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を
い
れ
補
強
を
し
て
い
た
。
他
に
は
、
東
大
寺
の
大
仏
殿
で
も
、
大
規
模
過

ぎ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
様
々
な
構
造
的
欠
陥
を
改
善
し
よ
う
と
し
て
き
た
歴

史
、
そ
し
て
明
治
の
鉄
骨
ト
ラ
ス
補
強
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
今
ま
で
落
ち

着
い
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

以
上
は
改
善
の
成
功
例
だ
ろ
う
が
、
改
善
の
失
敗
例
だ
と
考
え
ざ
る
を
え

な
い
も
の
も
あ
る
。
法
隆
寺
羅
漢
堂
の
樹
脂
補
強
は
紫
外
線
に
さ
ら
さ
れ
、

色
が
ま
だ
ら
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
の
修
理
業
界
で
は
、
樹

脂
を
魔
法
の
材
料
と
思
い
大
き
な
期
待
を
よ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
様
な

こ
と
が
今
も
繰
り
返
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
今
期
待
を
寄
せ
て
い
る
材
料
が

樹
脂
と
同
じ
よ
う
に
未
来
の
人
に
ど
う
評
価
さ
れ
る
の
か
、
恐
ろ
し
く
思
う
。

又
、
当
初
は
弁
柄
塗
だ
っ
た
神
社
を
、
明
治
以
降
の
修
理
の
際
に

「神
社
に

ふ
さ
わ
し
い
色
」
だ
と
し
て
丹
塗
に
変
更
さ
れ
て
い
る
神
社
が
散
見
さ
れ
た
。

そ
し
て
改
善
の
良
否
が
ま
だ
良
く
分
か
ら
な
い
の
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

や
鉄
骨
に
よ
る
構
造
補
強
で
あ
る
。
現
在
、
近
代
建
築
の
修
理
に
お
い
て
鉄

筋
の
爆
裂
や
さ
び
な
ど
で
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
材

料
を
、
改
善
と
い
う
名
目
で
付
加
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
本
当
に
改

「善」

な
の
か
、
未
来
の
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

私
は
、
改
善
と
い
う
行
為
は
必
要
な
こ
と
だ
と
は
思
う
。
現
在
担
当
し
て

い
る
明
治
建
築
で
は
ど
う
し
て
も
改
善
と
い
う
行
為
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い

所
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
改
善
を
拒
否
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
文
化
財
の

価
値
は
高
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
現
存
す
る
建
造
物
の
伝

統
工
法
を
ほ
と
ん
ど
踏
襲
し
て
き
た
か
ら
、
文
化
財
の
修
理
は
成
功
し
て
き

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
地
震
が
き
た
時
の
揺
れ
方
を
机
上
で
計
算
し
て
出

さ
な
く
と
も
、
実
物
大
の
振
動
実
験
を
ク
リ
ヤ
し
、
津
波
な
ど
の
天
災
の

•• 

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
文
化
財
と
は

「文
化
価
値
」
と

「財
（
材
料
）
」
が
結
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
化
価
値
と
は
、
社
会
的
な
客

観
価
値
と
し
て
、

真

（
論
理
的
価
値
）
、

善

（
道
徳
的
価
値
）
、

美

（芸
術
的

価
値
）
、
聖
（
宗
教
的
価
値
）
の
第

一
次
的
価
値
等
か
ら
成
る
、
と
あ
る
桂
一。

ド
イ
ツ
哲
学
の
新
カ
ン
ト
学
派
に
影
響
を
受
け
た
文
化
主
義
を
下
敷
き
に
し

て
い
る
当
時
の
文
章
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
少
し
教
化
的
な
語
感
も
受
け
る

が
、
文
化
教
育
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
い
ま
も
変
わ
ら
な
い
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
養
成
教
育
の
中
で
も
こ
の
よ
う
に
「
文
化
財
」
と
い
う
言
葉

の
持
つ
意
味
を
よ
り
根
本
的
に
考
え
た
り
確
認
し
た
り
議
論
す
る
機
会
が
あ

れ
ば
良
か

っ
た
と
思
う
が
、

今
回
の
講
義
の
中
で
は
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
心
残
り
で
あ
る
。

文
化
財
建
造
物
の
修
理
に
携
わ
る
方
々
の
話
を
お
聞
き
し
て
何
度
も
耳
に

し
た
言
葉
は
、
「
先
ず
何
が
大
事
か
を
知
る
（
見
極
め
る
）
」
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
材
料
や
技
法
、
痕
跡
な
ど
を
認

識
し
て
評
価
す
る
こ
と
、
科
学
的
分
析
に
よ
っ
て
特
定
す
る
こ
と
、
文
献
調

査
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
、
つ
ま
り
は

一
見
し
て
分
か
り
に
く
い
こ
と
に
つ
い

て
、
簡
単
に
い
え
ば
根
気
強
く
考
察
し
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
と

思
う
。
そ
の
守
り
継
承
す
べ
き
大
事
な
こ
と
と
い
う
の
が
、
突
き
詰
め
る
と

文
化
財
の
も
つ
文
化
価
値
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
そ
の
文
化
価
値
は

モ
ノ
に
宿
る
が
、
そ
の
モ
ノ
自
体
で
は
な
い
と
い
う
示
唆
も
得
た
。

文
化
財
建
造
物
に
関
し
て
、
特
に
近
代
建
築
に
お
い
て
は
そ
の
文
化
財
の

も
つ
価
値
の
整
理
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
活
き
る
文
化
財
（
リ
ビ
ン
グ

ヘ
リ
テ
イ
ジ
）
と
し
て
の
修
理
や
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
よ
り
複
雑
化
し

た
状
況
の
中
で
何
が
大
事
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
解
決

計

一
四
週
間
に
及
ぶ
養
成
教
育
に
お
い
て
、
各
々
の
分
野
の
第

一
人
者
の

先
生
方
に
よ
る
御
講
義
、
第

一
級
の
文
化
材
建
造
物
と
そ
の
修
理
の
見
学
か

ら
様
々
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
が
、
そ
の
中
で
特
に
気
に
な

っ

た
の
は
、

「改
善」

と
呼
ば
れ
る
行
為
で
あ
る
。
在
来
の
エ
法
が
失
敗
だ
と

み
な
さ
れ
る
場
合
に
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
が
、
改
善

で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

ま
だ
日
が
浅
く
、
地
震
等
に
淘
汰
さ
れ
て
い
な
い
近
代
建
築
に
、
こ
の
改

善
を
行
う
べ
き
失
敗
が
多
い
も
の
と
私
は
思
っ
て
い
た
が
、
古
く
は
唐
招
提

寺
か
ら
あ
る
こ
と
が
養
成
教
育
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
。
唐
招
提
寺
で
は
柱
の

頭
繋
の
不
完
全
さ
に
よ
り
柱
が
内
転
び
し
て
い
た
の
で
、
明
治
に
ト
ラ
ス
等

影
響
を
う
け
な
い
場
所
に
建
っ
て
い
た
か
ら
文
化
財
は
今
、
現
存
し
て
い

る。

こ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
う
け
た
近
世
以
前
の
建
築
が
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
数
百
年
前
か
ら
今
ま
で
現
存
し
て
い

る
建
造
物
は
、
そ
れ
即
ち
、
数
百
年
に

一
度
の
天
災
に
耐
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
限
ら
ず
、
ベ
タ
基
礎
を
打
た
な
い
た
め
に

少
々
不
同
沈
下
し
よ
う
が
、
地
震
が
来
て
建
物
が
少
々
傾
こ
う
が
、
そ
の
ま

ま
、
も
し
く
は
修
理
を
す
れ
ば
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
使
え
た
か
ら
現
存
し
て

い
る
の
だ
。
確
率
論
と
し
て
は
、
一
切
の
改
善
を
し
な
く
と
も
、

在
来
の
エ

法
の

一
切
を
踏
襲
す
れ
ば
建
物
と
し
て
は
ほ
ぼ
問
題
が
な
い
は
ず
だ
。
む
し

ろ
、
改
善
に
よ
り
数
百
年
耐
え
た
仕
様
を
変
更
す
る
方
が
、
問
題
が
起
こ
る

確
率
は
高
い
だ
ろ
う
。
で
あ
る
の
に
、
む
や
み
と
樹
脂
補
強
・
構
造
補
強
な

ど
を
行
い
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
代
か
ら
、
建
造
物
は
改
善
を
く
り
か
え
し
て
き
た
。
特
に
近
代
の
技
術

革
新
は
す
ば
ら
し
く
、
数
百
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
ビ
ル
ま
で
建
て
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
よ
り
良
い
物
を
、
よ
り
良
い
物
を
、
と
思
い
造
り
続
け
た
誇

る
べ
き
成
果
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ふ
と
足
を
と
め
て
、
歴
史
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
規
模
こ
そ
及
ば
な
い
も
の
の
、

昔
の
方
が
職
人

一
人
々
々
の
技

術
は
高
く
、
材
料
を
熟
知
し
、
高
い
美
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
改
善
と
い
う

行
為
を
繰
り
返
し
た
今
と、

昔
、
ど
ち
ら
も
優
劣
つ
け
が
た
い
が
、
少
な
く

も
文
化
財
と
し
て
は
、
改
善
が
行
わ
れ
て
い
な
い
昔
の
技
術
を
愚
直
に
賛
美

し
、
時
代
錯
誤
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
文
化
財
修
理
の
価
値
は
高
ま
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、

「復
原
」
と
い
う
行
為
で
は
な
い
の
か
。

ど
う
も
最
近
の
建
設
業
界
は
新
し
い
も
の
を
と
り
い
れ
る
と
何
か
良
い
こ

と
が
起
こ
る
と
思
う
傾
向
が
強
い
ら
し
い
。
伊
勢
神
宮
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

改
善
が
成
功
す
る
確
率

注
二
．

•— 

坂

井

禎

介

（
株
式
会
社
文
化
財
保
存
計
画
協
会
）

策
や
方
法
論
は
、
文
化
財
が
本
来
も
つ
べ
き
文
化
価
値
を
あ
ら
た
め
て
再
思

三
考
し
て
追
究
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

注
一
．
真
行
寺
朗
生

『
現
代
日
本
体
育
学
の
建
設
』
啓
文
社

昭

和

十

五

年

―

―
三

1
-
―
五
頁

（国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
て
全
文
参

照
可
）

第
一

次
的
価
値
か
ら
派
生
し
た
も
の
を
第
二
次
的
価
値
と
し
て
、
利

（経
済
的

価
値
）
、
法

（政
治
的
価
値
）、

健
（
生
命
体
的
価
値
）
と
し
て
挙
げ
、
そ
れ
ら

を
含
め
て
文
化
価
値
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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で
あ
る
。
大
抵
の
場
合
、
養
成
教
育
か
ら
帰
る
と
ウ
ラ
シ
マ
タ
ロ
ウ
現
象
で
、

溜
ま
っ
た
仕
事
に
圧
倒
さ
れ
る
う
え
、
各
回
の
間
が
ニ
ー
三
週
間
程
度
な
の

で
、
「
レ
ポ
ー
ト
出
し
た
ぞ
！
あ
あ
次
の
計
画
が
ー
・
」
と
、
な
か
な
か
の

負
担
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
提
出
さ
れ
た
他
受
講
者
の
「
自
主
研
修
レ
ポ
ー

ト
」
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
ど
こ
ろ
や
問
題
意
識
、
担
当
現

場
で
の
経
験
な
ど
が
反
映
さ
れ
て
い
て
、
学
ぶ
こ
と
も
多
く
、
刺
激
と
な
っ

た
部
分
も
多
い
。

ま
た
、
今
回
か
ら
追
加
さ
れ
た
修
理
設
計
の
講
義
で
は
、
設
計
か
ら
発
注

ま
で
の
事
業
の
流
れ
の
概
要
を
学
ん
だ
。
あ
ま
り
普
段
の
業
務
で
係
わ
っ
た

機
会
の
あ
る
受
講
生
は
少
な
く
、
講
義
の
中
で
も

「補
佐
と
し
て
の
業
務
に

お
い
て
は
ま
だ
あ
ま
り
接
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
が
：
．
」
と
付
け
加
え
ら

れ
て
い
た
。
実
際
、
実
測
し
て
製
医
を
、
と
い
う
よ
う
な
補
佐
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
異
な
る
が
、
何
れ
必
要
に
な
る
こ
と
で
も
あ
り
、
今
後
は
補
佐
の
立
場

で
も
係
わ
る
機
会
が
増
え
て
い
く
と
見
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

現
に
「
あ
あ
知
っ
て
る
ョ
、
あ
れ
は
こ
う
だ
ョ
」
な
ん
て
い
う
受
講
生
も
中

に
は
い
た
。
設
計
や
発
注
に
つ
い
て
、
個
人
的
に
は
現
場
や
担
当
者
に
よ
っ

て
違
い
が
あ
る
し
、
我
々
が
主
任
に
な
る
頃
に
は
、
今
と
大
き
く
変
わ
っ
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
も
思
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
方
、
恒
例
の
実
測
製
図
の
演
習
は
例
年
通
り
行
わ
れ
、
二
週
間
程
度
か

け
て
平
面
、
断
面
図
を
手
描
き
で
調
製
し
た
。
月
並
な
感
想
で
は
あ
る
が
、

保
存
図
を
描
い
た
こ
と
の
あ
る
、
あ
る
い
は
書
い
て
い
る
人
と
、
そ
う
で
な

い
人
の
差
を
感
じ
た
。
私
も
含
め
、
保
存
図
を
描
い
た
こ
と
が
な
い
受
講
者

の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
個
人
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
同

じ
野
帳
か
ら
キ
ャ
ド
図
面
を
調
製
す
る
試
み
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
凡
そ
で
は

・

▼
・

東大寺大仏殿小屋裏へと続く階段を登る

に
、
人
間
の
目
に
は
「
新
し
さ
」
そ
れ
自
体
が
実
態
よ
り
も
輝
い
て
み
え
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
新
し
い
も
の
を
と
り
い
れ
る
こ
と
は
、
今
予
想
も
つ
か

な
い
新
し
い
欠
陥
を
背
お
い
こ
む
こ
と
で
も
あ
る
。
私
は
予
想
も
で
き
な
い

未
知
の
欠
陥
が
怖
く
て
し
か
た
が
な
い
。
新
技
術
は
文
化
財
を
永
久
保
存
す

る
た
め
に
は
致
命
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。

研
修
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
伊
東
忠
太
二
八
歳
の
時
に
建
築

雑
誌
に
投
稿
し
た
「
国
家
は
古
建
築
物
を
保
存
す
べ
し
」
が
紹
介
さ
れ
た
時

で
あ
る
。
伊
東
は
こ
の
論
文
で
、
古
建
築
が
昔
の
栄
華
の
面
影
も
な
く
荒
廃

し
て
い
く
こ
と
を
嘆
き
、
古
建
築
の
保
存
を
訴
え
た
。
保
存
の
精
神
の
最
初

は
こ
の
よ
う
に
単
純
な
文
化
財
愛
護
の
精
神
だ
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
。

文
化
財
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
ひ
ど
く
複
雑
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
精
神

• 
今
回
の
受
講
生
―
―
名
は
、
当
協
会
を
は
じ
め
と
し
、
（
株
）
文
化
財
保

存
計
画
協
会
、
（
公
財
）
日
光
社
寺
文
化
財
保
存
会
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、

奈
良
県
、
（
公
財
）
明
治
村
と
、
所
属
が
多
岐
に
及
ぶ
受
講
者
が
集
ま
っ
た
。

協
会
内
に
お
い
て
も
、
普
段
は
同
世
代
の
修
理
技
術
者
と
会
っ
て
話
を
す
る

と
い
っ
た
機
会
は
ほ
と
ん
ど
無
い
に
等
し
い
が
、
他
団
体
の
多
く
の
受
講
者

と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
講
義
と
見
学
に
も
匹
敵
す
る
ほ

ど
の
意
義
深
い
経
験
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
、
詳
細
は
省

か
せ
て
い
た
だ
く
。

さ
て
、
ニ
カ
年
度
に
渡
る
こ
の
養
成
教
育
を
終
え
、
普
段
の
業
務
と
の
二

重
生
活
と
言
え
る

一
年
を
振
り
返
る
と
す
る
。

近
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
大
幅
な
内
容
変
更
は
無
い
も
の
の
、
以
前
に

加
歪
兒
学
演
習
の
内
に
自
主
研
修
が
追
加
さ
れ
、
講
義
で
は
修
理
設
計
、
近

代
土
木
構
造
物
と
い
っ
た
内
容
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

自
主
研
修
は
、
全
六

0
0時
間
の
内
一
三
時
間
が
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、

各
地
で
行
わ
れ
る
見
学
の
際
に
半
日
か
ら

一
日
を
か
け
て
、
事
前
に
各
受
講

者
が
各
々
計
画
し
た
内
容
に
沿
っ
て
現
地
見
学
を
行
い
、
そ
れ
を
レ
ポ
ー
ト

に
ま
と
め
提
出
す
る
と
い
う
主
旨
の
も
の
で
、

一
貫
し
て
各
自
が
行
う
も
の

あ
る
が
、
平
面
、
断
面
図
合
わ
せ
て
一

0
時
間
程
度
か
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
手
描
き
の
ペ
ン
シ
ル
に
ま
る
ま
る
一
週
間
程
度
か
か
っ
て
し
ま
っ
た

身
と
し
て
は
な
に
か
呆
気
な
く
、
こ
う
も
違
う
も
の
か
と
驚
い
た
。
こ
れ
ま

で
ま
と
も
に
保
存
医
を
描
い
た
経
験
が
な
く
、
手
描
き
に
不
慣
れ
で
ヘ
タ
ク

ソ
な
こ
と
が

一
番
の
原
因
で
あ
る
と
は
思
う
(
p
42

図
ー
、
図
2

)

。

し
か
し
そ
の
後
、
ペ
ン
シ
ル
代
わ
り
に
全
て
細
線
に
し
た
キ
ャ
ド
図
面
を

ケ
ン
ト
紙
に
印
刷
し
て
、
墨
入
れ
を
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ま
た
印
刷
す
れ

ば
簡
単
に
や
り
直
し
が
で
き
て
し
ま
う
安
心
感
と
、
何
か
「
気
合
が
入
ら
な

い
」
為
か
、
殊
更
失
敗
が
多
く
、
未
だ
完
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
実
測
製
図
に
関
し
て
、
あ
る
受
講
生
が
面
白
い
発
想
を
し
て
い
た
の

で
紹
介
す
る
。
こ
の
先
も
続
く
で
あ
ろ
う
実
測
製
図
の
成
果
品
、
つ
ま
り
養

成
さ
れ
る
べ
く
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
修
理
技
術
者
の
タ
マ
ゴ
た
ち
が
手
書
き

し
た
図
面
を
、
将
来
、
史
料
的
に
並
べ
て
見
た
ら
：
．
。
結
論
は
さ
ま
ざ
ま
あ

る
だ
ろ
う
。

今
回
の
養
成
教
育
を
通
し
て
一
番
感
じ
た
こ
と
は
、
近
年
多
様
化
す
る
文

化
財
修
理
の
様
相
に
合
わ
せ
、
以
前
に
も
増
し
て
修
理
技
術
者
に
求
め
ら
れ

る
役
割
と
必
要
と
さ
れ
る
能
力
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
今
後
、
我
々
養
成
教
育
受
講
生
が
目
指
す
べ
き
修
理
技
術
者
の
有
様

に
つ
い
て
も
再
度
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

暑
さ
寒
さ
に
も
負
け
ぬ
丈
夫
な
か
ら
だ
を
持
ち
、
決
し
て
お
こ
ら
ず
、

北

に
大
変
な
現
場
が
あ
れ
ば
行
っ
て
お
手
伝
い
を
し
て
、
南
に
新
規
の
事
業
が

あ
れ
ば
行
っ
て
修
理
工
事
を
行
い
、
補
助
事
業
の
申
請
を
行
い
、
修
理
方
針

の
検
討
に
余
念
が
な
く
、
多
様
な
伝
統
的
建
築
技
法
に
精
通
し
、
構
造
補
強

を
考
え
、
防
災
等
の
設
備
設
計
も
そ
れ
な
り
に
で
き
、
保
存
活
用
計
画
ま
で

修
理
技
術
者
は
何
に
も
負
け
ず

佐
藤

明
生

を
忘
れ
ず
に
修
理
に
携
わ
っ
て
い
き
た
い
。

（
重
要
文
化
財
諸
戸
家
住
宅
主
屋
ほ
か
五
棟
設
計
監
理
事
務
所
）
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◇編集後 記 ◇

新年あけましておめでとうございます。
年初にあたり、表紙を刷新しました。藤倉賢一氏（大阪監理事務所）の

手による願泉寺表門（北側面図）が今年の顔です。同図は、平成24年度

修理工事報告書顕彰の図面部門において優秀賞を受賞しました。作者いわ

く、もっとも苦労したのは、表門正面を飾る「龍」 （上記）とのことで今

回、その勇姿にも登場してもらいました。
1月の研修ノー トば恒例により、養成教育修了者の感想を掲載しまし

た。研修者の皆様からは、真剣かつ充実した研修であったことが伺えるよ

うな研修の一駒が届きました。
調資研究ノートは、瀾島顧問の 「日本建築の用語を考える」の第 2弾で

す。礼拝空間を伴う仏堂の名称と内容を文献史料から詳細に洗い出し、さ

らに時代的変化にも言及した内容です。ぜひ、ごー読ください。

技術ノー トは、日光社寺文化財保存会の原田氏から、輪王寺本堂におけ

る木材内部の虫害について、機器を用いた調査方法を、ご寄稿いただきま

した。
今年も、日頃の研究の成果、旬な現場レポー トをお待ちしています。

（恵）

『文建協通信』No.114において下記の誤りがありましたので、訂正して、お詫び申し上げます。

誤 正

34頁下段写真キャプション 写真 3 版築施工l―|l （歌いながら 写真 3 ブータン・パロ版第新築

作業する） 2012 現場 2012

” 
写貞 4 ブータン・パロ版築新築 写真 4 1il丈築施工中（歌いながら

現場 2012 作業する） 2012

94頁 下段 14行目 一九〇七ミリメートル 一九o.七ミリメートル

148頁下段 5行目 同版 同矩
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