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且あ
っ

来そ

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
～

特 

集



が
行
わ
れ
て
お
り
、
弥
生
時
代
か
ら
古
代
に
か
け
て

の
土
坑
、
柱
穴
、
建
物
跡
が
多
数
発
見
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
特
に
平
成
６
・
７
年
度
に
行
わ
れ
た
遺
跡
南

特
集

且あ
っ
そ来
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
～

且
来
Ⅵ
遺
跡
と
は
？

且あ
っ

来そ

Ⅵ
遺
跡
は
、
海
南
市
且
来
に
所
在
し
、
東

西
約
３
２
０
ｍ
、
南
北
約
２
７
０
ｍ
の
範
囲
に
展
開

す
る
弥
生
時
代
か
ら
奈
良
時
代
の
集
落
跡
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
遺
跡
で
す
。
海
南
市
の
北
部
を
東
西
に

流
れ
る
亀
の
川
の
南
岸
に
位
置
し
、
亀
の
川
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地
の
西
端
と
沖
積
平
野
の
東
端

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

和
歌
山
市
と
接
す
る
海
南
市
且
来
地
内
周
辺
に

は
且
来
Ⅵ
遺
跡
の
他
に
も
、
多
く
の
遺
跡
が
存
在
し

て
い
ま
す
（
図
１
）。
周
辺
に
所
在
す
る
且
来
Ⅰ
遺

跡
、
且
来
Ⅲ
遺
跡
、
亀
川
遺
跡
、
岡
村
遺
跡
等
で
は
、

縄
文
時
代
後
期
か
ら
人
々
の
活
動
の
痕
跡
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
亀
川
遺
跡
、
岡
村
遺
跡
で
は
、

弥
生
～
古
墳
時
代
か
ら
集
落
が
営
ま
れ
る
こ
と
が
こ

れ
ま
で
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、
古
墳
時
代
に
な
る
と
、
周
辺
に
は
岡
村
古
墳
群
、

岡
田
八
幡
神
社
古
墳
群
、
山
崎
山
古
墳
群
、
室
山
古

墳
群
な
ど
多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。且

来
Ⅵ
遺
跡
は
、
こ
れ
ま
で
海
南
市
教
育
委
員

会
や
海
南
市
文
化
財
調
査
研
究
会
に
よ
る
発
掘
調
査

東
部
の
調
査
で
は
掘
立
柱
建
物
跡
が
複
数
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
且
来
Ⅵ
遺
跡
の
北
に
位
置
す
る

且
来
Ⅴ
遺
跡
で
は
、
円え
ん

面め
ん

硯け
ん

（
陶
器
で
作
ら
れ
た

硯す
ず
り）
な
ど
が
複
数
出
土
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
且
来

Ⅴ
・
Ⅵ
遺
跡
周
辺
に
は
、
郡ぐ
ん

衙が

や
屯み

倉や
け

と
い
っ
た
古

代
の
公
的
な
施
設
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。

亀川遺跡

岡村遺跡
且来Ⅵ遺跡且来Ⅵ遺跡

且来Ⅴ遺跡且来Ⅴ遺跡

亀川遺跡

岡村遺跡
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図１　且来Ⅵ遺跡周辺の遺跡地図
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図２　且来Ⅵ遺跡トレンチ位置図
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令
和
２
年
度
の
調
査

令
和
２
年
度
に
和
歌
山
県
よ
り
委
託
を
受
け
、

当
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
且
来
Ⅵ
遺
跡
の
発
掘
調
査

は
、
県
道
秋
月
海
南
線
道
路
改
良
工
事
に
伴
う
も
の

で
す
。
且
来
Ⅵ
遺
跡
の
、
や
や
西
寄
り
の
部
分
を
調

査
し
ま
し
た
（
図
２
）。
調
査
は
、
令
和
２
年
11
月

16
日
～
令
和
３
年
３
月
５
日
ま
で
、
４
１
８
．
１
㎡

を
対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
調
査
区
に
は
大
き
く
５

つ
の
土
層
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
（
図
３
）。
特
に
、
上
面
が
弥
生
時
代
末
～
古
代

遺
構
面
の
第
４
︲
１
層
（
第
１
遺
構
面
）、
弥
生
時

代
中
期
か
ら
後
期
遺
構
面
第
４
︲
２
層
（
第
２
遺
構

面
）
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
大
き
く
二
つ

の
時
代
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

発
掘
調
査
で
は
、
主
に
弥
生
時
代
中
期
～
後
期

の
土
坑
、
柱
穴
、
溝
、
方
形
周
溝
墓
、
弥
生
時
代
末

～
古
墳
時
代
・
古
代
に
か
け
て
の
土
坑
、
柱
穴
、
溝

等
を
発
見
し
て
い
ま
す
が
、
３
～
５
区
で
は
、
中
世

～
近
世
と
み
ら
れ
る
井
戸
、
土
坑
等
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遺
構
か
ら
は
弥
生
土
器
、
土
師

器
、
須
恵
器
、
黒
色
土
器
、
瓦
器
、
土
錘
、
石
鏃
等

多
種
多
様
な
遺
物
が
数
多
く
出
土
し
ま
し
た
。

特
に
調
査
区
南
部
の
１
・
２
区
で
は
、
二
つ
の
遺
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第１層：造成以前の水田耕作土

第２層：造成以前の水田耕作土に伴う床土

第３層：弥生時代～古代の遺物が多く出土する。中世の遺物を若

　　　　干含むことから、堆積した時期は中世以降と考えられる。

第４‐１層：上面が弥生時代末～古代の遺構面

第４‐２層：上面が弥生時代中期から後期の遺構面

図３　且来Ⅵ遺跡調査区南端部の基本層序

写真１　1 － 2 区第 1 遺構面（北から）

写真 2　1 － 2 区第 2 遺構面（北から）
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構
面
が
は
っ
き
り
と
わ
か
り
、
遺
構
が
よ
く
残
っ
て

い
ま
し
た
。（
写
真
１
・
２
）。
一
方
で
、
３
～
５
区

で
も
、
遺
構
面
２
面
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
中

世
以
降
に
大
量
の
土
砂
で
低
い
地
面
を
埋
め
て
、
水

田
に
適
し
た
土
地
を
作
り
上
げ
て
い
た
こ
と
（
写
真

３
）
や
、
１
・
２
区
で
確
認
し
た
２
つ
の
遺
構
面
の

残
り
方
が
あ
ま
り
良
く
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
区
の
土
層
の
上
に
は
、
一

部
で
砂
と
砂
礫
が
互
層
状
に
堆
積
し
て
お
り
、
こ
れ

は
亀
の
川
に
よ
っ
て
大
き
な
洪
水
な
ど
が
引
き
起
こ

さ
れ
、
当
時
の
地
面
が
大
き
く
削
ら
れ
た
り
、
逆
に

低
い
部
分
が
大
量
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た

り
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

見
つ
か
っ
た
方
形
周
溝
墓

調
査
で
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
２
︲

２
区
で
確
認
さ
れ
た
方
形
周
溝
墓
が
あ
り
ま
す
。

方
形
周
溝
墓
は
、
遺
体
を
埋
葬
す
る
部
分
の
周

り
に
溝
を
掘
り
、
そ
の
内
側
に
盛
土
す
る
弥
生
時
代

の
墓
で
す
。
当
初
は
方
形
周
溝
墓
と
は
思
わ
ず
、
溝

と
し
て
調
査
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
掘
り

進
め
て
い
く
う
ち
に
、
溝
の
底
に
完
形
品
の
弥
生
土

写真 6　弥生土器が出土した溝（完掘状況・北から） 写真 5　土器の周りの土を丁寧に取り除いていく

写真 4　方形周溝墓の溝から出土した土器と溝の内部の
断面土層の状況（南東から）

写真３　3 区東壁土層断面（西から）造成のための盛土が確認できる
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器
の
壺
が
横
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り

ま
し
た
（
写
真
４
・５
）。
こ
の
土
器
が
出
土
し
た
溝

の
大
き
さ
は
、北
東
か
ら
南
西
に
延
び
る
長
さ
約
３
．

０
ｍ
、幅
１
．７
ｍ
、深
さ
０
．５
ｍ
で
す（
写
真
６
）。

こ
の
溝
か
ら
見
つ
か
っ
た
土
器
を
観
察
し
て
み

る
と
、
２
か
所
に
人
為
的
な
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
（
写
真
７
・
８
）。

こ
の
よ
う
に
、
墓
に
供
え
た
土
器
を
「
供
き
ょ
う

献け
ん

土ど

器き

」
と
言
い
、
土
器
に
穴
を
開
け
て
、
わ
ざ
と
使
え

な
い
状
態
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
こ
の
土
器
が
出
土
し
た
溝
が
弥
生
時
代
の

お
墓
で
あ
る
方
形
周
溝
墓
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。
今
回
確
認
し
た
且
来
Ⅵ
遺
跡
の
方
形

周
溝
墓
の
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
場
所（
主
体
部
）

は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
方
形
周

溝
墓
が
見
つ
か
っ
た
２
︲
２
区
か
ら
北
側
は
、
亀
の

川
の
洪
水
と
み
ら
れ
る
土
層
が
確
認
で
き
た
た
め
、

洪
水
の
影
響
で
主
体
部
が
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
土
層
や
溝
の
方
向
、
周
辺
の
状
況

か
ら
、
主
体
部
は
溝
の
北
側
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

明
ら
か
に
な
る
且
来
Ⅵ
遺
跡
の
姿

こ
れ
ま
で
の
且
来
Ⅵ
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
か
ら

奈
良
時
代
に
か
け
て
の
集
落
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
今
回
の
発
掘
調
査
で
も
、
且
来
Ⅵ
遺
跡
の

南
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
成
果
と
一
致
す
る
、

古
代
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
で
、
弥
生
時
代
の
遺
構
に
つ
い
て
は
、
溝
や

土
坑
な
ど
が
確
認
で
き
ま
し
た
が
、
竪
穴
建
物
跡
な

ど
集
落
の
痕
跡
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
遺
構
は
、

今
回
の
調
査
で
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

は
、
平
成
６
・７
年
度
の
発
掘
調
査
で
も
同
様
で
す
。

ま
た
、
今
回
の
調
査
で
は
方
形
周
溝
墓
の
溝
が

発
見
さ
れ
、
更
に
平
成
６
・
７
年
度
の
調
査
で
も
方

形
周
溝
墓
の
可
能
性
が
あ
る
溝
が
遺
跡
の
南
東
部
で

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
周
辺
の
遺
跡
で
は
、
且
来
Ⅵ

遺
跡
の
西
に
岡
村
遺
跡
、
東
に
は
亀
川
遺
跡
が
所
在

し
て
お
り
、
同
じ
よ
う
に
弥
生
時
代
の
方
形
周
溝
墓

や
土
坑
墓
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
２
つ
の
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
に
集
落
と
し

て
栄
え
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
明
ら

か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た

且
来
Ⅵ
遺
跡
の
集
落
と
し
て
の
性
格
に
加
え
、
弥
生

時
代
に
お
け
る
墓
域
と
集
落
と
の
関
連
性
な
ど
を
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
後
、
周
辺
遺
跡
の
更
な
る
調
査
や
、
出
土
し

た
遺
物
や
、
記
録
・
写
真
等
の
整
理
を
通
し
て
、
更

に
詳
細
な
海
南
市
且
来
周
辺
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。（

濵
﨑
範
子
）

写真 8　人為的に開けられた２か所の穴 写真 7　方形周溝墓から出土した弥生土器の壺
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金
剛
峯
寺
奥
院
経
蔵
の
保
存
修
理

連
な
る
峰
が
小
さ
な
盆
地
を
囲
う
様
子
が
蓮
の

花
に
た
と
え
ら
れ
る
高
野
山
。
盆
地
東
側
に
立
ち

並
ぶ
杉
の
巨
樹
の
下
で
苔
生
す
大
名
た
ち
の
墓
所

の
間
を
進
ん
だ
奥
、
玉
川
の
清
流
に
架
か
る
橋
の

先
に
奥
院
は
位
置
し
ま
す
。
燈
籠
堂
の
奥
に
は
結

界
が
巡
ら
さ
れ
、
弘
法
大
師
空
海
の
御
廟
が
開
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
冷
厳
な
る
地
の
南
東
に
、
奥

院
経
蔵
は
ひ
っ
そ
り
と
佇
み
ま
す
。

経
蔵
は
、
高
野
山
の
再
興
に
尽
く
し
た
木
食
応

其
上
人
の
勧
め
に
よ
り
、
石
田
三
成
が
慶
長
四
年

（
１
５
９
９
）
に
建
立
し
た
宝
形
屋
根
檜
皮
葺
き

の
建
物
で
、重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

経
蔵
の
内
部
に
は
八
角
形
で
回
転
式
の
輪
蔵
が

組
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
輪
蔵
に
設
け
ら
れ
た
棚
に

は
高
麗
版
一
切
経
６
２
８
５
帖
（
重
要
文
化
財
）

が
納
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
輪
蔵
を
手
で
押
す
こ

と
に
よ
っ
て
経
典
を
回
転
さ
せ
る
と
、
読
経
す
る

こ
と
と
同
じ
功
徳
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
マ
ニ
車
と
も
共
通
す
る
文

化
と
し
て
、
興
味
深
い
装
置
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
輪
蔵
に
は
、
組
物
で
支
え
ら
れ
た
軒
や
、

腰
組
な
ど
も
備
え
ら
れ
、
独
立
し
た
建
築
と
し

て
の
様
式
が
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
柱
や
組

物
な
ど
の
要
所
に
は
華
麗
な
彩
色
が
施
さ
れ
て
お

り
、
経
蔵
本
体
の
内
部
壁
面
に
も
仏
画
が
残
り
ま

す
。
桃
山
期
の
建
築
彩
色
と
し
て
は
状
態
も
良
く
、

極
め
て
貴
重
な
遺
構
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

前
回
の
屋
根
葺
替
工
事
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
20

年
足
ら
ず
で
は
あ
り
ま
す
が
、
屋
根
全
面
で
腐
朽

が
進
ん
で
い
た
た
め
、
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
令

和
２
年
度
か
ら
の
２
ヶ
年
で
修
復
を
行
う
計
画
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
内
部
で
は
獣
害
に
よ
る
部
材

や
塗
装
の
破
損
も
認
め
ら
れ
た
た
め
、
あ
わ
せ
て

彩
色
剥
落
止
め
や
木
部
修
理
を
施
工
し
ま
す
。

高
野
山
は
寒
冷
多
湿
と
塗
装
の
工
事
に
は
厳
し

い
環
境
で
あ
る
た
め
、
剥
落
止
め
は
試
験
施
工
で

得
た
成
果
を
反
映
し
、
十
分
な
気
温
と
な
る
本
年

７
月
か
ら
進
め
る
方
針
と
し
ま
し
た
。
ま
た
屋
根

や
小
屋
組
の
工
事
は
振
動
を
伴
う
た
め
、
塗
面
の

安
定
を
確
保
し
た
後
、
今
秋
頃
か
ら
の
施
工
と
す

る
工
程
に
計
画
を
変
更
し
、
檜
皮
材
の
調
達
や
拵

え
を
先
行
し
て
進
め
て
い
ま
す
。　
（
多
井
忠
嗣
）

輪蔵の長押下面に描かれた霊鳥

金剛峯寺奥院経蔵の修理前全景

経蔵内に組みこまれた輪蔵上部
一切経は霊宝館 ( 高野山の博物館 ) に収蔵
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埋
蔵
文
化
財
課　
考
古
学
と
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

文
化
財
建
造
物
課
　細
部
を
見
つ
め
る 

〜 

登
り
軒
付
の
飾
り

考
古
学
と
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
は
、
同
じ
も
の
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、

実
は
そ
の
目
的
が
異
な
る
こ
と
は
ご
存
じ
で
す
か
？

考
古
学
は
、
遺
構
や
遺
物
等
の
モ
ノ
か
ら
歴
史
を
解
明
し
て
い
く
学
問
で
、
そ

の
研
究
資
料
を
得
る
手
法
の
一
つ
と
し
て
発
掘
調
査
を
行
い
ま
す
。
一
方
で
、
埋

蔵
文
化
財
発
掘
調
査
は
、
開
発
に
よ
っ
て
や
む
を
得
ず
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

埋
蔵
文
化
財
（
い
わ
ゆ
る
遺
跡
）
を
、
せ
め
て
写
真
や
図
面
な
ど
で
の
記
録
（
発

掘
調
査
報
告
書
）
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
と
い
う
考
え
の
も
と
で
考
古
学
の
発
掘

調
査
の
技
術
を
用
い
て
行
う
調
査
で
す
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
の
成
果
が
考
古
学
研
究
の
進
展
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
で

は
同
じ
で
す
。
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
遺
構
や
遺
物
と
い
っ
た
資
料
は
、
考
古

学
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
き
た
歴
史
を
表
す
証
拠
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
遺
跡
の
う

ち
、
遺
物
は
保
管
さ
れ
て
未
来
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
の
、
大
半
の
遺
構

は
残
念
な
が
ら
写
真
や
図
面
と
い
う
記
録
で
し
か
残
ら
ず
、
実
際
に
見
る
こ
と
が

未
来
永
劫
、
叶
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、
遺
跡
を
全
て
現
地

で
保
存
す
る
と
、
道
路
が
作
れ
な
く
な
っ
た
り
、
建
物
を
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
り

と
県
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
に
も
影
響
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
埋
蔵
文

化
財
発
掘
調
査
は
、
そ
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
、
記
録
に
よ
っ
て
遺
跡
を
保
存
す

る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
手
段
で
も
あ
る
の
で
す
。

ま
た
、
発
掘
調
査
は
、
遺
跡
を
壊
し
な
が
ら
調
査
を
し
て
い
く
た
め
、
後
戻

り
の
で
き
な
い
実
験
的
調
査
の
側
面
も
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
文

化
財
セ
ン
タ
ー
と
し
て
も
日
々
、
こ
の
調
査
方
法
で
い
い
の
か
？
遺
跡
の
声
を
全

て
記
録
で
き
た
か
？
な
ど
、
自
問
自
答
し
な
が
ら
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
今
後
見
ら
れ
な
く
な
る
遺
構
を
中
心
に
県
民
の
皆
様
に

見
て
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
現
地
説
明
会
の
開
催
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
イ
ベ
ン
ト
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
そ
の
目
に
和
歌
山
県
の
歴
史
の
証
拠
を
焼

き
付
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。	

（
髙
橋
智
也
）

昨
年
度
、
修
理
を
行
っ
た
九
度
山
町
の
丹
生
官
省
符
神
社
の
第
一
殿
か
ら
第
三

殿
す
べ
て
の
屋
根
に
は
、
正
面
千
鳥
破
風
の
登
り
軒
付
部
分
に
飾
り
金
物
が
３
ヶ

所
ず
つ
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
修
理
に
と
も
な
い
取
り
外
し
て
み
る
と
、
木
杭
に
釘

留
め
し
た
３
㎝
角
の
銅
板
が
、
檜
皮
の
積
層
に
差
し
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
装
飾
は
他
に
実
見
し
た
こ
と
の
な
い
仕
様
で
、
色
々
と

調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
現
存
す
る
例
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

類
例
は
現
時
点
で
、
か
つ
ら
ぎ
町
所
在
の
丹
生
都
比
売
神
社
本
殿
の
修
理
工
事

報
告
書
（
昭
和
52
年
発
行
）
に
掲
載
の
修
理
前
写
真
で
確
認
し
ま
し
た
が
、
配
置

も
員
数
も
異
な
り
ま
す
。
当
初
あ
る
い
は
中
古
の
仕
様
な
の
か
、
地
域
性
も
し
く

は
祭
神
に
依
る
も
の
か
、
は
た
ま
た
違
う
意
味
が
あ
る
の
か
等
、
現
在
は
、
判
然

と
し
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
も
高
野
山
麓
に
所
在
す
る
こ
と
を
糸
口
に
し
て
手
が
か

り
を
探
し
続
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
取
り
上
げ
た
事
例
の
他
に
も
、
文
化
財
建
造
物
の
細
部
に
焦
点
を
当
て
、

修
理
工
事
で
の
気
付
き
を
紹
介
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

	

（
大
給
友
樹
）

丹生官省符神社 装飾取り外し状況
（第二殿）

類例の丹生都比売神社（第三殿）の
修理工事報告書掲載の写真

丹生官省符神社 千鳥破風まわり
（第一殿）
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●夏期企画展「古代紀伊の神まつり」 2021 年 7 月 17 日（土）～ 2021 年 8 月 29 日（日）

和歌山県立博物館

●夏休み企画展「かたちのいみ　えがかれたものがたり」
	 2021 年 7 月 17 日（土）～ 2021 年 8 月 22 日（日）
●企画展「きのくにの宗教美術 ─ 神仏のさまざまな姿 ─」
	 2021 年 8 月 28 日（土）～ 2021 年 10 月		3 日（日）

和歌山市立博物館

●企画展「アッ！と驚く意外な歴史 ─ 君も歴史博士になれる ─ 」
 2021 年 7 月 17 日（土）～ 2021 年 9 月		5 日（日）

高野山霊宝館

●高野山霊宝館開館 100 年記念　大宝蔵展「高野山の名宝」
 2021 年 4 月 17 日（土）～ 2021 年 11 月 28 日（日）
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