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一
、
は
じ
め
に
　
～
神
社
の
沿
革
～

熊
野
古
道
「
紀き

伊い

路じ

」
を
南
に
進
み
、
現
在
の

田
辺
市
（
会
津
川
の
左
岸
）
ま
で
来
る
と
、
そ
こ
か

ら
熊
野
古
道
は
、
紀
伊
半
島
を
横
断
す
る
よ
う
に
進

む
「
中な

か

辺へ

路ち

」
と
、
海
沿
い
を
進
む
「
大お
お

辺へ

路ち

」
と

に
分
か
れ
ま
す
。
熊
野
三
山
（
速
玉
・
那
智
・
本

宮
）
の
あ
る
「
東
ひ
が
し

牟む

婁ろ

」
と
田
辺
市
街
ま
で
の
「
西に
し

牟む

婁ろ

」
を
結
ぶ
街
道
が
大
辺
路
と
な
り
ま
す
。
鬪と
う

雞け
い

神
社
は
、
こ
の
大
辺
路
街
道
を
進
み
始
め
た
街
道
沿

い
に
境
内
を
構
え
ま
す
。

現
在
は
街
の
一
画
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
近
世

ま
で
は
Ｊ
Ｒ
田
辺
駅
周
辺
か
ら
扇
ヶ
浜
に
い
た
る
ま

で
の
市
街
地
を
「
権ご
ん

現げ
ん

松
原
」
と
称
し
た
、
広
大
な

境
内
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
初
期
の
記
録

に
「
権
現
鳥
居
内
松
千
本
植
さ
せ
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
も
当
時
の
状
況
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。
明
治
時

代
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
和
歌
山
城
詰
め
で
あ
っ
た

紀
州
藩
付
家
老
・
安
藤
家
の
家
臣
た
ち
が
移
り
住
ん

で
来
る
、
そ
の
居
住
地
と
し
て
松
原
は
開
発
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。

鬪
雞
神
社
の
歴
史
は
、
西
暦
４
１
９
年
、
允い

ん

恭ぎ
ょ
う

天
皇
の
御
代
に
熊
野
権
現
を
こ
の
地
に
勧か
ん

請じ
ょ
うし
た
の

が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
６
８
４
年
、
天て
ん

武む

天
皇
の
時
代
に
お
社や
し
ろが

建
っ
た
、
と
い
う
記
録
も

残
り
ま
す
。
ま
た
、「
神か

島し
ま

」（
田
辺
湾
に
浮
か
ぶ
島
）

か
ら
神
光
が
上
が
り
～
神
光
は
最
初
「
仮か
り

庵ほ

山や
ま

」（
社

殿
の
南
側
に
あ
る
山
）
に
降
り
立
ち
～
し
ば
ら
く
休

ま
れ
た
神
光
は
や
が
て
龍
仙
山
に
登
り
～
龍
仙
山
か

ら
天
に
上
っ
て
行
っ
た
、
と
い
う
龍
神
信
仰
も
伝
わ

り
ま
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
龍
神
信
仰
を
元
に
し

た
祭さ

い

祀し

の
場
所
と
し
て
開
か
れ
た
の
が
允
恭
天
皇
の

御
代
、
熊
野
に
み
ら
れ
る
自
然
崇
拝
の
形
か
ら
お
社

を
構
え
て
神
様
に
留
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
の
が
天
武

天
皇
の
時
代
。
や
が
て
平
安
時
代
後
期
に
熊
野
参
詣

が
盛
ん
と
な
り
、
熊
野
別べ

っ

当と
う

家け

が
田
辺
を
支
配
し
て

い
く
な
か
で
、
こ
の
地
を
「
熊
野
権
現
の
聖
地
」
と

し
て
整
え
、
そ
れ
以
降
「
新い
ま

熊く
ま

野の

権
現
社
」
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
様
で
す
。

さ
ら
に
こ
の
地
は
、
西
国
三
十
三
ヵ
所
巡
礼
に

お
い
て
、
第
一
番
札
所
（
那
智
山
寺
）
か
ら
第
二
番

札
所
（
紀
三
井
寺
）
へ
向
か
う
中
継
地
点
で
も
あ
り

ま
し
た
。
中
世
以
降
、
参
詣
道
や
巡
礼
路
の
要
衝
地

と
な
っ
た
新
熊
野
権
現
社
で
す
が
、
室
町
時
代
（
明め

い

応お
う

年
間
）と
戦
国
時
代（
天て
ん
し
ょ
う

正
年
間
）の
２
度
の
戦
乱
、

足
利
と
豊
臣
に
よ
る
兵
火
で
荒
廃
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
後
、
社
殿
の
復
興
は
な
か
な
か
進
ま
な
か

っ
た
ら
し
く
、
仮か

り

殿で
ん

で
あ
っ
た
社
殿
が
す
べ
て
再
建

さ
れ
て
現
在
の
姿
を
取
り
戻
す
の
は
、
実
に
１
５
０

年
以
上
経
っ
た
後
の
こ
と
で
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
熊
野
別
当
家
が
支
配
し
た
新
熊
野

権
現
社
は
、
室
町
時
代
に
な
る
と
「
五
院
六
坊
」
の

社
僧
が
執し

ぎ
ょ
う行職

を
勤
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

明
応
年
間
の
兵
火
後
に
は
、
勧か
ん

進じ
ん

聖ひ
じ
りた

ち
が
諸
国
を

ま
わ
り
、
熊
野
信
仰
を
勧
め
な
が
ら
再
興
を
成
し
遂

げ
ま
す
。
天
正
年
間
の
兵
火
後
に
は
そ
の
様
相
も
変

わ
っ
て
、
江
戸
時
代
、
紀
州
徳
川
家
の
統
治
後
は
、

先
で
触
れ
た
紀
州
藩
付
家
老
・
安
藤
家
が
田
辺
領
主

と
し
て
修
理
・
再
興
を
指
揮
し
ま
す
。
執
行
と
な
っ

た
松

し
ょ
う

雲う
ん

院い
ん

を
中
心
に
、
新
熊
野
権
現
社
に
属
し
て
来

た
本ほ
ん

願が
ん

（
大だ
い

福ふ
く

院い
ん

）
や
願が
ん

人に
ん

た
ち
も
管
理
を
行
う
形

と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
現
在
の
社
名
は
、
明
治
初
期
の
神
仏
分

離
令
に
よ
る
も
の
で
す
。
源
平
合
戦
の
折
に
行
っ
た

と
伝
わ
る
「
鶏と
り

合あ
わ

せ
神
事
」
を
基
に
、
近
世
中
期
に

は
「
鶏
合
大
権
現
」「
鶏
合
宮
」「
闘
雞
宮
」
と
呼
ば

れ
て
来
た
こ
と
も
判
り
ま
す
（
写
１
）。

写 1　竿に「鶏合大権現」と
刻まれた元禄５（1692）
年銘をもつ石灯籠
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二
、
社
殿
と
境
内
の
建
物

現
在
の
社
殿
で
最
初
に
完
成
す
る
の
は
、
向
か
っ

て
左
か
ら
３
番
目
に
建
つ
「
上か
み

殿で
ん

」
で
す
。
明め
い

暦れ
き

４

（
＝
万ま
ん

治じ

元
、
１
６
５
８
）
年
に
氏う
じ

子こ

衆
に
よ
っ
て
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
は
「
若わ
か

宮み
や

（
殿
）」
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。
続
い
て
、
上
殿
の
左
（
東
）
側
に
「
本ほ
ん

殿で
ん

」

が
完
成
し
ま
す
。
棟む
な

札ふ
だ
か
ら
、
寛か
ん

文ぶ
ん

元
（
１
６
６
１
）

年
に
、
田
辺
藩
４
代
藩
主
・
安
藤
直な
お

清き
よ

公
の
寄
進
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

ほ
ぼ
百
年
後
の
元げ
ん

文ぶ
ん

２
（
１
７
３
７
）
年
、
本
殿
の

左（
東
）側
に「
西に
し

殿で
ん

」が
再
建
さ
れ
ま
す（
写
２
左
）。

随
分
と
長
く
仮
殿
の
時
代
が
続
い
た
様
で
す
。
そ
し

て
、
上
殿
の
西
側
に
並
び
建
つ
中な
か

殿で
ん

（
中
四
社
）、
下し
も

殿で
ん
（
下
四
社
）、
八や

百お

萬よ
ろ
ず

殿で
ん
（
満
山
宮
）
が
延え
ん

享き
ょ
う５

（
１
７
４
８
）
年
に
再
建
さ
れ
、
現
在
の
社
殿
群
が
揃

い
ま
し
た
。
６
殿
の
う
ち
棟
札
の
残
る
５
殿
が
全
て

６
月
（
旧
暦
）
に
完
成
し
て
お
り
、
田
辺
祭
を
意
識

し
な
が
ら
の
施
工
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
本
殿
は
「
證

し
ょ
う

誠じ
ょ
う

殿で
ん

」、
そ
の
東
隣
の
西
殿

は
「
西に
し

御（
の
）前ご
ぜ
ん」

と
称
さ
れ
、
社
殿
の
配
置
も
熊
野
本

宮
大
社
と
共
通
し
ま
す
が
、
当
社
本
殿
の
祭
神
は
伊

邪
那
美
命
で
す
。
当
社
に
は
『
那な

智ち

参さ
ん

詣け
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

』

が
伝
わ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
以
降
の
本
願
・
願
人
た

ち
の
活
躍
や
熊
野
那
智
大
社
、
熊
野
比び

丘く

尼に

と
の
関

わ
り
が
う
か
が
え
る
部
分
で
す
。

参
道
の
北
側
に
あ
る
大
福
院
に
は
、
明
治
期
に
当

社
境
内
か
ら
移
さ
れ
た
行
者
堂
や
大
黒
天
神
（
社
）

が
現
在
も
残
り
ま
す
（
写
３
、
令
和
２
年
春
に
修
復

工
事
を
実
施
）。
ま
た
、
中
辺
路
と
大
辺
路
が
分
か

れ
る
手
前
、
江
川
の
地
蔵
寺
に
は
、
松
雲
院
に
あ
っ

た
文
書
類
と
と
も
に
護ご

摩ま

堂
や
大だ
い

師し

堂
が
移
さ
れ
て

い
ま
す
（
写
４
、
護
摩
堂
は
近
年
に
建
て
替
わ
り
、

大
師
堂
の
み
現
存
し
ま
す
）。

明
治
２２
（
１
８
８
９
）
年
８
月
の
大
水
害
で
当
社

も
被
害
を
受
け
、
明
治
３０
年
代
の
境
内
整
備
で
社
殿

前
に
瑞み

ず

垣が
き

が
築
か
れ
ま
す
。
続
い
て
明
治
４５
（
＝
大

正
元
、
１
９
１
２
）
年
に
は
本
殿
前
に
拝は
い

殿で
ん

と
幣へ
い

殿で
ん

が
新
た
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在

の
社
殿
周
辺
の
構
成
は
、
大
正
年
間
以
降
に
整
え
ら

れ
た
も
の
と
な
り
ま
す
（
表
紙
上
写
）。

明
治
期
の
当
社
は
、
社
殿
の
手
前
に
丈
の
低
い
木

柵
を
並
べ
て
結け

っ

界か
い

と
し
て
い
ま
し
た
（
写
５
）。
熊

野
本
宮
大
社
で
は
、
か
つ
て
社
殿
の
縁
下
で
参
詣
者

た
ち
が
休
ん
だ
、
と
伝
わ
る
様
に
、
当
社
も
ま
た
開

放
的
、
親
密
的
な
空
間
を
形
成
し
ま
す
。

境
内
に
は
、
１８
世
紀
後
半
再
建
の
弁
天
社
に
玉た

ま

置き

社
、
戎え
び
す社

、
弁
慶
社
、
藩
祖
・
安
藤
直な
お

次つ
ぐ

公
を
祀
っ

た
藤と
う

巌が
ん

神
社
の
ほ
か
、
樹
齢
千
百
年
や
八
百
年
の
大

楠
な
ど
も
あ
り
、
往
時
の
松
原
は
な
く
と
も
緑
に
包

ま
れ
た
社
叢
を
留
め
て
い
ま
す
（
写
２
）。
境
内
と

仮
庵
山
は
平
成
２７
年
１０
月
に
「
南み
な

方か
た

曼ま
ん

陀だ

羅ら

の
風
景

地
」
の
構
成
要
素
と
し
て
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
、

さ
ら
に
境
内
は
翌
２８
年
１２
月
に
「
熊
野
参
詣
道
（
大

辺
路
）」
の
構
成
要
素
と
し
て
世
界
遺
産
に
追
加
登

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

写3　大福院行者堂（右）と地蔵堂（旧・大黒天神）写4　地蔵寺大師堂

写2　鬪雞神社境内（左：西殿、中：藤巌神社と樹齢千百年の大楠、右：弁天社）
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写5　明治中期頃の社殿前の様子（絵葉書より）
西殿前から西側を見た状況。本殿前に拝所を構える他
は木柵による結界とし、開放的な空間となっています。

三
、
保
存
修
理
事
業

平
成
２９
年
２
月
に
国
の
重
要
文
化
財
と
な
っ
た

社
殿
６
棟
の
う
ち
、
今
回
の
事
業
で
は
、
本
殿
と
上

殿
の
２
棟
で
軒の
き

ま
で
を
解
体
す
る
大
掛
か
り
な
修
理

と
、
西
殿
と
八
百
萬
殿
で
は
木
部
の
小
修
理
を
行
う

計
画
と
し
て
、
令
和
２
年
９
月
か
ら
令
和
４
年
７
月

ま
で
、
約
２
年
掛
か
り
の
保
存
修
理
工
事
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

近
年
の
修
理
は
、
昭
和
５９
年
頃
に
本
殿
、
平
成
７

年
度
に
上
殿
で
檜ひ

わ
だ皮

屋
根
の
葺ふ

き
替
え
修
理
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
１１
年
に
は
西
殿
と
中
殿
、下
殿
、

八
百
萬
殿
の
４
殿
で
軒
か
ら
上
部
の
解
体
修
理
が
行

わ
れ
、
そ
の
際
に
屋
根
が
檜
皮
葺
き
か
ら
銅
板
葺
き

に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

工
事
は
ま
ず
、
瑞
垣
内
に
本
殿
と
上
殿
を
包
み
込

む
素す

屋や

根ね

を
建
設
し
（
写
６
）、
そ
の
素
屋
根
の
中
で

屋
根
面
の
檜
皮
と
軒
ま
で
の
木
組
み
を
、
組
み
立
て
と

は
逆
順
に
解
体
し
て
い
き
ま
し
た
（
写
７
～
１０
）。
令

和
３
年
度
か
ら
は
、
解
体
し
た
部
分
の
補
修
と
組
み

立
て
を
行
い
、
檜
皮
屋
根
の
葺
き
直
し
、
塗
装
・
彩
色

部
分
の
補
修
作
業
な
ど
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
修
理
前
の
社
殿
を
見
た
こ
と
が
あ

る
方
は
塗
装
？
彩
色
？
と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
実
は
、
本
殿
と
上
殿
は
、
３
６
０
年
前
に
再
建

さ
れ
て
か
ら
明
治
時
代
頃
ま
で
は
赤
黒
白
緑
に
塗
り

分
け
、
柱
や
彫
刻
部
分
な
ど
に
彩
色
が
施
さ
れ
て
来

た
建
物
で
す
。
十
数
回
あ
る
屋
根
の
葺
き
替
え
修
理

と
と
も
に
、
塗
装
修
理
も
幾
度
か
行
わ
れ
て
来
ま
す

が
、
大
正
時
代
以
降
は
塗
り
直
さ
れ
て
来
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
塗
膜
は
色
褪
せ
、
浮
き
や
剥
が

れ
落
ち
る
な
ど
の
劣
化
が
進
ん
で
し
ま
い
、
か
つ
て

の
様
相
が
わ
か
り
に
く
い
状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た

（
表
紙
下
写
）。

今
回
の
修
理
で
両

殿
は
、
江
戸
時
代
前

期
の
再
建
以
来
、
最

も
大
掛
か
り
な
解
体

修
理
を
行
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
修
理
に

よ
っ
て
、
塗
装
・
彩

色
の
内
容
（
配
色
や

文
様
の
範
囲
な
ど
）

や
変
遷
は
さ
ら
に
不

明
瞭
と
な
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
解
体
に
合
わ
せ
て
専

門
業
者
に
よ
る
調
査
・
記
録
を
実
施
し
、
そ
の
成
果

を
今
回
や
将
来
の
塗
装
修
理
に
反
映
さ
せ
ら
れ
る
よ

う
に
も
し
て
い
ま
す
（
写
１１
）。

四
、
社
殿
の
特
徴
～
本
殿
・
上
殿
を
中
心
に
～

本
殿
と
上
殿
の
建
築
は
同
じ
形
式
で
す
。
丸
い
柱

を
左
右
に
２
本
並
べ
た
も
の
を
１
組
と
し
、
そ
れ
を
前

後
に
３
組
建
て
ま
す
。
こ
の
６
本
の
柱
ど
う
し
の
間
を

横
板
や
建
具
を
入
れ
て
閉
じ
、
床
と
天
井
を
張
っ
た
空

間
を
「
身し

ん

舎し
ゃ

」
と
し
ま
す
。
身
舎
の
内
側
は
、
後
方

の
柱
４
本
か
ら
成
る
「
内な
い

陣じ
ん
」
と
前
方
の
柱
４
本
か
ら

成
る
「
外げ

陣じ
ん
」
に
分
け
ら
れ
、
内
陣
と
外
陣
の
境
も
建

具
や
御み

簾す

で
仕
切
り
ま
す
。
身
舎
の
外
側
は
、
四
周

に
縁え
ん

を
廻
ら
せ
ま
す
。
そ
の
前
方
に
四
角
い
柱
を
２
本

建
て
、
縁
に
上
が
る
階
段
を
設
け
ま
す
。
こ
の
空
間
を

「
向こ
う

拝は
い

」
と
呼
び
ま
す
。
縁
と
階
段
の
端
に
は
高こ
う

欄ら
ん

を

据
え
ま
す
。
内
陣
に
は
ご
神
体
が
安
置
さ
れ
、
外
陣

は
神
職
が
出
入
り
す
る
空
間
、
外
陣
正
面
の
格
子
状

の
建
具
越
し
に
向
拝
を
通
し
て
参
拝
す
る
、
と
い
う
形

態
に
な
り
ま
す
（
表
紙
下
写
）。

建
築
用
語
で
は
こ
う
し
た
社
殿
を
「
桁
行
２
間け

ん

、

梁
間
１
間
、
隅す
み

木ぎ

入
り
春か
す
が
づ
く
り

日
造
、
屋
根
檜
皮
葺
き
」

と
称
し
ま
す
。
当
社
の
社
殿
の
多
く
は
四
周
に
縁
を

廻
ら
せ
、
正
面
斜
め
４５
度
の
方
向
に
隅
木
と
い
う
軒

部
材
を
配
す
る
な
ど
、「
春
日
造
」
の
名
称
の
由
来

で
も
あ
る
奈
良
・
春
日
大
社
と
は
や
や
異
な
る
、
当

写６　瑞垣越しに見る本殿と上殿（素屋根建設中）
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地
方
特
有
の
意
匠
や
形
式
を
有
し
て
い
ま
す
。

工
事
前
の
資
料
調
査
で
は
、
江
戸
時
代
の
中
頃

ま
で
は
社
殿
の
屋
根
の
上
に
千ち

木ぎ

や
勝か
つ

男お

木ぎ

を
乗
せ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
っ
て
来
ま
し
た
（
写
７
）。

中
世
や
近
世
に
描
か
れ
た
熊
野
三
山
の
社
殿
に
よ
り

近
い
す
が
た
で
あ
っ
た
様
で
す
。

五
、
修
理
中
に
わ
か
っ
て
来
た
こ
と

解
体
中
の
調
査
か
ら
は
、
文
書
に
記
さ
れ
た
修
理

内
容
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
殿
で

は
、寛か
ん

延え
ん

２
（
１
７
４
９
）
年
の
「
御
拝
（
＝
向
拝
）

繕
」
に
相
当
す
る
修
理
や
、寛か
ん

政せ
い

５
年
（
１
７
９
３
）

に
身
舎
部
分
の
小こ

屋や

組ぐ
み

を
改
造
し
た
際
の
修
理
の
内

容
の
ほ
か
、
正
し
ょ
う

徳と
く

２
（
１
７
１
２
）
年
に
「
大
風
で

本
殿
後
方
の
松
が
倒
れ
屋
根
が
少
損
」
し
た
際
の
補

修
と
考
え
ら
れ
る
施
工
も
把
握
で
き
ま
し
た
。ま
た
、

文ぶ
ん

化か

７
（
１
８
１
０
）
年
に
「
こ
け
ら
葺
き
」
で
屋

根
葺
き
替
え
修
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も

の
と
し
て
、当
時
の
葺
き
材
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
殿
で
は
、屋
根
や
木
部
の
修
理
履
歴
と
と
も
に
、

塗
装
・
彩
色
の
変
遷
を
追
い
ま
し
た
。
建
立
当
初
か

ら
外
観
が
彩
ら
れ
た
上
殿
に
は
、
３
時
期
分
の
塗

装
・
彩
色
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
文

書
記
録
に
あ
る
文ぶ

ん

政せ
い

１１
（
１
８
２
８
）
年
の
彩
色
修

理
は
第
２
期
の
も
の
で
（
図
１
）、現
状
（
＝
第
３
期
）

の
施
工
は
明
治
期
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
当
社
に
関
す
る
修
理
記
録
は
、
有
田
市
に

あ
る
浄
じ
ょ
う

妙み
ょ
う

寺じ

本
堂
（
薬
師
堂
）
や
多
宝
塔
と
修
理
時

期
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。（
※
）

紀
州
藩
主
に
よ
る
寄
進
や
修
理
、
熊
野
参
詣
と
の
関

わ
り
な
ど
が
う
か
が
い
知
れ
そ
う
で
す
。

両
殿
に
共
通
す
る
塗
装
の
特
徴
は
、
黒
色
を
多
用
し

黄
色
を
使
わ
な
い
点
や
垂
木
の
先
端
を
緑
色
と
す
る
点

な
ど
、
他
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
配
色
に
も
表
れ
て
い

ま
す
（
表
紙
下
図
）。
蟇か

え
る
ま
た股の
彫
刻
も
、
本
殿
正
面
に

安
藤
家
、
松
雲
院
を
表
し
た
で
あ
ろ
う
「
下
が
り
藤
」

と
「
松
」、
上
殿
で
は
正
面
に
「
鶏
合
せ
神
事
」、
側
面

に
「
源
頼よ
り

政ま
さ
の
鵺ぬ
え

退
治
」
な
ど
、
当
社
な
ら
で
は
の
画

題
を
多
く
配
し
て
い
ま
す
（
表
紙
左
中
写・図
、
図
２
）。

六
、
お
わ
り
に

今
回
は
神
社
の
歴
史
と
事
業
の
概
要
を
中
心
に
ま

と
め
ま
し
た
。
施
工
の
進
捗
や
調
査
の
続
き
は
、
今

後
の
短
信
で
紹
介
し
ま
す
。　
　
　
（
下
津
健
太
朗
）

図1　上殿第2期の彩色図案

写7　千木と勝男木を降ろした本殿屋根

写8　檜皮と野地を解体した後の本殿

写9　軒まわり分解中の上殿

写10　軒までの分解を終えた本殿
図2　蟇股彫刻の配色（上：本殿正面の「藤」、

下：上殿側面の「鵺退治」）

（
※
）令
和
３
年
１
～
３
月
に
有

田
市
郷
土
資
料
館
で
開

催
さ
れ
た
特
別
展
「
資

料
か
ら
読
み
解
く
浄
妙

寺
多
宝
塔
・
薬
師
堂
の
歴

史
」で
展
示
・
紹
介
さ
れ

た
修
理
棟
札
や
修
復
願

は
、寛
文
２
年
、享
保
３

年
、寛
延
２
年
な
ど
、鬪

雞
神
社
と
同
時
期
の
修

理
が
続
い
て
い
ま
す
。

写11　斜光ライトによる痕跡確認 ( 右 ) と記録
（向拝柱） （身舎柱）
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立
野
遺
跡
は
、
和
歌
山
県
西に
し

牟む

婁ろ

郡ぐ
ん

す
さ
み
町

に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
平
成
２２
年
度
に
近
畿
自
動

車
道
紀
勢
線
の
建
設
に
伴
い
発
掘
調
査（
第
１
次
）

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
弥
生
時
代
前
期
に
埋
積
し
た

自
然
流
路
か
ら
は
多
く
の
木
材
が
折
り
重
な
り
、

そ
れ
ら
の
間
か
ら
は
、
木
製
品
や
土
器
、
石
器
な

ど
の
遺
物
が
多
量
に
出
土
し
て
お
り
、
そ
れ
以
後

も
複
数
次
に
わ
た
る
調
査
が
行
わ
れ
、
重
要
な
発

見
が
相
次
い
で
い
ま
す
。
ま
た
、
第
１
次
調
査
で

出
土
し
た
木
製
品
、
石
器
、
土
器
は
、
平
成
２９
年

３
月
１７
日
に
和
歌
山
県
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い

ま
す
。

今
回
の
調
査
は
、
す
さ
み
町
に
よ
る
町
道
立
野

中
道
線
外
道
路
改
良
工
事
に
先
立
っ
て
当
文
化
財

セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
も
の
で
す
。
調
査
区
１
で

は
、
こ
れ
ま
で
の
第
１
～
６
次
調
査
で
確
認
し
た

弥
生
時
代
の
自
然
流
路
の
南
延
長
部
を
確
認
し
ま

し
た
。
今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま

り
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
遺
跡
の
南
端
部

に
あ
た
る
調
査
区
２
に
つ
い
て
で
す
。

調
査
区
２
は
、
全
長
８０
ｍ
の
Ｌ
字
形
の
調
査
区

で
、
砂
礫
層
が
約
１.０
～
１.７
ｍ
以
上
堆
積
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
厚
く
堆
積
し
た
砂

礫
層
は
河
川
が
氾
濫
し
た
土
層
、
も
し
く
は
自
然

流
路
（
川
）
そ
の
も
の
の
堆
積
層
と
推
定
し
ま
し

た
が
、
出
土
し
た
遺
物
が
非
常
に
少
な
く
、
こ
の

自
然
流
路
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
埋
没
し
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
の
成
果
だ
け
で
は

断
定
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
発
掘
調
査
以
外
の
方
法
で
、
こ
の
砂
礫

層
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
す
さ
み
町
の
近

世
か
ら
現
代
ま
で
の
自
然
災
害
の
歴
史
を
ま
と
め

た
『
す
さ
み
町
誌
』
を
紐
解
い
て
み
た
と
こ
ろ
、

そ
こ
に
は
、「
慶
安
の
山
津
浪
」（
１
６
５
２
）
と

い
う
大
規
模
な
水
害
の
記
録
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
口
伝
や
現
在
の
地
形
を
考
慮
す
る
と
、
調

査
地
周
辺
で
あ
る
立
野
を
流
れ
て
い
た
周す

参さ

見み

川

の
本
流
が
、
大
関
地
の
大
堰
を
突
破
し
て
背
戸
山

沿
い
に
流
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
周
参
見

川
の
流
れ
と
な
る
、
非
常
に
大
規
模
な
水
害
で
あ

っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
回

調
査
区
２
で
確
認
し
た
氾
濫
堆
積
層
は
、
水
害
が

起
こ
る
前
の
旧
周
参
見
川
、
も
し
く
は
そ
の
支
流

に
よ
っ
て
堆
積
し
た
も
の
と
推
定
で
き
ま
し
た
。

今
回
は
発
掘
調
査
と
文
献
史
料
の
双
方
の
成
果

か
ら
、
立
野
遺
跡
南
端
部
の
様
相
が
明
ら
か
と
な

り
ま
し
た
。よ
り
正
確
な
歴
史
を
知
る
た
め
、様
々

な
資
料
を
読
み
解
く
必
要
を
改
め
て
感
じ
た
調
査

と
な
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
（
濵
﨑
範
子
）

立野城跡

神田城跡

発
掘
調
査
と
文
献
資
料

～
す
さ
み
町
立たち
野の
遺い
跡せき
の
発
掘
調
査
～

図１　立野遺跡と文献からみた旧周参見川の流れ
（S=1/20,000）
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埋
蔵
文
化
財
課
　
ヒ
ュ
ー
ミ
ン
ト（
人
的
情
報
）の
重
要
性

建
具
の
は
な
し
④  

旧
西
村
家
住
宅
の
上
げ
下
げ
窓

い
さ
さ
か
旧
聞
に
属
す
る
こ
と
で
す
が
、
奈
良
の
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
卑

弥
呼
の
墓
と
も
言
わ
れ
て
い
る
箸
墓
古
墳
で
実
施
し
て
い
る
最
先
端
の
調
査
の
模

様
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
宇
宙
か
ら
降
り
注
ぐ
「
ミ
ュ
ー
オ
ン
」
な
る
素

粒
子
（
？
）
を
使
い
、
古
墳
を
透
過
し
て
調
査
す
る
と
い
う
も
の
。

最
先
端
の
科
学
だ
け
に
、
な
に
か
す
ご
い
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
伝
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
考
古
学
も
宇
宙
か
ら
の
時
代
か
ぁ
と
、
感
慨
深

い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
そ
の
反
面
、
ど
う
も
素
直
に
頷
け
な
か
っ
た
。
そ

の
辺
を
代
弁
す
る
よ
う
に
、
筆
者
の
知
人
が
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
上
で
間
髪
を
入
れ

ず
的
確
な
反
応
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
以
下
引
用
し
ま
す
。

『
う
ー
む
。
勘
違
い
さ
ん
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
発
生
中
。
こ
れ
は
ね
、
ツ
ー
ル
で

あ
っ
て
、
解
明
や
事
実
に
は
つ
き
当
た
ら
な
い
。
解
明
に
は
発
掘
調
査
の
メ
ス
が

不
可
欠
で
、
Ｃ
Ｔ
や
ら
Ｍ
Ｒ
Ｉ
と
同
じ
と
考
え
て
ほ
し
い
。
病
院
で
考
え
た
ら
わ

か
る
よ
ね
。
医
者
の
オ
ペ
と
、
各
種
検
査
の
関
係
で
あ
っ
て
、
万
能
の
何
で
も
わ

か
る
技
術
じ
ゃ
な
い
。』
見
事
で
す
な
。

Ｆ
．・
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
『
神
の
拳
』
は
１
９
９
０
年
の
湾

岸
戦
争
を
舞
台
に
し
た
も
の
。
Ｓ
Ｉ
Ｓ
の
マ
イ
ク
・
マ
ー
チ
ン
少
佐
が
敵
地
イ
ラ

ク
に
単
身
乗
り
込
み
、
情
報
収
集
に
活
躍
す
る
物
語
で
す
が
、
彼
が
言
い
た
か
っ

た
の
は
い
か
に
電
子
情
報
や
通
信
情
報
を
収
集
す
る
技
術
が
発
達
し
て
も
、
人
間

の
手
に
な
る
情
報
の
価
値
に
す
ぐ
る
も
の
は
な
い
。
つ
ま
り
「
ヒ
ュ
ー
ミ
ン
ト
」

の
重
要
性
で
す
ね
。

発
掘
調
査
も
し
か
り
。
最
終
的
に
は
担
当
者
の
執
刀
力
、
問
題
意
識
だ
と
思

う
な
ぁ
。
４０
年
以
上
、
土
に
ま
み
れ
て
こ
の
仕
事
を
や
っ
て
き
た
発
掘
屋
と
し
て

は
そ
う
信
じ
た
い
で
す
ね
。

以
上
は
、
引
退
す
る
発
掘
屋
が
職
場
の
若
手
に
贈
る
遺
言
と
し
て
。
彼
ら
、
彼

女
ら
の
活
躍
に
期
待
し
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
田
弘
）

新
宮
市
に
あ
る
重
要
文
化
財
・
旧
西
村
家
住
宅
は
、
文
化
学
院
創
設
者
で
あ
る

西
村
伊
作
が
自
ら
設
計
・
監
督
し
て
建
て
た
自
邸
で
す
。
住
宅
改
良
の
気
運
が
高

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
大
正
３
年
、
電
気
・
ガ
ス
・
上
下
水
道
・
給
湯
等
を
備
え
た
洋

風
住
宅
を
日
本
式
に
作
り
上
げ
ま
す
。
木
や
石
な
ど
現
地
で
採
れ
る
材
料
を
駆

使
し
つ
つ
、
洋
式
の
設
え
を
日
本

人
の
生
活
習
慣
に
合
わ
せ
な
が
ら
、

地
元
の
職
人
と
と
も
に
採
り
入
れ

て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
、
ガ
ラ
ス
窓
２
枚
１

組
を
上
下
に
動
か
す
「
上
げ
下
げ

窓
」
は
、
壁
面
を
縦
長
に
切
り
取

る
た
め
室
内
の
採
光
や
通
風
・
換

気
に
有
効
で
、
現
在
で
も
使
わ
れ

る
建
具
で
す
。
窓
の
左
右
に
窓
の

重
さ
の
約
半
分
の
重
さ
の
錘
を
滑

車
越
し
に
ワ
イ
ヤ
ー
で
ぶ
ら
下
げ
、

自
由
な
位
置
で
窓
が
留
め
ら
れ
る
、

と
い
う
仕
組
み
で
す
。
滑
車
は
当

時
、
高
価
な
輸
入
品
か
国
産
の
模

造
品
し
か
な
か
っ
た
ら
し
く
、
こ

の
建
物
で
は
引
き
戸
の
足
元
で
使

わ
れ
る
戸
車
を
代
用
し
て
い
ま
す
。

地
元
の
職
人
た
ち
と
作
り
上
げ
て

い
っ
た
様
子
が
垣
間
見
ら
れ
る
部

分
で
も
あ
り
ま
す
。（

下
津
健
太
朗
）

旧西村家住宅の外観（東南から見る）
→外廻りでは扉や引き戸、上げ下げ窓が左右・上下に
整然と配されています。閉めた際に下に来るガラ
ス窓は、格子を中央１本のみとし、室内から見る景
色を妨げないよう工夫しています。

上げ下げ窓の構造（東南の張出し部分）
→クリ材で拵えたガラス窓は１枚あたり７～8kg。
その重さに合わせた鉄製の分銅を左右に１本ず
つ、滑車越しにワイヤーで結び付けてあり、窓の開
閉に合わせて分銅が上下します。
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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（2021 年 春～ 2021 年 夏）

令和 3年３月３１日

（2021・春号）風車94
（公財）和歌山県文化財センター

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
kanri-2@wabunse.or.jp

目
　
次

和歌山県立紀伊風土記の丘

●和歌山県内埋蔵文化財調査成果展「紀州のあゆみ～発掘された郷土の歴史～」
 2021 年 5 月 29 日（土）～ 2021 年 6 月 27 日（日）

和歌山県立博物館

●特別展「きのくに刀剣ワールド」	 2021 年 4 月 24 日（土）～ 2021 年 6 月 6 日（日）

和歌山市立博物館

●春季企画展「総持寺の至宝」 2021 年 4 月 24 日（土）～ 2021 年 6 月 13 日（日）

高野山霊宝館

●高野山霊宝館開館 100 年記念　大宝蔵展「高野山の名宝」
 2021 年 4 月 17 日（土）～ 2021 年 11 月 28 日（日）

ID：@942tjyhk

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、期間変更や中止となる可能性があります。
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。

１　表紙　上：社殿 6棟を北西から見通す	 	 中：上殿向拝蟇股彫刻「鶏合せ神事」の現状と彩色復原図案
　下左：本殿の修理前外観と配色復原図案	 下右：上殿の修理前外観と配色復原図案

２　特集「鬪雞神社の保存修理工事」
６　埋蔵文化財課　短信「発掘調査と文献資料～すさみ町立野遺跡の発掘調査～」
７　きのくに歴史小話「建具のはなし④　旧西村家住宅の上げ下げ窓」
	 「埋蔵文化財課　ヒューミント（人的情報）の重要性」
８　催し物案内
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