高
橋
さ
ん
（
元
県
教
育
委
員
会
職

員
）
も
あ
の
頃
よ
く
真
面
目
に
岩
下
さ
ん
に
つ
い
て
手

足
に
な
っ
て
調
査
も
よ
く
や
る
し
ね
。
岩
下
さ
ん
に

は
、
最
初
、
び
っ
く
り
し
た
。
こ
う
い
う
中
で
鳴
海
さ

ん
な
ど
は
育
っ
て
い
っ
た
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。

僕
は
大
学
院
の
頃
か
ら
浅
野
先
生
の
も
と
で
夏
冬

は
重
文
を
調
査
し
て
回
り
、
重
要
な
解
体
修
理
現
場

が
あ
る
と
、
遠
く
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
写
真
機
材
を

持
っ
て
お
供
を
し
て
歩
き
ま
し
た
。
元
興
寺
文
化
財

研
究
所
に
お
い
で
の
間
も
評
議
員
と
い
う
か
、
調
査

研
究
の
お
手
伝
い
で
、
お
そ
ば
に
居
ま
し
た
ね
。

和
歌
山
県
も
先
生
と
重
要
な
も
の
は
見
て
回
り
ま
し

た
。
元
理
事
長
の
鈴
木
先
生
と
も
東
北
の
調
査
で
先
生

の
お
供
で
三
人
で
ご
一
緒
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

昔
は
今
よ
り
余
裕
が
あ
り
ま
し
た
し
、
現
在
は
時

間
に
追
わ
れ
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
、
セ
ン
タ
ー
の
中

で
も
教
わ
っ
た
り
聞
け
た
り
す
る
時
間
や
雰
囲
気
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
文
化
遺
産
課
の
人
と
も
。

古
建
築
を
学
ぶ
た
め
に
は
現
場
に
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
普
通
の
生
活
の
中
で
は
、
な
か
な
か
そ
う

し
た
時
間
を
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。

和
歌
山
県
を
見
尽
す
だ
け
で
も
大
変
な
の
で
、
な

ん
と
か
し
て
時
間
や
そ
う
し
た
雰
囲
気
を
作
っ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
難
し
い
ん

で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
風
な
こ
と
を
少
し
昔
の
こ

と
か
ら
、
思
い
ま
し
た
。
今
の
風
車
の
原
稿
か
ら

ち
ょ
っ
と
外
れ
ち
ゃ
う
け
ど
、
文
化
財
に
関
わ
っ
た

方
々
を
思
い
出
し
ま
し
た
ね
。

私
は
そ
れ
ぞ
れ
の
解
体
現
場
に
は
そ
れ
ほ
ど
行
か
な

か
っ
た
ん
で
す
よ
。
鳴
海
さ
ん
と
高
野
山
経
蔵
の
彩
色

を
見
に
い
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、
二
、
三
の
現
場

に
は
行
き
ま
し
た
が
、一
番
行
き
た
い
の
は
事
前
調
査

を
し
て
い
る
時
で
、
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
出
て
き
て
、

そ
れ
を
投
げ
あ
っ
て
検
討
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
ね
。

 

以
前
に
セ
ン
タ
ー
の
研
修
旅
行
の
際
、
私
が
考

古
と
建
築
を
結
ぶ
よ
う
な
話
を
し
て
か
ら
、
翌
日
、

み
ん
な
で
一
つ
の
建
物
を
調
査
し
な
が
ら
議
論
し
て

い
る
姿
を
見
て
安
心
し
ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
時
間
に
追
わ
れ
な
が
ら
も 

ち
ゃ
ん
と

し
て
い
て
、
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
し
…
。

こ
う
し
た
こ
と
と
は
別
に
、
私
が
思
っ
た
の
は
、

和
歌
山
県
の
隣
接
地
域
の
物
を
見
な
く
て
い
い
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
ね
。
和
歌
山
の
こ
と
を
や
っ
て
い

る
と
そ
れ
が
和
歌
山
だ
け
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
が

周
囲
の
建
築
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
そ

の
辺
の
こ
と
は
大
丈
夫
な
の
か
な
と
い
う
こ
と
を

時
々
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
心
配
は
今
で
も
ち
ょ
っ
と
あ
り
ま
す

ね
。
近
世
社
寺
の
場
合
は
、
か
な
り
地
域
性
が
あ
っ

た
り
し
て
、
知
見
が
勝
負
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

よ
ね
。
こ
れ
は
、
こ
こ
に
最
初
に
出
て
き
た
も
の
だ

10
記念
0号
特集

櫻
井
敏
雄
理
事
長
に
聞
く
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と
い
っ
た
ら
、
他
に
あ
っ
た
り
し
て
ね
。

も
っ
と
驚
く
よ
う
な
こ
と
を
お
話
し
す
る
と
、
二

軒
の
建
築
で
地
垂
木
が
平
行
垂
木
で
、
飛
檐
垂
木
が

扇
垂
木
と
言
う
建
物
が
あ
り
ま
す
よ
。
垂
木
の
な
い

建
物
も
…
。
知
っ
て
い
る
と
あ
ま
り
困
ら
な
い
ん
で

す
ね
。
も
っ
と
も
和
歌
山
の
建
築
は
伝
統
的
な
形
態

の
も
の
が
多
い
で
す
け
ど
ね
。

こ
れ
ま
で
、
井
口
専
務
理
事
と
お
話
を
す
る
中

で
、
何
が
大
切
か
と
聞
か
れ
ま
し
た
の
で
、
必
要
な

も
の
は
時
間
と
お
答
え
し
ま
し
た
。
調
査
し
た
り
研

究
し
た
り
す
る
時
間
が
私
た
ち
に
は
必
要
な
ん
で
す

よ
ね
。
作
る
報
告
書
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

お
話
を
す
る
中
か
ら
研
究
す
る
時
間
を
通
常
の
勤

務
の
中
に
取
り
入
れ
る
必
要
で
あ
る
の
か
な
と
言
う

意
味
の
よ
う
な
こ
と
を
、
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
時
に

は
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
頼
り
に
な
る
方
な
ん

だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
言
う
べ
き
こ
と
で
は

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
井
口
さ
ん
が
セ
ン
タ
ー

に
来
ら
れ
る
前
に
前
知
事
が
夜
に
電
話
を
下
さ
っ
て

お
人
と
な
り
を
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。

風
車
を
見
て
感
じ
た
の
は
、
ち
ょ
っ
と
言
い
に
く

い
の
で
す
が
、
粗
密
が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
と

文
章
が
う
ま
い
人
と
下
手
な
人
が
。
少
し
感
じ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ね
。　

ま
た
、
あ
ま
り
に
も
砕
け
す
ぎ
て
、
こ
れ
を
と
い

う
物
が
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
に
出
て
な
く
て
、
単
調

な
文
章
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
少
し
残
念
に

思
い
ま
し
た
ね
。
ち
ょ
っ
と
面
白
く
、
ち
ょ
っ
と
難

し
く
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
…
…
、
こ
ん
な
難
し
い

こ
と
を
言
っ
て
い
い
の
か
な
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
期
待
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
セ

ン
タ
ー
は
考
古
学
と
建
築
の
両
分
野
が
あ
る
の
で
、

考
古
の
方
で
寺
院
や
建
物
の
発
掘
等
し
て
い
ま
す

ね
。
そ
の
時
に
建
築
の
人
の
発
言
が
な
い
の
が
、
少

し
さ
み
し
い
で
す
ね
。
多
分
そ
れ
だ
け
忙
し
い
の
で

す
ね
。
で
も
、
伽
藍
の
特
質
だ
と
か
、
建
築
の
方
か
ら

何
か
一
言
あ
っ
て
も
い
い
よ
う
な
、
建
築
史
的
に
見
た

ら
こ
う
だ
と
言
う
よ
う
な
…
、
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る

…
。
例
え
ば
雨
落
ち
か
ら
見
る
と
、
軒
の
出
は
で
は

こ
の
よ
う
に
な
る
と
か
、
少
し
具
体
的
に
、
古
代
の

伽
藍
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
と
、
こ
ん
な
位
置
づ
け

に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
意
見
が
ほ
し
い
な
と
思
い

ま
す
ね
。
意
見
の
交
換
か
ら
学
問
だ
け
で
は
な
く
、

活
用
の
ア
イ
デ
イ
ア
と
か
、
こ
う
し
た
ら
い
い
と
か
、

建
築
の
人
は
結
構
、
そ
う
い
う
の
得
意
な
ん
で
す
よ

ね
。
こ
う
し
た
触
れ
合
い
が
作
れ
な
い
の
は
時
間
が

な
い
の
だ
な
と
、
私
は
理
解
し
て
い
る
ん
で
す
。
本

当
は
そ
の
こ
と
を
言
い
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。

所
員
数
も
欠
員
の
ま
ま
で
、
こ
ん
な
に
充
分
と
は

言
え
な
い
環
境
の
中
で
皆
さ
ん
よ
く
頑
張
っ
て
、
こ

ん
な
に
ど
う
し
て
頑
張
れ
る
の
か
な
。
と
い
う
の
が

僕
の
率
直
な
感
想
な
ん
で
す
け
れ
ど
（
笑
い
）
。

こ
う
し
た
事
情
は
、
こ
れ
ま
で
問
題
と
し
な
が
ら

も
対
処
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
職
員
の
数
に
つ

い
て
も
減
少
を
し
て
い
る
中
で
整
理
し
て
、
積
極
的

に
対
処
し
て
行
く
目
標
を
立
て
て
い
た
だ
い
た
の
が

井
口
さ
ん
で
…
、
本
当
に
感
謝
で
す
。

そ
れ
で
な
く
と
も
、
和
歌
山
県
は
と
て
も
動
き
に

く
く
て
、
谷
筋
に
入
っ
て
ま
た
出
て
の
繰
り
返
し
で

…
、
調
査
や
普
及
活
動
、
活
用
を
し
よ
う
と
し
て
も
、

人
が
い
る
の
で
す
ね
。
紀
南
の
ほ
う
は
大
変
で
、
本

来
は
分
室
や
展
示
の
施
設
の
よ
う
な
も
の
が
い
る
ん

で
す
ね
。
市
町
村
の
指
導
や
協
力
も
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
か
ら
ね
。
こ
れ
か
ら
は
観
光

と
活
用
を
兼
ね
た
市
町
村
の
基
本
計
画
ま
で
策
定
す

る
こ
と
も
起
こ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
ね
。
世
の
中

が
大
き
く
変
化
し
、
文
化
財
保
護
法
自
身
も
変
わ
り

つ
つ
あ
る
中
で
、
そ
れ
に
対
応
し
た
組
織
の
在
り
方
、

研
鑽
の
仕
方
も
固
定
化
し
な
い
で
、
そ
れ
に
対
応
す

る
よ
う
に
研
鑽
を
積
む
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い

で
す
ね
。
但
し
、
文
化
財
の
基
本
は
忘
れ
な
い
で
。

広
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
え
方
の
足
り
な
さ

に
、
は
っ
と
気
が
つ
い
た
り
。
知
識
を
広
げ
る
こ
と

で
、
思
い
つ
い
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
と
て
も

大
切
で
す
。
こ
ん
な
時
期
で
す
か
ら
な
か
な
か
難
し

い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
今
や
っ
て
お
か
な
い
と
…
。

考
古
も
例
え
ば
、
「
問
い
」
を
作
っ
て
答
え
る
よ
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う
な
書
き
方
と
か
、
少
し
面
白
く
し
て
ほ
し
い
ん
で

す
ね
。
今
は
人
を
引
き
込
ん
で
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
私
達
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
た
め
に

も 

皆
さ
ん
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
広
く
強
く
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
な
気
が
し
ま
す
ね
。

風
車
を
見
て
い
て
思
っ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
の
中

か
ら
小
さ
な
冊
子
を
作
っ
た
ら
と
思
う
の
が
あ
る
ん

で
す
ね
。

考
古
も
手
を
入
れ
た
ら
面
白
い
の
が
あ
る
の
で
、

小
冊
子
（
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
た

ら
ど
う
か
と
。
ポ
ケ
ッ
ト
な
ん
か
に
入
る
新
書
版
ぐ

ら
い
の
幅
で
薄
い
も
の
で
、
和
歌
山
を
紹
介
す
る
。
例

え
ば
鳴
海
さ
ん
の
建
築
彫
刻
の
シ
リ
ー
ズ
と
か
。
他

に
も
あ
り
ま
す
よ
、
シ
リ
ー
ズ
で
書
い
て
い
る
の
が
。

原
稿
が
も
っ
た
い
な
い
の
で
、
少
し
手
を
入
れ
て
、
簡

単
に
読
め
る
よ
う
な
形
で
出
し
た
ら
売
れ
そ
う
な
気

も
し
て
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
か
と

い
う
と
、
例
え
ば
和
歌
山
の
社
寺
建
築
は
彫
刻
が
見

応
え
が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。
興
味
の
あ
る
人
は
ど
こ

へ
で
も
行
き
ま
す
よ
ね
。
そ
の
意
味
で
は
、
考
古
は
多

く
は
埋
め
戻
し
ま
す
の
で
、
そ
の
見
せ
方
を
ど
う
す

る
か
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
本
が

売
れ
る
と
言
う
こ
と
に
も
…
。
石
造
物
の
好
き
な
人

も
多
い
で
す
ね
。
灯
籠
と
か
、
石
塔
の
類
。
こ
れ
は
ど

こ
の
分
野
も
そ
う
で
す
け
ど
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で

一
般
の
方
を
引
き
込
ん
で
魅
力
を
伝
え
る
か
、
と
て
も

難
し
い
で
す
が
、
そ
の
方
法
は
考
え
な
い
と
…
。

「
風
車
」
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
形
式
を
と
る
の
で

き
ち
ん
と
保
存
し
て
く
れ
る
か
と
か
、
一
回
限
り
で

捨
て
ら
れ
て
は
と
言
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も

そ
れ
な
り
に
纏
め
る
機
会
が
あ
っ
て
も
…
。
風
車
の

よ
う
な
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
も
あ
っ
て
い
い
け
れ
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
原
稿
が
あ
る
の
で
、
ま
と
ま
り
の
あ
る

も
の
は
更
に
薄
く
ま
と
め
て
…
。
蓄
積
が
効
く
よ
う

な
形
に
し
て
活
用
し
て
い
く
、
同
じ
も
の
を
形
を
変

え
て
活
か
し
て
い
く
…
、
方
法
を
考
え
て
は
…
。

例
え
ば
中
に
も
古
代
寺
院
や
建
築
的
遺
跡
も
あ
る

し
、
沢
山
あ
り
ま
す
ね
。
小
冊
子
で
き
る
な
…
。
ス

ペ
イ
ン
で
は
こ
の
種
の
も
の
に
、
大
分
、
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。

―
セ
ン
タ
ー
の
今
後
と
か
、
提
言
み
た
い
な
こ
と
を

お
願
い
し
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
今
回
理
事
会
で
説
明
が
あ
っ
た
よ
う

に
、
こ
こ
五
年
ほ
ど
の
き
ち
っ
と
し
た
セ
ン
タ
ー
中
期

運
営
計
画
が
、
井
口
（
専
務
理
事
）
体
制
で
で
き
た
も

の
が
実
現
す
る
こ
と
を
と
て
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
事
情
を
き
ち
ん
と
分
析
・
把
握
さ

れ
、
ま
た
お
り
に
ふ
れ
て
お
話
し
し
た
事
も
、
考
え

て
く
だ
さ
り
、
足
下
か
ら
き
ち
ん
と
固
め
て
く
だ

さ
っ
た
と
、
私
は
思
い
ま
す
ね
。

計
画
に
は
長
期
の
も
の
と
短
期
の
も
の
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
不
安
定
な
時
期
に
き
ち
ん
と

計
画
が
で
き
た
事
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
、
実
を

結
ぶ
こ
と
を
期
待
し
ま
す
ね
。

困
難
が
な
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
計
画
だ
け
に

終
わ
ら
な
い
よ
う
、
実
現
に
向
け
て
、
言
わ
な
い
、
主

張
し
な
い
事
は
一
番
い
け
な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
我

慢
し
て
、
み
ん
な
で
悪
く
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ

う
職
員
の
皆
さ
ん
の
一
人
ひ
と
り
に
セ
ン
タ
ー
の
役

割
を
再
確
認
し
て
も
ら
い
、
活
用
に
つ
い
て
も
知
恵

を
出
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

職
員
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
人
間
の
歴
史
と
言

う
、
こ
の
無
限
の
蓄
積
の
前
に
手
を
振
る
う
の
で
す

が
、
あ
き
ら
め
な
い
で
前
向
き
に
歩
ん
で
行
く
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。

―
本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

櫻井敏雄先生

１９３９年東京都生まれ。大阪市立大学院工学研究科博士課程修
了。近畿大学理工学部建築学科講師、同学科教授、大谷大学客
員教授等、恭仁京、紫香楽宮発掘調査委員会委員長を歴任。１９７８
年に『鎌倉新仏教仏堂平面の成立と系譜に関する研究』で東京大
学博士号取得。２０００年度に「近世仏堂建築の系譜と社寺建築の
基本計画・空間構成に関する一連の研究」日本建築学会賞（論文）。
２０１６年より公益財団法人和歌山県文化財センター理事長。
主な著作に「伊勢と日光」（「新編名宝日本の美術　第18巻」）
（小学館）、「西国三十三所霊場寺院の総合的研究」（中央公
論美術出版）、「浄土真宗寺院の建築史的研究」（法政大学出版
局）、 「奈良県史」（建築編）（名著出版）、「奈良市史」（市役所）等。
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『
季
刊
情
報
誌　

風
車
』
も
、
今
年
度
で
１
０
０
号

の
刊
行
を
迎
え
ま
し
た
。
特
集
の
目
次
を
も
と
に
、

そ
の
歴
史
を
振
り
か
え
っ
て
み
ま
し
た
。

１
号　

日
高
郡
南
部
町･
南
部
川
村

徳
蔵
地
区
遺
跡
の
発
掘
調
査

２
号　

地
域
の
子
供
た
ち
と
の
ふ
れ

あ
い
―
南
部
町
徳
蔵
地
区
遺
跡
か
ら
―

３
号　

徳
蔵
地
区
遺
跡
（
高
田
土
居
城
跡
）
現
地
説

明
会

４
号　

高
田
土
居
城
跡
出
土
の
溶
解
炉
（
炉
体
）
転

用
井
戸
に
つ
い
て

５
号　

体
験
学
習
に
お
け
る
子
供
た
ち
と
の
ふ
れ
あ

い
―
吉
備
町
藤
並
小
学
校･

南
部
川
村
清
川

中
学
校
―

６
号　

セ
ン
タ
ー
考
古
学
講
座
開
催
中

７
号　

発
掘
調
査
最
前
線 

橋
本
市
柏
原
遺
跡
の
調
査

８
号　

発
掘
調
査
最
前
線 

大
日
山
35
号
墳
の
発
掘

調
査

９
号　

発
掘
調
査
最
前
線 

野
上
中
南
遺
跡
の
発
掘

調
査

10
号　

発
掘
調
査
最
前
線 

柏
原
遺
跡
の
第
２
次
発

掘
調
査

11
号　

第
14
回
文
化
財
セ
ン
タ
ー
速
報
展｢

紀
州
の

歩
み
」 

開
催
中

12
号　

全
国
埋
蔵
文
化
財
法
人
連
絡
協
議
会
研
修
会

の
開
催

13
号　

県
指
定
史
跡 

水
軒
堤
防
発
掘
調
査

14
号　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
県
指
定
史
跡 

水
軒
堤
防

を
考
え
る
』

15
号　

重
要
文
化
財 

福
勝
寺 

そ
の
１

16
号　

重
要
文
化
財 

福
勝
寺 

そ
の
２ 

瓦
と
屋
根

17
号　

太
田･

黒
田
遺
跡
（
県
１
次
）
発
掘
調
査 

中

間
概
要
報
告

18
号　

重
要
文
化
財 

福
勝
寺 

そ
の
３ 

棟
札
と
墨
書

19
号　

旧
吉
備
中
学
校
校
庭
遺
跡 

発
掘
調
査
の
概
要

20
号　

太
田･

黒
田
遺
跡
（
県
１
次
）
発
掘
調
査 

概

要
報
告 

２

21
号　

重
要
文
化
財 

福
勝
寺 

そ
の
４ 

建
物
の
復
原

22
号　

特
別
史
跡
岩
橋
千
塚
古
墳
群 

大
日
山
35
号

墳 

第
３
次
発
掘
調
査
の
概
要

23
号　

調
査
事
務
所
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

24
号　

地
宝
の
ひ
び
き
―
第
１
回
和
歌
山
県
文
化
財

調
査
報
告
― 

の
概
要

25
号　

重
要
文
化
財 

福
勝
寺 

そ
の
５ 

本
堂
の
解
体

修
復
作
業

26
号　

野
田
地
区
遺
跡 

出
土
の
犂
、
発
掘
調
査
の

概
要

27
号　

旧
中
筋
家
住
宅
の
い
ま 

―
保
存
修
理
の
進

捗
状
況

28
号　

旧
吉
備
中
学
校
校
庭
遺
跡 

第
二
次
調
査
の

概
要

29
号　

第
12
回
全
国
埋
蔵
文
化
財
法
人
連
絡
協
議
会

　
　
　

近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
埋
文
研
修
会｢

土
木
技
術
の

考
古
学
」

30
号　

京
奈
和
自
動
車
道
（
紀
北
東
道
路
）
遺
跡
の

発
掘
調
査　

 

西
飯
降
Ⅱ
遺
跡
、
丁
ノ
町･

妙

寺
遺
跡

31
号　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム｢

高
田
土
居
」 

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
概
要･

総
評
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
報
告

32
号　

和
歌
山
城
跡
三
の
丸
発
掘
調
査

33
号　

紀
三
井
寺 
文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
―

第
１
回
―

34
号　

第
４
回 

歩
い
て
知
る
き
の
く
に
歴
史
探
訪 

―
西
国
三
十
三
箇
所
観
音
霊
場 

第
三
番
札

所
粉
河
寺
を
歩
く
―
開
催

35
号　

京
奈
和
自
動
車
道
（
紀
北
東
道
路
）
遺
跡
の

発
掘
調
査 

そ
の
２ 

西
飯
降
Ⅱ
遺
跡
、
丁
ノ

町･

妙
寺
遺
跡

36
号　

県
指
定
史
跡
水
軒
堤
防 

発
掘
調
査
概
要
報
告

37
号　

紀
三
井
寺 

文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理 
第

２
回 

塗
装
調
査
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
―
１

38
号　

京
奈
和
自
動
車
道
橋
本
道
路
発
掘
調
査
『
考
古

資
料
か
ら
見
た
紀
ノ
川
上
流
域
の
弥
生
文
化
』

39
号　

京
奈
和
自
動
車
道
遺
跡
の
発
掘
調
査 

そ
の

３
「
丁
ノ
町･

妙
寺
遺
跡
を
中
心
に
」

40
号　

紀
三
井
寺 

文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理 

第

３
回 

塗
装
調
査
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
―
２

41
号　

京
奈
和
自
動
車
道
遺
跡
の
発
掘
調
査 

そ
の

４
「
か
つ
ら
ぎ
町 

丁
ノ
町･

妙
寺
遺
跡
の
縄

文
集
落
」

42
号　

京
奈
和
自
動
車
道
（
紀
北
東
道
路
）
遺
跡
の

発
掘
調
査 

そ
の
５
―
西
飯
降
Ⅱ
遺
跡
を
中

心
に
―

43
号　

文
化
財
セ
ン
タ
ー
通
信
『
風

車
』
、
新
誌
面
に
な
り
ま
し

た
！

44
号　

京
奈
和
自
動
車
道
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
「
中

飯
降
遺
跡
の
調
査
」

45
号　

重
要
文
化
財
金
剛
三
昧
院
保
存
修
理
工
事

「
客
殿
及
び
台
所
に
つ
い
て
」

46
号　

京
奈
和
自
動
車
道
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
「
西

飯
降
Ⅱ
遺
跡
の
調
査
」

47
号　
「
北
山
廃
寺
、
北
山
三
嶋
遺
跡
の
発
掘
調
査
」

48
号　

京
奈
和
自
動
車
道
関
連
遺
跡
発
掘
調
査｢

重

行
遺
跡
の
調
査
」

49
号　

向
陽
中･

高
等
学
校
体
育
館
建
設
に
伴
う｢

秋

月
遺
跡
の
発
掘
調
査
」

50
号　

重
要
文
化
財 

旧
中
筋
家
住
宅
の
竣
工

51
号　

重
要
文
化
財
金
剛
三
昧
院
保
存
修
理
工
事

「
客
殿
及
び
台
所
の
修
復
ト
ピ
ッ
ク
ス
」

52
号　

和
歌
山
橋
本
線
道
路
改
良
事
業
に
伴
う
「
神

前
遺
跡
の
発
掘
調
査
」

53
号　

北
山
廃
寺
、
北
山
三
鳴
遺
跡
の
発
掘
調
査

54
号　

す
さ
み
町 

立
野
遺
跡
の
発
掘
調
査

55
号　

熊
野
本
宮
大
社
の
修
復
ト
ピ
ッ
ク
ス

56
号　

大
古
Ⅱ
遺
跡
の
発
掘
調
査

57
号　

か
つ
ら
ぎ
町 

西
渋
田
遺
跡

の
発
掘
調
査

58
号　

根
来
寺
遺
跡
の
発
掘
調
査

59
号　

和
歌
山
城
跡
の
発
掘
調
査

60
号　

神
前
遺
跡･

井
辺
遺
跡
の
出
土
遺
物

61
号　

文
化
財
建
造
物
竣
工
特
集  

熊
野
本
宮
大
社
、

長
保
寺
、
金
剛
三
昧
院
、
熊
野
那
智
大
社

62
号　

和
田
遺
跡
の
発
掘
調
査

63
号　

平
井
Ⅱ
遺
跡
の
発
掘
調
査

64
号　

和
田
遺
跡
の
第
２
次
発
掘
調
査

65
号　

重
要
文
化
財
丹
生
都
比
売
神
社
本
殿
保
存
修

理
工
事 
―
塗
装
工
事
に
お
け
る
新
発
見
―

66
号　

小
松
原
Ⅱ
遺
跡･

湯
川
氏
館
跡
発
掘
調
査

67
号　

平
井
遺
跡･
平
井
Ⅱ
遺
跡
の
発
掘
調
査

68
号　

重
要
文
化
財
琴
ノ
浦
温
山
荘
浜
座
敷
の
保
存

修
理
工
事
に
つ
い
て

69
号　

平
井
遺
跡
第
３
次･

第
５
次
発
掘
調
査

70
号　

木
津
遺
跡
発
掘
調
査

71
号　

和
歌
山
城
跡
の
整
理

72
号　

新
現
場
紹
介

73
号　

幻
の
寺 

別
寺 

―
小
松
原
Ⅱ
遺
跡･

湯
川
氏

館
発
掘
調
査
整
理
業
務
か
ら
―
他

74
号　

登
録
有
形
文
化
財
の
保
存
修
理

75
号　

安
楽
寺
多
宝
小
塔
の
保
存
修
理

76
号　

寺
内
古
墳
群
、
相
方
遺
跡　

第
２
次
発
掘
調

査
の
概
要

77
号　

旧
西
村
家
住
宅
の
保
存
修
理

78
号　

山
口
古
墳
群
、
根
来
寺
遺
跡
の
出
土
遺
物
整
理

79
号　

新
宮
城
下
町
遺
跡
第
１
次
発
掘
調
査 

―
縄

文
時
代
か
ら
中
世
の
遺
構
―

80
号　

田
屋
遺
跡
第
２
次
発
掘
調
査

81
号　

旧
西
村
家
住
宅
の
保
存
修
理
（
２
）

82
号　

旧
名
手
本
陣
の
保
存
修
理 

―
妹
背
家
住
宅

と
御
番
所
―

83
号　

東
城
跡
の
発
掘
調
査

84
号　

旧
西
村
家
住
宅
の
保
存
修
理
（
３
）

85
号　

新
宮
城
下
町
遺
跡
の
第
２
次
発
掘
調
査

86
号　

熊
野
地
方
に
お
け
る
文
化
財
建
造
物
の
修
理

に
つ
い
て
・
熊
野
那
智
大
社
の
境
内
施
設
整

備
事
業

87
号　

和
歌
山
城
三
の
丸
の
発
掘
調
査

88
号　

旧
名
手
本
陣
妹
背
家
住
宅
の
保
存
修
理

　
　
　

―
現
状
変
更
と
耐
震
補
強
―

89
号　

熊
野
古
道
見
ど
こ
ろ
整
備
事
業

90
号　

景
観
重
要
建
造
物
大
福
院
本
堂
の
保
存
修
理 

―
建
物
の
復
原
考
察
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
―

91
号　

護
国
院
三
社
権
現
の
保
存
修
理

92
号　

結
城
城
跡
、
里
野
中
山
城
跡
の
発
掘
調
査
成
果

93
号　

吉
原
遺
跡
の
発
掘
調
査
成
果

94
号　

闘
雞
神
社
の
保
存
修
理
工
事

95
号　

且
来
Ⅵ
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て 

〜
新

た
に
発
見
さ
れ
た
方
形
周
溝
墓
〜

96
号　

木
ノ
本
八
幡
神
社
本
殿
の
保
存
修
理
工
事

97
号　

田
屋
遺
跡
の
発
掘
調
査 

〜
場
を
変
え
長
く

続
い
た
集
落
〜

98
号　

尼
寺
観
音
寺
跡
の
発
掘
調
査

99
号　

藤
崎
弁
天 

弁
天
堂
の
保
存

修
理

『
風
車
１
〜
99
号
』総
目
次
：
特
集

創刊号

誌面のカラー化公益財団法人に

2022 夏号
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私
が
和
歌
山
で
文
化
財
建
造
物
の
修
理
に
従
事
し

た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
50
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の

頃
は
、
監
督
、
主
任
、
補
佐
、
棟
梁
、
大
工
な
ど
僅

か
な
人
間
で
組
織
さ
れ
た
修
理
現
場
の
全
て
の
目
標

は
、
修
理
の
完
成
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
は
日
々
現

場
に
従
事
で
き
る
こ
と
が
生
き
甲
斐
で
、
充
実
し
た

日
々
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
15
年
ほ
ど
し
て
「
財
団
法
人
和
歌
山

県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
」
が
発
足
し
、
あ
る
日
突
然
、

「
組
織
の
一
員
」
と
な
っ
た
私
は
「
文
化
財
セ
ン

タ
ー
の
た
め
」
に
働
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

身
分
や
社
会
保
障
は
充
実
し
た
が
、
「
修
理
現
場
の

完
遂
」
を
最
大
の
目
標
と
し
て
い
た
私
に
と
っ
て
、

「
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
一
員
」
と
し
て
の
種
々
の
規

約
や
業
務
は
、
や
や
も
す
れ
ば
煩
わ
し
く
制
約
と
負

担
と
矛
盾
で
し
か
な
か
っ
た
。
人
事
管
理
や
労
務
管

理
に
関
す
る
様
々
な
指
導
は
受
け
た
が
、
セ
ン
タ
ー

と
い
う
組
織
は
一
体
何
の
た
め
に
存
在
し
、
何
を
目

指
す
の
か
、
そ
の
よ
う
な
理
想
や
展
望
や
希
望
め
い

た
話
は
聞
い
た
記
憶
が
な
い
。

当
時
の
私
に
と
っ
て
、
文
化
財
セ
ン
タ
ー
と
い
う

組
織
は
決
し
て
よ
き
理
解
者
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

や
が
て
、
文
化
財
を
取
り
巻
く
環
境
に
変
化
が
生

じ
た
。
「
保
存
」
と
と
も
に
「
活
用
」
と
い
う
視
点

で
あ
る
。
現
場
公
開
や
情
報
発
信
な
ど
を
通
し
て
、

文
化
財
の
意
義
を
広
く
社
会
に
知
っ
て
貰
う
こ
と
の

必
要
性
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

建
造
物
修
理
は
、
事
業
の
成
果
が
「
竣
工
建
物
」

と
い
う
形
で
残
る
。
そ
れ
は
修
理
技
術
者
と
し
て
の

目
標
で
あ
り
生
き
甲
斐
で
あ
り
、
社
会
に
対
す
る
貢

献
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
修
理
中
の
公
開

や
情
報
発
信
に
は
、
関
心
が
な
か
っ
た
。
普
段
目
に

す
る
こ
と
の
出
来
な
い
修
理
中
の
状
況
は
、
実
は
古

建
築
を
理
解
す
る
貴
重
な
機
会
な
の
だ
が
、
そ
の
こ

と
に
は
な
か
な
か
思
い
が
至
ら
な
か
っ
た
。

社
会
の
変
化
に
応
え
、
セ
ン
タ
ー
が
組
織
と
し
て

取
り
組
ん
だ
企
画
が
「
風
車
」
だ
っ
た
と
、
私
は

思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
建
造
物
、
埋
蔵
、

管
理
の
各
課
職
員
が
「
文
化
財
の
情
報
発
信
」
と
い

う
一
致
し
た
目
標
に
向
か
う
こ
と
が
出
来
た
と
、
実

感
し
た
。
よ
う
や
く
セ
ン
タ
ー
の
組
織
と
し
て
の
目

標
を
見
つ
け
た
よ
う
に
思
え
た
。

「
情
報
発
信
」
、
そ
れ
は
セ
ン
タ
ー
が
社
会
に
対

し
て
果
た
す
べ
き
大
き
な
社
会
的
役
割
の
一
つ
で
あ

る
。
職
員
全
員
が
そ
う
い
う
意
識
を
共
有
す
る
と
き
、

各
現
場
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
専
念
す
る
者
に
も
、

組
織
人
と
し
て
の
意
識
が
芽
生
え
る
。
日
々
の
現
場

業
務
の
成
果
を
セ
ン
タ
ー
と
し
て
社
会
に
発
信
す
る
。

そ
の
役
割
を
担
う
「
風
車
」
は
職
員
の
自
覚
と
セ
ン

タ
ー
の
組
織
力
を
高
め
る
、
ま
た
と
な
い
ツ
ー
ル
だ

と
、
私
に
は
思
え
る
。

私
が
現
役
を
引
退
し
て
10
年
余
り
、
「
風
車
」
の

歩
み
は
一
〇
〇
号
と
な
っ
た
。
も
は
や
、
私
が
セ
ン

タ
ー
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
疎
外
感
な
ど
は
、
遠
い

昔
の
話
で
あ
る
。

「
風
車
」
を
通
し
て
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
今
後
と

も
成
熟
し
た
組
織
と
な
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

丹生都比売神社楼門
鳴海氏が平成 3年から 6年にかけて修理
を担当した現場。上層を持ち上げて仮設
構台で支持し、下層を解体修理した。

風車第３号（平成 14年 1月）
粉河寺大門の修理工事

「
風
車
」の
１
０
０
号
に
際
し
て
思
う
こ
と

（
元
文
化
財
建
造
物
課
課
長
）
鳴　

海　

祥　

博
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当
課
で
は
、
歴
史
的
建
造
物
の
保
護
の
た
め
に
、

左
記
の
こ
と
を
業
務
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

一　

文
化
財
指
定
建
造
物
保
存
修
理
の
技
術
指
導

二　

史
跡
・
名
勝
等
を
構
成
す
る
建
造
物
の
保
存
整

備
技
術
指
導

三　

歴
史
的
建
造
物
の
調
査
、
保
存
修
復
計
画

四　

登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
支
援
・
修
復
支
援

五　

史
跡
・
名
勝
等
に
復
元
新
築
す
る
建
造
物
の
技

術
指
導

●
文
化
財
指
定
建
造
物
保
存
修
理
事
業
の
流
れ

①
修
理
前

修
理
前
に
建
物
を
詳
細
に
実
測
し
、
破
損
や
改

変
個
所
等
の
状
況
を
十
分
に
把
握
し
ま
す
。
写
真

等
で
現
状
を
記
録
し
各
部
材
に
位
置
を
記
し
た
番

付
札
を
取
り
付
け
、
解
体
の
準
備
を
行
い
ま
す
。

②
仮
設
工
事

作
業
を
安
全
か
つ
円
滑
に
進
め
、
解
体
し
た
部

材
な
ど
を
保
管
す
る
た
め
素
屋
根
（
屋
根
付
き
の

作
業
用
足
場
）
や
工
作
保
存
小
屋
を
建
設
し
ま
す
。

③
解
体
工
事

建
て
ら
れ
た
時
と
逆
の
工
程
で
造
作
類
や
屋
根

か
ら
順
番
に
建
物
を
解
体
し
ま
す
。
工
程
ご
と
に

調
査
や
記
録
を
行
い
、
慎
重
に
作
業
を
進
め
ま
す
。

④
調
査建

物
の
変
遷
を
知
る
た
め
、
各
部
に
使
わ
れ

て
い
る
部
材
や
釘
等
の
痕
跡
を
丁
寧
に
調
査
し

ま
す
。 

解
体
し
な
い
と
確
認
出
来
な
い
部
分
等
に
記
さ

れ
た
墨
書
や
保
管
さ
れ
て
い
た
古
文
書
等
か
ら
、

建
立
や
修
理
の
年
代
が
確
定
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
剥
落
し
た
り
塗
り
替
え
ら
れ
た
塗
装
面
も
、

痕
跡
や
顔
料
分
析
に
よ
り
、
か
つ
て
の
模
様
や
色

が
復
原
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

木
部
の
解
体
後
、
発
掘
調
査
や
地
盤
の
調
査
も

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
基
礎
の
修
理
や
補
強
も
行

い
ま
す
。

⑤
現
状
変
更

調
査
等
に
よ
り
建
物
の
歴
史
が
判
明
し
た
場
合
、

建
立
当
初
の
姿
や
、
よ
り
価
値
が
高
い
と
判
断
さ

れ
た
時
代
の
姿
に
復
原
修
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
耐
震
診
断
の
結
果
必
要
と
判
断
さ
れ
た

場
合
、
補
強
材
を
組
み
込
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

⑥
部
材
の
補
修
・
新
調
・
組
立

破
損
し
た
部
材
も
可
能
な
限
り
も
と
の
材
料
を

生
か
し
て
補
修
し
ま
す
。
新
た
に
補
足
す
る
場
合

も
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
じ
樹
種
の
木
材
を
用
い
ま
す
。

瓦
や
金
具
等
も
同
様
に
復
原
や
補
修
を
行
い
ま
す
。

修
理
の
終
わ
っ
た
部
材
は
、
も
と
の
位
置
に
戻
し
、

組
み
上
げ
て
い
き
ま
す
。
伝
統
的
な
工
法
で
施
工
す

る
た
め
、
文

化
庁
に
よ
り

選
定
さ
れ
た

保
存
技
術
を

有
す
る
職
人

の
技
術
が
必

要
と
な
り
ま

す
。

⑦
完
成組

立
が
完
了
し
、
必
要
な
防
災
設
備
等
を
取
り

付
け
て
仮
設
を
解
体
す
れ
ば
工
事
は
完
成
で
す
。

竣
工
写
真
を
撮
影
し
、
工
事
の
記
録
や
調
査
内
容

を
編
集
し
た
修
理
工
事
報
告
書
を
発
行
し
て
事
業

は
完
了
し
ま
す
。

文
化
財
建
造
物
課
の
業
務
内
容

闘雞神社本殿小屋組の修復
元の部材を建物の保存に影響のない限り再
用し、 腐朽して使えなくなった部材は同じ
樹種の木材で取り替えている。

◀①塗装修理前の蟇股

◀②塗装の調査中

◀③塗装修理後の蟇股

闘雞神社上殿の塗装の調査と修理
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オ
ラ
は
春
に
な
る
と
ふ
つ
ふ
つ
と
ヤ
ル
気
と
い
う

か
闘
志
が
わ
い
て
き
ま
す
。
ま
ち
が
っ
て
も
新
た
な

論
文
を
書
こ
う
な
ど
と
い
う
気
は
な
い
よ
。
ヤ
マ
ザ

キ
の
「
春
の
パ
ン
ま
つ
り
」
で
す
。
あ
の
シ
ー
ル
集

め
に
忙
し
い
。

パ
ン
ま
つ
り
が
、
春
の
歳
時
記
、
国
民
的
行
事
と

言
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
は
、
松
嶋
奈
々
子
の
笑

顔
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
43
年
と
い
う
、
そ
の

歴
史
の
積
み
重
ね
で
す
ね
。

さ
て
、
こ
の
季
刊
誌
『
風
車
』
も
１
０
０
号
を
迎

え
た
と
の
こ
と
。
歳
月
に
し
て
25
年
。
慶
賀
。
事
を

成
す
に
あ
た
っ
て
の
必
要
な
力
は
、
瞬
発
力
で
は
な

く
継
続
力
で
す
。
こ
の
こ
と
を
思
う
と
頼
も
し
く
、

う
れ
し
い
限
り
で
す
ね
。

こ
の
風
車
に
は
、
オ
ラ
は
長
き
に
わ
た
っ
て
「
発

掘
屋
余
話
」
な
る
雑
文
を
連
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
連
載
に
あ
た
っ
て
は
、
誰
も

が
気
軽
に
読
み
、
時
に
く
す
っ
と
笑
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
読
み
物
に
し
た
い
と
心
掛
け
ま
し
た
。
こ
の

種
の
刊
行
物
に
あ
り
が
ち
な
型
切
り
文
句
や
陳
腐
な

文
章
だ
け
は
書
く
ま
い
と
き
め
て
い
ま
し
た
。
「
難

し
い
こ
と
を
優
し
く
、
優
し
い
こ
と
を
深
く
、
深
い

こ
と
を
面
白
く
。
（
井
上
ひ
さ
し
）
」
と
い
う
の
が

オ
ラ
の
信
条
で
す
。
文
章
と
い
う
の
は
、
読
ま
れ
て

な
ん
ぼ
の
世
界
で
す
よ
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
手
前
み
そ
で
は
あ
り
ま
す
が
、

連
載
中
は
紀
南
の
名
刹
の
ご
住
職
か
ら
「
あ
の
オ
チ
、

法
話
で
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」
と
か
、
昨
年

か
ら
滋
賀
県
立
大
で
講
じ
て
お
ら
れ
る
Ｓ
君
に
は

「
毎
回
、
爆
笑
で
す
わ
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、

よ
く
筆
禍
事
件
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
な
ぁ
。
今
頃
に

な
っ
て
冷
や
汗
だ
ぜ
。

在
職
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
数
多
く
の
発
掘
調
査
、

そ
れ
に
係
る
報
告
書
作
成
業
務
を
担
当
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
入
れ
が
あ
り
、
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
総
じ
て
い
え

ば
、
幸
せ
な
発
掘
屋
人
生
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
オ
ラ
ひ
と
り
の
力
で
は
な
い
。
現
場
で

は
常
に
オ
ラ
の
倍
以
上
働
い
て
く
れ
た
ス
ー
パ
ー
補

助
員
Ｙ
君
、
報
告
書
作
成
時
に
は
、
怠
惰
な
オ
ラ
の

尻
を
叩
い
て
く
れ
た
Ｔ
嬢
な
ど
多
く
の
補
助
員
・
作

業
員
の
助
け
が
あ
っ
た
か
ら
の
こ
と
。
さ
ら
に
言
え

ば
管
理
課
の
諸
氏
に
は
、
い
つ
も
背
後
か
ら
支
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
〝
発
掘
〞
と
い
う

の
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
な
の
だ
と
の
思
い
に
至
っ
て
い

ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
た
く
さ
ん
の
現
場
を
掘
っ
て
き
ま

し
た
ね
ぇ
。
正
直
に
書
い
て
お
き
ま
す
が
、
オ
ラ
は

何
度
と
な
く
掘
り
間
違
い
を
や
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

完
璧
に
掘
り
切
っ
た
と
い
う
現
場
は
、
ひ
と
つ
と
し

て
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
す
。
現
場
は
期

間
と
予
算
に
限
ら
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
で
す
。
そ
こ
で

求
め
ら
れ
る
の
は
、
常
に
果
断
な
決
断
力
で
す
。
担

当
者
が
迷
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
以
上
に
補
助
員
や
作

業
員
の
手
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
か
怖
れ

る
こ
と
な
く
掘
り
進
め
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
上
で
掘

り
間
違
い
に
気
づ
く
技
師
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
切
に

願
い
ま
す
。
で
な
い
と
文
字
通
り 

〝
墓
穴
〞
を
掘

る
こ
と
に
な
る
ぞ
。

以
上
、
先
輩
面
を
し
て
勝
手
気
ま
ま
に
書
き
綴
り

ま
し
た
。

最
期
に
こ
の
季
刊
紙
『
風
車
』
の
命
名
由
来
を
記

し
て
お
け
ば
、
た
と
え
微
力
な
風
で
あ
っ
て
も
、
こ

の
和
歌
山
の
地
に
文
化
の
風
を
起
こ
そ
う
と
の
願
い

を
込
め
て
い
ま
す
。
小
さ
な
風
も
、
回
り
つ
づ
け
る

こ
と
で
大
き
な
旋
風
に
な
り
得
ま
す
。
文
化
財
セ
ン

タ
ー
の
さ
ら
な
る
奮
起
と
活
躍
に
期
待
し
た
い
。

隠

居

老

人

独

言

記

（
元
埋
蔵
文
化
財
課
参
与
）
村　

田　
　

弘

風車 58号表紙
特集：根来寺遺跡の発掘調査
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当
課
で
は
、
文
化
財
の
保
護
の
た
め
に
、
左
記
の

こ
と
を
業
務
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

一　

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
事
業

委
託
者
か
ら
依
頼
を
受
け
発
掘
調
査
を
実
施
し

埋
蔵
文
化
財
の
記
録
保
存
を
行
い
ま
す
。

二　

埋
蔵
文
化
財
出
土
遺
物
等
整
理
事
業

委
託
者
か
ら
依
頼
を
受
け
て
実
施
し
た
発
掘
調

査
出
土
遺
物
等
の
整
理
作
業
を
行
い
、
報
告
書
を

刊
行
し
ま
す
。

三　

埋
蔵
文
化
財
確
認
調
査
等
支
援
事
業

委
託
者
が
実
施
す
る
記
録
保
存
目
的
も
し
く
は

保
存
目
的
の
発
掘
調
査
へ
の
技
術
支
援
を
行
い
ま

す
。

四　

埋
蔵
文
化
財
出
土
遺
物
等
整
理
支
援
事
業

委
託
者
が
実
施
す
る
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
出
土

遺
物
等
の
整
理
作
業
へ
の
技
術
支
援
を
行
い
ま
す
。

五　

文
化
財
計
画
策
定
・
調
査
事
業

史
跡
等
保
存
活
用
計
画
策
定
事
業
に
お
い
て
文

化
財
関
係
部
分
の
計
画
案
作
成
支
援
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
普
及
活
用
事
業
と
し
て
、
以
下
の
イ
ベ

ン
ト
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
会
の
開
催

県
内
の
文
化
財
調
査
に
関
連
す
る
基
調
講
演
と

主
要
な
発
掘
調
査
成
果
等
を
報
告
し
て
い
ま
す
。

資
料
集
を
作
成
し
、
主
要
な
調
査
成
果
資
料
等
と

と
も
に
、
そ
の
他
各
地
域
で
近
年
に
実
施
さ
れ
た

調
査
成
果
に
つ
い
て
も
誌
上
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

二　

歴
史
探
訪
の
開
催

関
連
の
あ
る
史
跡
等
や
埋
蔵
文
化
財
の
場
所
や

説
明
を
記
載
し
た
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
そ
れ
を
活

用
し
て
職
員
等
が
各
遺
跡
等
の
解
説
を
行
い
、
県

民
の
皆
様
と
と
も
に
歩
き
ま
す
。

三　

文
化
財
調
査
成
果
展
の
開
催

埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
及
び
出
土
遺
物
等
整

業
務
の
成
果
を
い
ち
早
く
県
民
の
皆
様
に
公
開
す

る
た
め
、
県
内
会
場
で
出
土
遺
物
・
写
真
パ
ネ
ル

等
の
展
示
事
業
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

四　

埋
蔵
文
化
財
概
要
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
の
成
果
概
要
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
当
セ
ン
タ
ー
の
各
種
イ
ベ
ン

ト
や
各
博
物
館
を
通
じ
て
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

成
果
の
公
開
活
用
の
た
め
、
配
布
し
て
い
ま
す
。

五　

過
去
調
査
の
撮
影
フ
ィ
ル
ム
の
デ
ジ
タ
ル
化

当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
発
掘
調
査
で
既
刊

の
報
告
書
に
掲
載
し
た
も
の
の
う
ち
、
フ
ィ
ル
ム

カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
も
の
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ

（T
IF
F

フ
ァ
イ
ル
）
に
変
換
し
て
、
そ
れ
を
今

後
、
特
設
サ
イ
ト
等
を
用
い
た
発
掘
調
査
成
果
の

公
開
等
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

六　

発
掘
調
査
説
明
会
・
現
地
公
開

当
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
た
発
掘
調
査
に
つ
い
て
、

県
民
の
皆
様
に
現
地
で
遺
構
、
出
土
遺
物
や
写
真

パ
ネ
ル
展
示
を
行
い
公
開
し
て
い
ま
す
。

七　

そ
の
他

文
化
財
に
関
す
る
調
査
研
究
成
果
を
公
表
す
る

研
究
紀
要
の
発
行
、
埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
座
談

会
の
実
施
、
整
理
作
業
の
体
験
等
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。

埋
蔵
文
化
財
課
の
業
務
内
容

地宝のひびき
─和歌山県内文化財調査報告会 2022 ─

報告資料集　表紙
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１
．
は
じ
め
に

み
な
べ
町
西
本
庄
に
所
在
す
る
須す

賀が

神
社
で
は
、
昭
和
62

年
の
修
理
以
来
屋
根
面
の
傷
み
が
進
ん
で
来
た
た
め
、
和
歌
山

県
と
み
な
べ
町
の
補
助
を
受
け
て
、
令
和
３
〜
４
年
度
の
２
ヵ

年
事
業
で
、
本
殿
３
棟
の
屋
根
葺ふ

き

替か
え

・
塗
装
修
理
を
実
施
し

ま
し
た
。

須
賀
神
社
は
今
か
ら
千
年
前
、
一
条
天
皇
の
時
代
に
京
都

の
八
坂
神
社
か
ら
祇ぎ

お
ん
の
み
や

園
宮
を
勧か

ん
じ
ょ
う請し

、
南
部
荘
の
総
鎮ち

ん

守じ
ゅ

と

し
た
の
を
由
緒
と
し
て
い
ま
す
。江
戸
時
代
後
期
編へ

ん

纂さ
ん

の『
紀

伊
国
名
所
図ず

会え

』に
当
時
の
境
内
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す（
下

図
）。
第
一
殿
の
正
面
に
は「
梅
ニ
鶯
う
ぐ
い
す」の
彫
刻
を
据す

え
る
他
、

亀
や
水
牛
な
ど
生
活
に
関
わ
る
題
材
や
八
幡
信
仰
と
の
関
係

を
示
す
題
材
等
、
地
方
色
も
豊
か
で
す
（
左
写
真
）。

特
集

和
歌
山
県
指
定
文
化
財 

須
賀
神
社
本
殿
の
保
存
修
理
工
事

第一殿向拝の蟇股彫刻「梅二鶯」

第三殿側面の蟇股彫刻「鳩」

旧拝殿屋根の留め蓋瓦「鳩」

『紀伊国名所図会』にみる祇
ぎおんごりょうのみや

園御霊宮（現・須賀神社）の境内（丸囲み数字は下写真に対応）

３．旧拝殿から臨む本殿と拝殿（拝殿左奥に第二殿と第三殿が見える）

２．二ノ鳥居前から見た旧拝殿４．手水舎の名残（天保４年（1833）銘の水盤が残る）
１．一ノ鳥居から見た馬場
（例祭時には馬駆けを実施）

１

２

３
４

16



２
．
保
存
修
理
に
つ
い
て

今
回
の
修
理
で
は
、檜ひ

わ

皮だ

屋
根
の
葺ふ

き
替
え
に
合
わ
せ
て
、

劣
化
し
た
木
部
の
補
修
と
、
明
治
39
（
１
９
０
６
）
年
に
塗ぬ

り
替
え
、
昭
和
43
年
に
部
分
補
修
さ
れ
て
来
た
塗
装
・
彩
色

の
補
修
も
行
い
ま
し
た
。

木
部
の
補
修
に
際
し
て
は
、
第
一
殿
の
小
屋
内
で
享き

ょ
う
ほ
う保４

（
１
７
１
９
）
年
の
墨
書
が
確
認
で
き
、
同
５
年
の
第
二
殿

棟む
な

札ふ
だ

、
同
６
年
の
第
一
殿
と
第
三
殿
の
棟
札
の
存
在
と
合
わ

せ
て
、
３
０
０
年
前
に
再
建
さ
れ
た
建
物
群
で
あ
る
こ
と
も

整
理
さ
れ
ま
し
た
。

各
殿
の
外
ま
わ
り
は
、
赤
や
白
、
緑
や
黒
で
塗
り
分
け
、

柱
の
上
方
や
組
物
、
彫
刻
さ
れ
た
部
材
は
彩
色
が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
１
０
０
年
が
経
過
し
た
塗と

膜ま
く

は
変
色
や
劣
化
が
進

み
、剥は

く

落ら
く

し
た
箇
所
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
修
理
の
方
針
は
、

明
治
期
の
施
工
を
剥
落
止
め
（
糊の

り

分
の
補
充
）
と
補ほ

彩さ
い

（
欠

失
し
た
塗
膜
を
色
合
わ
せ
し
な
が
ら
補
足
）
で
整
え
て
い
き

ま
し
た
。

そ
の
施
工
中
に
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
は
、
外
観
の
塗
装
の

変
遷
を
再
建
時
（
当
初
）、江
戸
後
期
（
中
古
）、明
治
期
（
現

状
）
の
３
時
期
に
整
理
で
き
ま
し
た
。
そ
の
一
例
に
、
軒の

き

を

受
け
る
桁け
た
（
横
材
）
は
、
当
初
は
丹に

土つ
ち
（
赤
色
顔
料
）
で
一

色
に
塗
り
上
げ
、
中
古
に
七し

っ

宝ぽ
う

繋つ
な

ぎ
文
様
や
唐か

ら

草く
さ

文
様
等
が

描
か
れ
、そ
の
次
に
現
状
の
雲
文
が
描
か
れ
ま
す
。そ
の
雲
は
、

現
状
だ
と
白
地
に
描
い
た
様
で
す
が
、
実
は
藍あ

い
（
染
料
系
塗

料
）
が
褪た

い
し
ょ
く色し

た
結
果
の
姿
と
判
り
ま
し
た
（
次
頁
写
真
）。

修理後の本殿全景（同右、棟まわりは黒色に整備）

修理中の本殿（同右、彩色部補彩・単色塗り後）

修理前の本殿屋根（南東から見る、手前が第一殿）

修理前の本殿全景（南西から見る、手前が第三殿）

修理中の本殿屋根（同右、第三殿は未施工）

修理中の本殿（第二殿、彩色部剥落止め後）
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３
．
各
殿
の
細
部
意
匠
の
違
い
に
つ
い
て

須
賀
神
社
の
本
殿
は
い
ず
れ
も
隅す

み

木ぎ

入
り
春か

す
が
づ
く
り

日
造
・
檜

皮
葺
で
共
通
の
形
式
で
す
が
、
第
三
殿
は
第
一
殿
・
第
二

殿
よ
り
や
や
小
さ
く
（
凡
そ
98
％
に
）
造
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
関
連
か
、
茅か

や

負お
い

と
い
う
軒
先
部
材
の
配
色
も

変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
一
殿
の
軒
先
で
は
他
の
二
殿

に
は
無
い
意
匠
も
加
わ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
第
一
殿

に
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
、
第
二
殿
に
櫛く
し
な
だ
ひ
め
の
み
こ
と

稲
田
姫
命
、
第
三
殿
に
は

八や
は
し
ら
の
み
こ
が
み

柱
御
子
神
が
そ
れ
ぞ
れ
主
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
そ
う
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
と
は
繋

が
ら
な
い
共
通
項
や
相
違
点
も
併
存
し
、
そ
の
い
ず
れ
も

が
第
一
殿
と
第
三
殿
が
共
通
し
、第
二
殿
は
左
記
の
通
り
、

両
殿
よ
り
も
複
雑
な
意
匠
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

（
一
）
背
面
の
拝お

が
み
げ
ぎ
ょ

懸
魚
は
、
第
二
殿
は
「
三
ツ
花
懸
魚
」

で
、
第
一
殿
・
第
三
殿
は
「
蕪か

ぶ
ら懸

魚
」
と
す
る
。

　
　
　

（
左
上
写
真
３
枚
）

（
二
）
正
面
扉
の
桟さ

ん

の
構
成
は
、
第
一
殿
・
第
三
殿
は
上

下
均
一
だ
が
、
第
二
殿
で
は
上
方
に
縦
桟
を
加
え

な
い
。
（
次
頁
上
方
上
段
写
真
）

（
三
）
脇わ
き

障し
ょ
う

子じ

（
縁え
ん

の
両
脇
後
方
で
彫
刻
さ
れ
た
部
分
）

に
当
た
る
高
欄
擬ぎ

宝ぼ

珠し

柱
の
頂
部
は
、
第
一
殿
・

第
三
殿
は
蓮は

す

の
蕾つ

ぼ
み型

で
、
第
二
殿
は
蓮
の
花
を
咲

か
せ
る
。
（
次
頁
上
方
中
段
写
真
）

第
二
項
に
つ
い
て
は
微
妙
で
す
が
、
第
一
・
三
項
か
ら

は
第
二
殿
が
格
上
の
意
匠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第三殿背面（蟇股「流水ﾆ葵」、頭貫木鼻「獏」「馬 ?」）

第二殿背面（蟇股「亀」、頭貫木鼻「水牛」「象」）

第一殿背面（蟇股「楓・鹿」、頭貫木鼻「亀」「犬」）

第一殿・第二殿の軒裏見上げ（隅木の形状は共通し、第一殿の
み墨塗りの絵様が加えられている）

近世期の向拝桁彩色（第一殿「七宝繋ぎ・四弁花」）

明治期の向拝桁彩色（第二殿、変色や剥落が進むなか、部材の裏
側で施工当時の色味も判明した）

三ツ花懸魚三ツ花懸魚

隅
木
の
絵
様

蕪懸魚蕪懸魚

蕪懸魚蕪懸魚
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こ
れ
ら
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
資
料
と
し
て
、

神
社
に
は
江
戸
後
期
の
境
内
を
描
い
た
絵
馬
も
伝
わ
り
ま

す
（
上
写
真
）。
こ
の
絵
馬
を
見
る
と
、
中
央
・
第
二
殿

前
方
の
鳥
居
が
明
ら
か
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
表
現
は
冒
頭
に
紹
介
し
た
名
所
図
会
で
も
共
通
し
ま

す
。
一
方
で
不
可
解
な
点
も
残
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
割わ

り

拝は
い

殿で
ん

形
式
（
建
物
中
央
が
「
馬め

道ど
う

」
と
称
す
る
通
路
に
な
っ

て
い
る
）
の
旧
拝
殿
が
、
絵
馬
や
名
所
図
会
の
制
作
よ
り

も
少
し
前
、
文
政
11
（
１
８
２
８
）
年
の
再
建
な
の
で
す

が
、
そ
の
馬
道
の
先
に
は
第
一
殿
が
存
在
し
て
い
る
の
で

す
。
現
状
か
ら
は
旧
拝
殿
が
移
設
さ
れ
た
様
子
は
無
さ
そ

う
で
、
は
た
し
て
第
一
殿
と
第
二
殿
の
ど
ち
ら
が
中
心
的

な
社
殿
だ
っ
た
の
か
？
興
味
は
尽
き
な
い
部
分
で
す
。

４
．
お
わ
り
に

以
上
、
今
回
の
修
理
を
通
し
て
見
え
て
来
た
建
物
の
特

長
と
そ
こ
に
垣
間
見
る
須
賀
神
社
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
し

た
。
文
書
資
料
等
を
確
認
で
き
て
は
い
ま
せ
ん
が
建
物
か

ら
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
第
二
殿
を
中
心
と
し
た
信
仰

形
態
が
存
在
し
た
模
様
で
す
。
享
保
期
の
棟
札
に
み
る
再

建
順
に
関
し
て
も
、
同
４
年
か
ら
６
年
に
か
け
て
、
同
時

か
並
行
し
て
各
殿
の
再
建
に
掛
か
り
始
め
、
第
二
殿
が
最

初
に
完
成
、
続
い
て
第
一
殿
と
第
三
殿
が
完
成
し
て
い
っ

た
様
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
発
見
と
同
時
に
新
た
な
疑
問
も

生
ま
れ
た
事
業
と
な
り
ま
し
た
。　
　
（
下
津
健
太
朗
）

　（第二殿）　　　　　本殿の細部意匠比較：扉桟と柱彩色　　　　　　（第一殿）

旧拝殿に掛かる鈴緒（参拝の旧態を一部残している） 天保10年（1839）の絵馬に描かれた本殿と拝殿

（第三殿） 　　　　　　　　本殿の細部意匠比較：茅負眉の配色と脇障子前の擬宝珠柱　　　　　　　　 （第二殿）

茅負茅負

脇障子脇障子
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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（2023年 春～2023年 夏）

令和５年３月 31日

（2023・春号）風車100
（公財）和歌山県文化財センター

URL　http://www.wabunse.or.jp/

（公財）和歌山県文化財センター

【事務局】〒640－8301 和歌山市岩橋1263 番地の1
TEL 073－472－3710 　FAX 073－474－2270
kanri-2@wabunse.or.jp

ID：@942tjyhk
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13　文化財建造物課の業務内容

14　記念特集④　「隠居老人独言記」
15　埋蔵文化財課の業務内容
16　特集：須賀神社本殿の保存修理工事
20　催し物案内

和歌山県立紀伊風土記の丘

●令和４年度春期企画展「岩橋千塚古墳群のはじまり―花山地区の古墳―」
 2023年3月18日（土）～2023年6月18日（日）

和歌山県立博物館

●特別展「きのくにの小浪華―湯浅ゆかりの文人の書画―」
 2023年4月29日（土）～2023年6月18日（日）

高野山霊宝館

●令和５年度宗祖弘法大師御誕生大法会記念展「お大師さまから・お大師さまへ」
 2023年4月15日（土）～2023年10月9日（月・祝）

和歌山市立博物館

●企画展「新収蔵品展」 2023年3月11日（土）～2023年5月14日（日）
※掲載内容は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。

●企画展「弥生・古墳時代のムラ ─市内津秦・井辺・神前周辺─」
 2023年5月30日（火）～2023年6月18日（日）

当センターは昭和62年に財団法人和歌山県文化財センター、平成23年に公益財団法人和歌山県文化財セン
ターとして設立し、理事長は、小関洋治氏（平成19～21年）、故・鈴木嘉吉氏（平成22年）、故・森郁夫氏
（平成23～25年）、前理事長である工楽善通氏（平成26・27年）、現理事長である櫻井敏雄氏（平成28年
～）が務めてこられました（平成18年までは県知事が理事長を務めていました。）。
当センターの活動の速報報告として、平成13年９月に創刊した『文化財センター通信　風車』は当初、白
黒印刷の冊子で始まりました。平成20年にはより幅広い世代の県民の皆様にお手に取っていただけるように
カラー印刷になり、現在は年４回刊行することで季刊情報誌となりました。
この『文化財センター季刊情報誌　風車』が今年度で100号に迎えるにあたって、櫻井敏雄氏、工楽善通氏、
小関洋治氏から、当センターの思い出、今後の文化財保護とセンターの役割等への想いについて語っていただ
いたものを100号記念特集としました。またカラー化した43号から「きのくに歴史小話」として長年に渡って
連載を担当してきた元文化財建造物課・鳴海祥博氏、元埋蔵文化財課・村田弘氏から寄稿を受けました。

編 後集 記
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