
特集  旧西村家住宅の保存修理 （２）

文化財センター季刊情報誌【かざぐるま】

2017 冬号81
公益財団法人　和歌山県文化財センター

9

10 4

8

5

IHG

F

D

E C B A

67

3 1

2



保
存
修
理
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
文
化
財
で

あ
る
建
物
が
ど
う
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
ど
の
様
に
改

造
や
修
理
を
受
け
て
来
た
の
か
、
な
ど
を
解
体
工
事

の
中
で
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
て
明あ
き

ら
か
と

な
っ
た
建
物
の
来ら
い

歴れ
き

を
踏ふ

ま
え
な
が
ら
、
今
回
の
修

理
の
内
容
を
詰つ

め
て
い
き
ま
し
た
。

具ぐ

体た
い

的て
き

に
は
、
修
理
前
の
す
が
た
に
直な
お

す
の
が

良
い
か
、
完
成
し
た
時
の
す
が
た
に
戻
す
の
が
適て
き

当と
う

か
、
な
ど
を
国
（
文
化
庁
）
や
和
歌
山
県
、
そ
し
て

所
有
者
で
あ
る
新
宮
市
と
と
も
に
検け
ん

討と
う

し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
大
正
10
年
代
に
行
わ
れ
た
改
修
が
当
建

物
に
と
っ
て
意い

義ぎ

あ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
、
そ
の
姿
す
が
た

（
図
２
、３
）
を
目
指
し
て
復
旧
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

そ
こ
で
今
回
は
、
修
理
前
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い

た
当
建
物
の
特と
く

徴ち
ょ
うや
魅み

力り
ょ
くに
つ
い
て
、
修
理
中
に
確

一
、
は
じ
め
に

新し
ん

宮ぐ
う

市
の
重
要
文
化
財
・
旧
西
村
家
住
宅
（
西

村
記
念
館
）
で
は
、
昨
夏
か
ら
保ほ

存ぞ
ん

修し
ゅ
う

理り

工こ
う

事じ

を
続

け
て
い
ま
す
。
前
回
の
紹
介
時
（
本
誌
７
７
号
）
は
、

ま
だ
解か
い

体た
い

工
事
の
途
中
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
１
年

の
間
に
、
必
要
な
解
体
を
終お

え
、
基き

礎そ

の
修
理
と
、

柱は
し
ら・

桁け
た

な
ど
軸じ
く

組ぐ
み

の
補
修
を
進
め
て
来
ま
し
た
（
写

真
１
～
15
、
表
紙
1
～
10
）。

今
回
の
修
理
は
、
地じ

盤ば
ん

の
一
部
分
が
沈し
ず

ん
で
し
ま

っ
た
こ
と
で
建た
て

物も
の

が
変
形
し
、
屋
根
瓦か
わ
らの
ズ
レ
や
壁へ
き

面め
ん

に
亀き

裂れ
つ

が
入
る
な
ど
の
破
損
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、

そ
の
破
損
箇
所
か
ら
の
雨あ
ま

漏も

り
で
軸
組
が
腐ふ

朽き
ゅ
うし
た

り
、
シ
ロ
ア
リ
の
被
害
も
及
ぶ
な
ど
し
て
、
構こ
う

造ぞ
う

が

不
安
定
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
不ふ

具ぐ

合あ
い

を

解
消
し
て
健
全
な
状
態
に
戻も
ど

す
こ
と
が
目
的
で
す
。

認
さ
れ
た
内
容
で
よ
り
わ
か
り
易や
す

く
な
っ
て
来
た
部

分
を
幾
つ
か
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

二
、
建
物
の
特
徴
と
そ
の
魅
力

旧
西
村
家
住
宅
は
、
西に
し

村む
ら

伊い

作さ
く

氏
（
以
下
「
伊

作
氏
」）
が
大
正
４
（
１
９
１
５
）
年
に
自み
ず
から
設せ
っ

計け
い

と
監か
ん

督と
く

を
し
た
３
度
目
の
自じ

邸て
い

で
、
最
近
で
は
「
和わ

風ふ
う

モ
ダ
ン
建
築
」
な
ど
と
称し
ょ
うさ
れ
る
、
洋
風
住
宅
の

一
つ
で
す
。
建た

て
ら
れ
た
当
時
は
、
住
宅
改
良
や
生

活
改
善
な
ど
が
盛さ
か

ん
に
提て
い

唱し
ょ
うさ

れ
始
め
た
時
期
で
し

た
。
そ
の
中
で
も
伊
作
氏
は
、
上
流
階
級
で
は
な
く

中
流
階
級
へ
向
け
た
住
宅
の
供
給
に
い
ち
早
く
注
力

し
た
方
だ
っ
た
様
で
す
。

当
建
物
を
建
て
た
４
年
後
の
大
正
８
年
に
、
伊
作

氏
は『
楽た
の
し
き
住じ
ゅ
う

家か

』（
以
下『
住
家
』）
と
い
う
本
を
著
あ
ら
わ

し
ま
す
。
そ
の『
住
家
』
か
ら
も
伊
作
氏
の
考
え
や
思

い
を
新
た
に
見み

出い
だ

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た

部
分
も
交ま
じ

え
な
が
ら
、
特
徴
を
順
に
紹
介
し
ま
す（
鉤か
ぎ

括か
っ

弧こ

の
箇
所
は『
住
家
』
か
ら
の
引い
ん

用よ
う

な
ど
を
表
す
）。

特
集
「
建
造
物 

旧
西
村
家
住
宅
」の
保
存
修
理 （
２
）

写真 1　建物北東、基礎石の沈下　
　　　　および木部腐朽の様子

写真 2　日本室、軸組解体中の様子

写真 3　台所、軸組解体後の様子

写真 4　地下室、配管経路の確認

写真 5　地下室、基礎石解体の様子

写真 7　鉄筋コンクリート製の基礎を打設

写真 6　基礎石下などで配管を確認
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①
立り
っ

地ち

（
地ち

形け
い

を
利
用
し
た
計
画
）

地ち

下か

室し
つ

の
あ
る
建
物
北
東
で
は
、
地
盤
の
安
定

と
構こ
う

造ぞ
う

の
強
化
の
た
め
に
、
石い
し

積づ

み
を
解
体
し
ま
し

た
。
そ
の
途と

中ち
ゅ
う、

石
積
み
の
下
に
２
度
目
の
建
物
で

使
用
し
た
と
み
ら
れ
る
排は
い

水す
い

用
の
配は
い

管か
ん

が
確
認
さ
れ

ま
し
た
（
写
真
６
）。

こ
の
こ
と
で
、
大
正
４
年
の
建
築
で
は
、
敷し
き

地ち

北
側
の
伊い

佐さ

田だ

通ど
お

り
に
向
け
て
低
く
な
っ
て
い
た
地

形
を
利
用
し
て
地
下
室
を
配は
い

置ち

し
た
こ
と
や
、
そ
の

ま
わ
り
を
盛も

り
土
し
て
敷
地
を
造ぞ
う

成せ
い

し
た
こ
と
も
新

た
に
わ
か
り
ま
し
た
。

②
間ま

取ど

り
（
部
屋
の
配
置
と
大
き
さ
）

図
１
は
、
各
階
の
間
取
り
を
示し
め

し
た
も
の
で
す
。

１
階
で
は
居い

間ま

や
食
し
ょ
く

堂ど
う

、
２
階
で
は
寝し
ん

室し
つ

を
南
側
に

集
め
、
廊ろ
う

下か

を
挟は
さ

ん
だ
北
側
に
１
階
は
台だ
い

所ど
こ
ろや
家か

事じ

室し
つ

、
事じ

務む

室し
つ

（
山さ
ん

林り
ん

業
の
事
務
を
行
お
こ
な

っ
た
場
所
）
を

配
し
ま
す
。
２
階
に
は
子こ

供ど
も

寝し
ん

室し
つ

な
ど
畳
た
た
み

敷じ

き
の
部

屋
が
並
び
ま
す
。

写真 8　地下室、基礎石の積み直し

写真 12　台所、モルタル床の復旧

写真 11　基礎工事後の地下室内部

写真 10　地下室、モルタル床の復旧

写真 9　地下室、補強鉄骨の組立

伊
作
氏
は『
住
家
』で
、住
宅
の
３
要よ
う

素そ

を「
居
間
、

台
所
、
寝
室
」
と
述の

べ
て
、
多
く
の
部
屋
を
真ま

四し

角か
く

に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
部
屋
は
「
従
じ
ゅ
う

来ら
い

の
日
本

人
の
生
活
に
合あ

わ
せ
て
」
四よ

畳じ
ょ
う

半は
ん

や
八は
ち

畳じ
ょ
うな
ど
畳
の

大
き
さ
を
基
準
に
し
ま
す
。
家
事
室
は
「
妻つ
ま

や
女じ
ょ

中ち
ゅ
う

（
使
用
人
）
た
ち
が
裁さ
い

縫ほ
う

な
ど
す
る
」
こ
と
、
子
供

部
屋
は
「
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
際さ
い

に
安
全
な
」
こ
と
を

意
識
し
て
畳
を
敷
い
て
い
ま
す
。（
写
真
16
、
17
）。

そ
う
し
て
配
し
た
各
室
を
廊
下
で
繋つ
な

い
だ
形
が
当
建

物
で
す
。

大
正
10
年
代
の
改
造
で
は
、
２
階
南
西
の
寝
室
を

畳
敷
き
と
し
て
子
供
部
屋
に
変
更
し
て
い
ま
す
（
図

２
）。『
住
家
』
で
「
家
族
の
増
加
に
合
わ
せ
て
子
供

部
屋
を
増
や
す
こ
と
を
想
定
し
て
」
設
計
し
た
通
り

の
結
果
で
し
た
。

図 1　修理前の主屋の各階平面図
（３種類の正方形を中心に構成する）
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図 2　大正 10 年代の２階平面図
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図 3　大正 10 年代の東側立面図
　　　（今回の修理で目指す姿となります）
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バルコニー

煙突
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③
給き
ゅ
う

水す
い

・
排は
い

水す
い

、
給
き
ゅ
う

湯と
う

な
ど
の
設
備
類

北
東
の
台
所
の
下
に
あ
る
地
下
室
に
は
ボ
イ
ラ
ー
、

そ
の
上
方
の
屋
根
裏
部
分
に
は
貯ち
ょ

水す
い

槽そ
う

を
据す

え
ま

す
。
貯
水
槽
に
地
下
水
を
手
動
ポ
ン
プ
で
汲く

み
上あ

げ
、
台
所
や
浴よ
く

室し
つ

、
北
西
に
集
め
た
洗せ
ん

面め
ん

室し
つ

や
便べ
ん

所じ
ょ

へ
と
給
水
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ボ
イ
ラ
ー
で
水
を
温
あ
た
た

め
て
、
そ
の
お
湯
を
２
階
の
浴
室
に
送
る
な
ど
、
給

湯
機
能
も
備そ
な

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
湯
は
、
地
下
室

内
の
洗せ
ん

濯た
く

槽そ
う

に
も
送
ら
れ
ま
し
た
。
便
所
は
水す
い

洗せ
ん

式

で
、
建
物
の
北
側
に
濾ろ

過か

式
の
浄
じ
ょ
う

化か

槽そ
う

を
設も
う

け
て
い

ま
す
（
写
真
13
、
図
４
）。

そ
の
ボ
イ
ラ
ー
で
発
生
し
た
熱ね
つ

は
、
食
堂
や
居
間

へ
陶と
う

器き

製
の
配は
い

管か
ん

を
延の

ば
し
、
床ゆ
か

下し
た

か
ら
温お
ん

風ぷ
う

と
し

て
噴ふ

き
出だ

さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
温
風
は
さ
ら
に
、
居

間
の
西
側
に
設
け
ら
れ
た
暖だ
ん

炉ろ

構が
ま

え
を
経け
い

由ゆ

し
て
、

そ
の
上
の
寝
室
ま
で
導み
ち
びか
れ
て
あ
り
ま
し
た
（
表
紙

下
方
の
写
真
Ａ
～
Ｈ
に
そ
の
経
路
を
、
裏
表
紙
に
は

そ
の
解
説
を
示
し
て
い
ま
す
）。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
居
間
の
一い
っ

角か
く

に
家
族
で
団だ
ん

ら
ん
す
る
空
間
」
や
「
ガ
ス
灯と
う

や
暖
炉
の
火
の
も
と
、

今
日
一
日
の
出
来
事
を
語か
た

り
合
う
時
間
」
が
意い

識し
き

さ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、『
住
家
』
掲け
い

載さ
い

の
居
間
の
写

真
で
は
暖
炉
構
え
の
前
に
ス
ト
ー
ヴ
が
置
か
れ
て
い

る
こ
と
や
、
子
供
部
屋
の
増ぞ
う

設せ
つ

時
に
は
２
階
の
温
風

噴
出
口
が
塞ふ
さ

が
れ
て
い
る
な
ど
、
そ
の
効
果
は
十
分

に
発は
っ

揮き

さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

④
内な

い

装そ
う

（
室
内
で
の
工く

夫ふ
う

）

修
理
中
に
解
体
し
た
内な
い

壁へ
き

の
調
査
で
は
、
建
築

さ
れ
た
当
時
、寝
室
の
内
壁
は
い
ず
れ
も
浅あ
さ

葱ぎ

色い
ろ（

緑

が
か
っ
た
薄う
す

め
の
藍あ
い

色い
ろ

）
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
（
写
真
18
）。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、「
風か

邪ぜ

な
ど
で
日
中
に
休
む
際
に
も
気
分
が
よ
ろ
し
い
」
よ

う
に
と
あ
る
、
カ
ー
テ
ン
と
と
も
に
緑
色
に
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

電
気
の
ス
イ
ッ
チ
は
、
大
人
が
使
う
部
屋
と
子

供
が
使
う
部
屋
で
高
さ
を
変
え
て
い
ま
す
。
２
階
南

西
の
寝
室
が
子
供
部
屋
に
変
更
さ
れ
た
際
に
、
子
供

寝
室
と
同
じ
高
さ
に
下
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か

り
ま
し
た
（
表
紙
Ｈ
・
Ｉ
）。

ま
た
、
部
屋
の
入
口
の
扉と
び
らに
も
伊
作
氏
の
工
夫
を

図 4　『楽しき住家』掲載の給排水・給湯などの
　　　仕組みを表した伊作氏のスケッチ

給
水

給湯

浄
化
槽

地
下
室
の
ボ
イ
ラ
ー

2階の浴室・便所

1階の台所

屋根裏の貯水槽

洗
濯
槽

写真 13　建物北東の解体状況と設備類の配置
（地下水を屋根裏の貯水槽へ汲み上げ、地下室のボイラーに下ろ
して温めて、浴室や洗濯槽などへ給湯する仕組みとなっています。）
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う
か
が
え
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
扉
に
は
普
通
、

開あ

け
た
際
に
後
ろ
側
の
壁
へ
握に
ぎ

り
玉だ
ま

（
ド
ア
ノ
ブ
）

が
当あ

た
ら
な
い
よ
う
、
ス
ト
ッ
パ
ー
な
ど
が
付
き

ま
す
が
、
夫
婦
の
寝
室
と
子
供
た
ち
の
寝
室
に
だ

け
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
『
住
家
』
に
「
扉

は
９
０
度
だ
け
開
け
ば
よ
ろ
し
い
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
家
族
が
使
用
す
る
部
屋
で
扉
の
正
し
い
開

け
閉し

め
を
子
供
た
ち
に
学
ば
せ
よ
う
、
と
い
う
伊

作
氏
の
計は
か

ら
い
の
様
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

⑤
伊
作
氏
が
の・

こ・

し・

た・

も
の

こ
こ
ま
で
述
べ
て
来
た
内
容
で
共
通
す
る
の
は
、

家
事
を
す
る
女
性
や
子
供
も
含
め
て
、
そ
の
建
物

で
暮
ら
す
す
べ
て
の
人
へ
の
愛
情
や
思
い
や
り
が

表あ
ら
われ

て
い
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
当
建
物
の
評
ひ
ょ
う

価か

と
し
て
謳う
た

わ
れ
る
、「
電

気
や
ガ
ス
、
上
下
水
道
な
ど
の
設
備
を
備
え
、
家

族
重
視
の
間
取
り
を
採
用
し
た
先せ
ん

駆く

的て
き

な
事
例
」

と
い
う
こ
と
の
内
側
に
は
、
子
供
の
成
長
を
見
守

り
、か
つ
、学
ん
で
い
け
る
空
間
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、

と
の
伊
作
氏
の
思
い
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
思
い
は
、
大
正
11
年
に
東
京
に
設
立

し
た
、
文ぶ
ん

化か

学が
く

院い
ん

の
デ
ザ
イ
ン
に
も
繋
が
っ
て
い

き
ま
す
。
小
し
ょ
う

学が
っ

校こ
う

令れ
い

施し

行こ
う

規き

則そ
く

で
「
建
物
の
構
造

は
平ひ
ら

屋や

建だ

て
で
堅け
ん

牢ろ
う

で
あ
る
こ
と
」「
壁
は
白
く
あ

る
こ
と
」
と
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
２
階
建

て
と
し
、
庭に
わ

や
樹じ
ゅ

木も
く

と
の
関
わ
り
を
重
視
し
ま
し

た
。
室
内
へ
の
採さ
い

光こ
う

や
通つ
う

風ふ
う

を
意
識
し
た
設
計
も
、

当
建
物
で
実じ
っ

践せ
ん

し
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
拡ひ
ろ

げ
た
感

じ
が
あ
り
ま
す
。

当
建
物
に
は
他
に
も
こ
う
し
た
伊
作
氏
の
意い

図と

が
内な
い

包ほ
う

さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
工
事
が
始
ま
っ

て
１
年
半
が
経た

ち
、
そ
の
認に
ん

識し
き

を
強
め
て
は
い
る

の
で
す
が
、
当
時
の
国
民
が
関
心
を
示
し
た
ほ
ど

に
理
解
す
る
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
気
も
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
奥
の
深
い
建
物
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

三
、
お
わ
り
に

伊
作
氏
が
建
築
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
建
造
物

は
、
新
宮
市
周
辺
に
現
在
も
幾い
く

つ
か
残
っ
て
い
ま
す

（
表
１
）。
新
宮
市
で
は
旧
西
村
家
住
宅
を
含
め
て
５

件
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
工
事
開
始
か
ら
１
年

半
の
間
に
、
当
市
で
実
施
中
の
地
域
再
生
事
業
に
よ

っ
て
３
件
に
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
建
築
か
ら
１
世

紀
が
経
ち
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
守
ら
れ
て
い
く
も

の
と
淘と
う

汰た

さ
れ
て
い
く
も
の
、
そ
の
行ゆ

き
先さ
き

は
様さ
ま

々ざ
ま

で
し
ょ
う
。
伊
作
氏
が
こ
の
地
に
お
い
て
の・

こ・

さ・

れ・

た・

も
の
は
、
当
建
物
と
と
も
に
次じ

世せ

代だ
い

へ
受う

け
継つ

が

れ
る
よ
う
、残
り
の
工
事
に
臨の
ぞ

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
下
津
健
太
朗
）

建築物の名称 建築年 建築物の来歴等

旧・西村家住宅
大正 ４
(1915)

T12頃改修、S39頃改修後「西村記念館」と
して公開開始、H28～保存修理工事中

新宮町公会堂
大正 ５
(1916)

S41市民会館建造時に公会堂期の石垣を
一部再用、H29解体

旧・新宮教会会堂
大正 ９
(1920)

仲ノ町からの移築・改修に関与、S52解体

旧・新宮教会牧師館
大正 ９
(1920)

S52会堂とともに解体

第一尋常小学校校門
大正 10
(1921)

戦後に旧・丹鶴小学校校門として移築、
今後解体の可能性も

旧・大畑邸
大正 13
(1924)

熊野市井戸町、S38焼失

旧・桑原医院
大正 13
(1924)

下北山村、歴史民俗資料館として移築・
改修されて現存

旧・高芝伝道教会
大正 14
(1925)

那智勝浦町下里、日本基督教団紀南教会
として現存

旧・チャップマン邸
大正 15
(1926)

S29頃旅館施設として活用、S39頃改修、
H27新宮市が購入、今後改修の予定

大石家墓  大正期？ 南谷墓地内、区域石積に関与か

表 1　紀南に残る伊作氏の関わった建造物
　　　（大正年間分を抽出、太字は新宮市に所在）

写真 14　日本室、軸組の組み戻し

写真 15　垂木組み付けの様子

写真 16　修理前の家事室

写真 17　修理前の子供寝室

写真 18　寝室内の浅葱色の砂壁
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川
辺
遺
跡
第
２
次
発
掘
調
査

古墳時代の土器棺墓か（南から）

調査区全景（東から）

川か
わ

辺な
べ

遺
跡
は
、
紀
ノ
川
右
岸
の
自
然
堤
防
並
び

に
和
泉
山
脈
か
ら
流
れ
る
雄
ノ
山
川
の
扇
状
地
、

又
は
そ
の
末
端
に
広
が
る
縄
文
時
代
か
ら
中
世
の

複
合
遺
跡
で
す
。
こ
れ
ま
で
一
般
国
道
24
号
和
歌

山
バ
イ
パ
ス
等
の
工
事
に
際
し
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
、
縄
文
時
代
の
土ど

器き

棺か
ん

墓ぼ

、
弥
生
時
代
か
ら
古

墳
時
代
の
竪た
て

穴あ
な

建た
て

物も
の

や
前
方
後
方
形
の
周
し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

、

古
代
の
掘ほ
っ

立た
て

柱ば
し
ら

建た
て

物も
の

や
道
路
状
遺
構
、
中
世
の
掘

立
柱
建
物
な

ど
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
発

掘
調
査
は
、

和
歌
山
県
か

ら
委
託
を
受

け
て
、
都
市

計
画
道
路
西

脇
山
口
線
道

路
建
設
事
業

に
伴
い
実
施
し
ま
し
た
。
期
間
は
、
平
成
29
年
８
月

か
ら
12
月
ま
で
で
、
面
積
は
約
２
，９
０
０
㎡
で
す
。

調
査
の
結
果
、
古
代
か
ら
中
世
の
水
田
や
溝
、

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
溝
、
古
墳
時
代
の
土

器
棺
墓
と
み
ら
れ
る
土ど

壙こ
う

を
１
基
、
弥
生
時
代
の

周
溝
墓
の
一
部
又
は
区
画
溝
と
み
ら
れ
る
溝
を
３

条
、
そ
の
他
土
坑
や
ピ
ッ
ト
、
低
湿
地
な
ど
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
調
査
成
果
に
よ
り
、
今
回
の
発
掘
調

査
地
は
、
弥
生
時
代
以
前
に
は
西
側
が
低
い
地
形

で
、
そ
の
低
地
が

低
湿
地
状
と
な
り

埋
没
し
た
の
ち
、

弥
生
時
代
か
ら
古

墳
時
代
に
は
当
時

の
地
形
の
傾
斜
に

沿
っ
て
、
北
東
か

ら
南
西
又
は
そ
れ

に
直
行
す
る
方
向

に
延
び
る
溝
が
掘

削
さ
れ
た
も
の
と

み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
土
壙
な
ど
が
確
認
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
墓
域
と
し
て
も
利
用
さ

れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

古
代
か
ら
中
世
に
は
東
西
方
向
に
延
び
る
溝
が

開
削
さ
れ
た
よ
う
で
、
溝
の
方
向
が
そ
れ
ま
で
の

も
の
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
大
規
模
な
開

発
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し

た
東
西
方
向
の
溝
は
、
古
代
の
土
地
区
画
制
度
で

あ
る
条
里
制
に
基
づ
く
区
割
り
を
示
す
可
能
性
が

あ
り
注
目
さ
れ
ま
す
。　
　
　
　
　
（
金
澤　

舞
）

…発掘調査位置川辺遺跡並びに発掘調査位置図
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古
環
境
を
復
元
す
る
微
化
石
分
析 

　 

埋
蔵
文
化
財
課

文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

⑩  

建
造
物
修
理
と
測
量

文
化
財
に
関
わ
る
事
業
で
は
、
建
造
物
修
理
や
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
現

場
な
ど
、
測
量
を
行
う
機
会
が
多
々
あ
り
ま
す
。
測
量
は
土
地
や
建
物
の

範
囲
、
高
低
差
な
ど
の
正
確
な
位
置
を
現
況
図
と
し
て
描
き
残
し
て
お
く

目
的
か
ら
行
い
ま
す
。
で
す
か
ら
水
平
垂
直
を
き
ち
ん
と
見
て
、
正
し
い

位
置
に
器き

械か
い

を
据
え
付
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
今

回
は
様
々
な
方
法
の
中
か
ら
、
建
造
物
修
理
の
現
場
で
行
っ
た
も
の
を
紹

介
し
ま
す
。

現
場
で
修
理
に
取
り
掛
か
る
前
に
は
、
建
物
の
基
礎
石
等
の
調
べ
た
い

場
所
に
物
差
し
の
役
割
を
果
た
す
標
尺
を
立
て
、
望
遠
鏡
に
水
準
器
が
付

い
た
専
用
の
器
械
で
数
値
を
読
み
取
り
ま
す
。
そ
の
数
値
の
差
を
読
み
な

が
ら
建
物
の
沈
下
の
大
き
さ
や
、
土
地
の
傾
斜
を
確
認
し
て
建
物
を
健
全

な
状
態
に
戻
す
計
画
を
考
え
ま
し
た
。

問
題
を
発
見
し
て
正
し
い
寸
法
を
精
査
し
た
ら
、「
遣や

り
方か
た

」
と
い
う

作
業
を
し
て
修
理
に
取
り
掛
か
り
ま
す
。
遣
り
方
と
は
、
図
面
に
記
さ
れ

た
建
築
物
の
位
置
や
基
礎
の
天て
ん

端ば

高
さ
、
部
材
の
通
り
芯
な
ど
の
情
報
を
、

現
場
で
写
す
た
め
に
木
杭
や
板
で
作
っ
た

仮
設
物
で
す
。
部
材
の
正
確
な
位
置
を
決

め
る
重
要
な
作
業
で
す
か
ら
、
水
糸
を
張

っ
た
り
、
レ
ー
ザ
ー
水
準
器
を
使
っ
て
部

材
を
配
置
し
た
い
位
置
か
ら
の
距
離
を
測

り
、
計
画
通
り
の
位
置
に
施
工
が
出
来
る

の
か
を
確
認
し
ま
す
。

再
度
、
実
際
に
作
業
を
す
る
職
人
さ
ん

に
も
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
検
討
を
重
ね

な
が
ら
、目
指
す
姿
に
近
づ
け
て
い
き
ま
す
。

（
大
給
友
樹
） 

花
粉
と
い
う
言
葉
を
聞
け
ば
、
最
近
で
は
だ
れ
も
が
花
粉
症
（
花
粉
ア
レ
ル

ギ
ー
）
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も

ち
ろ
ん
植
物
の
受
精
に
深
く
か
か
わ
り
の
あ
る
の
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
こ

の
花
粉
は
本
来
の
役
割
を
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
が
大
部
分
で
、
そ
れ
ら
は
飛
び

散
っ
て
地
表
や
水
中
に
落
ち
、長
い
歳
月
を
か
け
て
土
砂
に
埋
も
れ
て
い
き
ま
す
。

発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
る
竪
穴
建
物
や
井
戸
、
河
川
や
沼
な
ど
の
大
半
の
も

の
は
土
砂
に
埋
も
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
埋
も
れ
た
土
砂
に
は
、
土
器
な
ど
の
遺
物

も
入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
様
々
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
肉
眼

で
見
え
な
い
化
石
と
な
っ
た
花
粉
、
胞
子
な
ど
が
そ
の
一
例
で
す
。

土
砂
の
中
か
ら
花
粉
や
胞
子
の
化
石
を
取
り
出
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
土
や
鉱
物
質
な
ど
の
不
純
物
を
除
去
し
、
遠
心
分
離
機
な
ど
を

使
っ
て
花
粉
、
胞
子
の
化
石
を
取
り
出
し
ま
す
。

取
り
出
し
た
花
粉
や
胞
子
を
光
学
顕け
ん

微び

鏡き
ょ
うで
分
析
し
、
種
類
や
数
を
集
計
し

て
、
採
取
地
点
の
遺
跡
周
辺
に
ど
の
よ
う
な
植
物
が
生
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
当
時
の
植
し
ょ
く

生せ
い

環
境
を
復
元
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
分
析
作
業
は
、
専

門
の
機
関
（
会
社
）
に
委
託
し
ま
す
。

遣り方の状況

『西田井遺跡発掘調査報告書』1991年 3 月
1 コウヤマキ属、2 スギ属、
3 コナラ属コナラ亜属、4 イネ科

50
µm

こ
の
よ
う
に
、
普
段
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
自
然
科

学
の
分
野
の
技
術
が
考
古
学

の
研
究
に
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
珪け
い

藻そ
う

分
析
、
植
物
珪け
い

酸さ
ん

体た
い

分
析
、

種し
ゅ

実み

同
定
、
樹じ
ゅ

種し
ゅ

同
定
な
ど

を
総
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
詳
細
な
古
環
境

の
復
原
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

（
土
井
孝
之
）

1 3

42
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　　　　　　　　　　　　　　　さらに上方へ延びて（E 〜 G）2 階南西の寝室に（H）、
　　　　　②電気スイッチの高さ〜大人用（H）と子供用（I）との比較
２　特集「建造物 旧西村家住宅の保存修理 （２）」
６　埋蔵文化財　短信「川辺遺跡第２次発掘調査」
７　きのくに歴史小話「建造物修理と測量」
 「古環境を復元する微化石分析」
８　催し物案内

和歌山県立紀伊風土記の丘

●冬期企画展　「うつわに隠された物語～装飾付須恵器の世界～」
	 2018 年　 1月 20 日（土）～ 3月 4日（日）
●春期企画展　「鏃と剣～弥生時代と古墳時代の戦い～」
	 2018 年　 3月 24 日（土）～ 5月 13 日（日）

和歌山県立博物館

●企画展　「南葵音楽文庫　音楽の殿様・頼貞の楽譜コレクション」
	 2017 年　12 月 3 日（日）～ 1月 21 日（日）
●企画展　「ふるさとからのおくりもの　新収蔵品展」
	 2018 年　 1月 27 日（土）～ 3月 4日（日）
●企画展　「きのくに 縁起絵巻の世界 ─ 開かれる秘密の物語 ─」
	 2018 年　 3月 10 日（土）～ 4月 15 日（日）

和歌山市立博物館

●企画展　「歴史を語る道具たち」
	 2018 年　 1月 10 日（水）～ 3月 4日（日）
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