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金
剛
三
昧
院
　［
伊
都
郡
高
野
町
］

重
要
文
化
財
　
四
所
明
神
社
本
殿
の
保
存
修
理

弘
法
大
師
空
海
が
高
野
山
を
開
創
し
て
か
ら

一
二
〇
〇
年
と
な
る
「
開
創
イ
ヤ
ー
」
で
あ
る
今

年
は
、
四
、五
月
に
行
わ
れ
た
開
創
法
会
を
終
え

て
も
、
例
年
よ
り
多
く
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

金
剛
三
昧
院
も
例
に
漏
れ
ず
、
国
宝
多
宝
塔
の
特

別
公
開
な
ど
も
あ
っ
て
観
光
客
が
途
切
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
境
内
に
あ
っ
て
、
比
較
的
ひ
っ
そ
り
と
木

陰
に
隠
れ
る
よ
う
に
建
っ
て
い
る
の
が
、
今
回
保

存
修
理
を
行
っ
て
い
る
四し

所し
ょ

明み
ょ
う

神じ
ん

社し
ゃ

本
殿
で
す
。

室
町
時
代
の
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）

に
建
立
さ
れ
た
、
一い
っ

間け
ん

社し
ゃ

春か
す

日が

造づ
く
り

、
檜ひ
わ
だ皮
葺
の

比
較
的
小
さ
な
建
物
で
す
が
、
細
部
の
型
式
は

省
略
さ
れ
ず
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
特

徴
的
な
彫
刻
の
彫
り
方
や
、
身も

舎や

の
前
半
分
を

開
放
と
す
る
平
面
型
式
は
河
内
地
方
の
特
色
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

金
剛
三
昧
院
は
立
派
な
石し
ゃ
く
な
げ

楠
花
で
も
有
名
で
す

が
、
そ
の
裏
側
の
斜
面
を
少
し
登
っ
た
木
立
の
間

に
四
所
明
神
社
本
殿
が
建
っ
て
い
る
た
め
、
日
当

た
り
が
悪
く
、
落
ち
葉
な
ど
も
す
ぐ
に
屋
根
に
積

も
り
、
屋
根
の
檜
皮
に
は
苔
が
繁
茂
し
て
い
ま
し

た
。
苔
む
し
た
屋
根
の
雰
囲
気
は
申
し
分
な
い
の

で
す
が
、
檜
皮
の
維
持
に
と
っ
て
は
過
酷
な
環
境

で
す
。
苔
に
覆
わ
れ
る
と
腐
朽
は
急
速
に
進
み
、

数
年
前
か
ら
軒
裏
よ
り
雨
水
が
染
み
出
す
状
況
で

し
た
。
前
回
の
葺
き
替
え
が
平
成
七
年
な
の
で
、

二
十
年
を
経
ず
し
て
ダ
メ
に
な
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
檜
皮
は
一
般
的
な
耐
用
年
数
が
三
十
年
前

後
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
環
境
が
及
ぼ
す

影
響
が
い
か
に
大
き
い
か
、
良
く
判
り
ま
す
。

長
く
修
理
を
待
ち
わ
び
て
い
た
四
所
明
神
社
本

殿
で
す
が
、
こ
の
度
屋
根
葺
替
修
理
に
着
手
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
小
屋
裏
や
軒
廻
り
な
ど
が

ど
れ
だ
け
破
損
し
て
い
る
の
か
、
外
観
か
ら
は
想

像
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
工
事
開
始
前
は
大

変
不
安
だ
っ
た
の
で
す
が
、
檜
皮
を
解
体
し
て
み

る
と
想
定
よ
り
も

腐
朽
は
若
干
軽
微

な
部
分
も
あ
り
、

胸
を
な
で
下
ろ
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

事
業
期
間
は
六
ヶ

月
で
、
こ
の
号
が

皆
様
の
お
手
元
に

届
く
こ
ろ
に
は
工

事
の
大
方
は
完
了

し
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
秋
の
紅

葉
シ
ー
ズ
ン
に
間

に
合
う
か
は
微
妙

な
タ
イ
ミ
ン
グ
で

す
が
、
高
野
山
に

お
越
し
の
際
は
金

剛
三
昧
院
の
少
し

奥
ま
っ
た
、
小
さ

な
お
社
も
気
に
懸

け
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　
　
（
結
城
啓
司
）

新
現
場
紹
介

特
集

写真３　小屋組等を解体した状況 写真２　檜皮を解体した状況 写真 1　解体前の屋根

平
成
二
十
七
年
六
月
か
ら
、
和
歌
山
県
内
の
文
化
財
建
造

物
の
保
存
修
理
が
、
三
箇
所
で
四
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

今
回
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
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丹
生
都
比
売
神
社
　［
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
］

史
跡
　
輪
橋
の
保
存
修
理

「
に
ほ
ん
の
里
一
〇
〇
選
」
に
も
選
ば
れ
た
天

野
の
里
を
縫
う
よ
う
に
進
み
、
丹
生
都
比
売
神
社

に
着
く
と
、
お
そ
ら
く
一
番
最
初
に
目
に
す
る
の

が
現
在
修
理
中
の
輪り
ん

橋き
ょ
う

で
し
ょ
う
。
輪
橋
は
太
鼓

橋
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
半
円
形
の
反
り
が
つ

い
た
木
造
の
橋
で
す
。
活
き
活
き
と
し
た
緑
を
湛

え
た
木
々
を
背
に
、
赤
色
の
力
強
い
ア
ー
チ
を
描

く
輪
橋
が
蓮
池
に
浮
か
び
上
が
る
様
を
目
に
さ
れ

て
、
心
を
打
た
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
（
表
紙
写
真
）。

こ
の
輪
橋
が
史
料
に
初
出
す
る
の
が
、
鎌
倉
時

代
に
描
か
れ
た
「
絹
本
着
色
弘
法
大
師
丹
生
高
野

両
明
神
像
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も

各
時
代
の
絵
図
に
描
か
れ
、
舞
楽
装
束
の
モ
チ
ー

フ
に
も
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
神
社
の
象
徴
と
し
て

古
く
か
ら
継
続
し
て
存
在
し
た
よ
う
で
す
。
し
か

し
、
建
物
と
違
っ
て
屋
根
が
な
く
、
木
部
が
雨
ざ

ら
し
で
腐
朽
や
損
傷
を
受
け
や
す
い
た
め
、
現
在

の
橋
の
部
材
自
体
が
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
の
か
は
不

明
で
す
。
と
は
い
え
、
史
跡
や
世
界
遺
産
で
あ
る

丹
生
都
比
売
神
社
の
境
内
を
構
成
す
る
非
常
に
重

要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
橋
自
体
は
何
度
も
補
修

や
塗
り
替
え
が
行
わ
れ
て
お
り
、
今
回
も
数
年
前

に
行
っ
た
塗
装
の
状
態
が
悪
く
、
塗
膜
の
剥
離
が

進
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
木
部
の
補
修
と
塗
装

の
塗
り
直
し
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

今
回
は
輪
橋
と
し
て
は
初
め
て
、
史
跡
の
構
成
物

に
対
す
る
国
や
県
、
町
か
ら
補
助
金
を
得
て
修
理

を
実
施
す
る
こ
と
も
あ
り
、
塗
装
に
用
い
る
塗
料

や
色
味
、
仕
様
な
ど
の
検
討
を
慎
重
に
行
い
ま
し

た
。
そ
の
な
か
で
、
赤
色
塗
装
の
種
類
に
つ
い
て

は
平
成
二
十
五
〜
六
年
に
保
存
修
理
を
実
施
し
た

本
殿
と
同
様
に
、
か

つ
て
は
現
在
の
鉛え
ん

丹た
ん

系
で
は
な
く
、
酸
化

鉄
系
の
塗
料
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
り
ま
し

た
。
ま
た
塗
り
分
け

の
仕
様
も
現
在
と
は

異
な
る
こ
と
が
判
明

し
、
今
回
の
塗
装
仕

様
に
反
映
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
塗

料
も
出
来
る
だ
け
伝

統
的
な
も
の
に
近
く
、
耐
久
性
も
加
味
し
た
、
実

績
の
あ
る
も
の
を
使
用
し
ま
す
。

修
理
中
は
素
屋
根
で
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ

の
景
観
を
楽
し
み
に
来
ら
れ
た
方
に
は
申
し
訳
な

い
限
り
で
す
が
、
順
調
に
修
理
が
進
め
ば
年
内
に

本
体
の
工
事
を
完
了
し
て
素
屋
根
を
解
体
す
る
予

定
で
す
。
来
年
の
正
月
に
は
新
た
な
姿
で
皆
様
を

お
迎
え
で
き
る
よ
う
、
工
事
を
進
め
て
参
り
ま
す

の
で
、
少
し
様
子
の
変
わ
っ
た
輪
橋
が
み
ら
れ
る

こ
と
を
楽
し
み
に
、
初
詣
に
お
い
で
下
さ
い
。

（
結
城
啓
司
）

写真 1　修理前の輪橋

写真 2　高欄と橋板を取りはずした状態
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宝
来
山
神
社
　［
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
］

重
要
文
化
財
　
本
殿
（
四
棟
）
の
保
存
修
理

県
指
定
文
化
財
　
末
社
東
殿
・
西
殿
の
保
存
修
理

か
つ
ら
ぎ
町
萩
原
に
あ
る
宝
来
山
神
社
で
は
、

平
成
二
十
八
年
十
月
の
正
遷せ
ん

宮ぐ
う

に
向
け
て
境け
い

内だ
い

の

整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
保
存
修

理
事
業
と
し
て
、
本
殿
四
棟
と
末
社
二
棟
で
は
檜ひ

皮わ
だ

屋
根
の
葺ふ

き
替
え
と
塗
装
の
修
理
を
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
。

宝
来
山
神
社
は
、
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
に
和わ

気け
の

清き
よ

麻ま

呂ろ

が
八
幡
宮
を
勧か
ん

請じ
ん

し
た
こ
と
に
始
ま
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
境
内
地
は
古
代
の
官
道

で
あ
る
南
海
道
に
面
し
、
平
安
時
代
に
は
桛か
せ

田だ

荘

と
称
さ
れ
る
、
京
都
高
雄
に
あ
る
神
護
寺
の
荘
園

と
な
り
ま
す
。
周
辺
に
は
「
文も
ん

覚が
く

井ゆ

」
と
呼
ば
れ

る
中
世
か
ら
の
灌か
ん

漑が
い

水
路
も
残
る
な
ど
、
歴
史
と

由
緒
の
あ
る
場
所
で
す
。

現
在
の
本
殿
は
、
豊
臣
秀
吉
の
紀
州
攻
め
の

戦
禍
を
受
け
て
焼
失
し
た
後
、
慶
長
十
九
年

（
一
六
一
四
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、
四
棟
と

も
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
春か
す

日が

造づ
く
り

」
と
称
す
る
同
じ
規
模
、
同
じ
形
式
の

建
物
が
横
に
並
び
、
さ
ら
に
そ
の
両
脇
に
は
県
指

定
文
化
財
で
あ
る
「
二に

間け
ん

社し
ゃ

流な
が
れ

造づ
く
り

」
の
末
社
が
一

棟
ず
つ
建
ち
、
全
部
で
六
棟
が
一
列
に
並
ぶ
形
式

を
と
り
ま
す
（
写
真
１
）。

保
存
修
理
で
は
現
在
、
第
一
殿
、
第
三
殿
と
末

社
東
殿
の
東
側
三
棟
で
修
理
を
進
め
て
い
ま
す
。

本
殿
、
末
社
と
も
に
、
昭
和
四
十
六
年
に
解
体
修

理
が
お
こ
な
わ
れ
、
平
成
四
年
に
は
檜
皮
屋
根
の

葺
き
替
え
修
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
今

回
の
修
理
で
は
、
檜
皮
屋
根
を
二
十
四
年
ぶ
り
に

葺
き
替
え
、
塗
装
を
四
十
五
年
ぶ
り
に
塗
り
替
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
そ
れ
以
前
の
修
理
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

神
社
に
は
江
戸
時
代
か
ら
の
修
理
の
記
録
が
多
く

残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
慶
長

の
再
建
以
来
二
十
年
か
ら
三
十
年
ご
と
に
修
理
が

繰
り
返
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す（
表
）。

ま
た
、
保
存
修
理
の
実
施
中
は
、
修
理
の
範
囲

や
補
修
の
方
法
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
に
合
わ
せ

て
、
調
査
を
お
こ
な
う
絶
好
の
機
会
で
も
あ
り
ま

す
。
今
回
の
修
理
で
は
、
昭
和
四
十
六
年
の
解
体

写真１　社殿の全景を東側より見る
　社殿は、向かって右（写真では手前）から末社東殿、第三殿、
第一殿、第二殿、第四殿、末社西殿の順に並び建ちます。

表　宝来山神社における近世以降の修理の歴史

和　暦 西　暦 修 理 の 内 容 記録等
慶長18 1614 （本殿四棟が再建） 棟札
寛永 13 1636 屋根葺替 棟札

（この頃、末社二棟が建築されたとみられる）
寛文 3 1663 屋根葺替 棟札
貞享 3 1686 屋根葺替 棟札
元禄 13 1700 詳細不明 棟札
宝永 5 1708 屋根葺替 棟札

（この間の記録なし）
文化 14 1817 屋根葺替・塗装修理 文書

（この間の記録なし）
明治 10 1877 屋根葺替 文書
明治 34 1901 屋根葺替 文書
昭和 16 1941 屋根葺替 文書
昭和 46 1971 解体修理 報告書
平成 4 1992 屋根葺替 文書
平成 28 2016 屋根葺替・塗装修理
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修
理
で
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
社
殿
の
部
材
が
小

屋
組
の
中
に
一
部
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
ま
し
た
。
第
一
殿
で
は
、
屋
根
正
面
の
妻つ
ま

飾か
ざ

り

（
三
角
形
を
な
す
木
組
み
）
の
構
成
部
材
一
組
分

が
残
さ
れ
て
お
り
（
写
真
４
）、
さ
ら
に
は
、
こ

の
妻
飾
り
を
再
用
せ
ず
に
現
在
の
姿
へ
と
変
更
し

た
経
緯
を
示
す
部
材
も
確
認
し
ま
し
た
。
保
存
修

理
工
事
で
作
成
さ
れ
た
報
告
書
に
も
調
査
や
変
更

の
経
緯
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
調
査
に

よ
る
保
存
部
材
の
確
認
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を

容
易
に
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
で
は
、
棟
札
や
文

書
な
ど
の
文
字
記
録
の
他
に
、
建
物
や
部
材
そ
の

も
の
が
有
す
る
情
報
を
い
か
に
後
世
へ
伝
え
る
か
、

と
い
う
こ
と
も
大
切
な
役
目
と
な
り
ま
す
。
宝
来

山
神
社
の
建
物
で
も
慶
長
期
以
来
四
〇
〇
年
の
あ

い
だ
受
け
継
が
れ
て
来
た
情
報
に
加
え
て
、
平
成

の
修
理
で
の
情
報
も
次
世
代
へ
受
け
継
い
で
い
け

る
よ
う
、
修
理
に
臨
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
で
得

ら
れ
た
成
果
は
今
後
も
こ
の
誌
面
で
紹
介
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
（
下
津
健
太
朗
）

写真４　第一殿の小屋組内に保存されていた屋根正面妻飾り旧部材
の仮組み状況

　昭和 46 年の解体修理時の調査で、修理前の妻飾り（手前）が江戸
時代中期に改造されたものと判明したことを受けて、修理では慶長
期の姿に復原されています。

写真５　第一殿での屋根補修状況を南西より見る

写真３　修理前の末社東殿を南西より見る
　「二間社流造・檜皮葺」という形式の社殿。

写真２　修理前の第一殿を南より見る
「春日造・檜皮葺」という形式の社殿。
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亀
山
城
跡
測
量
調
査

亀
山
城
跡
は
、
Ｊ
Ｒ
御
坊
駅
北
側
に
あ
る
標

高
約
1
2
2
ｍ
の
山
上
に
築
か
れ
た
城
跡
で
す
。

戦
国
時
代
に
日
高
地
方
を
中
心
に
牟
婁
・
有
田
地

方
に
も
勢
力
を
及
ぼ
し
た
湯
川
氏
の
城
で
、
山
麓

に
位
置
す
る
湯
川
氏
館
（
小
松
原
館
）
が
常
時
に

生
活
す
る
館
、
亀
山
城
が
戦
闘
時
に
籠
る
城
と
な

り
ま
す
。

御
坊
市
教
育
委
員
会
で
は
、
亀
山
城
跡
の
県
指

定
史
跡
申
請
の
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
、

城
跡
の
地
形
測
量
を
計
画
し
ま
し
た
。
そ
の
業
務

支
援
を
当
セ
ン
タ
ー
が
委
託
を
受
け
て
、
４
月
か

ら
５
月
に
か
け
て
実
施
し
ま
し
た
。
業
務
内
容
は
、

市
が
所
有
す
る
主
郭
部
付
近
の
地
形
測
量（
図
１
）

と
、
城
全
体
の
縄
張
り
の
作
成
（
図
２
）
で
す
。

主
郭
部
は
、
頂
上
部
を
占
め
る
曲
輪
Ⅰ
と
、
そ

の
南
に
取
り
つ
く
曲
輪
Ⅱ
で
、
周
囲
に
土
塁
を
巡

ら
し
て
い
ま
す
。
曲
輪
Ⅰ
と
曲
輪
Ⅱ
と
の
高
低
差

は
約
３
ｍ
で
、地
山
を
掘
り
残
し
た
斜
路
で
繋
が
っ

て
い
ま
す
。
曲
輪
Ⅱ
の
西
側
に
は
土
塁
が
途
切
れ

る
箇
所
が
あ
り
、
虎
口
（
出
入
口
）
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
曲
輪
Ⅱ
の
南
側
の
土

塁
が
途
切
れ
る
付
近
に
も
虎
口
が
想
定
で
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
亀
山
城
跡
は
周
囲
が
開
墾
さ
れ
、

主
郭
部
の
ほ
か
は
、
Ⅲ
〜
Ⅴ
の
曲
輪
な
ど
が
残
る

程
度
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
山
城
と
認
識
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
主
郭
部
周
辺
を
踏

査
し
た
結
果
、
一
部
削
平
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
「
紀
伊
国
古
城
並
道
法
海

路
船
懸
帳
」
の
内
容
通
り
、
斜
面
を
何
重
に
も
巡

る
曲
輪
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の

規
模
は
、
日
高
川
町
の
手
取
城
跡
と
と
も
に
県
下

で
最
大
と
な
り
ま
す
。
尾
根
筋
を
掘
削
し
た
大
規

模
な
堀
切
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
山
塊
全
体
に
長
く

曲
輪
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
勢
の
兵
を

城
に
動
員
・
配
置
で
き
る
こ
と
の
裏
付
け
で
、
湯

川
氏
の
勢
力
が
強
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

（
川
崎
雅
史
）

埋

蔵

文

化

財

課 
 
 
 
 

　

短

信

図１ 亀山城跡測量図 

図２ 亀山城跡縄張り図 
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文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

①
　
カ
メ
ラ
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文
化
財
建
造
物
の
修
理
現
場
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
普
通

の
工
事
現
場
と
違
い
、
職
人
と
共
に
「
修
理
技
術
者
」
が
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

修
理
技
術
者
と
は
何
者
か
。
特
殊
な
業
務
ゆ
え
判
然
と
し
な
い
方
が
多
い
と
思

い
ま
す
。
今
回
か
ら
、
そ
の
一
端
を
私
た
ち
修
理
技
術
者
が
使
用
し
て
い
る
道

具
を
通
し
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
調
査
を
し
て
建
物
の
大
き
さ
、
間
取
り
、

構
造
は
も
ち
ろ
ん
、
墨ぼ

く

書し
ょ

や
過
去
の
修
理
で
用
途
を
変
更
し
て
い
る
材
料
を
探

し
た
り
な
ど
、
次
の
世
代
が
行
う
修
理
に
「
修
理
工
事
報
告
書
」
と
し
て
判
明

し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
現
場
で
は
常
に
カ
メ
ラ
を
持

ち
歩
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
普
段
ど
ん
な
写
真
を
撮
っ
て
い
ま
す

か
。
文
化
財
建
造
物
の
修
理
現
場
で
は
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の
よ
う
な
撮
り
方
を
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
建
物
が
歪ゆ

が

ん
だ
り
、
人
や
自
動
車
等
の
余
計
な
物
が
写
り

込
ま
な
い
よ
う
に
気
を
配
り
な
が
ら
カ
メ
ラ
を
真
っ
直
ぐ
構
え
て
、
時
に
は
三

脚
に
据
え
て
水
平
垂
直
を
守
っ
て
撮
影
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
修
理
工
事
で

は
建
物
の
詳
細
を
出
来
る
だ
け
記
録
し
て
お
く
為
に
、
小
屋
裏
や
床
下
に
潜
り

込
ん
だ
り
、
足
場
や
屋
根
に
よ
じ
登
っ
た
り
し
て
撮
影
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
普
通
で
は
味
わ
え
な
い
醍だ

い

醐ご

味み

で
す
。

写
真
撮
影
は
現
在
、
デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
と
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
（
中
判
・
大

判
）
を
併
用
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
文

化
財
で
は
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
の
信
用
度

が
ま
だ
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

理
由
で
す
が
、
今
で
は
殆
ど
見
か
け
な

い
よ
う
な
カ
メ
ラ
も
現
役
で
活
躍
し
て

い
ま
す
。
実
は
20
代
の
私
、
恥
ず
か
し

な
が
ら
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
を
扱
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
良
い
記
録

を
残
せ
る
よ
う
に
精し

ょ
う

進じ
ん

し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
（
大
給
友
樹
）

こ
の
秋
、
一
ヶ
月
ほ
ど
新
宮
市
の
歴
史
民
俗
資
料
館
の
一
画
を
お
借
り
し
て

小
さ
な
展
示
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
先
日
、
そ
の
事
前
協
議

に
若
手
職
員
の
Ｙ
君
と
二
人
し
て
新
宮
市
ま
で
出
向
い
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
用
務
が
終
わ
っ
た
後
、
ふ
と
思
い
立
っ
て
「
す
ず
や
き
っ
て
知
っ
て
る

か
ぁ
？
」
と
彼
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、し
ば
し
考
え
込
み
、「
た
し
か
北
陸
の

｜
｜

」

と
の
返
答
。
う
ー
ん
、
ま
い
り
ま
し
た
ね
ぇ
。
真
面
目
で
す
。
た
し
か
に
考
古

学
的
に
は
正
解
で
す
が

｜
｜

。

少
し
説
明
を
し
て
お
く
と
、
彼
が
一
瞬
思
い
浮
か
べ
た
の
は
「
珠す

洲ず

焼
」。

能
登
半
島
、
現
在
の
石
川
県
珠
洲
市
周
辺
で
平
安
時
代
の
終
わ
り
か
ら
室
町
時

代
に
か
け
て
焼
か
れ
た
や
き
も
の
で
す
。

常
滑
や
備
前
と
い
っ
た
、
俗
に
「
六
古
窯
」
と
言
わ
れ
て
い
る
中
世
陶
器
に

比
べ
る
と
少
し
マ
イ
ナ
ー
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
北
陸
を
代
表
す
る
地
方
窯
と

い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
商
業
圏
は
広
く
、
日
本
海
ル
ー
ト
で
新
潟
・
秋
田
は
も
ち
ろ
ん
遠
く
北

海
道
ま
で
運
ば
れ
て
い
ま
す
。
須
恵
器
の
技
術
を
踏
襲
し
た
や
き
も
の
で
、
黒

灰
色
を
呈
し
、
体
部
に
斜
め
方
向
の
叩
き
目
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

筆
者
が
知
る
限
り
で
は
、
和
歌
山
県
で
は
唯
一
、
根
来
寺
遺
跡
で
数
点
出
土
し

て
い
る
だ
け
で
す
ね
。

と
も
か
く
彼
が
返
答
し
た
の
は
こ
の
「
す
ず
や
き
」
で
す
。
他
方
、
筆
者
が

解
答
と
し
て
期
待
し
て
い
た
の
は
「
鈴
焼
き
」

｜
｜

。
鈴
の
形
を
し
た
ベ
ビ
ー

カ
ス
テ
ラ
、
知
る
人
ぞ
知
る
新
宮
の
銘
菓
で
す
。
あ
え
て
お
店
の
名
前
は
伏
せ

ま
す
が
四
国
特
産
の
和わ

三さ
ん

盆ぼ
ん

を
用
い
た
逸
品
。
お
い
し
い
で
す
よ
。

予
想
に
反
し
た
返
答
を
し
て
く
れ
た
Ｙ
君
は
本
誌
・
風
車
の
編
集
担
当
。
先

日
来
、
彼
の
原
稿
の
催
促
に
四
苦
八
苦
。
そ
う
い
え
ば
あ
の
と
き
言
っ
て
い
ま

し
た
ね
ぇ
。「
み
ん
な
に
喋
っ
た
ら
ダ
メ
で
す
よ
。
あ
っ
、
書
く
の
も
ダ
メ
で

す
よ
。な
に
か
に
書
く
よ
う
な
気
が
す
る
な
ぁ

｜
｜
｜
｜

」　　
（
村
田　
　

弘
）

発
掘
屋
余
話 

㉛
　
す
ず
や
き

修理現場で使用しているカメラ
（左から、デジタル一眼・中判カメラ・大判カメラ）
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●「紀州のあゆみ−和歌山県内埋蔵文化財調査成果展−」　※展示会は県内２会場を巡回して開催します

　　　　　　　　　　　　場所：紀の川市歴史民俗資料館  2015年10月10日（土）～11月 8日（日）
　　　　　　　　　　　　場所：新宮市立歴史民俗資料館  2015年11月14日（土）～12月13日（日）

和歌山県立紀伊風土記の丘

●特別展「紀伊の地、大いに震う～考古学から南海地震を追う～」 2015年 9月19日（土）～11月29日（日）　
●特別展セミナー  2015年10月 4・18日、11月29日（日）
●特別展シンポジウム  2015年11月 1日（日）
●ジュニア考古学研究発表　  2015年12月23日（水・祝）

 和歌山県立博物館

●高野山開創1200年記念特別展「弘法大師と高野参詣」  2015年 9月19日（土）～11月 1日（日）
●企画展「仮面は語る」  2015年11月10日（火）～12月 6日（日）
●企画展「紀州の四季を描く」  2015年12月12日（土）～2016年 1月17日（日）

和歌山市立博物館

●特別展「表千家と紀州徳川家」  2015年10月17日（土）～11月23日（月・祝）
●史跡散歩「和歌山城を歩く」  2015年11月28日（土）
●コーナー展示「紀州藩御絵師 −笹川家−、雑賀の兜」  2015年 9月29日（火）～11月29日（日）
●コーナー展示「絵画にみる米づくり、南方熊楠と小笠原誉至夫」  2015年12月 1日（火）～2016年 3月27日（日）

 高野山霊宝館

●特別展「宥快・長覚展（仮）」  2015年10月 3日（土）～2016年 1月11日（月・祝）


