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平
成
十
八
年
十
一
月
よ
り
紀
三
井
寺
（
護

国
院
）
で
は
、
重
要
文
化
財
で
あ
る
多
宝

塔
、
鐘
楼
、
楼
門
の
三
棟
の
保
存
修
理
工
事

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
修
理
工
事
は
、
塗

装
と
屋
根
修
理
が
主
な
内
容
で
し
た
が
、
平

成
二
十
年
二
月
初
旬
に
は
無
事
に
工
事
が
完

了
し
、
今
は
塗
り
直
さ
れ
た
美
し
い
姿
を
見

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

今
回
の
修
理
に
あ
た
り
塗
装
調
査
を
し
た

結
果
、
三
棟
の
塗
装
が
昭
和
修
理
で
変
更
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
当
誌
37
号
で
報

告
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
続
い
て
本
稿
で
は
、

な
ぜ
塗
装
が
変
更
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由

を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

昭
和
修
理
の
塗
装
変
更
の
理
由

　

塗
装
の
変
更
を
大
観
す
れ
ば
、
三
棟
共
に
、

修
理
前
は
弁
柄
基
調
で
、
胡
粉
を
ほ
と
ん
ど

用
い
ず
、
全
体
に
赤
く
塗
装
す
る
も
の
で
し

た
。
境
内
の
建
物
で
は
、
未
指
定
文
化
財
の

開
山
堂
が
今
も
そ
の
仕
様
で
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
昭
和
修
理
の
さ
い
、
丹
塗
、
胡

粉
塗
で
塗
り
分
け
る
、
つ
ま
り
橙
色
と
白
色

の
現
状
の
配
色
に
変
更
さ
れ
た
の
で
す
。

　

多
宝
塔
の
昭
和
二
六
年
の
修
理
工
事
報
告

書
を
見
る
限
り
、
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
は
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
報
告

書
に
記
載
が
な
い
の
で
、
文
部
省
の
正
式
な

現
状
変
更
手
続
を
経
て
い
な
い
こ
と
は
わ
か

り
ま
す
。
文
化
財
の
保
存
修
理
は
現
状
修
理

が
基
本
と
な
り
ま
す
。
復
原
す
る
な
ど
し
て
、

現
状
を
変
更
す
る
に
は
、
文
化
庁
の
現
状
変

更
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
文
化
財
に
指

定
さ
れ
る
と
改
造
で
き
な
く
な
る
、
と
い
っ

た
話
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
ま
す
。
塗
り
分
け

を
変
え
る
こ
と
は
、
現
状
変
更
の
許
可
が
必

要
で
す
が
、
そ
う
で
な
か
っ
た
の
は
ど
う
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
う
い
っ
た
昭
和
修
理
当
時
の
状
況
を
、

察
す
る
こ
と
の
出
来
る
興
味
深
い
記
述
が
、

多
宝
塔
修
理
工
事
報
告
書
に
は
あ
り
ま
す
。
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紀三井寺
文化財建造物の
保存修理

　　

塗装調査からわかったこと－2

　

「
外
部
は
大
半
を
弁
柄
、
台
輪
、
長
押
、

縁
束
、
扉
框
等
を
黒
塗
と
し
、
胡
粉
塗
の
箇

所
は
一
箇
所
も
な
か
っ
た
。
弁
柄
の
色
が
冴

え
な
い
色
で
あ
る
上
汚
れ
て
黒
ず
み
、
な
お

【第３回】

楼門修理前　白い胡粉塗りの下に元の赤い弁柄が見える
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竣工なった多宝塔

黒
塗
の
箇
所
が
割
合
多
く
て
悪
趣
味
と
云
え

る
よ
う
な
配
色
で
あ
っ
た
。
ま
た
胡
粉
塗
の

部
分
が
な
い
の
が
ひ
き
た
た
な
い
原
因
で
も

あ
っ
た
が
、
こ
の
地
方
の
特
色
と
し
て
一
部

黒
塗
の
部
分
を
除
い
て
全
部
を
丹
塗
と
す
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
当
初
の
塗
は
古
材
の

見
え
隠
れ
部
等
に
点
々
と
残
っ
て
い
た
が
、

弁
柄
塗
で
な
く
丹
塗
で
、
絵
様
の
眉
の
塗
は

黒
塗
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
胡
粉
塗
の

古
材
は
一
本
も
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
内
部

は
四
天
柱
上
部
、
内
陣
内
法
長
押
を
極
彩
色
、

側
内
法
長
押
、
天
井
格
縁
を
黒
（
た
だ
し
面

は
朱
）
、
天
井
板
は
赤
、
内
法
長
押
よ
り
下

を
木
地
の
ま
ま
と
し
て
い
た
。
極
彩
色
の
部

分
は
あ
る
い
は
当
初
の
塗
と
思
わ
れ
た
が
、

他
は
外
部
の
塗
と
同
様
後
補
の
も
の
と
思
わ

れ
俗
悪
な
も
の
で
あ
っ
た
。
」

（
『
重
要
文
化
財
護
国
院
多
宝
塔
修
理
工
事
報

告
書
』
昭
和
二
六
年
）

　

こ
の
報
告
書
の
文
章
は
、
当
時
の
修
理
工

事
を
担
当
し
た
修
理
技
術
者
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
修
理
前
の
塗

装
が
、
全
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
の
が
わ
か

り
ま
す
。
察
す
る
に
、
「
悪
趣
味
」
で
「
ひ

き
た
た
な
い
」
塗
装
で
あ
っ
た
の
で
、
文
化

財
と
し
て
一
般
的
、
か
つ
美
し
い
と
考
え
ら

れ
た
塗
装
、
つ
ま
り
は
丹
塗
基
調
に
裏
板
や

壁
板
を
胡
粉
塗
と
す
る
も
の
に
、
正
式
な
許

可
手
続
き
を
経
ず
に
変
更
さ
れ
た
よ
う
な
の

で
す
。
そ
れ
が
現
場
の
技
術
者
レ
ベ
ル
で
判

断
さ
れ
た
の
か
、
文
部
省
の
技
官
と
も
協
議

の
上
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
と
も
あ
れ
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

当
時
は
建
築
塗
装
の
価
値
と
い
う
も
の
じ
た

い
に
、
ほ
と
ん
ど
重
き
が
置
か
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

昭
和
修
理
前
の
塗
装
は
、
近
代
文
化
財
保

存
修
理
の
手
が
加
わ
る
前
の
塗
装
で
し
た
。

技
術
者
の
目
に
美
し
い
と
思
え
な
か
っ
た
塗

装
は
、
実
は
当
寺
が
長
い
歴
史
の
積
み
重
ね

を
反
映
し
つ
つ
、
そ
の
な
か
で
選
択
し
、
塗

装
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い

も
の
で
し
た
。
報
告
書
文
中
に
あ
る
「
こ
の

地
方
の
特
色
」
と
さ
れ
た
も
の
が
ま
さ
に
そ

れ
で
す
。
三
棟
は
文
化
財
と
し
て
の
保
存
修

理
に
お
い
て
、
修
理
関
係
者
に
よ
っ
て
文
化

財
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
塗
装
に
変

更
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
結
果
と
し
て
建
築

塗
装
の
地
方
性
や
時
代
的
特
徴
を
失
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
境
内
の
未
指
定
文
化
財

の
開
山
堂
に
、
重
要
文
化
財
指
定
三
棟
の
旧

塗
装
仕
様
が
残
さ
れ
て
い
る
事
は
、
近
代
文

化
財
修
理
が
与
え
た
塗
装
の
保
存
へ
の
影
響

力
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

文
化
財
修
理
の
理
念
も
、
時
代
に
よ
っ
て
違

い
が
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
が
良
く

わ
か
る
例
だ
と
思

い
ま
す
。

修
理
の
竣
工

　

前
述
の
よ
う
に

今
年
の
２
月
初
旬

に
三
棟
の
修
理
工

事
は
完
了
し
ま
し

た
。
多
宝
塔
は
屋
根
の
野
地
面
に
白
蟻
が

入
っ
て
い
て
、
予
想
以
上
の
大
修
理
と
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
他
は
お
お
む
ね
予
定
通
り

進
み
ま
し
た
。
三
棟
は
塗
り
直
さ
れ
て
優
美

な
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。
桜
で
有
名
な
紀
三

井
寺
は
、
ま
も
な
く
花
見
の
時
期
を
迎
え
ま

す
。
ま
た
境
内
の
南
側
に
建
立
さ
れ
た
新
仏

殿
に
安
置
さ
れ
る
、
国
内
最
大
の
千
手
十
一

面
観
世
音
菩
薩
像
の
入
仏
落
慶
法
要
も
予
定

さ
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
紀
三
井
寺
は
今

年
も
多
く
の
人
で
賑
わ
い
そ
う
で
す
。
当
誌

の
紀
三
井
寺
修
理
の
連
載
は
、
こ
れ
で
ひ
と

ま
ず
最
終
と
い
た
し
ま
す
が
、
ぜ
ひ
読
者
の

皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
紀
三
井
寺
を
訪
ね
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
御
船
達
雄
）

開山堂の軒見上げ
文化財未指定の開山堂（江戸前期）には、指定３棟が昭和修理で失っ

た軒裏を一面に弁柄で塗る仕様が、今も残されている。
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【
金
剛
三
昧
院
客
殿
及
び
台
所
ほ
か
】

　

和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
文
化
財
建

造
物
課
で
は
、
平
成
二
十
年
一
月
よ
り
新
た

な
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
現
場
は
高
野

山
に
あ
る
金
剛
三
昧
院
で
す
。
こ
の
事
業
で

は
、
重
要
文
化
財
の
客
殿
及
び
台
所
と
、
国

宝
の
多
宝
塔
を
五
年
間
で
修
理
し
ま
す
。

　

客
殿
及
び
台
所
は
桁
行
一
八
・
二
ｍ
、
梁

間
一
七
ｍ
の
客
殿
と
桁
行
二
四
・
二
ｍ
、
梁

間
九
・
九
ｍ
の
台
所
を
、
中
庭
を
介
し
て
繋

ぎ
、
そ
の
正
面
に
玄
関
を
付
加
し
た
、
大
規

模
な
建
物
で
す
。
建
て
ら
れ
た
時
期
は
は
っ

き
り
と
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
建
物

の
様
式
な
ど
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
野
山
で
は
こ
の

よ
う
な
形
式
の
建
物
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す

が
、
金
剛
三
昧
院
の
客
殿
及
び
台
所
は
そ
の

中
で
最
も
古
い
建
物
で
す
。

　

多
宝
塔
は
、
正
方
形
の
一
階
部
分
に
円

形
の
二
階
を
重
ね
、
四
角
い
屋
根
を
乗
せ

た
形
式
の
二
重
の
塔
で
す
。
貞
応
二
年

(

一
二
二
三)

に
鎌
倉
幕
府
三
代
将
軍
源
実

朝
公
を
弔
う
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、

多
宝
塔
と
し
て
は
石
山
寺
多
宝
塔
（
建
久
五

年
・
一
一
九
四
）
に
次
い
で
全
国
で
二
番
目

に
古
く
、
ま
た
和
歌
山
県
内
の
建
築
物
の
中

で
は
最
も
古
い
建
物
で
す
。

　

今
回
の
修
理
で
は
、
客
殿
及
び
台
所
は
屋

根
の
葺
替
え
と
、
傾
い
た
建
物
の
建
て
起

こ
し
を
行
い
、
ま
た
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
襖
絵
や
障
壁
画
の
修
理
も
行
い
ま

す
。
多
宝
塔
は
屋
根
の
葺
替
え
を
行
い
ま
す
。

客
殿
及
び
台
所
と
多
宝
塔
の
屋
根
は
、
共
に

桧ひ
わ
だ
ぶ
き

皮
葺
と
呼
ば
れ
る
桧
の
皮
を
重
ね
て
葺
か

れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
屋
根
は
薄
い
桧
皮
を

何
枚
も
重
ね
て
葺
く
た
め
、
優
美
で
柔
ら
か

い
印
象
の
屋
根
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
る

反
面
、
瓦
屋
根
等
に
比
べ
る
と
耐
用
年
数
が

短
く
、
三
十
年
ほ
ど
の
周
期
で
屋
根
を
葺
き

替
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

客
殿
及
び
台
所
・
多
宝
塔
は
、
共
に
和
歌

山
県
下
の
み
な
ら
ず
、
全
国
的
に
見
て
も
大

変
貴
重
な
文
化
遺
産
で
す
。
今
回
の
修
理
で

は
、
そ
の
価
値
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
ま
た

新
た
な
価
値
を
見
い
だ
し
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
と
い
う
重
要
な
責
務
を
担
っ
て
い
る
と

考
え
る
と
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
ま

す
。
機
会
を
見
て
、
皆
様
に
工
事
の
経
過
を

報
告
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

が
、
皆
様
も
実
際
に
高
野
山
へ
足
を
運
び
、

金
剛
三
昧
院
を
含
め
、
高
野
山
が
蓄
積
し
て

き
た
雄
大
な
歴
史
・
文
化
を
体
感
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。　
　

（
結
城
啓
司
）

新
現場紹介

文化財センターで設計監理を受託

した、新たな２件の文化財建造物

修理現場を紹介します

重要文化財金剛三昧院客殿及び台所（右側の建物）

冬季は雪が降り積もります（今年の２月に上写真と同位置から）

雪
が
積
も
っ
た
多
宝
塔
の
外
観

【
天
満
神
社
本
殿
ほ
か
１
棟
】

 

平
成
二
十
年
二
月
よ
り
、
和
歌
山
市
和
歌

浦
の
天
満
神
社
に
お
い
て
、
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
本
殿
の
桧ひ

わ
だ
ぶ
き

皮
葺
屋
根
の
葺

き
替
え
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
天
満
神
社
本
殿
は
、
慶
長
十
一
年

（
一
六
〇
六
）
に
時
の
藩
主
浅
野
幸
長
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
建
立
棟
札

に
は
「
大
工
塀
内
吉
政
」
の
名
が
記
さ
れ
、

近
世
を
代
表
す
る
木
割
書
「
匠

し
ょ
う
め
い

明
」
を
著
し

た
江
戸
期
大
工
技
術
の
二
大
流
派
の
一
つ
、

平
へ
い
の
う
ち内

家
の
吉
政
・
正
信
親
子
の
実
作
と
し
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修
理
工
事
期
間
が
残
り
二
年
と
な
っ
た
重

要
文
化
財
旧
中
筋
家
住
宅
で
は
、
現
在
は
表

門
の
屋
根
廻
り
、
土
塀
、
御
成
門
の
工
事
を

進
め
て
い
ま
す
。

　

表
門
は
、
二
月
初
め
に
屋
根
が
葺
き
あ

が
り
、
現
在
は
棟
に
漆
喰
を
巻
く
作
業
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
漆
喰
の
白
色
が
映
え
、

十
六
間
ほ
ど
続
く
、
棟
積
み
瓦
の
並
び
が
引

き
締
ま
っ
て
見
え
ま
す
。

　

土
塀
は
、
ま
ず
は
東
半
分
の
施
工
を
進
め

て
お
り
、
屋
根
が
二
月
半
ば
に
葺
き
あ
が
り

ま
し
た
。
現
在
は
左
官
仕
事
を
主
に
行
な
っ

て
い
ま
す
。
土
を
塗
り
付
け
た
後
は
、
そ
の

材
料
が
乾
く
ま
で
の
間
隔
を
置
く
時
間
が
必

要
で
、
手
間
の
か
か
る
作
業
で
す
。

　

御
成
門
も
二
月
初
め
に
瓦
が
葺
き
あ
が

り
、
素
屋
根
を
解
体
し
ま
し
た
。
柱
の
修
理

な
ど
も
終
わ
り
、
作
業
は
終
盤
で
す
。
現
在

は
柵
の
取
り
付
け
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
他
に
主
屋
土
間
の
流
し
台
や
棚
の
造

作
も
平
行
し
て
進
め
て
い
ま
す
。
先
日
、
試

験
的
に
竃
に
火
を
お
こ
し
ま
し
た
。
土
間
全

体
に
薪
が
燃
え
る
匂
い
が
広
が
り
、
煙
出
し

の
小
屋
根
か
ら
煙
が
出
て
く
る
の
を
眺
め
る

と
、
こ
こ
が
か
つ
て
の
生
活
の
中
心
の
場
で

あ
っ
た
姿
を
想
像
で
き
ま
し
た
。

　

現
場
の
工
事
は
着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。

表
門
の
屋
根
廻
り
の
工
事
が
終
わ
れ
ば
、
い

よ
い
よ
表
門
を
囲
ん
で
い
る
素
屋
根
の
解
体

が
始
ま
り
ま
す
。
少
し
ず
つ
大
庄
屋
と
し
て

の
中
筋
家
屋
敷
構
え
を
目
で
確
か
め
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
通
り

か
ら
も
そ
の
様
子
が
伺
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　

（
大
嶋
奈
美
）

全
面
葺
き
替
え
を
お
こ
な
う
ほ
か
、
地
盤
沈

下
で
傾
い
た
重
要
文
化
財
末
社
多
賀
神
社
本

殿
の
不
陸
調
整
工
事
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
多
井
忠
嗣
）

て
知
ら
れ
ま
す
。

　

躍
動
感
あ
ふ
れ
る
彫
刻
が
数
多
く
施
さ

れ
、
桃
山
時
代
の
華
麗
な
建
築
様
式
を
代
表

す
る
本
殿
に
は
、
千
鳥
破
風
が
設
け
ら
れ
た

優
美
な
桧
皮
葺
屋
根
が
載
っ
て
い
ま
す
。
桧

の
皮
を
積
み
重
ね
、
竹
釘
で
押
さ
え
る
桧
皮

葺
屋
根
は
、
お
よ
そ
三
十
年
前
後
で
葺
き
替

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
天
満
神
社
本
殿
も

昭
和
五
一
年
の
修
理
か
ら
三
十
年
以
上
が
経

過
し
、
海
風
が
吹
き
上
げ
る
厳
し
い
環
境
で

も
あ
る
こ
と
か
ら
桧
皮
の
破
損
が
進
み
、
葺

き
替
え
の
必
要
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
修
理
で
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月

ま
で
十
一
ヶ
月
を
か
け
て
、
本
殿
の
屋
根
の

【
旧
中
筋
家
住
宅
現
場
短
信
】

天満神社本殿を正面から見る

天満神社本殿向拝の木鼻彫刻

▼ 表門の屋根葺き


