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は
じ
め
に

　

吉
原
遺
跡
、
松
原
経
塚
が
所
在
す
る
日
高
郡
美
浜

町
は
、
和
歌
山
県
の
中
部
に
あ
り
、
太
平
洋
に
面
し

て
い
ま
す
。
町
域
の
東
側
は
日
高
川
が
形
づ
く
っ
た

県
内
第
２
の
広
さ
を
も
つ
日
高
平
野
の
一
画
を
占
め

て
い
ま
す
。
日
高
川
河
口
か
ら
北
西
の
日
ノ
御
埼
に

向
か
っ
て
海
岸
に
沿
う
よ
う
に
全
長
約
4.5
㎞
、
幅
約

0.5
㎞
の
砂
丘
が
あ
り
、
そ
の
南
東
部
の
砂
丘
稜
線
付

近
に
吉
原
遺
跡
、
松
原
経
塚
が
あ
り
ま
す
。

　

日
高
平
野
を
取
り
巻
く

地
域
に
は
多
く
の
遺
跡
が

遺
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
原

遺
跡
に
ほ
ど
近
い
位
置
に

は
、
弥
生
時
代
前
期
の
環

濠
集
落
や
奈
良
時
代
の
郡

衙
が
確
認
さ
れ
た
堅
田
遺

跡
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

銅
鐸
が
７
個
見
つ
か
っ
て

お
り
、
さ
ら
に
古
墳
の
数

も
多
く
、
平
野
部
周
辺
の

丘
陵
上
に
古
墳
群
が
つ
く

ら
れ
る
な
ど
、
古
く
か
ら

栄
え
た
地
域
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
調
査

　

吉
原
遺
跡
は
弥
生
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

の
墓
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
主

な
調
査
と
し
て
は
、
当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し

た
昭
和
62
・
63
年
度
、
平
成
28
年
度
、
令
和
２
年
度

の
調
査
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
62
・
63
年
度
の
調
査
で

は
、
弥
生
時
代
中
期
か
ら
古
墳
時
代
初
頭
に
か
け
て

の
方
形
周
溝
墓
や
土
壙
墓
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時

代
の
土
壙
墓
、
時
期
不
詳
の
溝
状
遺
構
や
小
穴
な
ど

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。平
成
28
年
度
の
調
査
で
は
、
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奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
土
坑
、
古
代
以
前
の
列

石
状
遺
構
、
中
世
か
ら
近
世
の
火
葬
墓
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
令
和
２
年
度
の
調
査
で
は
、
弥

生
時
代
と
古
墳
時
代
の
土
器
埋
納
遺
構
の
ほ
か
土
坑

や
溝
状
遺
構
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
松
原
経
塚
に
つ
い
て
は
、
工
場
敷
地
を
造

成
し
た
時
に
土
器
や
鏡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
後
、
調
査
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
遺
物
の
内
容

か
ら
は
、
墓
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
吉
原
遺
跡

の
一
部
と
考
え
て
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

今
回
の
調
査

　

今
回
の
発
掘
調
査
は
、
県
道
の
整
備
事
業
に
伴
う

も
の
で
、
令
和
４
年
11
月
～
令
和
５
年
３
月
に
か
け

て
、
面
積
３
６
９
．６
㎡
を
対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。

　

検
出
し
た
遺
構
に
は
、
方
形
周
溝
墓
７
基
（
図
中

赤
色
部
分
）、
土
坑
、
奈
良
時
代
の
火
葬
墓
１
基
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
調
査
区
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
全
容

が
明
ら
か
に
な
っ
た
遺
構
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の

遺
構
は
、そ
の
一
部
を
検
出
し
た
程
度
で
す
。
ま
た
、

方
形
周
溝
墓
に
つ
い
て
は
、
上
部
が
削
ら
れ
て
い
た

た
め
主
体
部
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
お
、

方
形
周
溝
墓
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
出
土
遺
物
や
構

造
な
ど
か
ら
０
０
４
方
形
周
溝
墓
の
み
が
弥
生
時
代

中
期
、
他
は
弥
生
時
代
後
期
末
か
ら
古
墳
時
代
初
頭

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
０
０
４
方
形
周
溝
墓　
０
０
７
方
形
周
溝
墓
と
ほ

ぼ
同
じ
位
置
で
重
な
っ
て
い
ま
す
。
東
側
が
調
査
区

域
外
と
な
る
た
め
、
約
2/5
を
コ
の
字
形
に
検
出
し
た

程
度
と
な
り
ま
す
。
墳
丘
部
は
一
辺
6.2
ｍ
で
、
周
溝

は
幅
1.2
～
1.6
ｍ
、
深
さ
0.15
～
0.35
ｍ
で
、
埋
土
に
は
10

～
20
㎝
の
礫
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
遺
物
は

弥
生
時
代
中
期
中
葉
頃
の
壺
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま

す
。

　
０
０
７
方
形
周
溝
墓　
０
０
４
方
形
周
溝
墓
と
重

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
新
し
い
遺
構
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
墳
丘
部
は
一
辺
6.2
ｍ
、
周
溝
は
幅
0.6
ｍ
、
深

さ
0.2
ｍ
で
、
南
辺
の
み
10
～
20
㎝
の
礫
が
密
集
す
る

状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
遺
物
は
弥
生
時
代
中
期

の
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
先
行
す
る
０
０
４

方
形
周
溝
墓
の
遺
物
が
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

０
１
１
方
形
周
溝
墓　

周
溝
部
が
幅
1.2
～
1.6
ｍ
、

深
さ
0.2
ｍ
で
、
コ
ー
ナ
ー
部
分
は
攪
乱
に
よ
っ
て
削

平
さ
れ
て
い
ま
す
。
規
模
は
不
明
で
す
が
、
復
元
す

る
と
墳
丘
部
は
一
辺
6.0
ⅿ
以
上
と
な
り
ま
す
。
溝
内

に
は
10
～
20
㎝
の
礫
が
密
集
し
、
そ
の
下
で
数
段
の

石
積
み
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
遺
物
は

弥
生
土
器
の
細
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

０
１
５
方
形
周
溝
墓　
同
じ
軸
方
向
で
南
側
に
拡

張
を
行
っ
て
お
り
、
最
終
的
な
墳
丘
部
の
規
模
は
、

一
辺
が
9.0
ｍ
で
、
周
溝
は
幅
1.0
～
1.9
ｍ
、
深
さ
約
0.15

～
0.35
ｍ
で
す
。
西
辺
の
中
央
に
は
陸
橋
部
が
あ
っ
た

吉原遺跡主要遺構位置図
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こ
と
が
、
礫
の
検
出
状
況
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
周
溝
内
か
ら
は
10
～
20
㎝
の
礫
が
多
量
に

出
土
し
て
お
り
、
多
く
は
墳
丘
側
か
ら
落
ち
込
ん
だ

状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
礫
を
除
去
す

る
と
、
墳
丘
基
底
部
に
沿
う
よ
う
に
石
積
み
が
確
認

で
き
ま
し
た
。
ま
も
と
は
墳
丘
裾
部
に
石
積
み
を
持

ち
、墳
丘
部
に
葺
石
（
貼
石
）
な
ど
の
構
造
物
が
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
築
造
当
初
の
規
模
は

一
辺
8.6
ｍ
で
、
使
用
さ
れ
た
礫
は
当
初
の
方
が
や
や

大
振
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
遺
物
は
検
出
時
あ
る
い

は
周
溝
内
か
ら
、
弥
生
時
代
後
期
末
頃
の
土
器
片
が

出
土
し
て
い
ま
す
。

　

０
２
３
～
０
２
５
方
形
周
溝
墓　
０
１
５
方
形
周

溝
墓
の
北
西
側
で
検
出
し
ま
し
た
。
溝
部
が
明
確
で

な
く
礫
が
並
ぶ
状
態
か
ら
３
基
の
方
形
周
溝
墓
が
重

複
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。
墳
丘
裾
に
10
～

20
㎝
の
礫
が
集
中
す
る
も
の
の
０
１
５
方
形
周
溝
墓

の
よ
う
に
規
則
正
し
い
石
積
み
と
は
な
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
ぞ
れ
、
検
出
時
に
弥
生
時
代
終
わ
り
頃
の

土
器
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

０
２
３
方
形
周
溝
墓
は
、
北
西
部
が
削
平
さ
れ
る

も
の
の
、
調
査
区
内
で
完
結
し
て
お
り
比
較
的
全
容

が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
規
模
は
南
北
2.3
ｍ
、

東
西
1.8
ｍ
で
、
南
辺
の
溝
は
幅
0.5
～
1.0
ｍ
、
深
さ
0.1

ｍ
で
す
。

　

０
２
４
方
形
周
溝
墓
は
、
０
２
３
方
形
周
溝
墓
の

北
東
部
に
接
し
て
い
ま
す
。
接
す
る
箇
所
の
周
溝
部

は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
来
は
溝
部
を
共
有

す
る
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
調
査
区
内

で
は
北
西
コ
ー
ナ
ー
付
近
を
検
出
し
た
の
み
で
す
。

　

０
２
５
方
形
周
溝
墓
は
、
０
２
４
方
形
周
溝
墓
の

北
西
側
に
あ
り
、
南
東
コ
ー
ナ
ー
付
近
で
重
な
る
た

め
、
そ
れ
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
残
存
状

況
は
良
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

０
１
９
火
葬
墓　
縦
横
0.2
ｍ
、
深
さ
0.2
ｍ
の
小
石

室
に
須
恵
器
の
鉢
・
蓋
を
納
め
た
も
の
で
、
鉢
内
に

骨
灰
を
充
填
し
て
い
ま
し
た
。
須
恵
器
の
時
期
か

ら
、
奈
良
時
代
前
半
代
の
遺
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

 

004・007・011 方形周溝墓（上空から）

015・023 ～ 025 方形周溝墓（上空から）

015 方形周溝墓周溝内礫検出状況（上空から）

023 ～ 025 方形周溝墓（北西から）
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ま
と
め

　

吉
原
遺
跡
で
は
、
方
形
周
溝
墓
が
弥
生
時
代
中
期

前
葉
あ
る
い
は
中
葉
か
ら
築
か
れ
ま
す
。
こ
の
時
期

の
も
の
と
し
て
は
昭
和
63
年
の
７
区
S
Ｘ

-

０
０
１

と
今
回
の
０
０
４
方
形
周
溝
墓
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
ら
は
県
内
に
お
い
て
も
古
い
例
と
言
え
ま
す
。

　

弥
生
時
代
後
期
末
か
ら
古
墳
時
代
初
頭
の
方
形
周

溝
墓
は
昭
和
63
年
に
７
区
で
３
基
、
今
回
の
調
査
で

６
基
確
認
し
て
い
ま
す
。
北
西
側
に
位
置
す
る
前
者

は
周
辺
地
域
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
方
形
区
画
に
単

純
に
溝
を
巡
ら
し
た
も
の
で
、
南
東
側
の
後
者
に
つ

い
て
は
墳
丘
裾
部
の
石
積
み
な
ど
石
を
用
い
て
い
ま

す
。
ま
た
、
平
成
28
年
度
調
査
の
０
２
９
列
石
状
遺

構
（
墳
丘
部
3.2
ｍ
×
2.0
ｍ
）
に
つ
い
て
も
、
今
回
の

調
査
で
検
出
し
た
方
形
周
溝
墓
と
同
じ
も
の
で
あ

り
、
遺
跡
南
東
部
を
中
心
に
墳
丘
裾
に
石
積
み
を
も

つ
方
形
周
溝
墓
が
展
開
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と

言
え
ま
す
。
墳
丘
裾
に
石
積
み
や
葺
石
（
貼
石
）
な

ど
の
石
の
構
造
物
を
も
つ
方
形
周
溝
墓
は
県
内
で
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
似
た
構
造
の
も
の
は
近
畿
北

部
や
山
陰
地
方
に
分
布
す
る
方
形
貼
石
墓
等
が
あ

り
、
関
連
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
同
じ
遺
跡
内
で
少
し

離
れ
る
も
の
の
、
構
造
の
違
う
方
形
周
溝
墓
群
が
存

在
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
集
団
に
よ
っ
て
造

営
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
畿

内
地
域
と
同
じ
方
形
周
溝
墓
を
築
く
集
団
と
近
畿
北

部
や
山
陰
地
方
な
ど
と
繋
が
り
が
あ
る
集
団
が
存
在

し
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
石
積
み
を
も
つ
方
形

周
溝
墓
の
発
見
は
、
当
地
域
の
墓
制
や
地
域
間
交
流

を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
に
な
っ
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　

日
高
平
野
周
辺
部
の
古
代
の
火
葬
墓
は
、
日
高
川

町
の
道
成
寺
周
辺
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
内
で

最
初
に
火
葬
さ
れ
た
人
物
は
、
奈
良
興
福
寺
の
僧
侶

で
あ
っ
た
「
道
昭
」
と
さ
れ
、
こ
れ
が
文
武
天
皇
４

年
（
７
０
０
）
の
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。
当
初
の
火
葬

は
皇
族
や
僧
侶
、
官
人
な
ど
上
層
階
級
に
限
ら
れ
ま

す
の
で
、
道
成
寺
周
辺
で
確
認
さ
れ
て
い
る
火
葬
墓

に
つ
い
て
は
、
寺
の
僧
侶
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
吉
原
遺
跡
で
は
、
こ
れ
ま
で
も

古
代
の
火
葬
墓
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
は
確
認
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
明
確
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
回
の
調
査
で
は
火
葬
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い

奈
良
時
代
の
初
め
頃
の
火
葬
墓
が
確
認
さ
れ
、
道
成

寺
周
辺
以
外
に
も
火
葬
墓
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
堅
田
遺
跡
で
は
奈
良
時
代
前
半
代
の
郡
衙
跡
が

確
認
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ど
近
い
位
置
に
あ
る
吉
原
遺

跡
の
火
葬
墓
に
つ
い
て
は
、
役
所
の
官
人
の
墓
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。　
（
川
崎　

雅
史
）

平成 28年度調査 029 列石状遺構（北西から）

019 火葬墓（南東から）
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施せ

無む

畏い

寺じ

鎮ち
ん

守じ
ゅ

社し
ゃ

の
保
存
修
理

　

明み
ょ
う
え恵
上
人
ゆ
か
り
の
施
無
畏
寺
は
、
有
田
郡

湯ゆ
あ
さ
ち
ょ
う

浅
町
栖す

原は
ら

に
あ
る
寺
院
で
、
町
の
西
北
部
の

白し
ら
か
み
や
ま

上
山
の
麓
、
湯
浅
湾
や
苅か
る

藻も

島じ
ま

を
一
望
で
き
る
場

所
に
あ
り
ま
す
。明
恵
上
人
は
有
田
川
町
に
生
ま
れ
、

京
都
高
山
寺
を
再
興
し
た
鎌
倉
時
代
の
高
僧
で
、
白

上
山
は
上
人
が
若
い
頃
に
修
業
を
し
た
場
所
で
も
あ

り
ま
す
。

　

平
安
時
代
後
期
当
地
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
湯
浅

宗む
ね

重し
げ

の
孫
景か
げ

基も
と

が
、
い
と
こ
の
明
恵
上
人
の
修
行
地

に
寺
を
寄
進
し
、
寛か
ん

喜き

３
年
（
１
２
３
１
）
に
落
慶

法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
寺
は
16
世
紀
後
半
の
兵
火

に
よ
り
伽
藍
を
焼
失
、
江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
に

か
け
て
再
興
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
再
建
さ
れ
た

本
堂
、
開
山
堂
、
鐘
楼
、
鎮
守
社
の
４
棟
が
県
指
定

文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

鎮
守
社
は
小
規
模
な
春
日
造
の
社
殿
で
す
。
軒
に

唐
破
風
を
つ
け
、
鴨
居
の
上
に
彫
刻
を
入
れ
る
な
ど

正
面
を
飾
っ
て
い
る
建
物
で
す
。
ま
た
、
頭
貫
の
木き

鼻ば
な

に
雲う

ん

紋も
ん

を
彫
り
、
手た

ば
さ
み挟

を
籠か

ご

彫ぼ
り

と
す
る
な
ど
彫
刻

に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。
鎮
守
社
は
こ
れ
ら
の
様

式
か
ら
江
戸
時
代
中
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

鎮
守
社
は
覆お
お
い
や屋
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
屋

根
の
破
損
が
近
年
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
檜
皮
屋
根
は
、
明
治
時
代
以
降
葺
き
替
え

が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
葺
き
替
え
る
代
わ
り
に
瓦
葺

き
の
覆
屋
が
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
社
殿
の
嵩
上
げ
が
行
わ
れ
、
屋
根
を
葺
き
替
え

る
作
業
の
空
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

工
事
に
際
し
て
、覆
屋
を
揚
げ
屋
し
て
仮
支
持
し
、

覆
屋
の
腐
朽
し
て
い
る
土
台
と
柱
を
葺
き
替
え
作
業

の
出
来
る
高
さ
の
も
の
に
取
り
替
え
ま
し
た
。
そ
の

後
、
屋
根
の
葺
き
替
え
と
箱
棟
の
復
旧
、
木
部
の
補

修
、
飾
り
金
具
の
補
修
と
新
調
を
行
い
ま
し
た
。

　

修
理
前
は
屋
根

平
葺
き
の
檜
皮
が

ほ
と
ん
ど
失
わ
れ

て
い
た
の
で
、
天

井
裏
に
は
落
ち
葉

や
枯
れ
枝
な
ど
が

堆
積
し
、
獣
臭
が

し
て
い
ま
し
た
。

堆
積
し
た
も
の
を

除
去
す
る
と
天
井

一
面
に
板
に
多
数

の
和
釘
を
打
ち
込

ん
で
逆
さ
ま
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
長
さ
45
㎜
の
釘

が
約
６
０
０
本
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
害
獣

や
鳥
よ
け
の
と
げ
マ
ッ
ト
・
と
げ
シ
ー
ト
と
よ
く
似

た
形
状
で
す
。

　

和
釘
は
今
の
洋
釘
と
は
異
な
り
１
本
ず
つ
鍛
冶
屋

さ
ん
が
手
作
業
で
作
っ
て
い
た
貴
重
な
も
の
で
、
あ

る
寺
院
の
工
事
現
場
で
は
大
工
の
棟
梁
が
配
下
の
職

人
が
使
っ
た
釘
の
本
数
を
管
理
し
て
い
た
、
と
古
文

書
に
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
大
切
に
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
明
治
時
代
に
和
釘
か
ら
工
業
製
品
の
洋
釘
に
替

わ
っ
た
の
で
余
っ
て
い
た
和
釘
を
使
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
大
事
な
和
釘
を
使

用
す
る
と
は
、
よ
ほ
ど
獣
の
侵
入
に
業
を
煮
や
し
て

い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
今
ま
で

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
な
た
か
御
存
知
の
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
御
一
報
く
だ
さ
い
。

（
寺
本　

就
一 

）

竣工した施無畏寺鎮守社

天井裏に設置されている
和釘で作られた小動物避け
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は
じ
め
ま
し
て
。
本
年
４
月
よ
り
文
化
財
建
造
物
課
に
着
任
し
ま
し
た
野の

だ田

達た
つ

志し

と
申
し
ま
す
。
着
任
か
ら
約
２
か
月
が
経
ち
、
よ
う
や
く
和
歌
山
で
の
生

活
に
慣
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

私
が
文
化
財
の
世
界
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
高
校
生
の
時
で
す
。
文
化
財
建

造
物
の
修
理
現
場
を
見
学
す
る
機
会
が
あ
り
、
歴
史
的
に
価
値
の
高
い
建
物
を

守
り
続
け
る
た
め
に
働
く
人
々
の
姿
に
感か
ん
め
い銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

大
学
卒
業
後
は
、
建
築
史
を
専
門
と
す
る
研
究
を
行
う
た
め
、
名
古
屋
工
業

大
学
大
学
院
に
進
学
し
ま
し
た
。
研
究
室
で
は
、
歴
史
的
建
造
物
の
実
測
調
査

や
図
面
作
成
の
ほ
か
、城
じ
ょ
う
か
く郭
石
垣
の
築
造
年
代
に
関
す
る
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
建
物
に
残
る
痕こ
ん
せ
き跡
や
史
料
か
ら
、
当
時
の
職
人
が
考
え
た
計
画

方
法
、
意い

匠し
ょ
う、
構
造
技
術
な
ど
を
考
察
す
る
こ
と
の
面
白
さ
に
魅み

了り
ょ
うさ
れ
、
修

理
技
術
者
の
道
を
志
こ
こ
ろ
ざし
ま
し
た
。

　

和
歌
山
で
の
生
活
は
初
め
て
で
す
。
こ

れ
か
ら
も
新
し
く
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を

忘
れ
る
こ
と
な
く
、
県
内
の
魅
力
を
た

く
さ
ん
発
見
し
、
文
化
財
の
面
白
さ
を
伝

え
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
修
理
技
術

者
と
し
て
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
は
あ
り
ま
す

が
、
後
世
に
わ
た
っ
て
建
物
を
守
り
続
け

ら
れ
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
。
今
後
と

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
野
田　

達
志
）

　
文
化
財
建
造
物
課
　
新
任
の
挨
拶

　
埋
蔵
文
化
財
課
　『
日
本
霊
異
記
』
と
和
歌
山
（
１
）

　

お
坊
さ
ん
に
暴
言
を
吐
い
た
男
に
バ
チ
が
当
た
っ
て
、
大
事
な
と
こ
ろ
を
蟻

に
噛
ま
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
―
―
人
に
よ
っ
て
は
、
股
間
が
「
ヒ
ュ
ン
」
と
寒

く
な
る
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
『
日に

本ほ
ん

霊り
ょ
う

異い

記き

』、
正
式
な
名
称
は
『
日に

本ほ
ん

国こ
く

現げ
ん
ほ
う
ぜ
ん
あ
く

報
善
悪
霊り
ょ
う

異い

記き

』
と
い
う
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
で
す
。
こ
の
説
話

集
は
、
平
安
時
代
初
め
頃
に
景き
ょ
う
か
い戒
と
い
う
僧
侶
が
編
集
し
ま
し
た
。
様
々
な
話

が
あ
り
、そ
の
う
ち
紀
伊
国
に
関
連
す
る
話
は
13
話
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す（
次

に
多
い
国
は
武
蔵
国
で
３
話
）。

　

冒
頭
の
話
も
紀
伊
国
の
話
で
、
舞
台
は
伊い

と刀
郡ぐ
ん
く
わ
は
ら

桑
原
の
狭さ

や屋
寺で
ら

、
信
仰
心
厚

い
女
性
が
寺
の
法
要
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、女
性
の
夫
は
仏
教
を
敬
わ
ず
、

妻
を
連
れ
戻
し
に
寺
に
や
っ
て
き
て
寺
の
僧
侶
に
暴
言
を
吐
き
ま
す
。
そ
の
後

夫
は
股
間
を
蟻
に
噛
ま
れ
、
そ
の
傷
が
原
因
で
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
悪
い

行
い
に
は
悪
い
こ
と
が
返
っ
て
く
る
、
因い
ん
が
お
う
ほ
う

果
応
報
を
説
い
た
話
で
す
が
、
こ
の

信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
話
、
全
て
創
作
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

　

伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
に
あ
る
佐さ

や野
寺で
ら
あ
と跡
で
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
お
り
、
東
西
80
ｍ
、
南
北
109
ｍ
の
寺
域
を
持
ち
、
金
堂
・
塔
・
講
堂

が
建
て
ら
れ
て
い
た
、
奈
良
時
代
の
立
派
な
寺
院
跡
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
出
土
し
た
瓦
の
文
様
が
、
奈
良
県
の
川
原
寺
跡
の
も
の
に
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
や
、
同
じ
時
代
に
県
内
で
建
立
さ
れ
た
複
数
の
寺
院
跡
か

ら
、
佐
野
寺
跡
で
出
土
し
た
瓦
と
似
た
も
の
が
出
土
す
る
こ
と
な
ど
、
寺
院
同

士
が
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
現
在
で

は
、
こ
の
佐
野
寺
跡
が
『
日
本
霊
異
記
』
に

出
て
く
る
「
狭
屋
寺
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
狭
屋
寺
」
は
実
在
し
た
お
寺
で
あ
る
な

ら
、
蟻
に
噛
ま
れ
た
話
も
本
当
な
の
か
も

…
…
因
果
応
報
、
身
に
覚
え
の
あ
る
方
は
、

善
行
を
積
み
、
一
度
現
地
を
訪
れ
て
日
頃
の

行
い
を
反
省
し
て
み
て
は
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濵
﨑　

範
子
）

佐野寺跡金堂跡から出土した創建
時の瓦（和歌山県教育委員会提供）
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風車101（2023・夏号）

 令和５年６月 30 日

和歌山県立紀伊風土記の丘

和歌山県立博物館

和歌山市立博物館

高野山霊宝館

●夏期企画展「紀伊の地を馬が駆ける」　　　　 2023年７月15日（土）～2023年９月３日（日）

●展示講座②「夏期企画展」　　　　　　 2023年７月16日（日）　13：30～15：30

●秋期特別展「律令国家成立前夜－紀伊と古代氏族－」
                                                               2023年９月30日（土）～2023年12月３日（日）

●夏休み子供向け企画展「きのくにのかたな－和歌山県立博物館の赤羽刀－」
 2023年７月１日（土）～2023年８月27日（日）

●企画展「法燈国師」　　　　　　　　 2023年９月２日（土）～2023年10月１日（日）

●企画展「しはくどうぶつえん」 2023年７月19日（水）～2023年９月３日（日）

●宗祖弘法大師御誕生1250年大法会記念展「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）

※掲載内容は変更される可能性があります。詳細や講座の受講方法については各施設へお問い合わせください。

催し物案内　和歌山県内の文化財関係イベント情報（2023 年 夏～2023 年 秋）

１　表紙
２　特集「吉原遺跡、松原経塚の発掘調査」
６　文化財建造物課　短信「施無畏寺鎮守社の保存修理」
７　きのくに歴史小話「文化財建造物課　新任の挨拶」　
　　　　　　　　　　 「埋蔵文化財課　『日本霊異記』と和歌山（１）」
８　催し物案内


