
　

国
宝
興
福
寺
五
重
塔
は
、高
さ
約
51
m
と
奈
良
県
一
高
い
建
造
物
で

す
。奈
良
時
代
に
創
建
さ
れ
て
以
来
、焼
失
と
再
建
を
繰
り
返
し
、現
在

の
塔
は
室
町
時
代
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。約
1
2
0
年
ぶ
り
と
な
る
今

回
の
修
理
は
、木
部
や
壁
な
ど
傷
ん
だ
部
材
を
修
理
し
屋
根
瓦
の
葺
替

を
行
う
予
定
で
、令
和
13
年
3
月
ま
で
の
長
期
事
業
と
な
り
ま
す
。

　

奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所
は
、文

化
財
所
有
者
か
ら
の
委
託
を
受
け
、国

宝
、重
要
文
化
財
な
ど
の
文
化
財
建
造

物
の
調
査
や
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
修
理
の
設
計
を
行
う
18
人

の
建
築
技
師
、木
工
事
を
担
当
す
る
12

人
の
大
工
が
正
職
員
と
し
て
働
い
て
い

ま
す
。文
化
財
の
修
理
工
事
専
門
の
建

築
技
師
な
ど
を
採
用
し
て
い
る
都
道

府
県
は
少
な
く
、奈
良
県
の
ほ
か
は
京

都
府
、滋
賀
県
と
、文
化
財
建
造
物
が

集
中
し
て
い
る
地
域
の
み
で
す
。

　

現
在
、５
つ
の
出
張
所
と
な
ら
歴
史

芸
術
文
化
村
に
お
い
て
、職
員
が
常
駐

し
て
保
存
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

工
事
中
は
建
造
物
を
ご
覧
い
た
だ
け

ま
せ
ん
が
、貴
重
な
文
化
財
を
未
来
に

つ
な
ぐ
た
め
の
修
理
で
す
の
で
、ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

破
損
状
態
を
調
査
し
修
理

仕
様
を
決
定
し
ま
す

文
化
財
を
未
来
に
つ
な
ぐ

 
〜
文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
〜

国
宝

興
福
寺
五
重
塔 

保
存
修
理
事
業

特集

奈良

全国�位

京都
��％滋賀

��％

その他
��％

��％

修
理
事
業
の
流
れ︵
解
体
修
理
の
場
合
︶

県の文化財保存
について
詳しくはこちら

調
査
・
記
録
・

仕
様
決
定

修
理
用
の
覆
屋︵
素
屋
根
︶

を
建
設
し
ま
す

仮
設
工
事

基
壇
や
礎
石
な
ど
の
基
礎

を
直
し
ま
す

基
礎
工
事

屋
根
か
ら
順
番
に

解
体
し
ま
す

解
体

傷
ん
だ
部
材
を
補
修
し
ま
す

修
繕
・

新
材
加
工

修
繕
し
た
部
材
を
元
通
り

に
組
み
立
て
ま
す

木
部
組
立

瓦
・
檜
皮
な
ど
で
屋
根
を

葺
き
ま
す

屋
根
工
事

土
壁
な
ど
の
壁
を
塗
り
ま
す

左
官
工
事

建
物
に
塗
装
し
た
り
︑絵
を

修
復
し
ま
す

塗
装
工
事

建
具
の
修
理
や
︑畳
を
張
り

替
え
ま
す

建
具
工
事
等

覆
屋
を
解
体
し
︑全
て
の

工
事
が
完
了
し
ま
す

竣
工

国宝建造物件数
（令和５年５月現在）

ふ
き 

か
え

お
お
い
や

き  

だ
んひ

わ
だ

奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所

出典：国宝・重要文化財都道府県別
指定件数一覧（文化庁）
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修理前全景（二王門斜め前から）

記
録
を
実
施
し
て
い
ま
す
。解
体
時
に
は
、歴
史
考
察
の
重
要
な
資
料

と
な
る
墨
書
や
遺
物
な
ど
が
見
つ
か
る
こ
と
が
多
い
た
め
、見
落
と
し

が
な
い
よ
う
慎
重
に
作
業
を
し
て
い
ま
す
。他
に
も
部
材
の
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
調
べ
、二
王
門
建
立
当
初
の
設
計
意
図
を
解
明
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

❖ 

今
後
の
課
題

　

二
王
門
は
室
町
時
代
中
期
の
康
正
2（
1
4
5
6
）年
の
建
立
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、二
重
の
屋
根
の
上
下
で
一
部
意
匠
に
違
い
が
あ
る
こ

と
や
、門
の
中
に
立
つ
仁
王
像
か
ら
は
室
町
時
代
前
期
の
延
元
3-

4

（
1
3
3
8-

3
9
）年
に
造
立
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
墨
書
が
発
見
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、初
重（
下
重
）は
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
に
皇
居
を

置
い
た
頃
に
は
、既
に
建
立
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。こ
の
究

明
は
、今
回
の
修
理
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
す
。

❖ 

金
峯
山
寺
二
王
門
と
は

　

国
宝
金
峯
山
寺
二
王
門
は
上
下
二
重
に
屋
根
の
あ
る
門

で
、吉
野
郡
最
古
の
建
造
物
で
す
。国
宝
で
あ
る
と
と
も

に
、世
界
遺
産「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」の
構
成
資

産
で
も
あ
り
、そ
の
玄
関
口
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
大
変
貴

重
な
文
化
財
で
す
。

❖ 

修
理
に
至
る
ま
で

　

戦
中
か
ら
昭
和
25（
1
9
5
0
）年
に
か
け
て
行
わ
れ
た

解
体
修
理
か
ら
約
70
年
経
過
し
、特
に
東
側
で
基
礎
が
大
き

く
沈
み
、水
平
で
あ
る
は
ず
の
部
材
が
変
形
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、部
材
の
看
過
で
き
な
い
虫
食
い
や
腐
り
を
は
じ
め
、さ

ま
ざ
ま
な
損
傷
が
見
ら
れ
た
た
め
、基
礎
と
建
物
全
体
を

修
理
す
べ
く
、解
体
修
理
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

❖ 

保
存
修
理
の
現
状

　

現
在
は
門
の
解
体
を
進
め
な
が
ら
、そ
の
都
度
調
査
・

　
金
峯
山
寺
は

飛
鳥
時
代
に
修

験
道
の
開
祖
で

あ
る
︑役
行
者

に
よ
っ
て
開
か

れ
ま
し
た
︒開

創
以
来
︑こ
の

地
の
人
々
の
信
仰
の
証
と
し
て
多
く
の
想
い
を
受

け
︑修
験
道
の
道
場
と
し
て
栄
え
ま
し
た
︒そ
こ
に

い
る
だ
け
で
大
自
然
の
優
し
さ
と
厳
し
さ
に
直
面

で
き
︑自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
︑

そ
ん
な
魅
力
が
金
峯
山
寺
に
は
あ
り
ま
す
︒

　
金
峯
山
寺
は
立
地
条
件
が
特
殊
で
道
も
狭
い
た

め
︑今
回
の
修
理
工
事
に
当
た
り
懸
念
事
項
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒し
か
し
︑二
王
門
に
は
先

人
た
ち
が
創
り
上
げ
て
き
た
信
仰
の
道
場
を
守
る

と
い
う
重
要
な
役
割
が
あ
り
ま
す
︒信
仰
を
重
ね
て

き
た
人
々
︑修
理
を
行
っ
て
き
た
人
々
︑ま
た
住
ん
で

い
る
人
々
の
想
い
を
未
来
に
伝
え
て
い
く
た
め
の
大

事
な
作
業
で
す
︒た
だ
建
造
物
を
修
理
し
て
残
す
以

上
に
︑そ
う
い
っ
た
人
々
の﹁
想
い
﹂を
伝
え
て
い
く

こ
と
が
文
化
財
保
存
の
大
き

な
意
義
だ
と
思
い
ま
す
︒

　
現
在
︑仁
王
像
は
奈
良
国
立

博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
︑ぜ
ひ
そ
の
迫
力
を
感

じ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒そ
し
て
︑

二
王
門
の
修
理
が
完
成
し
た
ら

こ
ち
ら
へ
お
帰
り
に
な
り
ま

す
の
で
︑本
来
の
お
姿
も
見
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

国
宝

金
峯
山
寺
二
王
門 

保
存
修
理
事
業

文化財を未来につなぐ特集

初重屋根の解体状況（令和5年4月末時点）

総本山金峯山寺　管領
五條 良知さん

「桔木」という屋根の軒先を支える部材を
解体している様子

はねぎ
屋根を支える「小屋束」という部材を
解体している様子

こ  やづか

文
化
財
保
存
で

　 

人
々
の「
想
い
」を
つ
な
ぐえ

ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ国宝 金峯山寺本堂（蔵王堂）

き
ん
　
　
　
ぷ
　
　
　
せ
ん
　
　
　
じ
　
　
　 

に
　
　
　
お
う
　
　 

も
ん

3 県民だより奈良 2023年7月号



礼堂の耐震補強が必要な箇所に面格子
の構造壁をはめ込みました。

大
書
院
と
玄
関
も
織
田
家
の
名
に
ふ
さ
わ
し

い
規
模
と
格
式
を
備
え
て
い
ま
す
。全
国
的

に
み
て
も
貴
重
な
大
名
御
殿
と
い
え
ま
す
。

　

修
理
前
は
柱
が
立
つ
礎
石
が
最
大
８㎝
沈

み
、床
が
傾
い
て
い
た
た
め
、コ
ン
ク
リ
ー
ト

基
礎
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。そ

の
た
め
、建
物
を
骨
組
み
の
状
態
に
し
、軽
く

し
て
か
ら
１ｍ
持
ち
上
げ
ま
し
た（
揚
前
工

事
）。今
年
度
は
基
礎
の
上
に
礎
石
を
置
い
て
、

建
物
を
下
ろ
す
予
定
で
す
。構
造
補
強
も
実

施
し
、令
和
８
年
３
月
の
竣
工
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

重
要
文
化
財
旧
織
田
屋
形
大
書
院
及

び
玄
関
は
、天
理
市
柳
本
町
に
あ
っ
た
柳
本

藩
の
表
向
御
殿
の
遺
構
で
す
。江
戸
時
代

後
期
に
一
度
焼
失
し
、現
在
の
建
物
は
天

保
15（
1
8
4
4
）年
に
再
建
さ
れ
た
時
の

も
の
で
す
。明
治
10（
1
8
7
7
）年
以
降

は
柳
本
小
学
校
の
校
舎
と
し
て
利
用
さ
れ

ま
し
た
が
、現
在
は
橿
原
神
宮
へ
移
築
さ

れ
、「
橿
原
神
宮
文
華
殿
」と
し
て
文
化
的

行
事
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

柳
本
藩
織
田
家
は
、信
長
の
弟
で
茶
人

と
し
て
有
名
な
織
田
有
楽
斎
の
系
統
で
、

で
き
る
限
り
元
の
瓦
を
再
利
用
し
て
い
ま

す
。屋
根
の
頂
に
は
室
町
時
代
の
立
派
な

鬼
瓦
を
再
び
据
え
付
け
直
し
ま
し
た
。ま

た
、耐
震
補
強
と
し
て
設
置
し
た
構
造
壁

は
、建
物
に
直
接
釘
な
ど
で
留
め
ず
、は
め

込
む
形
で
取
り
付
け
る
こ
と
で
、文
化
財

で
あ
る
建
物
を
傷
め
な
い
工
夫
を
し
て
い

ま
す
。今
年
は
、漆
喰
壁
お
よ
び
内
部
赤

色
塗
装
の
塗
替
を
行
っ
た
後
、修
理
の
た

め
の
仮
設
覆
屋
を
解
体
し
礼
堂
の
修
理

を
完
了
す
る
予
定
で
す
。

　

法
隆
寺
で
は
東
院
礼
堂
お
よ
び
東
院
廻

廊
の
保
存
修
理
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。礼

堂
は
夢
殿
を
中
心
と
し
た
東
院
伽
藍
の
礼

拝
を
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
り
、現
在
の
建

物
は
鎌
倉
時
代
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。

礼
堂
・
廻
廊
共
に
、前
回
修
理
か
ら
80
年
以

上
経
過
し
、屋
根
に
雨
漏
り
な
ど
が
生
じ
、

耐
震
対
策
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、令
和
元

年
に
修
理
を
開
始
し
ま
し
た
。昨
年
ま
で
に

礼
堂
の
屋
根
な
ど
の
木
部
の
腐
朽
箇
所
の

補
修
、本
瓦
屋
根
の
葺
替
な
ど
が
完
了
し
ま

し
た
。屋
根
瓦
は
一
枚
一
枚
調
査
を
行
い
、

か
い

が  

ら
ん

ろ
う

重
要
文
化
財

旧
織
田
屋
形
大
書
院
及
び
玄
関

保
存
修
理
事
業

き
ゅ
う　

 

お　
　

だ　
　

や　

  

か
た　

 

お
お　

  

じ
ょ　

 

い
ん

げ
ん　

 

か
ん

重
要
文
化
財

法
隆
寺
東
院
礼
堂
ほ
か
２
棟

保
存
修
理
事
業

大書院上段の間  全景

法隆寺東院礼堂  修理前  内部全景

手前が玄関、奥が大書院

屋根も傷んでいたため、葺替を行います。
揚前工事のためにも、骨組みの状態にし、
軽くしました。

瓦を一枚一枚調査し、できる限り元の瓦
を再利用しています。

礼堂の鬼瓦は室町時代中期に作られた
ものです。

揚前工事（ジャッキで1m持ち上げた状態）

か
し 

は
ら 

じ
ん 

ぐ
う
ぶ
ん  

か　

で
んう  

ら
く 

さ
い

と
う　

 

い
ん　

 

ら
い　

  

ど
う

文化財を未来につなぐ特集
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ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

石
垣
が
緩
ん
で
建
物
が
傾
斜
し
て

い
る
た
め
、建
物
全
体
を
解
体
し
補

強
す
る
予
定
で
す
。現
在
は
、破
損
状

態
を
調
査
し
て
い
る
段
階
で
、併
せ

て
襖
の
劣
化
防
止

な
ど
の
作
業
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

重
要
文
化
財
玉
置
神
社
社
務
所
及
び
台
所

は
、十
津
川
村
の
南
部
、玉
置
山
の
山
頂
付
近
に

あ
り
ま
す
。書
院
は
19
室
か
ら
な
る
大
規
模
な

も
の
で
、狩
野
派
の
絵
師
橘
保
春
に
よ
る
華
や

か
な
襖
絵
が
有
名
で
す
。地
下
に
は
修
験
者
の

た
め
の
参
籠
所
が
あ
り
ま
す
。棟
札
か
ら
江
戸

時
代
の
文
化
元（
1
8
0
4
）年
の
建
立
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、調
査
の
結
果
、台
所
部
分

の
建
立
年
代
が
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明

さ
ん
ろ
う
し
ょ

た
ち
ば
な
や
す 

は
る

む
な
ふ
だ

村
」の
建
造
物
修
復
工
房
に
順
次
運

び
、部
材
の
調
査
や
補
修
な
ど
の
過

程
を
公
開
し
て
い
ま
す
。5
月
に
は

上
皇
・
上
皇
后
両
陛
下
も
御
覧
に
な

り
ま
し
た
。

　

県
指
定
文
化
財
多
坐
弥
志
理
都
比
古
神
社
本
殿

は
、春
日
大
社
本
殿
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
大
型
の
春

日
造
の
本
殿
四
棟
で
、東
方
の
二
棟
は
江
戸
時
代
の

享
保
20（
1
7
3
5
）年
、西
方
の
二
棟
は
同
時
期
の

18
世
紀
の
建
立
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

台
風
な
ど
が
原
因
で
建
物
は
傾
斜
し
、部
材
は

雨
水
に
よ
る
腐
朽
や
虫
害
に
よ
る
破
損
が
み
ら
れ

た
た
め
、建
物
全
体
を
解
体
す
る
修
理
を
令
和

３
年
か
ら
開
始
し
ま
し
た
。現
在
は
、軒
の
解
体
作

業
中
で
、解
体
し
た
部
材
を「
な
ら
歴
史
芸
術
文
化

4県文化財保存課・文化財保存事務所　☎0742‐27‐9865　60742‐27‐5386

重
要
文
化
財

玉
置
神
社
社
務
所
及
び
台
所

保
存
修
理
事
業

多
坐
弥
志
理
都
比
古
神
社
本
殿

保
存
修
理
事
業

県
指
定
文
化
財

１階の書院内部

１階は19室からなる書院、地下には参籠所があり、修験者がこもって修行していました。

修理前の状況（建物の傾斜を止めるため、斜めの部材が追加されています。）

解体した部材は「なら歴史芸術文化村」で修理します。「なら歴史芸術文化村」の建造物修復工房の状況

▲解体する前に、各部材
の寸法や納まりを確認して
いきます。

た
ま　

  

き　
　

じ
ん　

 

じ
ゃ　

 

し
ゃ　
　

む　
　

し
ょ

板戸の痕跡を調査し、建立当
初の鮮やかな彩色の復元図を
作成しました。▶

お
お　
い
ま
す　

み

し

り

つ

ひ

こ　
　

じ
ん　

 

じ
ゃ

文化財を未来につなぐ特集

5 県民だより奈良 2023年7月号


