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特
集
　
前
田
遺
跡
の
発
掘
調
査

　

今
回
の
調
査
は
、
日
高
郡
日
高
川
町
佐
井
地
内
に

お
い
て
、
和
歌
山
県
に
よ
り
県
営
中
山
間
総
合
整
備

事
業
佐
井
地
区
ほ
場
整
備
工
事
が
計
画
さ
れ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
の
予
定
地
が
周
知
の
埋
蔵
文

化
財
包
蔵
地
で
あ
る
「
前
田
遺
跡
」
に
該
当
す
る
こ

と
か
ら
、
和
歌
山
県
よ
り
委
託
を
受
け
、
当
文
化

財
セ
ン
タ
ー
が
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
の
指
導
の

も
と
、
事
業
予
定
地
の
う
ち
調
査
対
象
地
８
６
７
．

７
４
㎡
に
お
い
て
記
録
保
存
を
目
的
と
し
た
本
発
掘

調
査
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
発
掘
調
査
は
、

令
和
６
年
１
月
４
日
か
ら
同
年
２
月
13
日
ま
で
実
施

し
ま
し
た
。発
掘
調
査
前
の
現
況
は
水
田
と
畑
で
し
た
。

　

前
田
遺
跡
は
、
日
高
平
野
を
西
流
す
る
日
高
川
の

中
流
域
に
お
い
て
大
き
く
蛇
行
す
る
標
高
68
ｍ
ほ
ど

の
左
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
位
置
す
る
、
縄
文
時
代
の

土
器
や
石
器
等
が
採
取
さ
れ
る
散
布
地
で
す
。
遺
跡

は
東
西
１
５
０
ｍ
、
南
北
２
０
０
ｍ
の
範
囲
に
広

が
っ
て
お
り
、
今
回
の
調
査
地
は
遺
跡
の
東
辺
部
に

あ
た
り
ま
す
。

　

昭
和
47
年
に
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
行

は
じ
め
に

特
集
　
前
田
遺
跡
の
発
掘
調
査

写真１　調査地と日高川、犬
いぬ

ヶ
が

丈
たけ

山
やま

を望む（西から）

図 1　前田遺跡（16）と周辺遺跡地図（17：大芝遺跡　18：坂の川遺跡　26：後山城跡）
出典：和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図（遺跡番号は和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図による）
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わ
れ
た
分
布
調
査
で
、
昭
和
28
年
の
日
高
川
水
害
の

際
に
、
水
田
か
ら
石せ

き

鏃ぞ
く

や
石い
し

匙さ
じ

な
ど
の
石
器
、
縄
文

時
代
後
期
か
ら
晩
期
の
縄
文
土
器
が
露
出
し
た
と
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
発
掘
調
査
は
行
わ

れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
し
た
が
、
今
回
の
調

査
で
土
石
流
も
し
く
は
水
害
の
痕
跡
で
あ
る
砂さ

礫れ
き

層そ
う

が
複
数
、
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

前
田
遺
跡
の
周
辺
遺
跡
と
し
て
は
、
日
高
川
が

犬
ヶ
丈
山
の
山
裾
を
大
き
く
蛇
行
し
た
と
こ
ろ
か
ら

分
流
す
る
鷲
の
川
右
岸
の
山
腹
に
、
平
安
時
代
の
松

煙
生
産
跡
の
可
能
性
が
あ
る
露
佐
古
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

中
世
で
は
、
犬
ヶ
丈
山
の
東
側
に
あ
た
る
、
日
高

川
の
支
流
沿
い
の
山
腹
で
松
煙
生
産
跡
の
可
能
性
の

あ
る
小
谷
Ａ
遺
跡
・
小
谷
Ｂ
遺
跡
が
あ
り
、
鎌
倉
時

代
ご
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

詳
し
い
時
期
は
不
明
で
す
が
、
当
遺
跡
の
北
西
後

背
に
あ
た
る
、
後
山
の
南
西
の
小
ピ
ー
ク
に
所
在
す

る
中
世
の
砦と

り
で

跡
で
あ
る
後う

し
ろ

山や
ま

城し
ろ

跡あ
と

（
26
）
で
石
垣
等

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
調
査
成
果
と
関
連
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
地
に
お
け
る
土
の
堆
積
は
、
第
１
層

現
代
の
耕
作
土
と
第
２
層
現
代
の
床と

こ

土つ
ち

、
第
３
層
砂

礫
層
は
過
去
の
洪
水
層
も
し
く
は
土
石
流
の
痕
跡
と

思
わ
れ
ま
す
。
第
３
層
砂
礫
層
は
、
第
４
層
地じ

山や
ま

の

一
部
を
削
平
し
て
お
り
、
北
壁
・
西
壁
な
ど
で
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
５
）。

　

第
４
層
地
山
（
人
間
の
生
活
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な

い
土
層
の
こ
と
）
上
面
で
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時

代
ご
ろ
の
溝
２
条
（
０
１
溝
・
０
２
溝
）、
複
数
の

土ど

坑こ
う

・
小し
ょ
う

穴け
つ

を
確
認
し
ま
し
た
。
調
査
区
の
北
西
部

か
ら
西
部
に
か
け
て
は
洪
水
な
ど
に
よ
り
大
き
く
削

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
東
部
は
は
ほ
ぼ
削
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
中
世
以
降
の
耕
作
に
伴
っ
て
、
地
山
自
体

が
整
地
に
よ
り
削
平
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

０
１
溝　

調
査
区
西
側
に
位
置
し
、
現
在
の
水
田
の

境
界
に
沿
っ
て
所
在
す
る
南
北
方
向
の
溝
で
す
。
長

さ
約
0.8
ｍ
、
幅
0.2
ｍ
、
深
さ
21
ｍ
で
、
こ
の
溝
と
平

行
し
て
、
後
述
の
０
２
溝
の
西
に
隣
接
し
て
確
認
さ

れ
ま
し
た
。

　

出
土
遺
物
は
、
土は

師じ

器き

皿
・
土ど

釜が
ま

・
黒
色
土
器
・

瓦が

器き

椀わ
ん

・
須す

恵え

質し
つ

土
器
捏こ
ね

鉢ば
ち

・
中
国
製
青せ
い

磁じ

碗わ
ん

・
国

産
陶
器
な
ど
の
破
片
で
、
漁
網
の
錘

お
も
り
で
あ
る
管か
ん

状じ
ょ
う

土ど

錘す
い

も
出
土
し
て
い
ま
す
。黒
色
土
器
は
平
安
時
代
、

瓦
器
椀
・
須
恵
質
土
器
捏
鉢
は
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
ご
ろ
、
国
産
陶
器
は
室
町
時
代
ご
ろ
の
も
の
で

調
査
の
成
果

写真２　調査地全景　遺構完掘状況（東上空から）

写真３　０１･ ０２溝完掘状況（南から）
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す
。
中
国
製
の
青
磁
碗
は
、
13
～
14
世
紀
の
鎬し
の
ぎ

蓮れ
ん

弁べ
ん

文も
ん

青
磁
碗
の
高
台
（
底
部
）
な
ど
の
破
片
が
複
数
出

土
し
ま
し
た
。

０
２
溝　

北
部
（
長
さ
5.5
ｍ
）・
中
央
部
（
長
さ
約

11
ｍ
）・
南
部
（
長
さ
8.5
ｍ
）
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、

元
々
１
条
の
溝
の
上
部
が
削
平
さ
れ
て
底
部
の
み
が

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
残
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
幅
1.0

ｍ
、
深
さ
約
0.4
ｍ
の
南
北
方
向
の
溝
で
す
。

　

出
土
遺
物
は
、
土
師
器
・
黒
色
土
器
・
瓦
器
・
須

恵
質
土
器
な
ど
で
、
０
１
溝
と
同
様
に
13
～
14
世
紀

ご
ろ
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

前
田
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
の
散
布
地
と
し
て
知
ら

れ
る
遺
跡
で
し
た
が
、
今
回
の
調
査
で
は
縄
文
時
代

の
遺
構
や
出
土
遺
物
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
か
わ
り
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
中

世
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
０
１
溝
・
０
２
溝

は
、
河
岸
段
丘
上
の
傾
斜
に
沿
っ
て
つ
く
ら
れ
た
現

代
水
田
の
境
界
に
平
行
に
位
置
し
て
お
り
、
２
条
の

溝
が
平
行
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
溝
は
、
当
時
の
水
田
の
境
界
に
伴
う
用

水
路
で
水
田
の
境
界
自
体
は
現
在
と
ほ
ぼ
変
わ
っ
て

い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
室
町
時
代
よ
り
古
い
用
水

路
だ
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
用
水
路
と
し
て
使
用
さ

れ
な
く
な
り
、
埋
没
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
埋
没
時

期
が
、
出
土
遺
物
か
ら
室
町
時
代
ご
ろ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
溝
の
埋
没
時
期
よ
り
古
い
時
期
の
も
の
が
出

土
し
て
い
る
の
は
、平
安
時
代
よ
り
古
い
時
期
か
ら
、

当
調
査
地
周
辺
で
人
が
生
活
し
て
い
た
時
に
使
っ
て

い
た
土
器
が
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

出
土
遺
物
か
ら
、
室
町
時
代
ご
ろ
の
人
々
は
日
高

川
の
河
岸
段
丘
上
で
農
耕
を
行
い
、
日
高
川
で
漁
を

し
て
、
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
調

査
地
点
周
辺
で
、
古
く
は
古
代
か
ら
周
辺
の
河
岸
段

丘
に
人
々
が
移
り
住
み
、
生
活
を
始
め
た
と
考
え
ら

ま
と
め

写真４　出土した中国製青磁碗片（碗底部（高台））

　　　　（左）第４層地山面直上出土

　　　　（右）０１溝内出土

　　　　　  写真５

（上）西壁土層断面

（下）北壁土層断面

砂礫層

砂礫層
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れ
ま
す
。
ま
た
、
中
世
の
土
器
や
中
国
製
青
磁
片
が

出
土
す
る
こ
と
か
ら
も
、
当
遺
跡
の
北
西
後
背
に
あ

た
る
、
中
世
の
城
跡
で
あ
る
後
山
城
跡
と
の
関
連
が

あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
、
貴
重

な
輸
入
品
で
あ
る
、
中
国
製
青
磁
製
品
の
出
土
は
あ

ま
り
多
く
な
く
、
社
寺
・
城
館
跡
な
ど
と
の
関
係
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
報
告
書
刊
行
に
向
け
て
、
今
後
の

検
討
課
題
で
す
。

　

今
年
度
、
本
調
査
地
の
近
隣
の
、
日
高
川
上
流
域

の
大
芝
遺
跡
で
の
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、

佐
井
地
区
の
歴
史
が
新
た
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

（
田
之
上　

裕
子
）

参
考
文
献

　

２
０
０
６
「
日
高
川
町
史
」
松
田
文
夫
編

図２　遺構平面図（S=1/500）

写真６　遺構完掘状況（南から）

01溝・02溝

01溝
02溝
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国
内
外
か
ら
の
観
光
客
が
多
く
訪
れ
る
高
野
山

は
、
弘
法
大
師
空
海
が
真
言
密
教
の
道
場
と
し
て

弘こ
う

仁に
ん

７
年
（
８
１
６
）
に
開
創
さ
れ
ま
し
た
。
金
堂

や
大
塔
と
い
っ
た
諸
堂
が
建
ち
並
び
、
高
野
山
の
中

心
地
と
し
て
有
名
な
壇だ
ん

上じ
ょ
う

伽が

藍ら
ん

に
隣
接
し
て
、
今

回
ご
紹
介
す
る
不
動
堂
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　
『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
や
古
写
真
に
よ
っ
て
、
不

動
堂
は
、
か
つ
て
高
野
山
内
の
一い
っ

心し
ん

院い
ん

谷だ
に

の
寺
院

「
一
心
院
」
の
建
物
で
あ
っ
た
も
の
を
、
明
治
41
年

（
１
９
０
８
）
に
現
在
地
に
移
築
さ
れ
た
こ
と
が
確

認
で
き
ま
す
。
昭
和
27
年
（
１
９
５
２
）
に
国
宝
に
指

定
さ
れ
、
平
成
７
年
（
１
９
９
５
）
か
ら
平
成
11
年

（
１
９
９
９
）
に
か
け
て
解
体
修
理
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
の
木
材
の
年ね
ん

輪り
ん

年
代
調
査
な
ど
か
ら
、

建
立
年
代
は
鎌
倉
時
代
後
期
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

不
動
堂
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
優
美
な
檜ひ
わ
だ皮
屋

根
の
姿
が
印
象
的
な
建
物
で
す
。
し
か
し
、
左
右
対

称
に
見
え
る
正
面
（
東
面
）
に
お
い
て
も
、
両
隅
で

軒の
き

の
出
の
寸
法
や
屋
根
を
支
え
る
垂た
る

木き

の
勾
配
な
ど

の
納
ま
り
が
微
妙
に
異
な
り
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、

別
々
の
大
工
が
造
っ
た
た
め
、
四
隅
で
軒
が
そ
れ
ぞ

れ
違
う
形
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
逸
話
も
伝
わ
り
ま

す
。

　

平
成
の
解
体
修
理
か
ら
25
年
が
経
過
し
、
屋
根
面

に
は
経
年
に
よ
る
腐ふ

朽き
ゅ
う

が
進
み
、
軒
裏
塗
装
の
剥は
く

落ら
く

や
土
間
部
分
の
劣
化
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
令
和
５
年
11
月
か
ら
２
ヶ
年
度
の
国
庫
補
助
事

業
と
し
て
修
理
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
事
業

は
本
年
10
月
末
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
２
月
に
作
業
用
足
場
と
素す

屋や

根ね

を
建
設
し
、

３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
檜
皮
屋
根
の
解
体
を
行
い

ま
し
た
。
高
野
山
内
の
湿
潤
な
環
境
下
に
あ
る
こ
と

と
、
南
面
の
石
垣
下
に
池
が
広
が
り
、
軒
先
に
杉
の

大
木
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
湿
気
の
多
い
状

態
が
続
い
て
き
ま
し
た
。
特
に
屋
根
面
で
は
、
北
面

よ
り
も
西
面
や
南
面
で
苔こ
け

が
繁は
ん

茂も

し
、
草
木
が
芽
吹

い
て
い
た
た
め
、
屋
根
下
地
の
木
部
で
の
腐
朽
も
懸

念
さ
れ
ま
し
た
。
檜
皮
屋
根
を
解
体
し
た
と
こ
ろ
、

軒
先
で
は
苔
や
草
木
の
あ
っ
た
範
囲
に
の
み
腐
朽
が

認
め
ら
れ
、
野
地
面
に
破
損
は
生
じ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
れ
は
、
檜
皮
屋
根
と
直
接
接
す
る
木
部
に

は
水
分
へ
の
耐
力
が
高
い
槙
材
が
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
と
、
前
回
の
解
体
修
理
時
に
防
火
対
策
と
し
て
野

地
面
に
石せ
っ

膏こ
う

板
が
張
り
込
ま
れ
た
こ
と
で
、
草
木
が

根
を
深
く
張
る
こ
と
を
防
ぎ
、
屋
根
か
ら
の
水
分
が

遮
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。今
回
の
修
理
で
は
、

小
屋
組
は
健
全
で
あ
る
と
判
断
し
、
軒
先
の
腐
朽
部

分
を
中
心
に
部
材
の
取
替
え
や
軒
積
の
積
替
え
を
行

う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
普
段
近
く
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
国
宝

の
檜
皮
屋
根
を
見
学
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
檜
皮
の

葺
き
直
し
中
と
な
る
９
月
頃
に
、
修
理
現
場
の
公
開

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。　
　
　

  （
野
田　

達
志
）

金剛峯寺不動堂　修理前全景

檜皮屋根の腐朽状況

檜皮屋根の解体状況

 

国
宝

   

金こ
ん

剛ご
う

峯ぶ

寺じ

不ふ

動ど
う

堂ど
う

の
保
存
修
理
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東
田
中
神
社
境
内
社
旧
竹
房
神
社
本
殿
（
紀
の
川
市
）
に
、「
木
の
葉
に
筆
」

を
は
じ
め
、
魅
力
的
な
主
題
の
彫
刻
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
前
号
の
特
集
で
紹
介

し
ま
し
た
。
今
回
は
、そ
の
中
で
個
人
的
に
イ
チ
推
し
の
彫
刻
を
紹
介
し
ま
す
。

そ
れ
は
「
幼
虫
」
の
彫
刻
で
す
。
初
め
は
、
背
景
の
葉
と
同
色
の
盛
り
上
が
り

は
何
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
程
度
で
し
た
が
、
そ
の
正
体
に
つ
い
て

昭
和
20
年
に
京
都
大
学
の
天
沼
俊
一
博
士
が
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
号
の
特

集
で
も
紹
介
し
た
天
沼
博
士
は
大
阪
城
天
守
閣
の
再
建
や
高
野
山
の
金
堂
、
大

塔
の
意
匠
設
計
も
担
当
（
共
同
）
し
た
有
名
な
研
究
者
で
す
。
著
書
で
は
、
太
い

縄
を
捻ね

じ

っ
た
よ
う
な
盛
り
上
が
り
と
、
そ
の
先
に
剣
ら
し
い
も
の
が
付
い
て
い
る

こ
と
に
着
目
し
、
剣
に
似
て
い
る
部
分
は
芋
虫
の
尾び

角か
く

で
あ
る
と
見
解
を
述
べ
て

い
ま
す
。
著
書
名
や
ペ
ン
ネ
ー
ム
（
八や

っ

戸と

成い
ま

蟲ご

楼ろ
う

）
に
虫
の
文
字
を
加
え
る
ほ
ど
、

昆
虫
に
も
造
詣
の
深
か
っ
た
天
沼
博
士
な
ら
で
は
の
観
察
力
で
す
。
ち
な
み
に
、

芋
虫
の
種
類
に
つ
い
て
は
ス
ズ
メ
ガ
科
の

老
熟
し
た
幼
虫
と
推
察
し
て
い
ま
す
。

　

私
も
蛾が

の
幼
虫
に
似
て
い
る
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
建
築
彫
刻
に
蛾
を
据
え
る
こ

と
が
あ
る
の
か
否
か
や
、
同
じ
部
材
の
裏

側
の
南
瓜
に
似
た
彫
刻
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
は
疑
問
が
残
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
20

年
頃
に
は
、
幼
虫
の
胴
体
に
赤
み
を
帯
び

た
彩
色
が
残
っ
て
い
た
こ
と
も
ヒ
ン
ト
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
、
社

殿
の
各
彫
刻
主
題
の
関
係
性
を
考
察
す
る

中
で
、
正
体
を
明
ら
か
に
で
き
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
大
給　

友
樹
）

　

現
存
す
る
日
本
最
古
の
物
語
と
も
い
わ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
は
、
平
安
時
代

前
期
ご
ろ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
作
者
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
物
語

で
は
、
竹
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
美
し
い
「
か
ぐ
や
姫
」
に
求
婚
す
る
た
め
に
贈

物
を
探
す
公き

ん

達だ
ち

た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。「
仏
の
御み

石い
し

の
鉢
―
石い
し

作づ
く
り

の
皇み

子こ

」
と
い
う
話
で
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
を
要
求
さ
れ

た
石
作
皇
子
は
入
手
が
困
難
な
た
め
、
大
和
国
十と

お

市い
ち

郡ぐ
ん

の
山
寺
に
あ
っ
た
た
だ
4

4

の
石
鉢
を
持
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
鉢
が
光
ら
ず
、
嘘
が
ば
れ
た
と
い
う
も
の

で
す
。

　

こ
の
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

発
掘
調
査
で
は
、
鉄て

っ

鉢ぱ
つ

と
い
う
金
属
製
の
鉢
を
模も

し
た
奈
良
時
代
の
須す

恵え

器き

が
出
土
し
て
い
ま
す
（
左
図
）。
鉄
鉢
と
は
、
供き
ょ
う

膳ぜ
ん

具ぐ

や
僧
が
托た
く

鉢は
つ

で
食
物
な

ど
を
受
け
る
の
に
用
い
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
令
和
５
年
度
の
日
高
川
町
・
前

田
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
中
世
以
降
の
製
品
と
思
わ
れ
る
、
砂
岩
製
石
鉢
の

底
部
の
高こ

う

台だ
い

部
分
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

仏
の
御
石
の
鉢
と
は
、

石
作
の
皇
子
の
偽に

せ「
石
鉢
」

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
出

土
し
た
も
の
か
ら
想
像
し

て
み
る
と
面
白
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
　

  （
田
之
上　

裕
子
）

和
歌
山
の
建
物
と
ゆ
か
り
の
人
物
（
４
）

石い
し

鉢ば
ち

に
つ
い
て

文
化
財
建
造
物
課

埋
蔵
文
化
財
課

葉に幼虫（身舎正面東側頭貫木鼻：見返し）

1995 年「藤並地区遺跡発掘調査報告書」
より転載・改変

前田遺跡出土の石鉢底部
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105（2024･夏号）

令和６年８月 30 日

〒640 － 8301 和歌山市岩橋1263番地の1

TEL 073 － 472 － 3710

kanri-2@wabunse.or.jp

FAX 073 － 474 － 2270

【事務局】
（公財）和歌山県文化財センター

（公財）和歌山県文化財センター

URL  http://www.wabunse.or.jp/

●展示講座② （夏期企画展） 　　　　　　　　　　　2024年９月１日 （日）

●特別展 「数多の古墳を築く―群集墳からよむ古墳時代―」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　2024年10月５日 （土） ～ 2024年12月８日 （日）

　特別展シンポジウム　　　　　　　　　　　　  　2024年11月17日 （日）

●世界遺産 「紀伊山地の霊場と参詣道」 登録20周年記念特別展 「聖地巡礼―熊野と高野―」 

　　　第Ⅱ期 「神仏・祖師の住まう山―高野山上・山麓の宗教文化―」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　後期 ： 2024年８月31日 （土） ～ 2024年９月29日 （日）

　　　第Ⅲ期 「人・道・祈り―紀伊路大辺路をゆく―」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　2024年10月12日 （土） ～ 2024年11月24日 （日）

●企画展 「陸奥宗光伯生誕180周年記念　陸奥宗光と和歌山―宗光を支えた紀州の賢人―」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　2024年７月６日 （土） ～ 2024年９月８日 （日）

●特別展 「和歌の聖地・和歌の浦　誕生千三百年記念　聖武天皇と紀伊国」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　2024年10月12日 （土） ～ 2024年11月24日 （日）

※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。

催し物案内 和歌山県内の文化財関係イベント情報（2024 年 夏～ 2024 年 秋）

和歌山県立紀伊風土記の丘

和歌山県立博物館

和歌山市立博物館

１　表紙

２　特集「前田遺跡の発掘調査」

６　文化財建造物課　短信「国宝　金剛峯寺不動堂の保存修理」

７　きのくに歴史小話「文化財建造物課　和歌山の建物とゆかりの人物（4）」　

　　　　　　　　　　  「埋蔵文化財課　石鉢について」

８　催し物案内
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