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─現状変更と耐震補強─

旧名手本陣妹背家住宅の保存修理特集

←
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
補
強

↑大戸 ↑腰高障子

差し鴨居



は
じ
め
に

紀
の
川
市
名
手
市
場
に
所
在
す
る
重
要
文
化
財
旧

名
手
本
陣
妹
背
家
住
宅
（
以
下
、妹
背
家
住
宅
）
で
は
、

平
成
二
九
年
四
月
か
ら
保
存
修
理
事
業
が
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
建
物
や
事
業
の
概
要
は
風
車
八
二
号
（
平

成
三
〇
年
三
月
）
の
特
集
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
興
味
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
当
セ

ン
タ
ー
の
Ｈ
Ｐ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
）。

本
号
の
特
集
で
は
、
前
回
か
ら
進
捗
し
た
工
事
の

内
容
に
つ
い
て
、
特
に
現げ
ん

状じ
ょ
う

変へ
ん

更こ
う

と
耐た
い

震し
ん

補ほ

強き
ょ
う

を
中
心

に
報
告
し
ま
す
。
な
お
、
当
初
は
事
業
期
間
二
四
ヶ
月

の
予
定
で
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
諸
々
の
事
情
が
あ

り
、
九
ヶ
月
延
長
し
て
令
和
元
年
十
二
月
の
完
成
に
向

け
て
現
在
修
理
工
事
を
実
施
中
で
す
。

現
状
変
更
に
つ
い
て

文
化
財
建
造
物
、
特
に
国
の
指
定
文
化
財
（
国
宝

や
重
要
文
化
財
）
で
は
、
修
理
の
際
に
『
現
状
の
ま

ま
』
実
施
す
る
こ
と
（
現
状
修
理
）
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
建
て
ら
れ
て
か
ら
百
年
以
上
経
過
し
た
建
物
が

特
集
旧
名
手
本
陣
妹
背
家
住
宅
の
保
存
修
理  

─
現
状
変
更
と
耐
震
補
強
─

大
半
を
占
め
る
文
化
財
建
造
物
で
は
、
現
在
ま
で
に

何
度
も
修
理
の
手
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
際
に
改
変
な

ど
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
、
明
ら
か
に
改
変
さ
れ
て
い
る
部
分
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
修
理
す
る
こ
と
が

原
則
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
改
変
が
建
物
の

価
値
を
大
き
く
損
ね
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
修
理
に

伴
う
調
査
に
よ
っ
て
改
変
前
の
形
状
や
履
歴
が
判
明

し
、
元
に
戻
す
こ
と
で
建
物
の
価
値
が
向
上
す
る
と

言
え
る
場
合
に
は
、
文
化
庁
と
の
協
議
と
承
認
を
経

て
建
物
の
形
状
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
手
続
き
を
「
現
状
変
更
」、
元
の
姿
に
戻
す
行
為

を
「
復ふ
く

原げ
ん

」
と
呼
び
ま
す
。
ま
た
、
復
原
で
は
一
般

的
に
、
あ
る
特
定
の
時
期
（
建
築
当
初
、
敷
地
内
の

景
観
が
整
っ
た
時
期
、
隆り
ゅ
う

盛せ
い

を
極き
わ

め
た
時
期
な
ど
、

総
体
と
し
て
最
も
価
値
の
あ
る
時
期
）を
設
定
し
て
、

建
物
（
群
）
を
往お
う

事じ

の
形
に
統
一
し
ま
す
。

妹
背
家
住
宅
で
も
、
昭
和
五
九
年
か
ら
平
成
四
年

に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
保
存
修
理
事
業
（
以
下
、
前

回
修
理
）
に
お
い
て
一
旦
全
て
の
部
材
を
分
解
し
て

修
理
す
る
全ぜ
ん

解か
い

体た
い

修し
ゅ
う

理り

が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
現
状

変
更
と
復
原
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
復
原
時
期
は
、
主

屋
の
座
敷
部
が
増
築
さ
れ
て
敷
地
内
の
建
物
全
体
の

景
観
が
整
っ
た
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
頃
に
設

定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
一
部
分
だ
け

復
原
で
き
ず
に
現
状
修
理
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
二
年
頃
、
敷
地
の
南
西
隅
に
貸
家
（
四よ
ん

軒け
ん

長な
が

屋や

）
が
建
設
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
干
渉
す

る
主し
ゅ

屋お
く

南
西
隅
の
下げ

屋や

部
分
が
欠
き
取
ら
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
（
写
真
１
）。
前
回
修
理
時
に
長
屋
の
撤

去
や
縮
小
が
計
画
さ
れ
た
も
の
の
実
現
で
き
ず
、
こ

の
部
分
の
み
復
原
さ
れ
ず
に
前
回
修
理
が
完
了
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
建
物
の
所
有
者
が
紀
の
川
市
（
旧

那
賀
町
）
に
変
わ
り
、
断
続
的
な
整
備
に
よ
り
貸
家

が
撤
去
さ
れ
て
復
原
が
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
今
回
、
柱
の
痕こ
ん

跡せ
き

な
ど
を
再
度
調
査

し
て
、
文
化
庁
と
協
議
の
上
、
現
状
変
更
の
承
認
を

得
て
復
原
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

復
原
部
分
の
形
状
は
概
ね
部
材
の
痕
跡
か
ら
判
明

し
た
の
で
す
が
、
詳
細
が
判
明
し
な
い
部
分
に
つ
い

て
は
、
建
築
年
代
や
地
理
的
に
近
い
建
物
を
類
例
と

し
て
調
査
し
、
参
考
に
し
ま
し
た
。
調
査
の
過
程
で

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
妹
背
家
住
宅
の
よ
う

に
建
物
正
面
の
大
戸
口
に
差さ

し
鴨が
も

居い

を
用
い
る
の
は

全
国
的
に
も
珍
し
く
、
和
歌
山
や
奈
良
の
一
部
な
ど

に
の
み
分
布
す
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

ま
た
、今
回
復
原
し
た
範
囲
は
約
二
坪
と
小
さ
く
、

前
回
修
理
の
際
に
残
さ
れ
た
課
題
を
解
決
し
た
に
過

ぎ
ま
せ
ん
が
、
主
屋
の
正
面
入
り
口
が
整
備
さ
れ
、

幅
約
四
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
差
し
鴨
居
や
幅
約
二
メ

ー
ト
ル
の
大
戸
が
入
る
こ
と
に
よ
り
、
建
物
の
正
面

性
が
整
備
さ
れ
て
印
象
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
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写真１　敷地南側道路（大和街道）を東から見る。
道路の北（右）側に長屋が建ち、右端に下屋が欠き
取られた主屋が見える。（平成９年頃撮影）

図１　主屋平面図
南西（左上）の四角囲み部分が今回復原した範囲。

図２　修理前の主屋南立面図（部分）

写真３　旧前坊家住宅（奈良県・県指定）の大戸

写真５　旧佐々木家住宅（神奈川県・重文）の大戸
差し鴨居は開口部のみに入り、大戸は壁の内側に入る

写真２　増田家住宅（岩出市・重文）の大戸

写真４　近隣の民家の大戸構え

図３　復原した主屋南立面図
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耐
震
補
強
に
つ
い
て

現
在
で
は
建
造
物
の
耐
震
対
策
が
不
要
だ
と
言

う
方
は
お
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
文
化
財
建

造
物
も
例
外
で
は
な
く
、
近
年
特
に
耐
震
対
策
が

重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
単
に
建
物
を

補
強
し
て
倒と
う

壊か
い

を
防
げ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
安
全
性
に
加
え
て
、
意い

匠し
ょ
う

を
損
な
わ
な
い

こ
と
や
、
部
材
を
傷
め
な
い
こ
と
、
可か

逆ぎ
ゃ
く

的て
き

で
あ

る
（
元
に
戻
せ
る
）
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
文
化
財
建
造
物
は
伝
統
木
造
建
築
が
多
く
、

そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
構
造
や
特
徴
を
有
し
て
い
る

た
め
、
一
般
的
な
建
築
物
と
は
異
な
る
診
断
方
法

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
耐
震
診
断
は
「
等と
う

価か

線せ
ん

形け
い

化か

法ほ
う

に
基
づ

く
解か
い

析せ
き

」
と
い
う
手
法
を
用
い
て
、
主
屋
、
米
蔵
、

南
倉
の
三
棟
を
実
施
し
ま
し
た
。
建
物
の
耐
震
要

素
（
土
壁
な
ど
）
や
荷
重
な
ど
を
全
て
拾
い
出
し

て
数
値
化
し
、
大
地
震
の
際
に
建
物
が
ど
の
程
度

変
形
す
る
（
柱
が
傾
く
）
の
か
計
算
し
て
、
倒
壊

や
柱
の
折せ
き

損そ
ん

な
ど
が
起
こ
ら
な
い
か
確
認
し
ま

す
。
ま
た
主
屋
の
柱
や
梁は
り

な
ど
に
は
部
材
強
度
の

判
断
が
難
し
い
マ
ツ
材
が
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
京
都
大
学
に
依
頼
し
て
最
新
の
科
学
的
な

調
査
（
衝し
ょ
う

撃げ
き

弾だ
ん

性せ
い

波は

試し

験け
ん

）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

実
際
の
強
度
を
把
握
し
て
適
切
な
補
強
診
断
と
な

る
よ
う
に
務
め
ま
し
た
。

耐
震
診
断
の
結
果
、
大
地
震
の
際
に
は
各
建

物
の
軒の
き

先さ
き

部
分
が
大
き
く
変
形
し
て
危
険
で
あ
る

こ
と
や
、
主
屋
は
柱
の
多
く
が
折
損
す
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
が
判
明
し
、
耐
震
補
強
が
必
要
と
判

断
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
米
蔵
、
南
倉
に
関

し
て
は
現
在
内
部
を
公
開
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ

り
、
将
来
実
施
さ
れ
る
瓦
屋
根
の
葺
き
替
え
時
に

庇ひ
さ
しの
補
強
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
主
屋
に

つ
い
て
は
常
時
公
開
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
耐

震
診
断
結
果
に
基
づ
き
補
強
案
を
作
成
し
、
耐
震

補
強
工
事
を
実
施
し
ま
し
た
。

耐
震
補
強
材
の
種
類
や
設
置
場
所
の
選
定
で

は
、
上
で
述
べ
た
「
意
匠
を
損
な
わ
な
い
」
こ
と

に
特
に
配
慮
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
座
敷
の

北
面
と
東
面
は
極
め
て
開
放
的
な
空
間
で
、
全
く

壁
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
壁
を
造
る
と
、
建
物

の
も
つ
特
徴
や
魅
力
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
開
放
部
分
に
は
補
強
材
を
設
け

ず
、
周
囲
を
効
果
的
に
補
強
す
る
こ
と
で
耐
震
性

能
を
確
保
し
ま
し
た
。

耐
震
補
強
材
に
は
、
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
、
筋
交
い

バ
ン
ド
、
耐
震
壁
、
建
具
補
強
、
水
平
ブ
レ
ー
ス
、

庇
帯
鉄
、
火
打
ち
金
物
の
七
種
類
を
用
い
ま
し
た
。

設
置
期
間
が
長
期
に
亘わ
た

る
た
め
、
錆
に
よ
る
強
度

低
下
や
周
囲
へ
の
影
響
が
出
な
い
よ
う
、
ま
た
将

来
的
に
取
り
外
せ
る
こ
と
（
可
逆
性
の
確
保
）
な

ど
を
考
慮
し
、
鉄
骨
な
ど
の
金
物
に
は
全
て
ス
テ

ン
レ
ス
を
用
い
て
い
ま
す
。
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
、
筋

交
い
バ
ン
ド
、
耐
震
壁
、
建
具
補
強
は
い
ず
れ
も

壁
面
と
し
て
の
耐
震
要
素
で
す
が
、
必
要
強
度
や

設
置
場
所
な
ど
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
元
々
開
口
部
で
要
求
さ
れ
る
耐
力

が
大
き
く
、
構
造
的
に
設
置
可
能
な
箇
所
に
鉄
骨

フ
レ
ー
ム
を
三
箇
所
設
置
し
ま
し
た
。
設
置
後
に

は
鉄
骨
が
直
接
見
え
な
い
よ
う
、
木
の
板
で
覆
い

ま
し
た
。
筋
交
い
バ
ン
ド
補
強
は
壁
の
耐
力
を
上

げ
る
た
め
、
ブ
レ
ー
ス
付
き
の
鋼こ
う

製せ
い

枠わ
く

組ぐ

み
を
設

置
し
ま
し
た
。
上
記
二
種
類
の
補
強
で
完
結
す
れ

ば
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
ま
だ
耐
力
が
不
足
す
る

箇
所
が
あ
っ
た
た
め
、
元
々
建
具
が
入
っ
て
い
る

箇
所
に
建
具
補
強
と
耐
震
壁
補
強
を
設
置
し
ま
し

た
。
建
具
補
強
は
板
戸
一
枚
を
構
造
用
合
板
に
置

き
換
え
、
耐
震
壁
は
柱
間
全
体
に
構
造
用
合
板
を

設
置
し
ま
し
た
。
両
方
と
も
構
造
用
合
板
の
表
面

に
薄
板
を
張
り
、
一
見
建
具
に
見
え
て
違
和
感
が

出
な
い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。
庇
帯
鉄
は
庇
部

分
、
火
打
ち
金
物
は
玄
関
部
分
の
変
形
を
抑
え
る

た
め
、
小
屋
裏
部
分
に
設
置
し
ま
し
た
。
水
平
ブ

レ
ー
ス
は
座
敷
部
小
屋
裏
の
梁
に
設
置
し
、
庇
帯

鉄
補
強
か
ら
伝
わ
る
力
を
背
面
側
の
筋
交
い
ブ
レ

ー
ス
補
強
に
伝
え
る
た
め
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

復
原
や
耐
震
補
強
に
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
或

い
は
複
数
の
解
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今

回
の
成
果
が
将
来
的
に
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
至
る
過
程
は
胸
を
張
っ
て
説
明
で
き
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
で
き
る
だ
け
否
定

さ
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
・
・
・

（
結
城
啓
司
） 
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写真13　庇帯鉄補強、屋根面を筋交い状に補強した 写真12　水平ブレース取付状況

写真７　開放的な主屋座敷部を北東から見る。 写真６　鉄骨フレーム補強、右はカバー取り付け前

写真９　同右、構造用合板に化粧板を取り付けた状況 写真８　建具補強、右が構造用合板、左は既存建具

写真11　同右、右側は既存建具、左側（奥）は化粧板 写真10　耐震壁組立状況、真ん中は既存建具
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田
屋
遺
跡

第
３
次
・
第
４
次
発
掘
調
査

田
屋
遺
跡
は
、
紀
ノ
川
北
岸
の
和
歌
山
市
田
屋
・

小あ

豆ず

島し
ま

に
広
が
り
、
弥
生
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま

で
断
続
的
に
つ
づ
く
集
落
遺
跡
で
す
。
紀
伊
停
車

場
田
井
ノ
瀬
線
道
路
改
良
事
業
に
先
立
ち
、
当
文

化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
平
成
25
年
度
よ
り
４
次
に
わ

た
り
発
掘
調
査
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
本
号
で
は
、

２
０
１
９
年
１
月
か
ら
２
月
に
行
っ
た
第
３
次
発
掘

調
査
と
、
２
０
１
９
年
５
月
か
ら
６
月
に
行
っ
た
第

４
次
発
掘
調
査
の
成
果
を
紹
介
し
ま
す
。

第
３
次
発
掘
調
査

第
３
次
発
掘
調
査
は
、
第
１
次
・
第
２
次
発
掘
調

査
地
の
北
側
約
７
８
７
㎡
を
対
象
に
行
い
ま
し
た
。

調
査
地
の
北
側
で
は
、
掘
立
柱
建
物
跡
1
棟
の
ほ
か
、

大
規
模
な
溝
（
以
下
、
大
溝
）
を
検
出
し
ま
し
た
。

こ
の
大
溝
は
幅
約
３ｍ
・
残
存
す
る
深
さ
約
1.7
ｍ
を
測

り
、
調
査
区
の
ほ
ぼ
東
か
ら
西
に
延
び
て
い
ま
し
た
。

大
溝
か
ら
は
須
恵
器
坏
・
蓋
・
壺
・
土
師
器
の
甕
や

移
動
式
カ
マ
ド
な
ど
多
く
の
土
器
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
前
述
の
掘
立
柱
建
物
跡
は
こ
の
溝
に
ほ

ぼ
平
行
す
る
東
西
方
向

に
主
軸
を
持
つ
１
間
×
２

間
の
建
物
跡
で
す
。

調
査
地
の
南
側
で
は
、

溝
６
条
・
土
坑
５
基
な

ど
を
検
出
し
ま
し
た
。

溝
は
ほ
ぼ
東
か
ら
西
へ
延

び
る
も
の
と
、
も
と
の
地

形
の
高
低
差
に
沿
っ
て
北

東
か
ら
南
西
に
延
び
る

も
の
が
あ
り
、
重
複
関
係
か
ら
溝
が
繰
り
返
し
掘
削

さ
れ
た
こ
と
や
形
成
順
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
４
次
発
掘
調
査

第
４
次
発
掘
調
査
は
、
第
３
次
発
掘
調
査
地
の
さ

ら
に
北
側
で
約
１
，
０
５
０
㎡
を
対
象
に
行
い
ま
し

た
。
第
４
次
発
掘
調
査
で
は
、
調
査
区
の
南
側
で
幅

約
2.4
ｍ
・
残
存
す
る
深
さ
約
0.6
ｍ
で
、
調
査
区
の
東

か
ら
西
に
延
び
る
溝
を
検
出
し
ま
し
た
。
溝
か
ら
は

遺
物
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
い
こ
と
か
ら
、
明
確
な

時
期
の
判
断
は
難
し
い
で
す
が
、
頻
繁
に
浚し
ゅ
ん

渫せ
つ

（
堆

積
し
た
土
砂
や
汚
泥
を
取
り
除
き
川
底
の
深
さ
を
保

つ
こ
と
）
を
行
っ
た
重
要
な
水
路
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

調
査
で
は
、こ

の
溝
よ
り
北
に

遺
構
が
集
中

し
て
い
る
こ
と

も
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。前

述
し
た
溝
の
ほ

か
に
東
か
ら
西
へ
延
び
る
溝
が
複
数
見
つ
か
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
溝
か
ら
出
土
し
た
遺
物
に
は
弥
生

土
器
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
８
世
紀
ご

ろ
の
須
恵
器
・
土
師
器
・
製
塩
土
器
な
ど
を
伴
う
土

坑
も
検
出
し
ま
し
た
。

第
３
次
・
第
４
次
発
掘
調
査
で
は
、
奈
良
時
代

の
も
の
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
遺
構
・
遺
物
を
確

認
し
ま
し
た
。
今
回
の
調
査
成
果
は
、
従
来
古
代

の
遺
構
・
遺
物
が
少
な
か
っ
た
田
屋
遺
跡
北
東
部
の

様
子
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
言
え

ま
す
。
こ
れ
ら
の
調
査
成
果
か
ら
田
屋
遺
跡
を
考

え
る
た
め
に
、
出
土
遺
物
は
も
ち
ろ
ん
、
過
去
の
調

査
成
果
や
地
形
の
移
り
変
わ
り
な
ど
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

（
森
田
真
由
香
）

複数の土器を伴う土坑（東から）

田屋遺跡第3次調査全景（右が北）
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埋
蔵
文
化
財
課
　
　
　
　
新
任
の
ご
挨
拶

瓦
の
は
な
し 

②  

鳥
衾
―
ち
ょ
っ
と
休
み
づ
ら
い
で
す
―

初
め
ま
し
て
、
本
年
四
月
に
公
益
財
団
法
人
和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に

採
用
に
な
り
ま
し
た
濵は

ま

﨑さ
き

範の
り

子こ

と
申
し
ま
す
。

着
任
か
ら
早
い
も
の
で
半
年
以
上
が
過
ぎ
、
よ
う
や
く
多
様
な
業
務
に
も
慣

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
現
在
は
日
高
郡
日
高
町
に
所
在
す
る
天て

ん

路じ

山や
ま

城じ
ょ
う

跡

の
発
掘
調
査
及
び
整
理
作
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
こ
の
天
路
山
城
跡
は
、
室

町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
、
現
在
の
日
高
郡
を
中
心
に
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
湯

河
氏
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
た
と
さ
れ
る
中
世
の
山
城
で
す
。

私
は
も
と
も
と
和
歌
山
県
で
生
ま
れ
、
進
学
す
る
ま
で
地
元
で
育
ち
ま
し
た

の
で
、
県
内
の
遺
跡
や
史
跡
に
も
そ
れ
な
り
に
関
心
や
知
識
を
持
っ
て
い
る
と

自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ざ
業
務
を
担
当
す
る
と
そ
れ
ま
で

の
自
分
の
知
識
が
い
か
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
自
分
の
知
っ

て
い
る
こ
と
が
い
か
に
狭
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
痛
感
す
る
日
々
で

す
。
今
後
は
、
一
歩
一
歩
、
郷
土
の
歴
史
に
つ
い
て
学
び
、
調
査
担
当
者
と
し

て
の
知
識
・
経
験

を
積
み
重
ね
る
こ

と
で
、
県
内
の
埋

蔵
文
化
財
に
つ
い

て
皆
様
に
興
味
を

も
っ
て
頂
け
る
よ

う
な
情
報
発
信
が

で
き
る
職
員
に
な

り
た
い
と
思
い
ま

す
。（

濵
﨑
範
子
）

前
回
は
鬼
瓦
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
が
、
鬼

瓦
の
頭
の
上
に
は
「
鳥と
り

衾ぶ
す
ま」
と
い
う
「
ち
ょ
ん

ま
げ
」
の
よ
う
な
瓦
が
乗
っ
て
い
ま
す
。
鳥
衾

は
元
々
、
鬼
瓦
を
固
定
す
る
為
の
も
の
で
し
た

が
、
時
代
と
と
も
に
長
く
な
っ
た
り
、
ぐ
る
ぐ

る
巻
い
て
み
た
り･･･

と
、
様
々
な
進
化
を
遂

げ
ま
し
た
。
別
名
「
鳥と
り

休や
す

み
」
と
呼
ば
れ
る
事

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
鳥
が
休
ん
で
い
る
姿
が

よ
く
見
ら
れ
ま
す
（
写
真
１
）。

そ
ん
な
微
笑
ま
し
い
光
景
が
楽
し
め
る
鳥
衾

で
す
が
、
粉
河
寺
童
男
堂
（
紀
の
川
市
）
の
鳥

衾
は
ち
ょ
っ
と
様
子
が
違
い
ま
す（
写
真
２･

３
）。

龍
の
鳥
衾
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
逃
げ
腰
の
獅
子
の

留と
め

蓋ぶ
た

。
こ
の
両
者
の
間
に
割
り
込
ん
で
「
ち
ょ

っ
と
一
休
み
」
と
思
う
勇
気
の
あ
る
鳥
は
い
る

の
で
し
ょ
う
か
？

屋
根
の
葺
替
え
を
行
っ
て
も
、
古
い
瓦
を
修

理
し
な
が
ら
大
切
に
使
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら

こ
そ
出
会
え
た
こ
の
コ
ン
ビ
。
右
の
龍
と
獅
子

が
「
阿
」、
左
は
「
吽
」
の
阿あ

吽う
ん

セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
粉
河
寺
に
は
、
大
門
か
ら
順
番

に
見
始
め
る
と
な
か
な
か
本
堂
に
た
ど
り
着

け
な
い
ほ
ど
、
面
白
い
瓦
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
お
参
り
の
際
は
是
非
、
瓦
に
も
注
目

し
て
み
て
下
さ
い
。 

（
松
井
美
香
）

写真１写真２写真３
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