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重
要
文
化
財
　
金
剛
峯
寺
奥
院
経
蔵

　

金
剛
峯
寺
奥お
く
い
ん院
経き
ょ
う
ぞ
う蔵
は
、
高
野
山
の
奥
之
院
の
最

奥
、
弘
法
大
師
が
祀
ら
れ
る
御ご

廟び
ょ
う

の
東
脇
に
立
て
ら

れ
た
、
檜ひ

わ
だ
ぶ

皮
葺
き
の
小
さ
な
三
間
堂
で
す
。

　

正
方
形
平
面
の
正
側
面
に
桟さ

ん

唐か
ら
ど戸
と
連れ
ん
じ子
窓ま
ど

が
設

け
ら
れ
、
和わ

様よ
う

の
出で
ぐ
み組
で
軒
を
受
け
る
、
塗
装
の
な

い
白
木
で
簡
素
な
外
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

深
い
軒
が
宝
形
屋
根
を
受
け
る
様
子
は
、
静せ
い
ひ
つ謐
な
奥

院
に
ふ
さ
わ
し
い
優
美
さ
を
湛
え
ま
す
。

　

内
部
の
壁
面
に
は
一
転
し
て
、
極
彩
色
で
羅ら

漢か
ん

図ず

が
描
か
れ
、
柱
頭
や
長
押
に
は
華
や
か
な
彩
色
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
間
仕
切
り
の
無
い
経
蔵
内

部
の
中
央
に
は
、
輪り
ん
ぞ
う蔵

と
呼
ば
れ
る
経
典
を
納
め
る

た
め
の
八
角
形
平
面
の
棚
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

心
柱
を
軸
に
回
転
す
る
輪
蔵
に
は
屋
根
や
腰
組
が
設

け
ら
れ
て
お
り
、
独
立
し
た
建
物
の
よ
う
に
精
緻
に

組
ま
れ
て
い
ま
す
。
輪
蔵
の
丸
柱
に
は
仏
像
や
龍
が

華
麗
に
描
か
れ
、
軒
を
支
え
る
組
物
は
尾お

垂だ
る
き木

つ
き

の
三み

つ
斗ど

を
詰つ

め
ぐ
み組

に
並
べ
、
立
体
的
な
彫
刻
が
施
さ

れ
た
琵び

琶わ

板い
た

や
木
鼻
等
全
体
が
極
彩
色
で
彩
ら
れ
て

お
り
、
ま
さ
に
桃
山
時
代
の
装
飾
的
で
華
麗
な
表
現

に
溢
れ
て
い
ま
す
。

奥
院
経
蔵
の
沿
革

　

奥
院
経
蔵
は
、
石
田
三
成
に
よ
っ
て
慶
長
四
年

（
１
５
９
９
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
、
正
面
に
掲

げ
ら
れ
る
扁へ
ん
が
く額
に
記
さ
れ
た
銘
文
に
よ
り
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
当
時
、
天
正
十
三
年
（
１
５
８
５
）
に
は

羽
柴
秀
吉
の
紀
州
征
伐
で
根
来
寺
が
焼
け
落
ち
、
秀

吉
か
ら
降
伏
を
求
め
ら
れ
た
高
野
山
と
し
て
も
、
対

応
に
揺
れ
る
波
乱
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
扁
額
に
は
石
田
三
成
が
母
親
の
菩
提
を
弔
う
た

め
に
建
立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
野

山
使
僧
と
し
て
秀
吉
と
の
交
渉
に
た
ず
さ
わ
り
、
和

睦
を
と
り
ま
と
め
た
上
で
金
堂
や
大
塔
の
再
興
に
あ

た
っ
た
木も
く
じ
き
お
う

食
応
其ご

が
本
願
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
併
せ

て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

特
集  
金
剛
峯
寺
奥
院
経
蔵
の
保
存
修
理

檜皮屋根の葺き替えが完成した奥院経蔵

経蔵断面図（輪蔵立面図）

表紙写真：上　輪蔵上部見上
　　　　　     下　輪蔵木鼻（海馬）
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奥
院
経
蔵
の
保
存
修
理

　

奥
院
経
蔵
は
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
物

と
し
て
昭
和
五
三
年
に
半
解
体
修
理
が
行
わ
れ
、
平

成
十
五
年
に
檜
皮
屋
根
の
葺
き
替
え
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
檜
の
樹
皮
を
葺
き
材
と
す
る
檜
皮
屋
根
は
、

通
常
25
～
30
年
周
期
で
葺
き
替
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
杉
の
巨
木
に
覆
わ
れ
て
陽
が
ほ
と
ん
ど
あ
た

ら
ず
、
湿
度
も
非
常
に
高
い
奥
之
院
に
建
つ
経
蔵
で

は
、
前
回
の
葺
き
替
え
か
ら
18
年
経
過
し
た
時
点
で

屋
根
面
全
体
で
腐
朽
が
進
み
、
修
理
を
行
う
必
要
が

生
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
令
和
二
年
度

か
ら
の
２
か
年
度
の
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
、
屋
根

の
葺
き
替
え
工
事
と
あ
わ
せ
、
彩
色
の
剥は
く

離り

が
目

立
っ
て
き
て
い
た
壁
画
や
輪
蔵
丸
柱
の
仏
画
の
剥は
く
ら
く落

止
め
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

屋
根
は
、
杉
の
枝
の
落
下
に
よ
り
西
面
に
穴
が
開

き
、
鉄
板
で
仮
復
旧
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
頂
部

の
露
盤
も
野
地
の
腐
朽
で
傾
い
て
い
た
た
め
、
事
業

着
手
後
速
や
か
に
素
屋
根
を
建
設
し
、
建
物
の
破
損

が
進
ま
な
い
よ
う
保
護
し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
檜

皮
屋
根
を
部
分
的
に
解
体
し
、
野
地
や
小
屋
組
の
破

損
状
況
を
確
認
し
、
修
理
す
べ
き
範
囲
を
確
定
す
る

と
と
も
に
、
内
部
の
彩
色
の
状
況
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
野
地
や
小
屋
組
の
腐
朽
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が

判
明
し
、
屋
根
工
事
に
伴
い
大
規
模
な
木
部
修
理
を

実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
木
部
修
理
に
伴
う
振
動
で
、
内
部
の
彩
色
の

剥
落
が
進
ん
で
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
判
明

し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
内
部
彩
色
の
う
ち
、
下
地
か
ら
の
剥

離
が
進
み
、
層
状
剥
落
の
恐
れ
が
あ
る
部
分
の
仮
剥

落
止
め
を
先
行
し
て
実
施
し
た
う
え
で
屋
根
工
事
を

行
い
、
屋
根
工
事
完
了
後
、
内
部
彩
色
の
剥
落
止
め

を
実
施
す
る
方
針
に
工
程
を
組
み
直
し
、
工
事
を
進

め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

奥
院
経
蔵
の
屋
根
工
事

　

屋
根
面
は
、野
垂
木
の
間
の
部
分
が
筋
状
に
窪く
ぼ

む
、

他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
見
か
け
る
こ
と
の
な
い
特
徴

的
な
破
損
状
況
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

奥
院
経
蔵
と
同
時
期
に
檜
皮
屋
根
の
葺
き
替
え
工

事
を
実
施
し
た
金こ

ん
ご
う剛
三さ
ん
ま
い
い
ん

昧
院
経
蔵
で
も
、
同
様
の
破

損
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
金
剛
三
昧
院
で
檜
皮
屋

根
の
解
体
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
素
屋
根
で
覆
っ
て
２

週
間
ほ
ど
雨
に
濡
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
、
檜

皮
材
は
底
部
ま
で
濡
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
ま
し

筋状に屋根面が窪んだ状況（金剛三昧院経蔵）

木舞や野垂木の腐朽状況（奥院経蔵）
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た
。
水
に
強
い
檜
皮
材
自
体
は
腐
っ
て
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、檜
皮
材
を
打
ち
止
め
る
た
め
の
木こ

舞ま
い（

横

方
向
の
桟
木
）
が
腐
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
野

垂
木
の
間
で
檜
皮
面
が
溝
状
に
垂
下
し
て
雨
水
が
た

ま
り
、
さ
ら
な
る
漏
水
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
よ
り
長
く
檜
皮
屋
根
を
保
全
す
る
た

め
に
、修
理
に
と
も
な
い
周
辺
樹
木
の
整
枝
を
行
い
、

完
成
後
も
定
期
的
に
屋
根
面
を
清
掃
す
る
な
ど
環
境

の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
取
り
替
え
た
木
舞
や
野

垂
木
に
は
よ
り
腐
朽
に
強
い
赤
身
材
を
使
用
す
る
と

と
も
に
、
防
腐
処
理
な
ど
の
対
策
を
施
し
ま
し
た
。

奥
院
経
蔵
の
塗
装
工
事

　

奥
院
経
蔵
の
内
部
に
施
さ
れ
た
塗
装
は
、
輪
蔵
の

垂た
る

木き

や
腰
壁
板
な
ど
中
古
に
取
り
替
え
ら
れ
た
部
分

を
除
き
、
建
立
時
に
施
さ
れ
た
彩
色
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
来
輪
蔵
は
、
経
蔵
の
中
に
人
が
入
っ
て
回

転
さ
せ
る
こ
と
で
、
輪
蔵
に
納
め
ら
れ
た
高こ

う
ら
い
ば
ん

麗
版

一い
っ
さ
い切
経き
ょ
う

を
読
経
す
る
の
と
同
じ
功
徳
が
得
ら
れ
る
、

と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
マ
ニ
車
と
同
じ
性
格
を
持

つ
施
設
で
す
が
、
実
際
に
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
ず
に

扉
を
閉
じ
き
っ
た
状
態
で
守
ら
れ
て
き
た
の
か
、
顔

料
が
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
、
当
時
の
色
彩
を
鮮
や
か

に
今
に
伝
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
修
理
前
に
は
塗
装
面
全
体
に
霞
が
か

か
っ
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

彩
色
修
理
の
担
当
者
に
よ
る
仮
剥
落
止
め
施
工
に

あ
わ
せ
、
東
京
文
化
財
研
究
所
の
専
門
家
の
指
導
も

受
け
、
壁
画
や
輪
蔵
全
体
の
彩
色
の
状
況
を
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
塗
装
表
面
が
埃
な
ど
で
汚
れ
て
い
る
だ

け
で
無
く
、
カ
ビ
に
覆
わ
れ
た
部
分
も
あ
る
こ
と
が

判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
過
去
の
剥
落
止
め
で
使
用
さ

れ
た
合
成
樹
脂
が
彩
色
表
面
に
析せ

き
し
ゅ
つ出
し
て
白
化
し
た

箇
所
が
認
め
ら
れ
た
ほ
か
、
輪
蔵
全
体
で
彩
色
の
剥

離
や
粉
状
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
判
明
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
文
化
庁
の
承
認
を
得
た
上
で
令
和

四
年
十
二
月
ま
で
工
期
を
延
長
し
、
輪
蔵
全
体
に
施

工
範
囲
を
広
げ
、
彩
色
面
の
剥
落
止
め
と
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
、防
カ
ビ
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

檜皮屋根葺き上げ状況（奥院経蔵）

輪蔵の仏画と唐草
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剥
落
止
め
の
施
工
は
、
接
着
材
で
あ
る
膠に
か
わ

を
適
切

に
効
か
せ
る
た
め
に
、
気
温
が
20
℃
を
下
回
ら
な
い

時
期
に
施
工
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
山

間
部
の
高
野
山
で
は
７
月
か
ら
９
月
と
限
定
的
な
期

間
し
か
施
工
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
で
カ

ビ
は
25
～
30
℃
、
湿
度
70
％
以
上
で
旺
盛
に
繁
茂
し

ま
す
が
、
同
時
期
の
堂
内
の
湿
度
を
測
定
し
た
と
こ

ろ
、
80
％
を
下
回
る
こ
と
が
ほ
ぼ
皆
無
、
と
絶
望
的

な
環
境
下
で
施
工
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
判

明
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
使
用
す
る
防
カ
ビ
剤
に
よ
っ
て
は
、
顔が

ん
り
ょ
う料

に
変
色
な
ど
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
事
前

に
奥
院
経
蔵
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
顔

料
、
染
料
を
使
用
し
た
試
験
用
手
板
（
合
計
28
枚
）

を
作
成
し
、
防
カ
ビ
剤
の
影
響
、
効
果
を
検
証
し
た

上
で
、
使
用
す
る
薬
剤
や
濃
度
を
決
定
す
る
な
ど
、

万
全
を
期
し
て
施
工
し
ま
し
た
。

　

カ
ビ
が
発
生
す
る
可
能
性
の
高
い
剥
落
止
め
の
施

工
は
、
エ
タ
ノ
ー
ル
噴
霧
な
ど
の
殺
菌
作
業
と
併
せ

て
実
施
し
、
最
期
に
防
カ
ビ
剤
の
塗
布
を
行
う
方
針

と
し
、
施
工
時
に
は
送
風
機
に
よ
る
強
制
換
気
を
行

う
と
と
も
に
、
堂
内
に
除
湿
剤
を
設
置
す
る
な
ど
、

細
心
の
注
意
と
対
策
を
講
じ
な
が
ら
、
施
工
を
完
了

し
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　

今
回
の
修
理
で
は
、
破
損
が
通
常
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
部
分
で
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
下

地
に
ま
で
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と

を
、
改
め
て
肝
に
銘
じ
る
工
事
と
な
り
ま
し
た
。　

　

ま
た
剥
落
止
め
は
、
狭
く
薄
暗
い
堂
内
で
数
ヶ
月

も
の
間
淡
々
と
彩
色
と
向
か
い
会
う
地
道
な
作
業
で

す
。
そ
の
中
で
、
壁
画
の
下
書
き
や
色
指
定
の
メ
モ

な
ど
桃
山
時
代
の
画
工
の
息
遣
い
を
感
じ
る
発
見
も

あ
り
、
四
百
年
の
時
を
繋
ぎ
、
ひ
た
む
き
な
情
熱
が

重
な
る
至
福
の
時
に
立
ち
会
う
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
井　

忠
嗣
）

カビの発生状況（腰組の肘木、巻斗）

彩色のクリーニング施工状況

彩色と同じ環境下 ( 輪蔵棚上 ) での防カビ剤試験状況
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東と
う
ご
う郷
遺い

跡せ
き
の
発
掘
調
査

　

令
和
４
年
12
月
５
日
か
ら
令
和
５
年
４
月
11
日
に

か
け
て
、
当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
和
歌
山
県
よ
り

委
託
を
受
け
、
江
川
小
松
原
線
通
学
路
緊
急
対
策
事

業
に
伴
う
東と
う
ご
う郷
遺い

跡せ
き

の
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

東
郷
遺
跡
は
和
歌
山
県
中
部
に
位
置
す
る
御
坊
市

と
、
御
坊
市
の
東
側
に
隣
接
す
る
日
高
郡
日
高
川
町

に
ま
た
が
る
弥
生
時
代
の
集
落
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
遺
跡
で
す
。
遺
跡
は
日
高
川
下
流
の
右
岸
に
あ
り

ま
す
。過
去
に
何
度
か
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
時
は
弥
生
時
代
中
期
か
ら
後
期
、
後
期
末
か
ら

古
墳
時
代
前
期
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
や
掘ほ

っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の
あ
と

立
柱
建
物
跡
、

溝
、
土ど

坑こ
う

な
ど
が
発
見
さ
れ
た
ほ
か
、
弥
生
土
器
や

古
墳
時
代
の
土
師
器
、
須
恵
器
な
ど
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
、
東
郷

遺
跡
で
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
人
々
が
暮

ら
し
て
い
た
の
は
遺
跡
中
央
か
ら
南
を
中
心
と
す
る

範
囲
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
出
土

し
た
弥
生
時
代
末
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
土
器

に
は
、
他
の
地
域
で
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も

の
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
日
高
川
下
流
域

の
人
々
と
他
地
域
の
人
々
と
の
交
流
を
考
え
る
上
で

重
要
な
資
料
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
の
発
掘
調
査
を
行
っ
た
場
所
は
東
郷
遺
跡
の

北
東
端
で
、
こ
れ
ま
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
場
所
に
な
り
ま
す
。
調
査
区
は
、
安あ
ん
ち
ん
き
よ
ひ
め

珍
清
姫

伝
説
の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ
る
古こ

刹さ
つ

、
道ど
う
じ
ょ
う
じ

成
寺
か
ら

南
東
に
約
４
０
０
ｍ
の
地
点
で
す
。
県
道
の
南
側
に

位
置
す
る
１
区
と
北
側
の
２
区
に
分
け
て
発
掘
調
査

を
行
い
ま
し

た
。

　

１
・
２
区

と
も
に
土
坑

や
溝
、
小
穴

な
ど
の
多
数

の
遺
構
が
確

認
で
き
、
中

に
は
大
型
の

土
坑
も
あ
り

ま
し
た
（
写
真
）。
他
に
も
１
区
と
２
区
で
同
一
の

遺
構
と
推
定
で
き
る
溝
も
あ
り
、
周
囲
の
遺
構
の
検

出
状
況
な
ど
か
ら
何
か
を
区
画
す
る
溝
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
発
見
し
た
遺
構
出
土
の
遺
物
は
極
め
て
少
な

い
で
す
が
、
土
層
な
ど
と
合
わ
せ
て
総
合
的
に
検
討

し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
遺
構
は
中
世
（
鎌
倉
～
室
町

時
代
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
中
世
の

建
物
跡
や
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
弥
生
時

代
や
古
墳
時
代
の
遺
構
な
ど
は
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
の
調
査
で
は
中
世
に
お
け
る
東
郷
遺
跡
の
様

子
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
る
と
と
も
に
、
遺
跡
の
北

東
に
あ
た
る
縁え
ん
ぺ
ん
ぶ

辺
部
の
様
子
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し

た
。
遺
構
の
多
さ
か
ら
活
発
な
人
々
の
営
み
が
考
え

ら
れ
る
一
方
で
、
建
物
跡
な
ど
の
遺
構
が
確
認
で
き

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
の
調
査
地
か
ら
西
側
に

中
世
の
人
々
が
生
活
し
た
集
落
が
存
在
し
て
い
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
濵
﨑　

範
子
）

1 区で確認した大型の土坑
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現
在
、
当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
は
和
歌

山
県
立
紀
伊
風
土
記
の
丘
の
敷
地
内
に

事
務
所
を
構
え
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
か

ら
車
で
10
分
ほ
ど
の
所
に
松
下
電
器
産

業
株
式
会
社
（
現
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
）
創

業
者
で
あ
る
松
下
幸
之
助
氏
の
生
誕
地

が
あ
り
ま
す
。
和
歌
山
市
街
地
に
移
っ

た
氏
は
、
筆
者
が
約
50
年
前
に
卒
業
し

た
雄おのみ
な
と湊
小
学
校
（
合
併
前
の
雄
小
学
校
）

に
通
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
博
物
学

者
の
南みな
か
た
く
ま
ぐ
す

方
熊
楠
は
こ
の
小
学
校
の
第
一

期
生
で
す
。
氏
は
優
れ
た
事
業
家
で
あ

る
と
同
時
に
、
教
育
・
文
化
・
体
育
・

社
会
福
祉
等
多
分
野
に
わ
た
り
発
展
向
上
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　

紀
伊
風
土
記
の
丘
に
は
氏
が
寄
贈
し
た
国
の
登
録
有
形
文
化
財
の
「
紀
伊
風

土
記
の
丘
松
下
記
念
資
料
館
」
が
あ
り
、
昭
和
46
年
竣
工
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
平
屋
建
の
博
物
館
施
設
で
す
。
青
石
貼
り
の
壁
・
銅どう
た
く鐸
文
様
の
面
格
子
な

ど
古
代
か
ら
着
想
を
得
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
基
調
と
し
た
建
物
で
、
ボ
リ
ュ
ー

ム
を
抑
え
た
外
観
は
特
別
史
跡
岩いわ
せ
せ
ん
づ
か
こ
ふ
ん
ぐ
ん

橋
千
塚
古
墳
群
の
あ
る
背
後
の
山
の
景
観
に

馴
染
ん
で
い
ま
す
。

　

和
歌
山
市
内
に
は
こ
の
資
料
館
の
ほ
か
に
松
下
会
館
、
松
下
体
育
館
、
松
下

公
園
、
和
歌
山
城
紅もみ
じ
だ
に
て
い
え
ん

葉
渓
庭
園
の
茶
室
「
紅こう
し
ょ
う
あ
ん

松
庵
」
な
ど
氏
が
寄
贈
し
た
施
設

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
和
歌
山
県
庁
舎
本
館
な
ど
国
の
登
録
有
形
文
化
財
の
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
が
あ
り
、
今
後
も
指
定
ま
た
は
登
録
さ
れ
る
非
木

造
の
建
造
物
が
増
え
、
い
ず
れ
こ
れ
ら
の
建
物
も
修
理
が
必
要
と
な
る
時
が
来

ま
す
。

　

当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
今
ま
で
修
理
に
携
わ
っ
て
き
た
建
物
は
ほ
と
ん
ど
が

木
造
で
す
。
非
木
造
の
修
理
で
は
木
造
と
異
な
る
知
識
や
技
術
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
前
号
で
新
任
の
挨
拶
を
記
し
た
野
田
君
に
は
、
ど
ん
な
構
造
の
建
物
に

も
対
応
で
き
る
修
理
技
術
者
に
な
れ
る
よ
う
研
鑽
を
積
ん
で
ほ
し
い
も
の
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寺
本　

就
一
）

　
文
化
財
建
造
物
課
　和
歌
山
の
建
物
と
ゆ
か
り
の
人
物
（
１
）

　
埋
蔵
文
化
財
課　
『
日
本
霊
異
記
』
と
和
歌
山
（
２
）

　

天
平
元
年
（
７
２
９
）
に
左
大
臣
の
長な
が

屋や

王お
う

が
謀
反
を
企
ん
だ
罪
で
自
殺
に

追
い
込
ま
れ
ま
す
。「
長
屋
王
の
変
」と
呼
ば
れ
る
有
名
な
古
代
の
出
来
事
で
す
。

皇
族
で
あ
る
長
屋
王
の
邸
宅
は
平
城
京
（
現
在
の
奈
良
県
奈
良
市
）
に
あ
り
、

過
去
の
発
掘
調
査
で
多
く
の
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

長
屋
王
が
亡
く
な
っ
た
理
由
を
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
一
縁
で
は
大
規
模

な
寺
院
の
法
要
で
僧
侶
の
食
事
を
世
話
す
る
係
に
任
命
さ
れ
て
い
た
長
屋
王

が
、
食
事
を
も
ら
お
う
と
炊
事
場
に
入
っ
て
き
た
僧
侶
の
頭
を
持
っ
て
い
た
笏

で
叩
く
と
い
う
、
僧
侶
を
軽
ん
じ
た
こ
と
へ
の
罰
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ

の
後
長
屋
王
の
遺
体
は
最
初
土
佐
国
（
現
在
の
高
知
県
）
に
葬
ら
れ
ま
し
た
が
、

祟
り
で
人
々
が
亡
く
な
る
の
で
土
佐
国
よ
り
都
に
近
い
紀
伊
国
海あ
ま
ぐ
ん
は
じ
か
み
む
ら

部
郡
椒
枡
村

の
奥お
く

の
嶋し
ま

に
改
め
て
埋
葬
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

有
田
市
の
沖
合
に
地じ

ノ
島し
ま

、
沖お
き

ノ
島し
ま

と
呼
ば
れ
る
無
人
島
が
あ
り
、
そ
の
対

岸
で
あ
る
海
浜
部
に
古
墳
１
基
が
残
っ
て
い
ま
す
。
明
治
41
年
に
発
掘
さ
れ
、

現
在
、
椒は
じ
か
み
こ
ふ
ん

古
墳
と
呼
ば
れ
る
こ
の
古
墳
こ
そ
が
『
日
本
霊
異
記
』
に
書
か
れ
た

長
屋
王
の
墓
だ
と
長
年
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
調
査
の
結
果
、
椒
古
墳
は
現
在
は
後
円
部
の
み
が
残
っ
て
い
ま
す

が
、
も
と
も
と
前
方
後
円
墳
で
、
銅
鏡
や
鉄
製
の
武
器
や
武
具
、
石
で
で
き
た

枕
な
ど
の
出
土
遺
物
か
ら
５
世
紀
ご
ろ
に
造

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。と
い
う
こ
と
は
、

残
念
な
が
ら
こ
の
古
墳
は
８
世
紀
前
半
に
亡

く
な
っ
た
長
屋
王
の
墓
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

長
屋
王
の
墓
が
和
歌
山
県
に
あ
る
と
し
て

い
る
の
は
『
日
本
霊
異
記
』
だ
け
な
の
で
、

創
作
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、

も
し
か
し
た
ら
…
今
で
も
見
つ
か
ら
ず
に
長

屋
王
は
和
歌
山
県
の
ど
こ
か
に
眠
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
濵
﨑　

範
子
）

現在の椒古墳の様子

紀伊風土記の丘松下記念資料館
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風車102（2023・秋号）

 令和５年９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

（公財）和歌山県文化財センター

●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）
●特別展関連講座①　　　　　　　　　　　　　 2023年10月15日（日）　13：30～16：30
●特別展関連講座②　　　　　　　　　　　　　  2023年10月22日（日）　13：30～16：30
●風土記まつり　　　　　　　　　　　　　　　  2023年10月29日（日）　10：00～15：30
●特別展シンポジウム　　　　　　　　　　　　  2023年11月５日（日）　13：30～16：30
●特別展関連講座③　　　　　　　　　　　　　  2023年11月19日（日）　13：30～16：30

●生誕850年記念特別展　紀州・明恵上人伝　　　 2023年10月14日（土）～11月26日（日）
●企画展　高野山寺領の村　　　　　　　　　　2023年12月16日（土）～2024年２月12日（月・祝）

●企画展　ヘンリー杉本の描いた日系人収容所　　 2023年９月16日（土）～10月９日（月・祝）
●特別展　葛城修験の世界　　　　　　　　　　　　 2023年10月28日（土）～12月10日（日）

●和歌山県内文化財調査成果展　紀州のあゆみ【会場：紀の川市歴史民俗資料館】　　　
　 2023年11月8日（水）～12月17日（日）
●地宝のひびき　和歌山県内文化財調査成果報告会2023【会場：紀の川市歴史民俗資料館】
 2023年11月12日（日）　13：00～16：50

※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 秋～2023 年 冬）

１　表紙
２　特集「金剛峯寺奥院経蔵の保存修理」
６　埋蔵文化財課　短信「東郷遺跡の発掘調査」
７　きのくに歴史小話「文化財建造物課　和歌山の建物とゆかりの人物（１）」
　　　　　　　　　　「埋蔵文化財課　『日本霊異記』と和歌山（２）」
８　催し物案内


