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町
遺
跡
の
第
１
次
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

新
宮
城
跡
は
、
熊
野
川
右
岸
に
接
す
る
丹
鶴
山

を
中
心
に
築
か
れ
た
平
山
城
で
、
絵
図
な
ど
か
ら

窺う
か
が

う
と
丹
鶴
山
周
辺
に
は
武
家
屋
敷
が
配
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
武
家
屋
敷
は

広
範
囲
に
及
び
ま
す
が
、
新
宮
城
跡
に
接
す
る
旧

丹
鶴
小
学
校
付
近
の
み
が
新
宮
城
下
町
遺
跡
と
し

て
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包ほ
う

蔵ぞ
う

地ち

（
遺
跡
）
に
な
っ

て
い
ま
す
。

遺
跡
付
近
は
、
熊
野
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防

上
で
、
洪
水
な
ど
の
影
響
を
受
け
に
く
い
安
定
し

た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
生
活
の

場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

調
査
面
積
は
1
，1
7
1
㎡
で
、
調
査
で
検
出

し
た
遺い

構こ
う

面め
ん

は
３
面
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
第
１

遺
構
面
が
江
戸
時
代
、
第
２
遺
構
面
が
古
墳
時
代

初
頭
か
ら
室
町
時
代
、
第
３
遺
構
面
が
縄
文
時
代

に
帰
属
し
ま
す
。
平
成
28
年
度
中
に
第
１
遺
構
面

を
調
査
し
、
新
宮
城
下
町
を
構
成
す
る
道
路
遺
構

は
じ
め
に

新
宮
市
文
化
複
合
施
設
建
設
に
よ
り
、
新
宮
城

跡
西
側
の
旧
丹た
ん

鶴か
く

小
学
校
敷
地
付
近
が
大
規
模
に

開
発
さ
れ
る
の
に
伴
い
、
新
宮
市
の
委
託
を
受
け

て
平
成
28
年
２
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
新
宮
城
下

や
屋
敷
地
境
の
石
垣
な
ど
を
検
出
し
ま
し
た
。
そ

の
内
容
は
、風
車
75
号
に
報
告
し
た
と
お
り
で
す
。

今
回
は
、
第
２
遺
構
面
と
第
３
遺
構
面
の
内
容
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

調
査
の
概
要

１　

第
２
遺
構
面

古
墳
時
代　

古
墳
時
代
の
遺
構
と
し
て
は
、
初

頭
か
ら
前
期
に
か
け
て
の
土ど

坑こ
う

を
３
基
確
認
し
ま

し
た
。
ま
た
、
須す

恵え

器き

の
破
片
が
調
査
区
の
各
所

図 1　遺跡の位置

写真１　第２遺構面全景（上空から）
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で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
古
墳
時
代
中
期

か
ら
後
期
に
か
け
て
も
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
ま
す
。

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代　

当
該
期
の
遺
構
と

し
て
は
、
半
地
下
式
倉
庫
７
基
・
掘ほ
っ

立た
て

柱
建
物
４

棟
以
上
・
大
型
土
坑
約
30
基
・
溝
状
遺
構
な
ど
を

検
出
し
ま
し
た
。

半
地
下
式
倉
庫
は
、
大
き
く
Ａ
～
Ｃ
の
３
つ
の

タ
イ
プ
に
分
類
で
き
ま
す
。
Ａ
は
壁
が
石
積
み
で

一
段
浅
い
突
出
部
を
持
つ
タ
イ
プ
、
Ｂ
は
方
形
の

竪
穴
の
底
に
平
坦
に
な
る
よ
う
に
石
を
敷
き
並
べ

写真５　掘立柱建物群

写真４　半地下式倉庫（Ｂタイプ）

写真３　半地下式倉庫（Ａタイプ）

写真２　古墳時代の土坑

る
タ
イ
プ
、
Ｃ
は
方
形
の
竪
穴
の
底
に
柱
穴
を
持

つ
タ
イ
プ
と
な
り
ま
す
。
全
国
的
な
事
例
か
ら
、

Ａ
は
15
・
16
世
紀
、
Ｂ
は
13
・
14
世
紀
に
多
い
タ

イ
プ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
Ｂ
は
、
神
奈

川
県
鎌
倉
市
の
若
宮
大
路
周
辺
遺
跡
群
で
多
く
確

認
さ
れ
、
石
の
上
に
土ど

台だ
い

を
置
い
て
柱
を
組
む
構

造
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
市
以

外
の
地
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
鎌
倉
幕

府
と
の
繋
が
り
を
示
す
資
料
と
言
え
ま
す
。

掘
立
柱
建
物
は
、
調
査
区
の
東
側
中
央
か
ら
南

に
か
け
て
集
中
し
て
い
ま
す
。
確
認
で
き
た
建
物

以
外
に
も
多
く
の
柱
穴
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら

も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
建
物

が
、
ほ
ぼ
同
じ
位
置
で
建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
窺
え
ま
す
。
建
物
は
基
本
的
に
棟
方
向
が
南

北
で
、
大
き
な
も
の
は
柱
間
が
2.1
ｍ
で
桁け
た

行ゆ
き

６
間

×
梁は
り

行ゆ
き

４
間
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
大
き
な
建
物

と
言
え
ま
す
。
柱
穴
の
直
径
は
30
～
50
㎝
で
、
多

く
は
底
に
据す
え

石い
し

を
置
い
て
い
ま
す
。
据
石
は
20
～

30
㎝
の
大
き
さ
で
、
石
材
は
古
い
建
物
が
花か

崗こ
う

斑は
ん

岩が
ん

、
新
し
い
建
物
が
砂さ

岩が
ん

を
使
用
す
る
傾
向
が
あ

り
ま
す
。
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り
、
そ
の
特
殊
性
が
窺
え
ま
す
。

溝
状
遺
構
は
、
西
側
で
検
出
し
て
い
る
大
型
土

坑
列
を
切
り
込
ん
で
南
北
に
掘く
っ

削さ
く

さ
れ
て
お
り
、

出
土
し
た
遺
物
か
ら
室
町
時
代
の
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

２　

第
３
遺
構
面　

縄
文
時
代
の
遺
構
に
は
土
坑
が
あ
り
、
縄
文
土

器（
中
期
末
頃
）や
石
器
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

縄
文
土
器
は
新
宮
市
で
は
速
玉
大
社
境
内
遺
跡
な

ど
で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
遺
構
は
検
出
さ
れ
て

お
ら
ず
、
新
宮
市
内
で
初
め
て
確
認
さ
れ
た
縄
文

時
代
の
遺
構
と
言
え
ま
す
。

３　

出
土
遺
物

遺
物
は
収
納
コ
ン
テ
ナ
1
3
0
箱
分
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
縄
文
時
代
の
土
器
・
石
器

（
石せ
き

錘す
い

・
剥は
く

片へ
ん

石せ
っ

器き

）
や
古
墳
時
代
の
須
恵
器
・
土は

師じ

器き

、
平
安
時
代
末
頃
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の

土
師
器
・
瓦が

器き

・
瓦が

質し
つ
土ど

器き

・
山や
ま

茶ぢ
ゃ

碗わ
ん
・
東と
う

播ば
ん

系け
い

須す

恵え

器き

・
国
産
陶
器
（
常と
こ

滑な
め

焼や
き
・
瀬
戸
焼
・
渥あ
つ

美み

焼や
き
・

備び

前ぜ
ん

焼や
き

）・
輸
入
陶
磁
器
（
白は
く

磁じ

・
青せ
い

磁じ

・
青せ
い

白は
く

磁じ

・
施せ

釉ゆ
う

陶と
う

器き

）・
銭せ
ん

貨か

・
石
製
品
（
滑か
っ

石せ
き

製せ
い

鍋な
べ

・

砥
石・茶ち
ゃ

臼う
す・五

輪
塔・宝ほ
う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

）・金
属
製
品
（
鏡・

銅
鋺
・
銭
貨
）、
近
世
の
陶
磁
器
類
・
瓦
類
・
金
属

製
品
（
刀
装
具
・
鏡
・
銭
貨
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

大
型
土
坑
は
、
基
本
的
に
直
径
1.0
～
2.0
ｍ
、
深

さ
1.5
～
2.5
ｍ
の
規
模
を
持
つ
土
坑
を
呼
称
し
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
に
準
じ
る
規
模
の
土
坑
も
い
く
つ

か
存
在
し
ま
す
。
調
査
区
西
側
で
検
出
し
た
大
型

土
坑
は
、
ほ
ぼ
南
北
に
列
を
な
し
て
お
り
、
大
型

の
構
造
物
が
建
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
に
は
、
断
面
観
察
で
柱
の
痕
跡
を
残
す
も

の
や
、
底
付
近
に
10
～
30
㎝
の
礫れ
き

を
詰
め
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
土
坑
の
底
か
ら
は
鏡
が
出

土
す
る
も
の
や
銅ど
う

鋺わ
ん

が
出
土
す
る
も
の
な
ど
が
あ

写真６　大型土坑列

写真７　柱痕のある大型土坑写真８　大型土坑出土の鏡
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ま
と
め

半
地
下
式
倉
庫
・
掘
立
柱
建
物
・
大
型
土
坑
の

配
置
に
は
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
掘
立

柱
建
物
は
調
査
区
の
南
東
部
、
半
地
下
式
倉
庫
は

北
東
部
、
大
型
土
坑
は
西
側
と
お
お
ま
か
に
３
ブ

ロ
ッ
ク
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま
た
、
第

１
遺
構
面
で
検
出
し
て
い
る
江
戸
時
代
の
道
路
付

近
を
境
に
分
布
す
る
遺
構
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

も
窺
え
、
中
世
に
お
い
て
も
同
じ
位
置
に
道
路
が

存
在
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
大
型
土
坑
列
と
溝

状
遺
構
に
つ
い
て
は
区
画
に
関
わ
る
遺
構
で
、
前

者
は
中
世
前
半
期
に
大
型
の
柵
列
と
し
て
、
後
者

は
中
世
後
半
期
に
区
画
溝
と
し
て
の
機
能
を
持
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
道
路
は
中
世
以
前

か
ら
存
在
し
た
熊
野
速
玉
大
社
と
阿
須
賀
神
社
を

繋
ぐ
道
路
と
直
交
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
中
世

の
町
割
り
を
踏
襲
し
て
城
下
町
が
築
か
れ
た
公
算

が
高
い
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

遺
構
の
内
容
に
加
え
て
出
土
し
た
土
器
類
に
青

白
磁
や
白
磁
・
青
磁
な
ど
の
高
級
品
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
鏡
や
石
塔
な
ど
の
遺
物
か
ら
、
調
査
区
付

近
に
は
熊
野
別
当
に
繋
が
る
有
力
者
の
屋
敷
地
や

寺
な
ど
の
存
在
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
調
査

区
が
熊
野
川
に
近
く
、
付
近
に
川か
わ

湊み
な
と

の
存
在
が
想

定
で
き
る
こ
と
か
ら
も
、
半
地
下
式
倉
庫
な
ど
は

湊
に
係
る
施
設
で
、
掘
立
柱
建
物
群
に
つ
い
て
は
湊

を
管
理
す
る
有
力
者
の
屋
敷
で
あ
っ
た
可
能
性
も

想
定
で
き
ま
す
。
ま
た
、
第
１
次
調
査
の
後
に
実

施
し
た
調
査
区
北
側
部
分
の
確
認
調
査
で
は
、
熊

野
川
に
下
る
石
段
や
、
そ
の
両
脇
に
造
成
さ
れ
た

階
段
状
の
敷
地
で
鍛か

冶じ

炉ろ

を
検
出
し
、
坩る

堝つ
ぼ

な
ど

も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
川
に
近
い
側
で
鍛
冶

や
鋳
造
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
調
査
区
付
近
に
あ
っ
た
湊

は
、
紀
伊
半
島
南
端
近
く
の
海
上
交
通
の
要よ
う

衝し
ょ
う

に

立
地
す
る
こ
と
か
ら
山
間
部
の
物
資
を
集
積
す
る

機
能
以
外
に
も
東
西
日
本
を
結
ぶ
中
継
地
・
物
流

拠
点
と
し
て
の
機
能
が
大
き
く
、
中
世
の
港
湾
都

市
の
構
造
を
窺
う
と
と
も
に
海
上
交
通
を
考
え
る

う
え
で
も
重
要
な
発
見
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縄
文
時
代
の
遺
構
面
は
、
ご
く
わ
ず
か
な
範
囲

し
か
調
査
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
縄
文
時
代
の
生
活

面
は
、
か
な
り
広
範
囲
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
が

予
想
で
き
、
今
後
、
住
居
跡
等
の
発
見
も
期
待
で

き
ま
す
。

（
川
崎 

雅
史
）

写真９　2016 年度の確認調査で検出した石段・石垣

写真 10 　縄文時代の遺構
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切目神社本殿・拝殿（拝殿は安政３年 (1856) の建立）

切目中学校の現場見学会

切
部
王
子
跡
は
、
日
高
郡
印
南
町
西
ノ
地
に
あ

り
ま
す
。
熊
野
九
十
九
王
子
社
の
う
ち
、
藤
代
王

子
、
稲い
な

葉ば

根ね

王
子
、
滝
尻
王
子
、
発ほ
っ

心し
ん

門も
ん

王
子
と

と
も
に
五
体
王
子
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
境
内
に
は
県
指
定
の
天
然
記
念
物
で
樹
齢
約

三
〇
〇
年
と
い
わ
れ
る
ホ
ル
ト
ノ
キ
が
あ
り
、
こ

の
神
社
の
長
い
歴
史
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
切
部
王
子
は
歴
史
の
舞
台
と
も
な
り
ま
し

た
。
平
治
の
乱
で
は
、
平
清
盛
は
熊
野
参
詣
の
途

中
、
切
部
王
子
で
知
ら
せ
を
受
け
、
引
き
返
し
源

義
朝
に
戦
勝
し
ま
し
た
。
後
鳥
羽
上
皇
が
正
治
二

年
（
一
二
〇
〇
）
に
熊
野
参
詣
の
折
、
歌
会
を
開

き
歌
会
で
し
た
た
め
ら
れ
た
十
一
点
の｢

切
目
懐

紙｣

が
今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
弘
の
乱
で
は
、

切
部
王
子
で
熊
野
権
現
か
ら
夢
の
お
告
げ
を
受
け

た
護
良
親
王
が
、
十
津
川
へ
と
落
ち
の
び
た
と
い

う
故
事
が｢

太
平
記｣

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

切
部
王
子
の
も
と
の
社
地
は
、
現
社
地
の
東

隣
の
丘
上
に
あ
り
ま
し
た
が
、
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
）
の
兵
火
で
焼
失
し
、
一
五
九
二
年

に
現
社
地
に
神
社
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の

本
殿
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
再
建
さ
れ

た
春
日
造
、
檜ひ

皮わ
だ

葺ぶ
き

の
正
面
一
間
、
側
面
二
間
の

大
規
模
な
社
殿

で
、
手た
ば
さ
み挟
・
木き

鼻ば
な

な
ど
の
装
飾

的
な
意
匠
は
こ

の
本
殿
の
特
徴

で
す
。
内
外
陣

境
は
中
央
間
を

開
放
と
し
た
間

仕
切
を
設
け
、

内
陣
を
一
段
高

く
し
て
宮
殿
を

安
置
し
て
い
ま
す
。
宮
殿
は
正
面
入
母
屋
造
背
面

切
妻
造
屋
根
の
本
格
的
な
も
の
で
す
。
木
鼻
な
ど

の
絵
様
は
古
式
で
十
七
世
紀
前
期
ま
で
遡
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

檜
皮
葺
屋
根
は
昭
和
五
四
年
に
葺
き
替
え
ら
れ

ま
し
た
。
部
分
的
な
葺
き
替
え
や
補
修
、
社
殿
周

県
指
定
文
化
財（
史
跡
）切
部
王
子
跡
社
殿

（
切
目
神
社
本
殿
・
拝
殿
）の
保
存
修
理
事
業

囲
の
木
の
枝
を
払
っ
て
風
通
し
を
よ
く
す
る
な
ど

手
入
れ
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
十
数
年
前
か
ら
傷

み
が
ひ
ど
く
な
り
、
県
指
定
史
跡
の
整
備
事
業
と

し
て
本
殿
檜
皮
葺
屋
根
の
三
七
年
ぶ
り
の
葺
き
替

え
と
な
り
ま
し
た
。
風
化
し
て
や
せ
た
拝
殿
正
面

の
砂
岩
切
石
の
礎
石
の
取
り
替
え
、
壁
板
や
床
な

ど
破
損
部
の
補
修
、
宮
殿
の
軒
廻
り
の
補
修
な
ど

も
同
時
に
行
い
、
五
月
末
に
す
べ
て
の
工
事
が
終

わ
り
ま
し
た
。

今
回
の
修
理
は
氏
子
の
方
々
の
理
解
と
協
力
が

あ
っ
た
た
め
無
事
終
了
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

郷
土
の
文
化
財
に
愛
着
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
切

目
小
学
校
・
中
学
校

の
児
童
生
徒
に
も
現

場
説
明
を
行
い
ま
し

た
。
次
の
世
代
に
な

っ
て
も
協
力
し
合
っ

て
こ
の
社
殿
を
大
切

に
守
り
伝
え
て
ほ
し

い
も
の
で
す
。

（
寺
本 

就
一
）
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温お
ん

石じ
ゃ
く 

‐
携
帯
懐
炉
の
歴
史
‐
　 

埋
蔵
文
化
財
課

（写真１）遺跡から出土した温石

（写真２）液体燃料や木炭の携帯用懐炉

（写真３）携帯用懐炉

文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

⑧
　
チ
ョ
ー
ク

み
な
さ
ん
も
、
チ
ョ
ー
ク
を
学
校
の
授
業
で
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
板
書
す
る
機
会
の
多
い
学
生
時
代
に
は
馴
染
み
深
い
道

具
で
す
。

建
物
の
調
査
で
は
痕こ
ん

跡せ
き

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
チ
ョ
ー
ク
を
使
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
チ
ョ
ー
ク
は
使
用
後
す
ぐ
に
拭
き
取
れ
ば
、
部
材
を
傷

め
な
く
て
済
み
、
ま
た
、
色
分
け
に
加
え
て
○
□
△
な
ど
、
し
る
し
の
形
を

変
え
る
こ
と
で
使
い
方
を
幾
通
り
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
て
便
利
で
す
。

旧
西
村
家
住
宅
の
屋
根
裏
の
妻
壁
板
は
、
二
枚
重
ね
で
貼
り
付
け
ら
れ
、

沢
山
の
釘
で
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
釘
は
頭
の
形
状
や
、
材
質
に
違

い
が
あ
り
、
大
き
さ
も
様
々
で
し
た
。

上
の
壁
板
の
釘
を
分
類
し
、
そ
れ
ら
を
記
録
し
た
後
、
取
り
外
し
て
下
の

壁
板
に
も
し
る
し
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
下
の
壁
板
を
止
め
た
釘
穴
が
浮

か
び
上
が
り
、
補
修
の
為
に
何
回
か
付
け
直
し
さ
れ
た
部
分
や
、「
壁
板
の

継
ぎ
目
に
は
補
強
や
隙す
き

間ま

を
防
ぐ
為
の
幅
の
目め

板い
た

」（
狭
い
板
）
が
取
り
付

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
大
給 

友
樹
） 

発
掘
調
査
を
し
て
い
る
と
、
時
々
何
の
た
め
に
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
首
を

か
し
げ
た
く
な
る
も
の
に
出
会
う
事
が
あ
り
ま
す
。
私
が
昨
年
度
調
査
を
行
っ

た
和
歌
山
市
相
方
遺
跡
で
出
土
し
た
遺
物
の
温
石
も
そ
の
一
つ
で
す
。
今
回
は

そ
の
温
石
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

温
石
と
は
、
漢
字
の
と
お
り
温
か
い
石
で
昔
の
携
帯
用
懐か
い

炉ろ

の
こ
と
で
す
。

そ
の
歴
史
は
古
く
平
安
時
代
頃
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一

般
的
な
形
は
板
状
で
穴
が
あ
り
ま
す
（
写
真
１
）。
石
を
温
め
て
真
綿
な
ど
で

包
ん
で
懐
に
入
れ
て
暖
を
と
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
蛇じ
ゃ

紋も
ん

岩が
ん

と
呼
ば
れ
る
比
較
的

軟
質
の
石
で
す
。
そ
の
他
に
も
滑か
っ

石せ
き

と
呼
ば
れ
る
軟
質
の
石
材
が
用
い
ら
れ
ま

す
。
石
を
温
め
る
と
い
う
発
想
が
な
い
と
懐
炉
と
気
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
後
、
携
帯
用
懐
炉
は
姿
を
変
え
ま
す
。
木
炭
を
不
燃
性
の
石
綿
で
包
ん

だ
り
、
液
体
燃
料
を
利
用
し
た
り
し
ま
す
（
写
真
２
）。
さ
ら
に
現
在
で
は
鉄

粉
を
酸
素
と
水
と
反
応
さ
せ
水
酸
化
第
二
鉄
と
な
る
過
程
で
発
生
す
る
熱
を
利

用
す
る
携
帯
用
懐
炉
と
な
り
、よ
り
薄
く
軽
く
便
利
に
な
り
ま
し
た（
写
真
３
）。

こ
の
様
に
身
近
な
携
帯
用
懐
炉
に
も
歴
史
が
あ
り
ま
す
。　
　
　
（
加
藤 

達
夫
）

上層の壁板

下層の壁板（上記写真枠部分、線は目板位置）
チョーク色部分

（黄：目板、青：付け替えた釘痕、赤：当初の釘痕）
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催し物案内　和歌山県内の文化財関係イベント情報 （2017 年 夏～ 2017 年 秋）

和歌山県立紀伊風土記の丘

●夏季企画展「道路の下から新発見」　　　　　　　　2017 年　7月 15 日（土）～ 9月 3日（日）
●フカミンのおしゃべり考古学②	 2017 年　7月 14 日（金）13：30 ～ 15：00
●学芸員講座「岩橋千塚①」	 2017 年　7月 22 日（土）13：30 ～ 15：30
●展示講座③（夏季企画展）	 2017 年　8月 5日（土）13：30 ～ 15：30
●フカミンのおしゃべり考古学③	 2017 年　9月 13 日（水）13：30 ～ 15：00
●学芸員講座「岩橋千塚②」	 2017 年　9月 16 日（土）13：30 ～ 15：30

和歌山県立博物館

●企画展「紀伊徳川家の家臣たちⅡ」　　　　　　　　　2017 年　6月 10 日（土）～ 7月 17 日（月・祝）
●夏休み企画展「のぞいてみよう！えのぐばこ」　　　　2017 年　7 月 22 日（土）～ 9月 3日（日）
●企画展「西行と明恵」　　　　　　　　　　　　　　 	2017 年　9月 9日（土）～ 10 月 5 日（木）

和歌山市立博物館

●特別公開「重要文化財 馬冑の実物展示」	 2017 年 7 月 19 日（水）～ 9月 10 日（日）
●特別展「美尽し善極める－駿河屋の菓子木型－」	 2017 年 7 月 22 日（土）～ 8月 27 日（日）
●コーナー展示「ここはどこ？近世の日本地図」
	 「紀州徳川家伝来の絵画」	 2017 年 8 月 8 日（火）～ 10 月１日（日）

●夏期企画展「正智院の名宝」	 2017 年 7 月 15 日（土）～ 10 月 9 日（日）（月・祝）

高野山霊宝館

（公財）和歌山県文化財センター

●地宝のひびき　会場：きのくに志学館（和歌山県立図書館）
　　　　　　　　　　　２F　講義・研修室　　　　　2017 年　7月 23 日（日）13：00 ～ 17：00

（2017・夏号）

平成 29 年 6 月 30 日

（公財）和歌山県文化財センター

風車79

URL　http://www.wabunse.or.jp

（公財）和歌山県文化財センター

【事務局】 〒640 －8301 和歌山市岩橋1263 番地の1
 TEL  073 －472 －3710
 FAX  073 －474 －2270
 maizou-1@wabunse.or.jp

掲載内容は、変更される可能性があります。詳細は各施設へお問い合わせください。
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