
※
２　
 
棟  
木 
・
垂

む
な 
ぎ

た
る

   
 
木 
・ 
肘  
木 
・ 
茅  
負 　

和

き 

ひ
じ 
き 

か
や 
お
い

様
建
築
構
造
の
各
部
の
名
称
。

※
３　
 
伽  
藍 　

金
堂
、
塔
、
講
堂
、
あ
る

が 
ら
ん

い
は
こ
れ
ら
の
堂
塔
を
囲
む
回
廊
な
ど
、

寺
院
を
構
成
す
る
形
の
こ
と
で
、
そ
の
配

置
を
伽
藍
配
置
と
呼
び
ま
す
。

 　

本
證
寺
の
鼓
楼
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
創
建
さ

れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
幕
末
に
修
理
さ
れ
、
三
河

地
震
で
１
階
部
分
が
倒
壊
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後

復
旧
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
修
理
前
は
、

時
代
を
経
て
古
び
た
感
じ
が
む
し
ろ 
往  
時 
を 
偲 
ば

お
う 
じ 

し
の

せ
、
趣
の
あ
る
景
観
を
作
り
出
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
真
正
面
東
側
か
ら
見
る
と
２
階
は
南
に

傾
き
、
屋
根
は
波
打
ち
、
軒
先
の 
瓦 
も
何
か
所
か

か
わ
ら

落
ち
る
な
ど
、
大
き
な
地

震
や
台
風
が
く
る
と
倒
れ

て
し
ま
い
そ
う
な
状
況
で

あ
っ
た
た
め
、
解
体
修
理

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
事
実
、
修
理
前
の
現

況
調
査
で
は
１
階
の 
梁 
が
は
り

激
し
く
腐
り
、
松
材
の
使

用
が
多
か
っ
た
た
め 
虫 

ち
ゅ
う 
害 がい

が
随
所
に
見
ら
れ
る
な
ど
、

保
存
修
理
は
急
を
要
す
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

 　

鼓
楼
の
創
建
年
代
が
江
戸
時
代
中
期
で
あ
る
こ

と
以
外
は
、
具
体
的
な
年
代
を
示
す
資
料
は
こ
れ

ま
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
解
体
を
進

め
て
い
く
中
で
、
様
々
な
部
材
な
ど
に
年
代
が 
墨 すみ

 
書 
き
さ
れ
た
も
の
が
続
々
と
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

がま
ず
、
２
階
に
あ
る
化
粧 
棟  
木 （
※
２
）に

む
な 
ぎ

「 
宝  
永 

ほ
う 
え
い

７
年（
１
７
１
０
年
）」の
墨
書
き
、 
鯱 

し
ゃ
ち 
瓦 
に
「
宝

が
わ
ら

   
ほ
う

暦
   
　

年（
１
７
６
０
年
）」の
ヘ
ラ
書
き
、
２
階
の

れ
き

１０

 
地 じ 
垂  
木 
・ 
肘  
木 
な
ど（
※
２
）に
そ
れ
ぞ
れ
「
宝
暦

だ
る 
き 

ひ
じ 
き

　

年
」
の
墨
書
き
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ

１０か
、
修
理
前
か
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
た
「
安

政
４
年（
１
８
５
７
年
）」の 
棟  
札 
２
枚
も
、
書
か

む
な 
ふ
だ

れ
て
い
る
内

容
の
詳
細
が

判
明
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
ら
の

発
見
か
ら
鼓

楼
の
創
建
年

代
は
、
宝
永

７
年
か
宝
暦

　

年
の
ど
ち

１０ら
か
で
あ
る

こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

こ
の
２
つ
の

差
は
ち
ょ
う

ど　

年
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

５０
関
係
者
は
み
な
頭
を
悩
ま
せ
ま
し
た
。
宝
永
７
年

の
翌
年
は
親
鸞
聖
人
の　

回
忌
に
あ
た
り
、
宝
暦

４５０

　

年
の
翌
年
は　

回
忌
に
あ
た
る
た
め
、
ど
ち
ら

１０

５００

の
年
も
そ
れ
に
あ
わ
せ
て 
伽  
藍 （
※
３
）整
備
を
行

が 
ら
ん

っ
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
り
え
ま
す
。
そ
こ
で
あ

ら
た
め
て
墨
書
き
さ
れ
た
部
材
に
着
目
し
ま
し
た
。

１　 茅  負 
かや おい

２　ひえん垂
だる

    木 
き

３　 木  負 
き おい

４　地   垂
じ だる

    木 
き

５　がんぎょう
６　 軒  天 

のき てん

 井 
じょう

７　尾   垂
お だる

    木 
き

８　ます
９　 肘  木 

ひじ き

１０　 大  斗 
だい と

１１　 軒  支 輪   
のき し りん

波波打打つつ屋屋根根

宝宝暦暦１１００年年のの墨墨書書ききのの
ああるる肘肘木木
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す
な
わ
ち
、
宝
永
７
年
と
墨
書
き
さ
れ
た
部
材
で

あ
る
化
粧
棟
木
は
、
一
部
が
外
側
に
出
て
し
ま
っ

て
い
た
り
、
材
質
が 
栂 
材
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど

つ
が

他
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、

鼓
楼
で
は
な
い
建
物
に
使
用
さ
れ
た
も
の
を
転
用

し
た
可
能
性
が
あ
り
、
一
方
、
宝
暦　

年
の
部
材

１０

は
、
解
体
し
な
く
て
は
書
け
な
い
場
所
か
ら
発
見

さ
れ
て
い
る
た
め
、
建
造
年
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
よ
う
で
す
。

　
　

　

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
物
は
、
一
般
の
建
物

と
異
な
り
、
構
造
な
ど
に
支
障
が
な
い
限
り
材
料

は
で
き
る
だ
け
再
使
用
し
ま
す
。
腐
っ
た
り
壊
れ

た
り
し
た
箇
所
だ
け
を
新
し
く
補
う
の
で
す
。
今

回
も
折
れ
た
り
腐
っ
た
り
し
た
部
材
は
取
り
替
え

ま
し
た
が
、
被
害
の
小
さ
い
所
は 
埋  
木 
な
ど
を
し

う
め 
き

て
い
ま
す
。
ま
た
、
瓦
で
も
使
え
る
も
の
は
再
使

用
し
て
い
ま
す
。

　

本
證
寺
鼓
楼
は
こ
れ
ま
で
に
一
度
、
全
解
体
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
以
前
の
全
解

体
は
棟
札
が
残
っ
て
い
る
安
政
４
年
で
、
今
回
の

工
事
と
同
じ
よ
う
に
材
料
を
一
本
ず
つ
取
り
外
し

て
、
建
造
当
初
か
ら
の
材
料
で
可
能
な
も
の
は
再

使
用
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
再
使
用
し

た
材
料
に
は

不
要
と
な
っ

た 
釘 
穴
が
あ

く
ぎ

っ
た
り
、
新

旧
で
大
き
さ

や
表
面
の
感

じ
が
違
っ
て

い
た
り
し
た

た
め
判
明
し
ま
し
た
。
当
初
の
材
料
が
使
わ
れ
て

い
た
箇
所
は
２
階
だ
け
で
、
１
階
は
す
べ
て
前
回

の
解
体
時
か
後
に
行
わ
れ
た
修
理
時
の
材
料
で
し

た
。
１
階
に 
当  
初  
材 
が
使
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、

と
う 
し
ょ 
ざ
い

１
階
の
規
模
を
大
き
く
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
が
使

用
で
き
な
く
な
り
す
べ
て
を
新
し
く
し
た
か
ら
だ

と
推
測
さ
れ

ま
す
。
そ
の

こ
と
は
、
本

證
寺
に
残
る

安
政
年
間
よ

り
前
に
描
か

れ
た
と
考
え

ら
れ
る
江
戸

時
代
後
期
の

絵
図
か
ら
導

き
出
さ
れ
ま

し
た
。
絵
図

に
描
か
れ
た

鼓
楼
に
は
そ
の
規
模
も
書
か
れ
て
お
り
、
間
口
２

間
半（
約　
�
）・
奥
行
２
間
１
尺（
約　
�
）と
な

４．５

３．９

っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
規
模
は
間
口
３
間（
約

　
�
）・
奥
行
２
間
半（
約　
�
）で
、
ひ
と
回
り
大

５．４

４．５

き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
１
階
を
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
安
政
４
年
に
解

体
修
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
安
政
４
年
の
３
年
前
、
す
な
わ
ち
安
政
元

年　

月
４
日
の
安
政
東
海
地
震
と
翌
５
日
の
安
政

１１
南
海
地
震
に
よ
っ
て
、
建
物
が
被
害
を
受
け
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
地
震
に
よ
る
被
害
の
程
度

は
不
明
で
す
が
、
地
震
以
外
に
も
長
い
年
月
に
よ

る
何
ら
か
の
傷
み
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま

す
。

埋埋木木ををししてて修修復復中中

のの火火頭頭窓窓

江江戸戸時時代代後後期期のの絵絵図図

埋埋木木ををししてて修修復復中中のの梁梁

かか ととううままどど
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本
證
寺
の
建
物
群
は
、
昭
和　

年（
１
９
４
５

１９

年
）　

月
７
日
に
発
生
し
た
昭
和
東
南
海
地
震
に

１２

よ
り
、
倒
壊
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
被

害
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
年

が
明
け
た
１
月　

日
に
発
生
し
た
三
河
地
震
に
よ

１３

っ
て
倒
壊
し
た
建
物
も
あ
り
ま
し
た
。
鼓
楼
は
２

度
の
大
き
な
揺
れ
に
よ
り
、
２
階
部
分
が
傾
い
た

と
伝
わ
り
、
１
階
も
何
ら
か
の
被
害
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
昭
和
の
修
理
が
、
昭
和　

年
代
に
は
行

２０

わ
れ
た
よ
う
で
す
。
修
理
し
た
部
分
の
木
材
は
、

他
の
材
料
と
の
違
い
に
よ
り
判
別
で
き
ま
し
た
。

修
理
は
主
に
１
階
部
分
で
、
２
階
の
柱
や
屋
根
に

は
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
修
理
経
過
を
踏
ま
え
て
、
今
回
、
鼓

楼
を
い
つ
の
姿
に
復
原
す
る
か
協
議
し
ま
し
た
。

創
建
時
に
近
い
姿
は
絵
図
に
あ
る
よ
う
に
２
階
部

分
が
現
在
よ
り
ひ
と
回
り
小
さ
か
っ
た
よ
う
で
す

が
、
当
初
材
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
絵
図
に
あ
る

よ
う
に
本
当
に
１
階
が
拡
張
さ
れ
た
か
ど
う
か
確

認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
現
在
の
よ
う

な
姿
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
安
政
４
年
の
解
体

修
理
後
の
姿
に
復
原
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
復
原
す
る
年
代
が
決
ま
っ
て
か
ら
、

ま
た
一
つ
問
題
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
鼓
楼

の
屋
根
瓦
で
、
２
階
は 
本 
瓦
ほ
ん   

葺

が
わ
ら   

（
※
４
）な
の
に
、

ぶ
き

１
階
は
東
面
の
み
が
本
瓦
葺
で
、
他
の
３
面
は 
桟 さん

 
瓦 
葺

が
わ
ら   

（
※
５
）で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
２
階
よ
り
１

ぶ
き

階
の
ほ
う
が

新
し
く
な
っ

て
い
た
こ
と

は
今
ま
で
述

べ
て
き
た
と

お
り
で
、
本

瓦
葺
を
桟
瓦

葺
に
変
え
た

可
能
性
は
高

く
、
戦
前
は

本
瓦
葺
で
あ

っ
た
と
い
う
地
元
の
人
の
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
証
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
時
一

枚
の 
古  
写  
真 
が
解
決
の
決
め
手
に
な
り
ま
し
た
。

こ 
し
ゃ 
し
ん

明
治
に
写
さ
れ
た
と
さ
れ
る
１
枚
の
写
真
に
、
鼓

楼
の
東
と
南
面
の
屋
根
が
本
瓦
葺
で
葺
か
れ
て
い

た
の
で
す
。
こ
の
結
果
、
修
理
前
と
後
で
一
番
大

き
く
変
わ
っ
た
所
は
、
１
階
の
瓦
を
す
べ
て
桟
瓦

か
ら
本
瓦
に
し
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
本
瓦
に

変
更
す
る
事
で
屋
根
が
重
く
な
る
た
め
、
１
階
の

 
垂  
木 
を
こ
れ
ま
で
の
３
倍
に
増
や
し
垂
木
の
先
端

た
る 
き

に
乗
る 
茅  
負 （
※
２
）を
加
え
ま
し
た
。

か
や 
お
い

※
４　
 
本 
瓦

ほ
ん   

葺

が
わ
ら   
ぶ
き　

瓦
の 
葺 
き
方
の
こ
と
で
、

ふ

本
瓦
と
も
い
い
ま
す
。
平
ら
な
平
瓦
と
、

断
面
が
半
円
の
丸
瓦
を
交
互
に
並
べ
ま
す
。

寺
社
の
屋
根
や
武
家
屋
敷
な
ど
古
い
建
物

に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
５　
 
桟 さん 
瓦 
葺

が
わ
ら   
　

本
瓦
葺
と
同
じ
く
、
瓦

ぶ
き

の
葺
き
方
で
、
方
形
で
断
面
が
波
形
を
し

た
瓦
で
す
。
一
般
の
家
屋
に
多
く
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

本
證
寺
の
お
隣
、
鈴
木
フ
サ
子
さ
ん

　

修
理
前
の
鼓
楼
も
風
情
が
あ
っ
て
よ
か

っ
た
で
す
よ
。
で
も
、
少
し
傾
い
て
い
て

頼
り
な
げ
な
感
じ

も
し
ま
し
た
。
修

理
後
は
ガ
ッ
チ
リ

と
し
て
堂
々
と
し

ま
し
た
。

　

も
と
も
と
歴
史

あ
る
も
の
が
好
き
で
し
た
。
そ
の
建
物
を

作
っ
た
時
代
の
人
々
は
ど
ん
な
こ
と
を
考

え
て
い
た
の
か
。
そ
の
思
い
を 
偲 
ぶ
だ
け

し
の

で
な
く
、
現
在
生
き
て
い
る
自
分
は
何
を

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
…
と
考
え
さ
せ
ら
れ

る
か
ら
で
す
。「
ど
う
生
き
る
か
」
が
私

の
人
生
の
テ
ー
マ
で
す
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、

未
来
の
こ
と
を
考
え
ま
す
。

　

今
回
の
鼓
楼
の
修
理
も
、
た
だ
建
物
を

復
原
し
た
だ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
鼓

楼
を
見
に
来
た
人
た
ち
に
も
、
過
去
に
生

き
た
人
か
ら
学
び
、
後
世
に
継
ぐ
も
の
を

感
じ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

修修理理中中のの土土壁壁

　

本
證
寺
鼓
楼
は
、
今
回
の
保
存
修
理
に
よ
っ
て

今
後　

年
程
度
は
大
き
な
修
理
を
必
要
と
し
な
い

２００

で
し
ょ
う
。
本
堂
の
よ
う
な
大
き
な
建
造
物
の
場

合
は
、
大
き
な
修
理
を
す
れ
ば　

年
程
度
は
も
つ

３００

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
に
は
屋
根
替
え
な

ど
小
規
模
な
修
理
は
必
要
で
し
ょ
う
が
、
木
造
建

築
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
次
第
で
は
何
百
、
何
千
年
と

も
つ
こ
と
は
、
奈
良
の
法
隆
寺
な
ど
の
建
物
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
す
。
昔
は
木
造
建
築
物
を
維
持
す

る
た
め
に
、　

年
と
い
う
周
期
で
伐
採
、
植
林
を

３００

繰
り
返
す
こ
と
で
生
態
系
も
維
持
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
が
わ
が
国
の
木
造
建
築
文
化
を
守
っ
て

き
た
と
も
い
え
ま
す
。　

　

し
た
が
っ
て
、
木
は 
脆 ぜい 
弱 
な
材
質
に
も
か
か
わ

じ
ゃ
く

ら
ず
、
そ
の
管
理
さ
え
間
違
わ
な
け
れ
ば
半
永
久

的
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
再
生
可
能
な
材

質
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
西
洋
の
石
造
建
築
に
使

わ
れ
る
石
材
は
有
限
な
資
源
で
あ
る
こ
と
を
見
れ

ば
、
我
が
国
の
木
造
建
築
文
化
は
優
れ
て
い
る
と

も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
木
造
建
築
の
文
化
・
伝
統
に
よ
っ

て
こ
れ
ま
で
残
さ
れ
て
き
た
鼓
楼
。
２
度
の
大
き

な
地
震
で
損
傷
を
受
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
倒
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
。
今
回
の
修
理

は
私
た
ち
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た

気
が
し
ま
す
。
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本
證
寺
鼓
楼
お
ひ
ろ
め
会

　

今
回
の
解
体
修
理
を
終
え
て
、
き

れ
い
に
な
っ
た
鼓
楼
を
ぜ
ひ
見
に
き

て
く
だ
さ
い
。
一
番
の
見
所
は
東
の

屋
根
で
す
。
修
理
前
と
の
違
い
が
分

か
る
で
し
ょ
う
か
。（
６
・
７
ペ
ー
ジ

の
写
真
と
見
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）

さ
あ
、
広
報
片
手
に
レ
ッ
ツ
ゴ
ー
！

●
と
き　

４
月　

日�
午
後
２
時

２９

●
と
こ
ろ　

本
證
寺（
野
寺
町
）

●
問
い
合
わ
せ　

文
化
財
課（
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
内
／�
〈　

〉４
４

７７

９
０
）

現
場
監
督　

野
口 　
  
一  
朗 
さ
ん

ひ
で 
い
ち 
ろ
う

　

今
回
の
鼓
楼
の
修
理
に
は
大
工
・
左
官
・
瓦

職
人
と
異
な
る
職
種
の
人
が
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
高
校
卒
業
し
て

間
も
な
い　

歳
か
ら　

代
の
ベ
テ
ラ
ン

１８

７０

ま
で
い
ま
す
。
何
人
も
の
協
力
が
あ
っ

て
一
つ
の
建
物
が
出
来
上
が
る
と
い
う

こ
と
を
、
私
た
ち
作
り
手
は
知
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
歴
史
あ
る
建
物
の
復
原

に
は
気
も
遣
い
ま
す
。
本
證
寺
は
敷
地

も
広
大
で
、
堀
も
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
建
つ
鼓

楼
で
す
か
ら
、
全
体
を
見
な
が
ら
の
作
業
で
し

た
。

大
工
棟
梁　
 
入  
江  
逸  
雄 
さ
ん

い
り 
え 
い
つ 
お

　

今
の
若
い
人
は
、
私
た
ち
が
学
ん
で
き
た
こ

と
よ
り
、
も
っ
と
高
度
な
こ
と
を
学
校
で
教
わ

っ
て
き
て
い
ま
す
。
で
も
、
現
場
で
し
か
学
べ

な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば 
尺 

し
ゃ
く

 
竿 
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
…
。
も
の
さ
し
を
木

ざ
おに

あ
て
な
が
ら
鉛
筆
で
印
を
つ
け
て
い

き
ま
す
。
す
る
と
木
が
長
け
れ
ば
長
い

ほ
ど
、
わ
ず
か
ず
つ
で
す
が
、
誤
差
が

生
じ
ま
す
。
そ
の
誤
差
ま
で
計
算
に
入

れ
て
最
後
は
裁
断
す
る
ん
で
す
よ
。
パ

ソ
コ
ン
を
使
っ
た
設
計
図
で
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
ね
。
や
り
方
が
違
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
「
わ
ざ
」
も
先
輩
た
ち
か
ら

教
わ
っ
て
覚
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
は
後
輩
た
ち
に
覚
え
て
い
っ
て
欲
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

修修理理中中ははベベーールルにに覆覆わわれれてて
いいままししたたがが・・・・・・！！本證寺ｍａｐ


