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は
じ
め
に

和わ

だ田
岩い
わ
つ
ぼ坪
遺
跡
は
、
和
歌
山
市
和
田
に
所
在
す
る

遺
跡
で
、
縄じ

ょ
う
も
ん
か
い
し
ん

文
海
進
時
に
は
湾
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
和
田
盆
地
の
西
側
縁
辺
部
に
あ
た
り
、
和
田
盆

地
を
西
流
す
る
和
田
川
と
北
流
す
る
名な

草ぐ
さ

川が
わ

の
合
流

点
付
近
に
位
置
し
ま
す
。
現
在
、
当
遺
跡
の
北
西
側

に
は
和
歌
山
平
野
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調

査
地
の
南
側
0.5
㎞
に
は
竈か
ま
や
ま山
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま

す
が
、
境
内
に
は
神
武
天
皇
の
兄
で
あ
る
彦ひ

こ
い
つ
せ
の
み
こ
と

五
瀬
命

の
墓
と
さ
れ
る
竈
山
神
社
古
墳
が
所
在
し
、
調
査
地

西
側
の
丘
陵
地
に
も
和
田
古
墳
群
が
所
在
し
て
い
ま

す
。
今
回
の
調
査
地
は
、
平
成
30
年
度
の
第
１
次
調

査
で
弥
生
時
代
後
期
~
古
墳
時
代
前
期
の
自
然
流
路

を
検
出
し
た
調
査
区
の
西
側
隣
接
地
に
あ
た
り
ま

す
。
調
査
は
１
~
３
区
に
分
け
て
令
和
４
年
７
月
~

令
和
５
年
９
月
に
実
施
し
ま
し
た
。

調
査
成
果

第
１
次
調
査
で
検
出
し
た
幅
18
ｍ
前
後
の
自
然
流

路
の
続
き
を
調
査
し
ま
し
た
。
こ
の
自
然
流
路
は
南

北
方
向
に
流
れ
て
お
り
、
名
草
川
の
旧
流
路
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
調
査
で
は
、
自
然
流
路
の
西
側
の
肩
部

を
検
出
し
、
護ご

岸が
ん

施
設
と
推
測
さ
れ
る
石
列
・
石
敷

遺
構
や
杭
列
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
自
然
流
路
の

埋
土
下
層
か
ら
多
量
の
弥
生
時
代
後
期
~
古
墳
時
代

前
期
の
土
器
や
木
質
遺
物
（
木
製
品
・
自
然
木
）
が

出
土
し
、
周
辺
に
同
時
期
の
大
き
な
集
落
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
今
回
の
調
査
区
内
で
は
住
居
な

ど
の
集
落
に
関
連
す
る
遺
構
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
自
然
流
路
の
埋
土
最
上
層
か
ら
初
期
須
恵
器
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和田岩坪遺跡　位置図

調査区遠景（南から）
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が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
古
墳
時
代
中
期

に
埋
積
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
自
然
流
路
の
最
終

埋
積
土
よ
り
上
層
で
は
中
世
の
耕
作
関
連
の
鋤す

き
み
ぞ溝
な

ど
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
自
然
流
路
埋
積
後
、
中

世
に
な
っ
て
よ
う
や
く
耕
作
地
と
し
て
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

出
土
遺
物

自
然
流
路
の
埋
土
か
ら
多
量
の
弥
生
時
代
後
期
~

古
墳
時
代
前
期
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
以
下
、

特
徴
的
な
遺
物
を
紹
介
し
ま
す
。

【
土ど

錘す
い

】
漁
に
使
用
す
る
網
に
付
け
る
土
製
の
錘お
も
り

が

多
量
に
出
土
し
ま
し
た
。
漁ぎ

ょ
ろ
う撈
を
生
業
と
し
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

【
マ
ダ
コ
壺
】
マ
ダ
コ
漁
に
使
用
す
る
タ
コ
壺
が
３

点
出
土
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
１
点
は
底
部
に
穿せ

ん
こ
う孔

が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
湾
沿
岸
の
遺
跡
で
は
マ

ダ
コ
壺
・
イ
イ
ダ
コ
壺
は
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
が
、

和
歌
山
県
内
で
は
タ
コ
壺
は
10
点
に
満
た
な
い
出
土

し
か
な
く
、
貴
重
な
発
見
で
す
。

【
製
塩
土
器
】
土
器
を
用
い
て
塩
作
り
す
る
時
に
２

次
的
に
焼
成
さ
れ
た
製
塩
土
器
が
多
量
に
出
土
し
ま

し
た
。
製
塩
は
海
水
を
利
用
す
る
た
め
、
多
く
は
海

岸
線
沿
い
の
集
落
で
出
土
し
ま
す
。
現
在
は
海
岸
線

調査区平面図（１区・２区）

土層断面（１区）
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ま
で
３
km
以
上
離
れ
た
立
地
で
す
が
、
当
時
は
入
江

と
な
っ
て
お
り
海
岸
線
が
近
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
ま
す
。

【
鳥
形
土
器
】
県
内
で
は
鳥
形
土
器
は
約
５
点
出
土

し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
流
路
な
ど
か
ら
出
土
す

る
た
め
水
に
関
わ
る
祭さ

い

祀し

に
使
用
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

【
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
】
手
づ
く
ね
の
小
形
土
器
が
複

数
出
土
し
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
か

判
明
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
祭
祀
に
使
わ
れ
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

【
滑か

っ
せ
き
せ
い
ゆ
う
こ
う
え
ん
ば
ん

石
製
有
孔
円
板
】
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
有
孔
円
板
が
１
点
出
土
し
ま
し
た
。
当
調
査

地
か
ら
南
側
約
0.5
㎞
に
位
置
す
る
竈
山
神
社
隣
接
地

の
坂
田
遺
跡
で
は
琴こ

と
じ
が
た

柱
形
石
製
品
・
勾ま

が
た
ま玉

・
有
孔
円

板
が
出
土
し
て
お
り
、
関
連
性
が
う
か
が
え
ま
す
。

【
石い

し
ぎ
ね杵
】
先
端
に
朱
あ
る
い
は
赤
色
顔
料
が
付
着
し

た
丸
石
状
の
石
杵
が
１
点
出
土
し
ま
し
た
。
遺
跡
内

で
朱
あ
る
い
は
赤
色
顔
料
の
素
材
を
す
り
つ
ぶ
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
木
製
品
】広ひ

ろ
ぐ
わ鍬
や
又ま
た
ぐ
わ鍬
、鎌
の
柄
な
ど
の
農
具
の
他
、

木も
く
す
い錘
、
板
材
、
有ゆ
う
と
う
ぼ
う

頭
棒
な
ど
の
加
工
さ
れ
た
木
製
品

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
杭
も
多
く
出
土
し
て

お
り
、
一
部
は
自
然
流
路
肩
部
に
打
ち
込
ま
れ
た
状

態
で
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

【
ひ
も
状
の
樹じ

ゅ
皮ひ

（
素
材
）】
ひ
も
状
ま
た
は
皮
状
の

樹
皮
を
束
ね
た
り
巻
い
た
り
し
た
も
の
が
複
数
出
土

し
ま
し
た
。
当
時
は
細
く
し
た
樹
皮
を
ひ
も
の
よ
う

に
使
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
出
土
し
た
も
の
は
使
用

前
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
植
物
の
タ
ネ
】
松
ぼ
っ
く
り
や
ド
ン
グ
リ
な
ど
の

木
の
実
も
多
量
に
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
特
に
モ
モ

の
タ
ネ
が
２
０
０
点
以
上
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
特

徴
的
で
す
。
古
代
に
お
い
て
モ
モ
は
祭
祀
に
用
い
ら

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
食
用
で

あ
っ
た
か
、
祭
祀
用
で
あ
っ
た
か
は
今
後
の
検
討
が

必
要
で
す
。

【
昆
虫
】
昆
虫
の
前ぜ

ん
き
ょ
う
は
い
ば
ん

胸
背
板
が
２
個
体
分
出
土
し
ま

し
た
。
発
掘
調
査
で
昆
虫
の
破
片
が
出
土
す
る
こ
と

は
非
常
に
珍
し
い
こ
と
で
す
。

石列　検出状況

石敷　検出状況

流路肩部・杭列　検出状況

杭　検出状況

杭　断ち割り状況
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ま
と
め

今
回
の
和
田
岩
坪
遺
跡
の
調
査
地
は
、
最
終
埋
積

が
古
墳
時
代
中
期
と
な
る
自
然
流
路
の
範
囲
に
あ
た

り
、
弥
生
時
代
後
期
末
~
古
墳
時
代
前
期
の
土
器
を

多
量
に
含
む
こ
と
か
ら
、
隣
接
地
で
当
該
期
の
大
規

模
な
集
落
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の

集
落
で
は
、
土
錘
や
マ
ダ
コ
壺
、
製
塩
土
器
な
ど
の

漁
撈
・
製
塩
関
連
遺
物
が
出
土
し
、
海
浜
部
近
く
に

位
置
す
る
集
落
と
し
て
の
生
業
の
実
態
が
推
定
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
木
製
品
に
農
具
が
含
ま
れ
る
こ
と

か
ら
農
業
に
も
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
水
辺
の
祭
祀
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
鳥

形
土
器
や
滑
石
製
有
孔
円
板
な
ど
の
祭
祀
遺
物
も
出

土
し
て
い
ま
す
。
自
然
流
路
は
南
か
ら
北
に
流
れ
て

お
り
、
現
在
の
名
草
川
の
流
向
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

か
ら
、名
草
川
の
旧
流
路
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

名
草
川
上
流
側
に
は
式
内
社
で
あ
る
竈
山
神
社
が
あ

り
、
竈
山
神
社
に
隣
接
し
て
琴
柱
形
石
製
品
が
出
土

し
た
坂
田
遺
跡
が
所
在
す
る
な
ど
祭
祀
的
な
側
面
か

ら
当
遺
跡
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
仲
原

知
之
）

土錘

製塩土器

樹皮（素材）

昆虫（前胸背板）

鳥形土器出土状況

マダコ壺出土状況

広鍬出土状況

モモのタネ

今
回
発
見
さ
れ
た
の
は
、
コ
ウ
チ
ュ
ウ
目

Coleoptera

コ
ガ
ネ
ム
シ
科Scarabaei-

dae

ス
ジ
コ
ガ
ネ
属Anom

ala

の
１
種
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
保
存
部
位
は
前
胸
の
背
面
で
あ
り
、

２
匹
分
。
そ
の
形
態
や
大
き
さ
、
色
彩
よ
り
現

生
種
の
ア
オ
ド
ウ
ガ
ネ
類
が
も
っ
と
も
近
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
ア
オ
ド
ウ
ガ
ネ
類
の
成
虫
の

体
長
は
25
㎜
ほ
ど
。
成
虫
は
和
歌
山
で
は
６
月

か
ら
８
月
に
か
け
て
見
ら
れ
、
夜
間
に
活
動
し
、

様
々
な
植
物
の
葉
を
食
べ
ま
す
。
な
お
、
現
在

の
和
歌
山
に
は
ア
オ
ド
ウ
ガ
ネ
類
は
２
種
（
ア

オ
ド
ウ
ガ
ネ
と
ヤ
マ
ト
ア
オ
ド
ウ
ガ
ネ
）
が
分

布
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
保
存
部
位
だ
け
で

は
仮
に
現
生
種
だ
と
し
て
も
ど
ち
ら
の
種
か
判

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヤ
マ
ト

ア
オ
ド
ウ
ガ
ネ
は
沿
岸
部
に
分
布
す
る
傾
向
が

強
く
、
発
見
場
所
が
海
に
近
い
の
で
、
も
し
か

し
た
ら
ヤ
マ
ト
ア
オ
ド
ウ
ガ
ネ
か
も
⁉

和
歌
山
県
立
自
然
博
物
館  

松
野
茂
富
学
芸
員

（
昆
虫
担
当
）
の
コ
メ
ン
ト

ヤマトアオドウガネ標本
(県立自然博物館蔵)
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重
要
文
化
財

増
田
家
住
宅
表
門
の
保
存
修
理

江
戸
時
代
の
大
庄
屋
の
屋
敷
構
え
を
今
に
伝
え
る

増
田
家
住
宅
は
、
主
屋
・
宝
永
三
年
（
１
７
０
６
）

と
表
門
・
正
徳
二
年
（
１
７
１
２
）
が
昭
和
四
四
年

に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
昭
和
六
一
年
に
解
体
修
理
が
行
わ
れ
、
表

門
は
中
古
に
減
築
さ
れ
て
い
た
部
分
を
復
原
す
る
な

ど
、
建
立
当
初
の
姿
に
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
重
厚
な

門
扉
の
両
脇
に
精
緻
な
ナ
マ
コ
壁
が
施
さ
れ
た
表
門

の
間
口
幅
は
30
メ
ー
ト
ル
に
も
及
び
、
手
前
に
広
が

る
美
し
い
水
田

と
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
印
象
的

な
建
物
で
す
。

今
回
は
令
和

三
・
四
年
度
の

国
庫
補
助
事
業

と
し
て
、
ナ
マ

コ
壁
を
中
心
と

し
た
修
理
を
行

い
ま
し
た
。
ナ
マ
コ
壁
の
漆し
っ
く
い喰
を
一
旦
解
体
し
た
結

果
、
土
壁
に
釘
止
め
さ
れ
た
タ
イ
ル
状
の
瓦
同
士
の

隙
間
が
小
さ
く
、
漆
喰
が
奥
ま
で
十
分
に
充
填
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
箇
所
が
認
め
ら
れ
た
ほ
か
、
止
め
釘

が
効
い
て
お
ら
ず
瓦
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
部
分

が
散
見
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
漆
喰
の
剥
落
の
原
因
で
あ

る
と
判
断
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
適
切
な
間
隔
と
な

る
よ
う
瓦
位
置
を
調
整
し
、
止
め
金
具
を
補
足
し
て

固
定
し
ま
し
た
。

ナ
マ
コ
壁
の
目
地
は
、
下
塗
か
ら
仕
上
ま
で
を
一

連
で
仕
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
天
候
や
気

温
な
ど
を
見
極
め
な
が
ら
、
作
業
を
進
め
ま
し
た
。

左
官
職
人
が
手
間
を
惜
し
ま
ず
に
伝
統
的
な
工
法
で

施
工
し
た
結
果
、
江
戸
時
代
の
人
も
観
て
い
た
だ
ろ

う
格
式
高
い
姿
を
、
令
和
の
時
代
に
再
現
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

さ
ら
に
里
道
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
学
な

ど
で
利
用
す
る
地
元
の
子
供
た
ち
の
安
全
確
保
も
考

慮
し
て
、
耐
震
診
断
を
行
い
ま
し
た
。
構
造
的
に
も

強
固
な
印
象
の
表
門
で
す
が
、
正
面
と
背
面
の
間
が

十
分
に
繋
が
れ
て
い
な
い
ほ
か
、
屋
根
が
竹た
け

野の

地じ

で

あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
、
強
度
は
十
分
で
は
な
く
大

地
震
で
倒
壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
の
診
断
結
果
が

出
ま
し
た
。
こ
の
た
め
ナ
マ
コ
壁
の
工
事
に
併
せ
て

耐
震
補
強
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

補
強
方
法
と
し
て
は
、
構
造
担
当
者
か
ら
各
室
内

に
耐
震
壁
を
増
設
す
る
案
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
各
室
本
来
の
空
間
性
を
損
な
う
こ
と
が
最
小
限

と
な
る
よ
う
に
配
慮
し
て
、
野
地
面
に
沿
わ
せ
て
鉄

骨
の
補
強
材
を
取
り
付
け
る
方
式
を
選
択
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
紀
州
藩
の
役
人
用
の
厩う
ま
や

や
門
番
の

控
え
室
な
ど
、
全
て
の
部
屋
に
与
え
ら
れ
た
固
有
の

歴
史
的
価
値
を
残
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
井

忠
嗣
）

増田家住宅表門 ( 岩出市曽屋 )　竣工

伝統的な技術で仕上げる左官工事

野地面に沿わせた耐震補強材
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和
歌
山
県
内
の
建
物
で
、
最
も
古
い
建
立

年
代
が
確
認
で
き
る
の
が
、高
野
山
の
国
宝
・

金こ
ん
ご
う
さ
ん
ま
い
い
ん
た
ほ
う
と
う

剛
三
昧
院
多
宝
塔
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
初

め
、
貞
応
二
年
（
１
２
２
３
）
に
建
て
ら
れ

た
瀟し
ょ
う
し
ゃ洒な
塔
は
、
正
方
形
の
初
層
に
円
形
平

面
の
上
層
が
載
せ
ら
れ
た
と
て
も
個
性
的
な

姿
を
し
て
い
ま
す
。
多
宝
塔
と
は
、
弘
法
大

師
空
海
が
建
立
を
計
画
し
た
毘び
る
し
ゃ
な
ほ
っ
か
い
た
い
し
ょ
う
と
う

盧
遮
那
法
界
体
性
塔
の
形
式
に
準
じ
た
建
物
と

言
わ
れ
、
本
来
は
初
層
内
陣
が
12
本
の
入
側
柱
で
円
形
に
間
仕
切
ら
れ
る
根
来

寺
大
塔
と
同
様
の
建
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
、
初
層
の
正
方
形
の
屋
根
や
外
壁
が
薬
師
寺
の
東

塔
な
ど
に
も
付
さ
れ
て
い
る
裳も
こ
し階
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
多
宝
塔
は
古
代
イ
ン

ド
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
よ
う
な
伏ド
ー
ム鉢
の
上
に
上
層
が
載
せ
ら
れ
た
建
物
と
捉
え
る

こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
屋
根
の
上
の
相そ
う
り
ん輪
、
そ
し
て
上
層
自
体
も

ス
ト
ゥ
ー
パ
の
一
部
が
日
本
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
変
化
し
て
い
っ
た
姿
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
思
わ
せ
る
建
物
が
遙
か
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
国
で
見
い
だ
せ
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル

最
古
の
仏
教
寺
院
ス
ワ
ヤ
ン
ブ
ナ
ー
ト
の
仏
塔
は
白
い
伏
鉢
が
印
象
的
で
す

が
、
印
象
的
な
知
恵
の
目
が
描
か
れ
た
部
分
の
上
に
、
相
輪
を
思
わ
せ
る
意
匠

も
見
い
だ
せ
ま
す
。

古
代
イ
ン
ド
で
偶
像
化
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
の
仏
教
遺
跡
に
は
、
お

釈し
ゃ
か
さ
ま

迦
様
を
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
姿
で
表
現
し
た
彫

刻
が
残
り
ま
す
。
毘
盧
遮
那
法
界
体
性
塔
も

大
日
如
来
そ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と

重
ね
る
と
、
８
０
０
年
も
の
時
を
経
た
多
宝

塔
の
優
美
な
姿
を
通
し
て
、
空
海
が
見
据
え
た

世
界
の
光
景
が
広
がって
い
く
か
に
思
え
ま
す
。

（
多
井

忠
嗣
）

文
化
財
建
造
物
課
和
歌
山
の
建
物
と
ゆ
か
り
の
人
物
（
２
）

埋
蔵
文
化
財
課
『
日
本
霊
異
記
』
と
和
歌
山
（
３
）

寺
が
お
金
や
物
を
貸
し
て
利
息
を
取
る
。『
日に
ほ
ん
り
ょ
う
い
き

本
霊
異
記
』
を
読
ん
で
い
る

と
古
代
の
寺
院
で
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
中

巻
第
三
十
二
縁
で
は
、
聖
武
天
皇
の
時
代
に
紀き
い
の
く
に
な
ぐ
さ
の
こ
お
り
み
か
み

伊
国
名
草
郡
三
上
村む
ら

に
住
む

薬や
く
お
う
じ

王
寺
の
信
者
が
寺
の
基
金
を
人
々
に
貸
し
付
け
て
利
息
を
増
や
し
て
い
た
こ

と
、
ま
た
そ
の
基
金
を
借
り
て
返
さ
な
い
ま
ま
死
ん
だ
物も
の
の
べ
の
ま
ろ

部
麿
と
い
う
人
物
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
の
中
で
物
部
麿
は
酒
２
斗と

を
借
り

て
返
さ
な
か
っ
た
た
め
牛
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
寺
で
こ
き
使
わ
れ
て
お
り
、
物

を
借
り
て
返
さ
な
け
れ
ば
そ
の
報
い
を
受
け
る
と
い
う
懲ち
ょ
う
あ
く悪
の
話
で
す
。

注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
話
に
は
多
数
の
地
名
や
地
名
に
ち
な
ん
だ
人

名
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
す
。「
名
草
郡
三
上
村
」「
岡お
か
だ
の
す
ぐ
り

田
村
主
の
姑お
ば
め女
」

「
岡お
か
だ
の
す
ぐ
り
い
わ
ひ
と

田
村
主
石
人
」
…
…
名
草
郡
三
上
村
は
現
在
の
海
南
市
北
部
を
東
西
に
流

れ
る
亀
川
の
周
辺
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
岡
田
村
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
す

が
、
現
在
も
海
南
市
岡
田
と
い
う
地
名
が
残
る
こ
と
か
ら
、
海
南
市
北
部
の
岡

田
周
辺
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

岡
田
周
辺
に
は
室
山
古
墳
群
や
山
崎
山
古
墳
群
な
ど
が
所
在
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
岡
田
の
東
側
に
隣
接
す
る
海
南
市
且あ
っ
そ来

に
は
且
来
Ⅴ
遺
跡
・
且
来
Ⅵ
遺
跡
と
い
う
遺
跡

が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
古
墳
時
代
末
か

ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
掘
立
柱
建
物
群
や
古

代
の
土
器
・
瓦
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
建
物
群
は
古
代
の
役
所
（
郷ご
う

衙が

？
）

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、『
日
本
霊
異
記
』

の
舞
台
と
な
っ
た
岡
田
村
も
治
め
て
い
た
か
も

…
…
と
考
え
る
の
は
少
し
想
像
が
た
く
ま
し
す

ぎ
る
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
（
濵
﨑

範
子
）

金剛三昧院多宝塔スワヤンブナート寺院

且来Ⅵ遺跡で出土した古代の須恵器
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風車103（2023・冬号）

令和５年 12 月 28 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

●冬季企画展「紀伊半島の東と西－縄文・弥生時代の地域性－」
2024年１月20日（土）～２月25日（日）

●古墳ガイドツアー②　　　　　　　　　　　　  2024年１月28日（日）　　　13：30～15：30

●展示講座③冬季企画展　　　　　　　　　　　  2024年２月11日（日・祝）　13：30～15：30

●館長講座③　　　　　　　　　　　　　 　　　 2024年３月２日（土）　　　13：30～15：00

●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　新収蔵品展　　　　　　　　　　　　  2024 年２月 23 日（金・祝）～４月 14 日（日）

●企画展　歴史を語る道具たち　　　　　　　　  2024年１月16日（火）～３月３日（日）

●企画展　花鳥風月－和歌山市立博物館収蔵品展－ 2024年３月16日（土）～５月12日（日）

●令和 5年度秋期企画展　弘法大師空海の弟子たち 2023 年 10 月 14 日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～ 2024 年１月 14 日（日）

※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 冬～2024 年 春）

１　表紙
２　特集「和田岩坪遺跡第２次発掘調査」
６　文化財建造物課　短信「重要文化財 増田家住宅表門の保存修理」
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（２）」
　　　　　　　　　 「埋蔵文化財課　『日本霊異記』と和歌山（３）」
８　催し物案内




