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観
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建
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院
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田
辺
市
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
と

大
福
院
本
堂
の
修
理

田
辺
市
は
、
豊
か
な
自
然
、
城
下
町
の
風
情
残

る
市
街
地
な
ど
の
田
辺
ら
し
い
景
観
を
守
り
、創
り
、

次
代
に
継
承
す
る
た
め
に
平
成
二
九
年
三
月
景
観
計

画
を
施
行
し
ま
し
た
。
国
土
交
通
省
は
「
景
観
ま
ち

づ
く
り
刷
新
支
援
事
業
」
と
し
て
全
国
で
一
〇
地
区

の
「
景
観
ま
ち
づ
く
り
刷
新
モ
デ
ル
地
区
」
を
指
定

し
て
景
観
の
面
的
な
整
備
を
支
援
し
ま
し
た
。
田
辺

市
は
そ
の
一
つ
に
指
定
さ
れ
、
平
成
二
九
年
度
か
ら

の
三
年
間
で
集
中
的
に
事
業
を
実
施
し
、
鬪と

う

雞け
い

神
社

周
辺
、
JR
紀
伊
田
辺
駅
前
な
ど
で
景
観
資
源
を
活
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

「
鬪
雞
神
社
周
辺
の
景
観
整
備
」
の
一
環
と
し
て
、

平
成
二
九
年
七
月
に
景
観
重
要
建
造
物
第
一
号
に
指

定
さ
れ
た
大
福
院
本
堂
を
文
化
財
に
準
じ
た
方
法
で

保
存
修
理
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
二
九
年
度
は
、
建

物
の
調
査
を
行
い
、現
状
図
面
と
復
原
図
を
作
成
し
、

基
本
設
計
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
三
〇
年
一
一
月
か

ら
修
理
工
事
に
着
手
、
令
和
二
年
二
月
に
工
事
は
終

了
し
ま
し
た
。

特
集

景
観
重
要
建
造
物
大
福
院
本
堂
の
保
存
修
理

─ 

建
物
の
復
原
考
察
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て 

─

大
福
院
は
熊
野
別
当
湛た
ん

増ぞ
う

に
よ
っ
て
開
か
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）

の
兵
火
で
鬪
雞
神
社
と
と
も
に
焼
亡
し
ま
し
た
。
寺

蔵
の
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
の
「
新
熊
野
権
現
宮

絵
図
」
に
は
鬪
雞
神
社
の
境
内
の
西
側
に
「
別
当
本

願
坊
極
楽
寺
」
が
今
の
位
置
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

一
九
世
紀
民
慶
の
時
に
三
宝
院
の
末
寺
と
な
り
ま
し

た
が
、
現
在
は
小
院
と
し
て
形
を
残
す
だ
け
に
な
っ

て
い
ま
す
。
な
お
、
武
蔵
坊
弁
慶
は
湛
増
の
子
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
境
内
に
は
「
弁
慶
誕
生
之

地
」
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
堂
は
小
規
模
な
寄
棟
造
本
瓦
葺
き
の
三
間
堂

で
、
正
面
に
一
間
の
向

拝
を
付
け
て
い
ま
す
。

建
立
年
代
は
向
拝
の
虹

梁
や
木
鼻
の
絵
様
か
ら

一
七
世
紀
後
期
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
向
拝
の
虹

梁
と
木
鼻
以
外
に
装
飾

的
部
材
は
一
切
な
い
簡

素
な
堂
で
す
。
も
と
は

蟻あ
り

通と
お
し

神
社
の
薬
師
堂
で
、

大
正
四
・
五
年
頃
に
移
築

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

図１　田辺市の景観まちづくり刷新事業（ホームページから転載）

写真１　弁慶誕生之地の碑写真２　大福院境内全景
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建
物
の
破
損
と
そ
の
原
因

南
面
し
て
建
つ
本
堂
は
西
に
大
き
く
傾
き
、
鉄
骨

で
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
取
り
替
え
ら
れ
て
い
た

向
拝
の
柱
と
身
舎
の
柱
筋
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

か
な
り
昔
か
ら
建
物
が
傾
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
礎
石
の
不
同
沈
下
を
疑
い
ま
し
た
が
、
礎
石
の

寸
法
は
深
さ
方
向
に
約
四
〇
セ
ン
チ
あ
り
、
基
礎
は

安
定
し
て
い
て
大
き
な
沈
下
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

屋
根
瓦
に
ず
れ
が
見
ら
れ
、
ず
れ
に
よ
る
雨
漏

り
で
、
野
地
や
小
屋
組
に
腐
朽
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

柱
や
桁
・
梁
な
ど
で
は
雨
漏
り
や
経
年
に
よ
る
破
損

の
ほ
か
、
シ
ロ
ア
リ
の
被
害
に
よ
る
破
損
が
見
ら
れ

ま
し
た
。
南
東
隅
で
は
柱
の
折
損
、
床
の
陥
没
が
見

ら
れ
ま
し
た
。

以
上
に
よ
り
建
物
が
西
に
大
き
く
傾
い
て
い
た

の
は
、
木
部
の
損
傷
が
原
因
と
判
断
し
ま
し
た
。

建
物
の
復
原

大
福
院
本
堂
は
今
回
の
修
理
に
よ
っ
て
、
大
き

く
姿
を
変
え
ま
し
た
。
内
部
は
板
壁
、
板
床
、
内
外

陣
を
結
界
で
仕
切
る
な
ど
閉
鎖
的
な
密
教
や
修
験
の

仏
堂
の
趣
を
持
つ
建
物
と
な
り
ま
し
た
。
建
物
が
こ

の
姿
に
な
る
ま
で
何
を
見
て
何
を
ど
う
考
え
て
い
た

か
、
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

通
常
の
文
化
財
の
修
理
で
は
全
て
解
体
し
終
わ
っ

て
か
ら
復
原
案
を
検
討
し
ま
す
が
、
予
算
獲
得
と
改

変
の
状
況
を
考
慮
し
、
復
原
案
を
修
理
前
に
作
成
し

ま
し
た
（
図
３
）。
素
屋
根
を
架
け
、
屋
根
瓦
と
土

壁
を
解
体
し
た
時
点
で
柱
な
ど
の
痕
跡
を
も
う
一
度

調
査
し
、作
成
し
た
復
原
案
を
再
検
討
し
ま
し
た
（
図

４
）。
そ
れ
に
基
づ
い
て
建
物
を
組
み
上
げ
ま
し
た
。

こ
の
本
堂
は
、
以
前
か
ら
移
築
時
に
背
面
軒
下

を
張
り
出
し
て
仏
壇
と
す
る
な
ど
の
大
き
な
改
造
が

あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

修
理
前
の
調
査
に
よ
る
復
原
案
（
図
３
）
は
、
以

下
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。
①
昔
か
ら
言
わ
れ
て

い
る
と
お
り
、
後
方
に
移
さ
れ
て
い
た
仏
壇
を
半
間

手
前
の
元
の
位
置
に
戻
し
ま
し
た
。
薄
板
が
貼
ら
れ

隠
さ
れ
て
い
た
柱
の
痕
跡
か
ら
造
り
付
け
の
厨ず

子し

を

設
け
ま
し
た
。
②
内
外
陣
境
の
内う
ち

法の
り

長な
げ

押し

を
引
き
通

し
、
長
押
の
上
を
板
壁
に
復
旧
し
ま
し
た
。
中
央
間

は
上
下
二
分
割
の
は
め
殺
し
の
建
具
、
両
脇
間
は
腰

の
高
さ
の
板
壁
が
入
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点

で
は
外
陣
と
内
陣
の
間
を
行
き
来
で
き
な
い
の
で
中

央
間
の
建
具
の
設
置
は
保
留
し
ま
し
た
。

外
回
り
で
は
、
③
正
面
中
央
間
は
残
っ
て
い
た

三
本
溝
の
敷
鴨
居
に
引
き
分
け
の
板
戸
と
内
側
に
明

か
り
障
子
を
入
れ
ま
し
た
。
両
脇
間
の
建
具
は
現
状

の
ま
ま
で
土
壁
を
板
壁
に
し
ま
し
た
。
④
東
側
面

は
、
南
か
ら
一
間
目
と
二
間
目
に
二
本
溝
の
襖
用
の

鴨
居
が
残
さ
れ
、
柱
に
は
東
側
に
建
物
が
取
り
付
い

て
い
た
痕
跡
が
あ
っ
た
の
で
、
部
屋
境
の
間
仕
切
り

と
し
て
襖
を
想
定
し
ま
し
た
。
修
理
後
は
外
部
に
面

す
る
の
で
板
戸
に
襖
の
本
紙
を
貼
っ
た
戸
襖
に
整
備

し
ま
し
た
。
⑤
西
面
と
背
面
は
痕
跡
か
ら
土
壁
を
板

壁
に
変
更
し
ま
し
た
。
⑥
柱
側
面
や
足
固
貫
の
風
蝕

か
ら
、
壁
板
は
床
の
高
さ
ま
で
で
、
床
下
は
開
放
で

す
。
⑦
正
面
と
東
面
の
足
固
貫
に
は
根ね

太だ

が
取
り
付

い
た
痕
が
あ
り
、
正
面
と
東
面
に
縁
が
つ
き
ま
す
。

⑧
向
拝
回
り
で
は
水
引
虹
梁
と
桁
が
密
着
し
て
い
ま

し
た
（
表
紙
右
下
写
真
参
照
）。
あ
ま
り
見
か
け
な

い
納
ま
り
な
の
で
柱
を
取
り
替
え
た
と
き
に
三
斗
組

が
撤
去
さ
れ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
嵩
上
げ
さ
れ
て
い
る

と
考
え
、
礎
盤
を
下
げ
て
三
斗
組
を
入
れ
ま
し
た
。

⑨
床
と
天
井
で
す
が
、
畳
の
下
に
き
れ
い
に
仕

上
げ
ら
れ
た
床
板
が
残
さ
れ
て
お
り
、
拭

ぬ
ぐ
い

板い
た

敷
き
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
天
井
は
内
外
陣
と
も

棹
縁
天
井
で
、
外
陣
の
天
井
板
を
除
い
て
元
の
ま
ま

古
い
も
の
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
⑩
小
屋
組
、
軒

廻
り
や
軸
組
な
ど
に
大
き
な
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

写真３　修理前の大福院本堂 正面外観
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こ
の
他
、
薄
板
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
た
仏
壇

廻
り
の
柱
の
解
体
番
付
は
、
柱
の
表
面
を
削
っ
て
書

か
れ
て
お
り
、
移
築
前
か
ら
仏
壇
を
後
方
に
移
す
計

画
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
背
面
柱

の
土
壁
の
当
た
り
は
当
初
は
な
く
、
移
築
前
に
も
改

造
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

工
事
が
進
み
、
柱
や
桁
な
ど
軸
組
が
あ
ら
わ
に

な
っ
た
と
き
に
追
加
調
査
を
行
い
、
修
理
前
に
作
成

し
た
復
原
案
を
再
検
討
し
ま
し
た
（
図
４
）。
調
査

の
結
果
、四
カ
所
を
修
正
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

，①
仏
壇
の
厨
子
は
、
高
欄
や
框
の
仕
口
が
、
左
右

の
柱
で
異
な
り
、
修
理
前
の
厨
子
に
明
治
二
五
年
の

墨
書
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
当
初
は
な
か
っ

た
と
考
え
、
造
り
付
け
の
厨
子
を
設
け
な
い
こ
と
に

し
ま
し
た
。
，③
正
面
両
脇
間
の
下
部
に
は
壁
の
痕

跡
が
な
い
た
め
、
半
蔀
と
し
ま
し
た
。
，⑧
虹
梁
と

桁
は
当
初
か
ら
密
着
し
て
い
た
こ
と
や
、
礎そ

盤ば
ん

・
石

階
段
の
位
置
・
高
さ
も
元
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
の
で
、
三
斗
組
が
入
ら
な
い
修
理
前
の

姿
で
す
。
⑪
内
陣
の
東
面
は
板
壁
で
な
く
片
引
き
戸

が
入
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
内
外

陣
境
を
結
界
で
仕
切
っ
て
も
内
陣
に
出
入
り
で
き
る

の
で
、
②
で
保
留
し
た
中
央
間
に
上
下
二
分
割
の
は

め
殺
し
の
建
具
を
復
原
整
備
し
ま
し
た
。

縁
は
⑦
の
痕
跡
か
ら
は
榑く

れ

縁え
ん

（
壁
面
と
平
行
に
板

を
張
る
縁
）
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
が
、
縁
の

出
・
縁
框か
ま
ちや
縁
葛か
ず
らな
ど
の
寸
法
が
な
か
な
か
決
ま
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
幅
や
長
さ
は
、
東
側
に
建
物

平面図

桁行断面図

桁行断面図

桁行断面図

正面立面図

正面立面図

正面立面図

平面図

平面図

図２ 修理前実測図

図３ 解体前復原案

図４ 竣工図

45

⑧

，⑧

※図面と本文中の丸囲み数字は対応いたします。

，⑧

⑦

，①

⑦
内陣

外陣

⑧

⑦

③

⑨
④

④

⑦②

①
⑤⑥

⑥
⑤

⑪

，③



が
取
り
付
い
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
、
軒
の
出
や
他

の
部
材
の
寸
法
を
参
考
に
し
て
整
備
し
ま
し
た
。

今
回
の
修
理
は
、
田
辺
市
の
景
観
事
業
と
し
て
実

施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
鬪
雞
神
社
前
の
景
観

を
整
え
る
と
い
う
目
的
に
重
点
が
置
か
れ
ま
し
た
が
、

田
辺
市
教
育
委
員
会
は
こ
れ
を
機
に
建
物
の
価
値
を

高
め
ら
れ
れ
ば
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
修
理

前
の
姿
よ
り
、
当
初
の
姿
が
価
値
が
高
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
判
断
の
下
、
田
辺
市
教
育
委
員
会
の
担
当
者

と
協
議
を
も
ち
、
施
工
者
の
意
見
も
参
考
に
決
定
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
悩
み
続
け
た
の
は
、

現
位
置
に
こ
の
よ
う
な
姿
の
堂
は
建
っ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
修
理
前
の
姿
は
、
信
仰
の
形

態
の
変
更
に
合
わ
せ
て
改
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。

移
築
さ
れ
た
建
物
の
修
理
で
は
建
物
と
土
地
の
歴

史
を
考
慮
し
て
、
移
築
さ
れ
た
時
点
で
の
姿
に
復
原

整
備
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
建
物
の
復
原
に
は
い

ろ
い
ろ
な
答
え
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
以
上
の
経

緯
か
ら
蟻
通
神
社
境
内
に
あ
っ
た
当
初
の
姿
に
復
原

整
備
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
本
堂
東
側
に
あ
る
地
蔵
堂
・
山
門
・

行
者
堂
及
び
鎮
守
堂
の
修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

田
辺
駅
前
商
店
街
の
ア
ー
ケ
ー
ド
撤
去
や
建
造
物
の

外
観
修
景
な
ど
の
「
駅
前
空
間
の
景
観
刷
新
」、
参

道
の
舗
装
の
美
装
化
、
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
の
整
備
な

ど
の
「
鬪
雞
神
社
周
辺
の
景
観
整
備
」
な
ど
は
五
月

末
に
は
完
了
し
ま
す
。	

（
寺
本　

就
一
）

写真８　修理前の正側面外観

写真６　修理前の内陣 ･ 外陣境

写真４　修理前の内陣東面（仏壇の痕跡）

写真９　竣工の正側面外観

写真７　竣工の内陣 ･ 外陣境

写真５　竣工の内陣東面
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天て
ん

路じ

山や
ま

城じ
ょ
う

跡あ
と

の
発
掘
調
査

山頂から調査地及び比井漁港を望む（北から）

天
路
山
城
跡
は
、
和
歌
山
県
日
高
郡
日
高
町
比ひ

井い

、
津つ

久く

野の

に
ま
た
が
っ
て
所
在
す
る
中
世
の
山

城
跡
で
、
別
名
「
比
井
城
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
標
高
約
七
〇
ｍ
の
山
頂
に
あ
る
主し
ゅ

郭か
く

を
中
心

に
、
南
北
の
尾
根
上
に
階
段
状
に
曲く
る

輪わ

が
配
置
さ

れ
た
大
規
模
な
山
城
で
あ
り
、
築
城
し
た
の
は
室

町
幕
府
の
奉
公
衆
で
、
中
世
か
ら
戦
国
時
代
の
日

高
地
方
で
勢
力
を
誇
っ
た
湯
河
氏
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
城
主
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
城

跡
の
東
に
位
置
す
る
比ひ

井い

若に
ゃ
く

一い
ち

王お
お

子じ

神
社
に
弘こ
う

春し
ゅ
ん

社し
ゃ

が
存
在
す
る
こ
と
や
、
比
井
浦
の
沿
革
が
記
載

さ
れ
た
『
古こ

今こ
ん

年ね
ん

代だ
い

記き

』
の
記
載
か
ら
、
湯
河
氏

の
本
城
で
あ
る
亀
山
城
最
後
の
城
主
、
湯
河
直な
お

春は
る

の
従
弟
に
あ
た
る
湯
河
弘ひ
ろ

春は
る

で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

今
回
、
当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
道
路
工
事

に
伴
い
、
記
録
保
存
が
必
要
な
範
囲
に
つ
い
て
令

和
元
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
発
掘
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
発
掘
調
査
を
行
っ
た
場
所
は
、
山
頂
に

あ
る
主
郭
と
地
元
で
「
土ど

居い

」
と
呼
称
さ
れ
る
南

側
山
裾
部
分
の
平
坦
面
と
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す

る
場
所
で
、
和
歌
山
城
郭
調
査
研
究
会
の
踏
査
で

は
曲
輪
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
発

掘
調
査
で
は
、
曲
輪
に
関
連
し
た
櫓
や
建
物
の
柱

穴
な
ど
の
痕
跡
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

岩
盤
を
削
り
、
盛
土
に
よ
っ
て
平
坦
面
を
確
保
し

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
岩
盤
を
整
形
し

た
詳
細
な
時
期
に
つ
い
て
は
、
出
土
遺
物
が
乏
し

く
、
不
明
で
す
が
、
天
路
山
城
築
城
時
期
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
現
在
、
調

査
区
か
ら
南
北
に
延
び
る
境
界
土ど

塁る
い

は
、
単
な
る

盛
土
で
は
な
く
、
元
々
は
岩
盤
を
削
り
出
し
て
土

塁
状
に
整
形
し
て
い
る
こ
と
、ま
た
、そ
れ
が
「
土

居
」
か
ら
ほ
ぼ
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
平
時
に
お
け
る

生
活
空
間
で
あ
る
「
土
居
」
か
ら
山
頂
の
主
郭
へ

の
通
路
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

主
郭
の
存
在
す
る
山
頂
か
ら
紀
伊
水
道
を
一
望

で
き
る
こ
と
か
ら
、
戦
国
時
代
に
は
、
湯
河
氏
が

眼
下
の
海
上
交
通
に
お
け
る
要
所
を
押
さ
え
、
紀

伊
水
道
を
往
来
す
る
船
を
監
視
す
る
役
割
も
担
っ

て
い
た
と
推
測
で
き
、
天
路
山
城
は
湯
河
氏
に
と

っ
て
重
要
な
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
天
路
山
城
跡
周
辺
に
は
、
湯
河
氏

に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
五
輪
塔
や
伝
承
が
複
数

残
る
こ
と
か
ら
、
戦
国
領
主
湯
河
氏
の
残
り
香
が

今
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。	

（
濵
﨑　

範
子
）
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埋
蔵
文
化
財
課
　
所い

わ

謂ゆ
る

「
太お

お

田た

城じ
ょ
う

水
攻
め
堤
」
に
つ
い
て

瓦
の
は
な
し 

④   

棟
飾
り 

―
進
化
の
過
程
―

令
和
２
年
２
・
３
月
、
和
歌
山
市
の
調
査
組
織
に
よ
り
、
和
歌
山
市
出で

水み
ず

に
所
在
す
る

所
謂
「
太
田
城
水
攻
め
堤
」
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
現
地
で

の
見
学
も
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
調
査
成
果
及
び
見
解
に
つ
い
て
は
、
手
順
を
踏
ん
で

公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
今
回
の
調
査
地
（
写
真
赤
矢
印
の
下
）
か
ら
北
西
側
に
残
る
高
ま
り
に
か
け
て

は
、「
太
田
城
水
攻
め
堤
跡
」
と
し
て
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
が
発
行
し
て
い
る
『
埋
蔵

文
化
財
包ほ
う

蔵ぞ
う

地ち

所
在
地
図
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
堤
の
所
在
す
る

地
名
か
ら
、「
出で

水み
ず

堤つ
づ
み」

と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

以
前
か
ら
、
今
回
の
調
査
地
の
北
西
側
に
残
る
「
高
ま
り
」
＝
「
堤
」
そ
の
も
の
は
、

現
状
で
の
基
底
幅
35
ｍ
（
推
定
復
元
）・
高
さ
５
ｍ
か
ら
み
て
「
堤
」
と
し
て
の
機
能
が

十
分
に
あ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ふ
と
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
堤
」
は
堤
と
し
て
良
い
の
で
す
が
、
さ
て
、「
水
攻
め
」
す
る
の
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て

南
西
部
に
推
定
さ
れ
る
「
太
田
城
」
の
周
囲
に
水
を
引
き
込
む
事
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
、

と
。
ま
た
漠ば
く

然ぜ
ん

と
、
堤
の
内
側
で
「
太
田
城
」
を
籠ろ
う

城じ
ょ
うさ

せ
る
ほ
ど
の
水
量
を
保
つ
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
の
中
で
、
平
成
20
年
に
刊
行
さ
れ
た

海
津
一
朗
編
『
中
世
終し
ゅ
う

焉え
ん

―
秀
吉
の
太
田
城
水
攻
め
を

考
え
る
』
和
歌
山
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
叢そ
う

書し
ょ

①
は
、
歴
史
学
、
考
古
学
、
河
川
工
学
、
地
理
学
、
土
質

工
学
な
ど
の
各
界
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
結
集
し
て
、
多
角

的
な
視
点
か
ら
「
太
田
城
水
攻
め
」
の
課
題
に
迫
っ
た
秀
し
ゅ
う

逸い
つ

な
良
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
土
木
工
学
は
元
よ
り
、
歴
史
地
理
学
に
お
い
て

も
門も
ん

外が
い

漢か
ん

で
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
土
木
工
学
の
専

門
家
に
よ
る
堤
の
内
側
へ
の
導
水
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
注
目
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
地
籍
図
を
利
用
し
た
太
田
城
の
位
置
の
比
定

作
業
や
太
田
城
の
成
立
過
程
の
新
見
解
が
出
さ
れ
て
お
り
、

私
の
疑
問
の
解
決
も
間
近
と
思
わ
れ
ま
す
。	（
土
井　

孝
之
）

写真 3 法福寺（阪南市鳥取）
 明治 11 年（１８７８）

写真 2 稱念寺（和歌山市加太）
 年代不明

写真 1 総持寺（和歌山市梶取）
 宝暦 11 年（１７６１）

私
が
瓦
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
頃
、
和
歌
山
市
梶
取
に

所
在
す
る
県
指
定
文
化
財
総
持
寺
総
門
の
修
理
工
事
が
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
棟
積
み
の
側
面
に
嵌は

め
込
ま
れ

て
い
る
波
模
様
の
胴
板
瓦
の
継
目
は
、
斜
め
に
す
る
こ
と

で
目
立
た
せ
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
と
教
え
て
も
ら

い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
波
の
瓦
が
気
に
な
り
写
真
を
撮
り
た
め
て

い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
イ
チ
押
し
の
写
真
を
波
模
様
が
賑

や
か
に
な
る
順
に
並
べ
て
み
ま
し
た
。
最
初
は
控
え
め
な

波
模
様
で
す
が
、
写
真
２
で
は
立
体
的
に
な
っ
て
兎
も
登

場
し
、
写
真
３
で
は
棟
の
上
で
兎
が
楽
し
げ
に
飛
び
跳
ね

て
い
ま
す
。
継
目
に
注
目
し
て
み
る
と
、
写
真
２
は
波
や

兎
の
足
が
継
目
に
重
な
る
こ
と
で
目
立
ち
に
く
く
な
っ
て

い
ま
す
。
写
真
３
で
は
波
の
模
様
に
沿
っ
て
大
部
分
の
継

目
が
作
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
目
立
ち
に
く
く
な
っ
て
い

ま
す
。

写
真
２
の
製
作
年
代
は
不
明
で
す
が
、
時
代
と
と
も
に

装
飾
的
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
１
→
２
→
３
の
順

に
な
り
そ
う
で
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
３
枚
の
写
真
は
泉
州
谷
川
（
大
阪
府

岬
町
）
で
作
ら
れ
た
瓦
で
す
。
生
産
地
（
製
作
者
）
や
製

作
さ
れ
た
時
代
に
よ
っ
て
、
瓦
の
作
り
方
や
模
様
の
表
現

の
仕
方
な
ど
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
を
解
明
す

る
た
め
、
カ
メ
ラ
を
片
手
に
日
々
散
策
し
て
い
ま
す
。

（
松
井　

美
香
）

現存する太田城水攻め堤（南南東から）
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