
保
存
修
理
の
歴
史 保存修理の歴史

国宝大
だ い ほ う お ん じ

報恩寺本堂の部材の運搬（昭和修理時）

国宝東福寺三門の上層を解体している様子（昭和 47 年当時）

　

日
本
の
建
物
の
多
く
は
、
古
く
か
ら
木
や
土

な
ど
の
素
材
で
構
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う

し
た
建
物
は
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
劣
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
長
い
年
月
を
経
て
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ

て
い
る
文
化
財
建
造
物
の
多
く
は
、
定
期
的
に

修
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
建
物
の
材
料
や
置
か
れ
て
い
る
状

況
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
屋
根
の
葺

替
な
ど
の
維
持
修
理
は
数
十
年
ご
と
に
、
解
体
・

半
解
体
修
理
な
ど
の
根
本
修
理
は
数
百
年
ご
と

に
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

　

日
本
の
建
物
の
修
理
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行

わ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
す
。

江
戸
時
代
以
前

　　

古
代
、
都
の
建
設
や

古
代
、
都
の
建
設
や
官官か

ん
じ

か
ん
じ寺寺
の
造
営
に
は
そ
の

の
造
営
に
は
そ
の

都
度
、
臨
時
の

都
度
、
臨
時
の
造造ぞ
う
え
い

ぞ
う
え
い営営

組
織
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ

組
織
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ

ら
に
関
わ
る
建
物
な
ど
の
建
設
や
修
理
は
、
官

ら
に
関
わ
る
建
物
な
ど
の
建
設
や
修
理
は
、
官

のの
営営え
い
ぜ
ん

え
い
ぜ
ん繕繕

組
織
が
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

組
織
が
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

有
力
有
力
氏氏し

ぞ
く

し
ぞ
く族族
がが
氏氏う
じ
で
ら

う
じ
で
ら寺寺

を
造
営
す
る
際
な
ど
に
も
、

を
造
営
す
る
際
な
ど
に
も
、

官
の
営
繕
組
織
に
属
す
る
技
術
者
た
ち
が
担
当

官
の
営
繕
組
織
に
属
す
る
技
術
者
た
ち
が
担
当

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

中
世
で
は
、
幕
府
・
貴
族
の
管
理
す
る
大
規

　

中
世
で
は
、
幕
府
・
貴
族
の
管
理
す
る
大
規

模
な
社
寺
に
、
専
属
の

模
な
社
寺
に
、
専
属
の
工工こ

う
し
ょ
う

こ
う
し
ょ
う匠匠

た
ち
が
い
て
、
建

た
ち
が
い
て
、
建

設
工
事
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。

設
工
事
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
社
寺
の
造
営
や
修
理
に

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
社
寺
の
造
営
や
修
理
に

は
幕
府
へ
の
届
出
が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
以
前

は
幕
府
へ
の
届
出
が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
以
前

に
あ
っ
た
建
物
の
規
模
を
超
え
な
い
と
い
う
方

に
あ
っ
た
建
物
の
規
模
を
超
え
な
い
と
い
う
方

針
の
も
と
に
工
事
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

針
の
も
と
に
工
事
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
時
代
以
降

　

文
化
財
保
護
を
目
的
と
し
た
近
代
最
初
の

し
た
近
代
最
初
の

法
律
と
し
て
、
明
治
30
年
（
１
８
９
７
）
に

（
１
８
９
７
）
に

「
古こ
し
ゃ
じ

社
寺
保ほ
ぞ
ん存
法ほ
う

」
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
法
律
に
よ
り
、
文
化
財
保
護
行
政
は
国
の
機

関
で
あ
る
内な

い
む
し
ょ
う

務
省
社し

ゃ
じ
き
ょ
く

寺
局
が
担
当
し
、
明
治
30

年
12
月
28
日
に
「
特
別
保
護
建
造
物
」（
現
在

の
重
要
文
化
財
に
相
当
す
る
も
の
）
の
指
定
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
１
回
指
定
の
特
別
保
護
建
造
物
は
、
北き

た
の野

神
社
（
現
在
の
北き

た
の
て
ん
ま
ん
ぐ
う

野
天
満
宮
）
本
殿
な
ど
、
京

都
府
23
件
、
大
阪
府
１
件
、
奈
良
県
18
件
、
滋

賀
県
２
件
の
合
計
44
件
で
し
た
。「
古
社
寺
保

存
法
」
が
公
布
さ
れ
る
少
し
前
か
ら
、
古
社
寺

を
維
持
す
る
た
め
の
保
存
金
の
交
付
が
始
め
ら

れ
ま
し
た
が
、
同
法
制
定
後
、
保
存
金
に
よ
る

修
理
は
、
す
べ
て
府
県
に
執
行
を
委
託
す
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
保
護
対
象

と
な
る
建
造
物
が
多
く
所
在
す
る
京
都
府
と
奈

良
県
に
は
地
方
技
師
が
配
置
さ
れ
、
こ
れ
を
契

機
に
京
都
府
内
の
国
指
定
文
化
財
建
造
物
の
保

存
修
理
事
業
は
、
京
都
府
が
担
当
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　
「
古
社
寺
保
存
法
」
に
基
づ
き
最
初
に
行
わ
れ

た
修
理
は
、
大だ

い
と
く
じ
か
ら
も
ん

徳
寺
唐
門
の
解
体
修
理
で
す
。

続
い
て
清
水
寺
本
堂
、
三さ

ん
ぜ
ん
い
ん

千
院
の
往お

う
じ
ょ
う
ご
く
ら
く
い
ん

生
極
楽
院

阿あ

み

だ

ど

う

弥
陀
堂
で
保
存
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

文
化
財
保
護
法
制
定
以
降

　

現
在
は
、
昭
和
25
年
（
１
９
５
０
）
に
制
定
さ

れ
た
「
文
化
財
保
護
法
」
に
基
づ
い
て
文
化
財
保

護
行
政
が
行
わ
れ
、
京
都
府
内
で
国
庫
補
助
を
受

け
て
行
わ
れ
る
国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
の
保

存
修
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
所
有
者
か
ら

の
委
託
を
受
け
て
京
都
府
教
育
委
員
会
が
実
施
す

る
の
が
基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
設
計
監
理
を
文
化
財
保
護
課
の
技

術
職
員
が
担
当
し
て
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

特
に
根
本
修
理
を
行
う
修
理
現
場
で
は
、
職
員
が

常
駐
し
、
詳
細
な
調
査
や
修
理
方
針
の
検
討
、
記

録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
化
財

保
護
課
に
は
伝
統
的
な
木
工
・
建
具
技
能
を
持
つ

伝
統
技
術
職
員
も
在
籍
し
て
い
て
、
根
本
修
理
を

行
う
修
理
現
場
に
お
い
て
、
木
工
事
や
建
具
工
事

を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
体
制
は
、
明
治
30
年
以
来
、
１
世

紀
を
超
え
て
続
く
も
の
で
、
文
化
財
建
造
物
を
後

世
に
守
り
伝
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国宝光
こうみょうじ

明寺二
に お う も ん

王門の部材の組立（昭和修理時）

　中世の建設工事の様子。鑿
のみ

・槍
やりがんな

鉋・手
ちょうな

斧などを手に、工匠たちが活発に働いている。右側で長い棒を持っている人物は棟
とうりょう

梁で、手にし
ているのは間

けん

竿
ざお

と呼ばれる定規にあたるもの。左側には、子どもが手伝いをする様子も描かれている。

　「春
か す が ご ん げ ん

日権現験
げ ん き え

記繪」巻 1（国立国会図書館デジタルコレクションより転載）

　国宝清水寺本堂の修理に使用する木材を運搬する様子（明治時代）　国宝清水寺本堂の修理に使用する木材を運搬する様子（明治時代）
55 4455 44


