


出
雲
大
社
と
は
何
か

千ちゃ
木ぎは
のら
片ぐ
そる
ぎ光

や
7'tコ
二E
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ち
dユ
ら
ん

雲
に
分
け
入
る

寂
蓮
法
師
は

諸
国
遍
歴
の
旅
に
出
た

出
雲
の
地
を
訪
れ
大
社
に
詣
で
た
折
に
、
感

出
雲
大
社
の
印

建
久
元
年
（
一
一
九
O

の
春
、

銘
の
あ
ま
り
こ
う
詠
じ
た
。
寂
蓮
は
ま
た

象
を

「
予
』
の
世
の
事
と
も
覚
え
ぎ
り
け
る
」と記
し
て
い
る

。

八
雲
立
つ
出
雲
の
地
に
あ
っ
て

天
空
高
く
雲
の
中
に
ま
で

千
木
を
伸
ば
し
た
大
社
の
威
容
に
寂
蓮
は
何
ご
と
か
崇
高

な
も
の

神
秘
的
な
も
の
を
感
じ
た
の

Jで
あ
ろ
う
。
ぞ
れ
は

神
代
の
象
徴
と
し
て
の
出
雲
大
社
が
俗
世
を
捨
て
旅
を
往

く
ひ
と
り
の
僧
の
胸
の
う
ち
に

人
の
世
の
無
常
を
忘
れ
き

せ
る
至
福
の
ひ
と
時
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

出
雲
大
社
の
あ
ま
り
に
巨
大

な
姿
に
圧
倒
さ
れ
も
し
た
は
ず
で
あ
る。

こ
の
世
の
事
と
も

思
え
な
い
と
い
う
驚
き
の
裏
に
は
、
出
雲
大
社
の
歴
史
的
な

背
景
、
ば
か
り
で
な
く
、
建
築
的
な
側
面
が
大
き
く
影
響
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

現
存
の
出
雲
大
社
の
本
殿
は
、
高
さ
が
八

丈
（
約
二
四
メ
ー
ト
ル
）
あ
る

。

超
高
層
時
代
の
現
在
、
こ

の
高
さ
の
建
造
物
は
少
し
も
珍
し
く
は
な
レ
が
、
そ
れ
で
も

な
お
出

雲
大
社
に
参
押
す
る
人
々
は
、
何
か
次
元
の
異
な
る

圧
倒
的
な
建
築
ス
ケ
ー
ル
に
胸
を
う
た
れ
る

。

ま
し
て
寂
蓮

が
大
社
を
見
た
時
代
を
考
え
る
と
、
そ
の
感
銘
の
深
さ
は
計

り
知
れ
な
い

。

し
か
も
、
出

雲
大
社
の
杜
伝
に
よ
れ
ば
、
中
占
に
は
本
殿

の
古川
さ
は
二
ハ
丈
（
約
四
八
メ
ー
ト
ル
）
も
あ
り
、
き
ら
に

時
代
を
遡
っ

た
上
市
は
三
二
丈
（
約
九
六
メ
ー
ト
ル
）
も
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
木
造
の
超
高
層
と
い
う
に

t

同
時
に
、
寂
蓮
の
目
は
、

相
応
し
い
建
造
物
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な

巨
大
建
築
、
が、

な

ぜ
山
芸
の
地
に
造
常
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か。

島
づ
き

出
雲
大
社
は
そ
の
北
円
、
杵
築
大
社
と
呼
ば
れ
た

。
『

出
官
官同

い
づ
む
の
ニ
お
り

風
上
記
』
の
「
出
雲
耶
」
の
神
社
の
項
に
は
、

き
づ
さ
の
お
お
や
し
ろ

「
杵
築
大
社
」
と
記
さ
れ
て
い
る。

そ
の
筆
頭

社に

「
ん
す
E
K
当
－

t
q
録
沖
当C
」

と
は
、

ベ
ル
の
高
い
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

代
の
鏡
や
銅
鐸
に
み
ら
れ
る
家
屋
文
様
を
み
て

た
と
え
ば
弥
生
中
期
と
い
わ
れ
る
鳥
取
県
の
角
田

遺
跡
出
土
の
土
器
に
は
、
長
大
な
柱t
梯
子
を
持
つ
高
床
式

の
建
物
を
描
い
た
絵
が
み
ら
れ
る
。

柱
と
上
屋
と
の
比
率
な

ど
は
、
の
ち
の
出
雲
大
社
を
考
え
る
際
に
イ
メ
ー
ジ
的
に
参

ま
た
、

い
く
と
、

考
と
な
る

。

そ
の
ほ
か
、
奈
良
県
の
佐
昧
田
古
墳
や
宝
塚
古
墳
か
ら
出

土
し
た
家
屋
文
鏡
。

さ
ら
に
、
古
代
出
雲
を
支
配
し
た
の
が

海
人
族
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

、
中
国
の
華
南
か
ら
東
南
ア
ジ

ア
に
み
ら
れ
る
高
床
式
建
物
に
つ
い
て
も
検
討
材
料
の
ひ
と

っ
と
し
た

。

そ
の
結
果
、
出
雲
大
社
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
三
二

丈
説
は
現
代
の
技
術
を
も
っ
て
し
で
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か

ら
排
除
し
た

。

次
に
二
ハ
丈
t

す
る
説
で
あ
る
が
、
掘
立
て

柱
に
よ
る
約
四
八
メ
ー
ト
ル
も
の
宮
殿
建
設
は
、
そ
れ
で
も

常
識
を
初
担
え
た
高
き
で
は
あ
る

。

し
か
し
、
『

口
遊
』
を
始
め

と
し
た
文
献
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
出
雲
大
社
の

建
設
は
、
縄
文
時
代
の
巨
木
文
化
か
ら
、
弥
生
、
古
墳
時
代

の
高
床
式
建
物
の
建
設
技
術
の
延
長
上
に
あ
り
、
そ
の
建
築

ス
ケ
ー
ル
か
ら
い
っ
て
も
、
寺
院
建
築
が
始
ま
る
以
前
の
わ

が
閏
の
木
造
建
築
の
項
点
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
復
元
す
る
大
社
本
殿
は
、
高
き
二
ハ

丈
と
し
た

。

出
雲
大
社
本
殿
の
復
元
作
業

時
代
の
設
定

出
雲
大
社
の
本
殿
を
復
元
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
高
さ

ハ
丈
に
相
応
し
い
時
代
設
定
を
お
こ
な
っ
た

。

記
紀
の
記
述

か
ら
い

っ

て
、
出
雲
大
社
を
復
元
す
る
な
ら
ば
、
で
き
る
だ

け
上
古
の
、
そ
れ
も
創
建
時
の
姿
を
描
い
て
み
た
く
な
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チl
ム
も
草
創

期
の
出
雲
大
社
像
を
求
め
て
、
高
床
式
を
伝
え
現
存
の
大
社

か
し
す

よ
り
も
古
い
形
を
残
す
と
い
わ
れ
る
神
魂
神
社
を
始
めt
し

を
建
設
す
る
際
に
地
盤
を
杵
で
突
き
固
め
る
こ
と
を
い
う
。

こ
う
し
た
古
代
の
建
設
用
語
が

そ
の
ま
ま
大
社
の
名
と
な

っ
て
い
る
あ
た
り
に

出
雲
大
社
の
造
営
が
日
本
の
歴
史
の

中
で
何
か
特
別
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
こ
t

を
窺
い
知
る

と
が
で
き
る
。

事
実
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
い
っ

た
八
世
紀
初
頭
の
文
献
に
お
い
て

出
雲
大
社
は
全
国
の
神

社
の
中
で
た
だ
ひ
と
つ

そ
の
造
営
の
い
き
さ
つ
が
詳
し
く

語
ら
れ
て
い
る
。

大
国
主
神

に
よ
る

国
譲
り
神
話
が

命

そ
れ
で
あ
る
。

記
紀
の
国
譲
り
の
条
に
よ
れ
ば
、
大
国
主
神
は
、
天
照
大

神
の
使
い
に
対
し
て
自
ら
が
拓
い
た
国
を
譲
る
こ
t

を
承
知

す
る
が
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
大
国
主
神
の
た
め
の
立
派
な

そ
の
宮
殿
に
つ
い
て
、

宮
殿
が
造
営
さ
れ
る
こ
と

t

な
る

。

あ
ま
の
み
す

『
古
事
記
』

は
「
皇
孫
の
天
御
巣
の
壮
大
な
構
え
と
同
じ
よ

－
－
、

p

勺
ノ
ド
し

地
の
底
の
岩
根
ま
で
も
宮
柱
を
深
く
埋
め
、
高
天
原

に
千
木
の
届
く
ほ
ど
屋
根
の
高
い
」
建
物
で
あ
る
と
し
て
い

「
あ
な
た
が
今
後
住
ま
う
ぺ

る
。
ま
た

『

日
本
書
紀
』
に
は
、

あ
ま

の
ひ
す
み

の
み
や

き
天
日
隅
宮
は
、
今
、
私
が
っ
く
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
敷
地

の
規
模
は
、
千
尋
も
あ
る
た
く
縄
を
百
八
十
結
び
に
し
っ
か

り
結
ん
で
設
定
し
よ
う

。

そ
の
宮
殿
建
築
の
制
式
は
、
柱
は

両
く
太
く
、

と
記
さ
れ
て
い
る

。

板
は
広
く
厚
く
し
よ
う
L

ど
ち
ら
の
表
現
か
ら
も
、
当
時
考
え
ら
れ
る
限
り
の
壮
大
無

比
な
建
造
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

て
は
、
そ
う
し
て
建
設
さ
れ
た
大
国
主
神
の
宮
殿

（
出
雲

大
社
）
は
、
実
際
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
建
築
ス
ケ

ー

ル
を
有

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

社
伝
に
あ
る
よ
う
な
、

三
二
丈
や

六
丈
と
い
っ
た
高
層
の
建
造
物
が
、
古
代
に
あ
り
え
た
の

Jで
あ
ろ
う
か

。

わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、

A
I問
、

出
雲

社
を
め
十
る
こ
の
素
朴
な
疑
問
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

こ
と
に
し
た

。

出
雲
大
社
と

大
建
築
の
時
代

出
雲
大
社
の
建
築
ス
ケ
ー
ル
を
知
る
上
で
ま
ず
注
目
さ
れ

る
の
は
、
天
禄

一応
年
（
九
七
O
）
に
源
為
憲
が
著
わ
し
た
『
口

た
出

雲
の
神
社
に
も
手
掛
か
り
を
求
め
た

。

し
か
し
、
記
紀
の
時
代
に
ま
で
遡
る
に
は
、
現
時
点
で
は

、
明
瞭
な
点
、
が
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
こ
と
が
判
明
し
た。

そ
こ
で
文
献
資
料
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
設
定
し
た
の

が
、
一平
安
中
期
の
出
雲
大
社
で
あ
る

。

こ
の
前
提
と
な
っ
た

の
は
、
ま
ず
前
述
し
た

『

口
遊
』

の
成
立
が
九
七
O
年
で
あ

る
こ
と

0

・4
4
た
、
源
経
頼
の
日
記

『
左
経
記
』

に
は
、
長
元

）
に
出
雲
大
社
本
殿
が
風
も
な
い
の
に
振

動
し
て
倒
れ
た
、
と
い
う
興
味
深
い
記
述
が
あ
り
、
巨
大
建

築
の
存
在
が
窺
え
る
こ
と

。

さ
ら
に
天
仁
三
年
（
一
一
一
O
）

の
「
寄
木
の
造
常
」
の
際
に
漂
着
し
た
流
木
の

一
本
が
、
前

述
し
た
よ
う
に
長
さ

一
五
丈
、
直
径

同
年
（

一
O
三

丈
五
尺
あ
っ
た
と
き

れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

六
丈

の
市
さ
を

誇
る
出
芸
大
社
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
た

。

少
な
く
と
も
平
安
中
期
に
は

全
体
構
成

当
時
の
出
雲
大
社
を
知
る
資
料
と
し
て
は
、
大
社
の
祭
把

マf

ず
さ
み

遊
』
で
あ
る
。
こ
の
本
の
中
に
、
当
時
の
建
造
物
の
大
詰
き

を
比
較
し
て
、
「
雲
太
、和
二
、
京
一
二」
と
い
う
記
述
が
み
ら

れ
る
。

出
雲
大
社
の
本
殿
が
第
一
位
、奈
良
の
東

こ
れ
は
、

大
寺
大
仏
殿
が
二
位
、
そ
し
て
京
都
の
大
極
殿
が
三
位
？
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

福
山
敏
男
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
殿
屋
の
棟

高
を
比
較
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
出
雲
大
社

の
本
殿
は
、
高
さ
一
五
丈
と
い
わ
れ
た
東
大
寺
大
仏
殿
を
凌

駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
社

伝
に
み
ら
れ
る
高
さ
一
六
丈
と
い
う
説
が
、
有
力
と
な
る
の

で
あ
る
。

ま
た

天
仁
三
年
（
一
一
一
O

に
、
大
社
近
く
の
海
岸

に
流
れ
つ
い
た
大
木
一
O
O
本
を
も
っ
て
本
殿
を
造
営
し
た

と
の
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。

そ
の
時
の
余
木
一
本
が
因
幡
国

に
漂
着
し
た
が

そ
の
木
は
長
さ
一
五
丈
、
直
径
一
丈
五
尺

あ
っ
た
と
い
う
。

」
の
こ
と
か
ら
、

出
雲
大
社
本
殿
の
造
営

は

か
な
り
の
巨
木
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

出
雲
大
社
が
い
つ
造
営
さ
れ
た
の
か
は
歴
史
的
に
ま
だ

8 

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
記
紀
の
時
代
を
さ
ら
に
遡
る
古

イ℃

す
で
に
こ
う
し
た
木
造
の
巨
大
建
造
物
を
建
て
る
技

,. .. , .. －干－· _.• . .，ー

亡 、 • . . ’ 4咽開帳」

術
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

今
回

ー
ム
は

福
山
敏
男
氏
の
ご
指
導
を
得
て
技
術
の
背
景
に

つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た

。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l

ム
は
ま
ず
縄
文
、

弥
生

さ
ら
に
古

墳
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
遺
跡
や
遺
物
に

古
代
の
建
設
技

術
の
痕
跡
を
尋
ね
た
（
P

叩
・
日
参
照
）
。

縄
文
時
代
の
遺
跡
で
は

た
と
え
ば
イ
ル
カ
漁
で
名
高
い

能
登
半
島
の
真
脇
遺
跡
で

直
径
九
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も

の
巨
木
を
半
割
り
に
し
て

円
環
状
に
並
び
建
て
た
柱
跡
と

木
柱
根
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
が
屋
根
を
持
つ
建
造
物

の
柱

Jで
あ
っ
た
の
か

そ
れ
と
も
神
の
依
り
代
と
し
て
の
環

状
柱
列

c

で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

い
ず
れ

し
か
し

に
し
て
も
相
巾

の
高
さ
を
も
っ
た
建
造
物
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
る

。

そ
れ
だ
け
に

巨
木
の
伐
採
か
ら
加
工

き

ら
に
建
設
に
い
た
る
ま
で
の
技
術
や
道
具
に
もか
な
り
レ

わ
ぞ
う
え
い

ず

家
で
あ
る
出
雲
国
造

・
千
家
家
所
蔵
の
『
金
輪
造
営
図
』
と

『
出
雲
大
社
近
郷
絵
図
』
と
が
あ
る
。
『
金
輪
造
営
図
』
は
出

雲
大
社
本
殿
の
平
面
図
で
あ
り

、

一
定
の
縮
尺
で
描
か
れ
た

も
の
と
推
定
さ
れ
、
構
造
材
寸
法
の
ほ
か
に
、
大
床
高
欄
が

あ
っ
た
こ
と
、
引
橋
の
長
さ
が
一
町
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記

入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
出
雲
大
社
近
郷
絵
図
』
は
、
鎌
倉

も
っ
と
も
古
い
出
雲
大
社
の
境
内
絵
図
で

時
代
の
も
の
で
、

も
あ
る
。

こ

の
う
ち
の

『

金
輪
造
営
図
』
に
よ
り
本
殿
の
平
面
を
み

る
と
、
正
面
、
側
面
と
も
二
柱
聞
の
正
方
形
で
、
一
辺
が
計

測
四
O
尺
（
約
一
二
メ
ー
ト
ル
’）
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ち
な
み
に
現
存
の
大
社
本
殿
は
江
戸
時
代
の
延
享
元
年
（
一

じ
川
問
）
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で

一
辺
が
三
六
尺
（
約

一

メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る

。

ま
ず
全
体
構
成
を
と
ら
え
る
方
法
主
し
て
、
柱
聞
の
二
O

尺
を
一
定
の
グ
リ
ッ
ド
寸
法
と
定
め
、
正
目
で
全
体
を
割
り

付
け
る
作
業
か
ら
始
め
た
。
こ
の
手
法
は
巨
大
寺
院
建
築
の

9 

，、. 

引
体
何
長
一
町

金輪造営図（出雲大社所蔵）
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古代・出雲大社本殿復元想定図 （平安中期） 平面図
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台代 ・ 出雲大社本殿の概要

全 高 16丈（約48メー トノレ）

本屋一辺 40尺（約12 メート ノレ）

大 Iぽ幅 t.f；芯より l 丈 5 尺（約4 . 5メー トノレ）

｛＇ ； 似世[I住 直径 l 丈 2 尺（約3.6メ ート ノレ）

高き 12よ（約36メ ート ノレ）

字豆柱直後 l 丈（約 3 メ ート ノレ）

おき 14丈（約42メー ト ノレ）

側 柱直径 l 丈（約 3 メ ートル）

高さ 12丈（約36 メートノレ）

引 係長さ 1 町（約109メートノレ）、段数170段



伽
藍
配
置
な
E

に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り

こ
こ
で
は
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
検
討
す
る
た
め
に
も
活
用
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と

高
さ
関
係
に
つ

い
て
は
地
盤
よ
り
五
グ

リ

J
ツ
、
ド
。

（
一O
O
尺

の
位
置
が
高
欄
床
面
に
あ
た
る

。

ら
に
一
グ
リ
ッ
ド
上
る
ご
と
に
梁
下
端

そ
し
て
軒
桁
の
下

端
と
な
り

千
木
の
先
端
ま
で
の
全
高
一
六
丈
に
達
す
る
。

ま
た
一
千
面
の
引
橋
部
分
に
つ
い
て
も

本
殿
の
柱
か
ら
引
橋

の
柱
を
一
グ
リ
ッ
ド
ご
と
に
配
し
て
い
く
と
記
述
さ
れ
た

一
町
長
を
形
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

柱
に
つ
い
て

で
あ
る

。

本
殿
を
支
持
す
る
柱
は
九
本

い
わ
ね
ム
は
し
ら

こ
の
う
ち
中
央
に
あ
る
行
根
御
柱
（
心
の
御
柱
）

『
令

一輪
造
常
図
』
に
よ
る
と

ハ
0
メ
ー
ト

ル
）
で
あ
り

の
直
径
は

一
丈
二
尺
（
約
三
・

う

ず

そ
の
前
後
に
あ
る
宇
豆
柱
（
棟
持
、
紅
）
と
、
左
右
六
木
の
側

柱
の
抗
径
は

一
丈

（
約
三
メ
ー
ト
ル
）
と
あ
る

。

こ
の
直
径

ま
た

正
而
に
つ
い
て
は

『
金
輪
造
営
い
図』
に
「
御
主
戸
」

と
あ
る
部
分
は
板
扉
と
し
た

。

「
御
怖f
」
と
あ

そ
の
横
に

る
の
は

一
個
山
敏
明
氏
に
よ
れ
ば
「
御
隔f

（
格
「
）
」
の
誤

し
と
み
ど

こ
こ
で
は
部
戸
と
し
た
。

写
で
あ
り

品
欄
に
つ
い
て

「
在
大
床
心
口
川
欄
」

t
ι
札
口
か
れ
て
い
る
高
欄
の
床
部
分
は

iWJ 
す
る

と
柱
ii.：.、

よ

（
約
四
・

五
メ
ー
ト
ル

L
4〈
五
尺

幅
が
あ
る

。

こ
れ
は
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
み
て
も

美
的
感
党
t

調
和
の
と
れ
た
怠
義
あ
る
設
定
と
忠
え
る

。

旨
フ
l
レ
J
h
n吋
明
則
ゆ
品

み
l
I

割
引
l

佐
昧
出
ト
ロ
墳
か
ら
出
し
た
家
用
文
銃
に

描
か
れ
た
建
物
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
縁
が

の
ち
に
発
展
し

た
形
式
、
で
あ
ろ
う
か。

本
殿
内
部
に
つ
い
て

板
扉
か
ら
本
殿
内
部
に
入
る
と
、
正
面
の

一
柱
聞
が
板
仕

切
で
あ
り
、
そ
の
向
う
側
が
御
神
体
を
祭
る
御
住
所
（
御
内

殿
）
と
な
っ
て
い
る
。

本
殿
が
南
向
き
で
あ
る
の
に
対
し
、

御
前
日
所
は
丙
向
き
に
置
か
れ
て
い
る。

こ
れ
は
出
雲
大
社
独

特
の
も
の
t

さ
れ
、
現
在
も
そ
う
な
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
千
家
尊
統
氏
の
『
出

か
ぶ
あ
り

雲
大
社
』
で
は
神
在
祭
の
神
事
t

の
関
連
で
説
明
さ
れ
て
い

る
。

陰
暦

一
O
月
は

一
般
に
神
無
月
と
い
わ
れ
る
が
、
八
百

万
の
神
々
の
集
ま
る
出

雲
で
は
反
対
に
神
在
月
と
な
る

。

ち

ょ
う

E

そ
の
頃
、
海
岸
に
海
蛇
（
龍
蛇
神
）
が
寄
り
く
る
こ

と
か
ら
、
こ

の
龍
蛇
神
を
八
百
万
の
神
々
を
先
導
す
る
大
国

主
神
の
使
者
と
し
て
日
本
国
中
の
神
々
を
迎
え
る
神
事
が
、

大
社
の
西
の
方
角
に
あ
た
る
稲
佐
浜
で
お
こ

な
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

西
向
き
の
御
座
所
は
、
そ
の
こ

t

と

関
連
が
あ
る
t

さ
ら
に
、
古
代
出
雲
を
支
配
し
た
人
々
が
海
洋
系

さ
れ
る

。

の
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
連
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

。

こ

の
御
座
所
の
あ
る
本
殿
の
内
部
は
、
現
在
は
上
下
二
段

に
わ
か
れ
、
畳
敷
き
と
な
っ
て
い
る

。

こ

れ
も
古
い
形
式
で

は
板
張
り
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
段
差
の
な
い
厚
板
張
り

と
し
た

。

ま
た
天
井
は
造
ら
ず
、
小
屋
裏
を
み
せ
た
化
粧
天

か
ら
い
っ
て
も

そ
れ
ぞ
れ
の
柱
は
当
然
一
本
の
大
木
で
あ

っ
た
は
ず
は
な

い
。

『
金
輪
造
営
図
』
の
柱
の
表
現
を
み
る

と
、
大
円
の
中
仁

三
つ
の
小
円
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
か

さ

ら
判
断
し
て

六
尺
径
の
木
材
三
本
を
中
心
に
し
そ
れ
に

五
尺
径
の
木
材
を
三

ツ
割
に
し
た
も
の
を
補
助
材
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
組
み
合
せ
て
直
径
一
丈
の
円
周
に
な
る
よ
う
に
加
工

し

、
さ
ら
に
鉄
製
の
金
輪
で
縛
っ
て

一
本
の
柱
を
形
成
し
て

い
た
と
想
定
し
た

。

¢ 6尺× 3本

世5尺三ッ割X 3本

本殿柱断両岡

金輸

井
と
し
た

。

階
段
に
つ
い
て

占
代
の
出
雲
大
社
に
お
い
て
、
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い

る
の
が
階
段
で
あ
る
。
『

n

本
書
紀
』
で
は
、
大
凶
主
村
の
宮

殿
を
造
常
す
る
に
あ
た
り
、
海
に
遊
び
に
行
く
時
の
た
め
の

高
い
階
段
と
、
浮
橋
、
そ
し
て
天
の
鳥
船
を
つ
く
る
約
束
が

交
わ
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

。
『

金
輪
造
常
図
』
に

「
引
橋
長

一
町
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
階
段
に
相

当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

一
町
と
い
え
ば
約

一
O
九
メ
ー
ト

ル
で
あ
り
、
階
段
が
非
常
に
古
川
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想

像
さ
れ
る

。

階
段
は
、
踏
商
が
二
尺
、
蹴
上
げ
約
五
・
九
寸

t

し
て
、

一
七
O
段
で

一
気
に

一
O
丈
（
約
三
0
メ
ー
ト

ル
）

の
高
さ
ま
で
駆
け
上
が
る

。

階
段
柱
は
、
高
欄
近
く
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
る
が
、こ
れ

は
柱

一
本
の
長
さ
と
し
て
は
限
界
寸
法
と
も
い
え
る

。

東
大

寺
大
仏
殿
の
再
建
記
録
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ

、
直
径
五
尺
、

の

長
さ
九
丈

一
尺
の
柱
が
使
用
さ
れ
て
い
る

。

そ
こ
で
大
社
本

殿
の
階
段
柱
に
つ
い
て
も
、
直
径
五
尺
と
設
定
し
、
復
元
図

面
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
梁
行
の
中
間
部
分
に
横
加
木
村
を

入
れ
て
補
強
す
る

こ

と
と
し
た
。

横
架
材
は
、
こ
の
階
段
が

「
引
橋
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
階
段
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
橋
脚
の
考
え
方
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
引
橋
」
の
末
端
部
（
地
表
部
）
に
は
、
丸
を
二
つ

並
べ
た

一
対
の
印
が
作
図
さ
れ
て
い
る

。

こ
れ
が
何
を
意
味

す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
殿
正
面
の
階
段
の
昇
り
口
に

き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
思

あ
た
り
、

そ
こ
で
古
代
遺
跡
や
神
社
の
例
を
あ
た
っ
た
結
果
、

春
日
大
社
な
E

に
み
ら
れ
る
昇
高
欄
の
親
柱
に
近
い
も
の
で

あ
ろ
う
と
推
定
し
た

。

た
だ
し
、
出
雲
大
社
の
も
の
は
計
測

す
る
と
直
径
二
尺
と
大
き
い
た
め
、
よ
り
原
始
的
な
形
態
で

表
現
し
た
。

わ
れ
る
。

装
飾
に
つ
い
て

現
在
の
本
殿
に
は

細
部
に
い
た
る
ま
で
数
多
く
の
銅
板

宇
豆
柱
を
除
く
七
本
は

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－~坦・

次
に
柱
の
長
き
で
あ
る
が
、

丈

（約
三
六
メ
ー

ト
ル
）
で
あ
り

宇
豆
柱
に
い
た
っ
て
は

一
四
丈

約
四
二
メ
ー
ト
ル
）

但
し

埋
込
み
部

も
あ
る

を
加
算
す
る
と
一
丈
増
え
る
）。

前
述
し
た
「

寄
木
の
造
営
」

て
は

長
さ
一
五
丈
の
大
木
が
漂
着
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
カヨ

こ

れ
だ
け
の
材
木
を
得
る
に
は
生
木
で
は
五O
メ
l

ト
ル
に
も
及
ぶ
も
の
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う。

当
時
で
も

ぞ
れ
は
か
な
り
困
難
な
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る

。

そ

こ
で
柱
に
つ
い
て
は
、
復
元
図
に
は
示し
て
い
な
い
が

、

中

聞
に

継
手
が
あ
っ
た
も
の
と
想
定
し
た
。

棟
持
の
た
め
の
宇
豆
柱
の
存
在
に
つ
い
て
は
鳥
取
県
淀

江
町
出
土
の
弥
生
式
土
器
の
絵
柄
や
現
存
す
る
神
殿
の
様

式
に
も
よ
く
伝
え
ら
れ
て
い
る。

伊
勢
神
宮
の
神

今
回
は

殿
に
み
ら
れ
る
棟
持
の
形
式
を
参
考
にし
て
棟
へ
転
ば
せ

（
傾
斜
さ
せ
て
太
く
長
い
柱
に
よ
り
全
体
を
重
厚
な
イ
メ

l

ジ
で
表
現
し
た

。

屋
根
に
つ
い
て

16 

本
殿
の
屋
根
は

現
在
と
同
様
の
切
妻
屋
根
で
あ
る
が

勾
配
が
四
五
度
の
萱
葺
き
と
し

よ
り
古
い
形
式
を
採
用
し
、

た
。
な

お
、
破
風
は
反
り
の
な
い
直
線
で
あ
り
、

j

ヲ
か
お
お

H

か
つ
お
ざ

に
し
、蓑
覆
に
は
五
本
の
堅
魚
木
を
乗
せ
て
屋
根
葺
き
材
を

通
し
千
木

留
め
た
。

軒
は
一
重
に
し

丸
材
の
垂
木
を
使
用
す

ま

る
、
」
1
ζ

と
し
た
。

壁
に
つ
い
て

壁
に

つ
い
て
は

『
金
輪
造
常
図
』
に

「

御
決
入
」
（
御
サ

ク
リ
ハ
メ
）
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
羽
目
板
張

り
を
意
味
し
て
い
る

。

現
在
の
大
社
の
壁
は

縦
羽
目
板
張
り
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が

よ
り
古
い
形
式
を
残
す
神
魂
神
社
に
み
ら
れ
る
よ
う

か
つ
て
は
横
羽
目
板
張
り
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り

こ
で
も
そ
れ
を
採
用
し
た
。
横
羽
目
板
張
り
は

上
、
縦
羽
目
板
張
り
と
比
較
し
て
、

構
造
計
画

よ
り
耐
震
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

に装
よ飾
るカ3

も見
の受
でけ
あら
りれ
’る

こ
れ
は
江
戸
期
の
造
常

し
か
し

平
安
中
期
の
大
社
に
は
こ
う
し
た
装

飾
金
物
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る

。

従
っ
て

木
部
は
す
べ

て
檎
の
向
木
と
し
、
簡
素
な
表
現
に
し
た

。

建
設
に
つ
い
て

古
代
の
出
雲
大
社
を
考
え
る
と
き

も
っ
と
も
難
し
い
問

題
は

ど
う
や
っ
て
建
設
さ
れ
た
か
で
あ
ろ
う
。

い
わ

ゆ
る

人
海
戦
術
に
よ
り

多
く
の
労
働
力
が
費
や
さ
れ
た
，
」t

は

当
然
で
あ
る
が

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
現
代
で
は
予
測
も
で

き
な
レ
よ
う
な
古
代
人
の
加
工
技
術
と
工
法
を
も
っ
て
築
か

れ
た
、
ア
と
が
想
像さ
れ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
が
建
て
方
で
あ
る

。

当
時
は
、
柱
を
建
て
る

に
あ
た
り
、
柱
頭
に
引
通
し
穴
を
あ
け
、
そ
こ
に
藤
蔓
な
ど

を
通
し
、
橋
掛
り
を
利
用

し
て
引
き
建
て
起
こ
し
、
柱
脚
部

は
掘
す

一

て
に
よ
っ
て
固
定
さ
せ
、
柱
頭
部
で
梁
と
桁
を
折
置

組
み
に
し
て
組
み
立
て
た
も
の
と
想
定

し
た
。

こ
れ
は
、
前

述
の
真
脇
遺
跡
に
み
ら
れ
る
木
柱
根
の
遺
構
や
、
現
在
も
残

る
長
野
県
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
り
に
み
ら
れ
る
掘
立
て
柱
の

例
を
参
考
と
し
た
も
の
で
あ
る

。

ま
た
、
高
欄
に
つ
い
て
は
、
工
事
中
の
仮
設
足
場
の
役
割

17 

も
は
た
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

。

四

出
雲
大
社
の

構
造
解
析

今
回
、
平
安
中
期
の
出
雲
大
社
を
復
元
す
る
に
あ
た
り
、

わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
！
ム
は
応
力
解
析
モ
デ
ル
に
よ

る
構
造
解
析
と
い
う
新
し
い
試
み
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
出

雲
大
社
が
、
高
さ
二
ハ
丈
と
い
う
木
造
と
し
て
は
稀
有
の
高

層
建
築
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
構
造
面
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
古
文
献
に
よ
る
t

、
出
雲
大
社
は
少

な
く
と
も
長
元
四
年
（
一
O
三

一
）
の
倒
壊
以
来
、
造
営
時

よ
り
数
年
か
ら
四

O
年
く

ら

い
の
間
隔
で
し
ば
し
ば
倒
壊
を

繰
り
返
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
倒
壊
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
、

こ
の
点
を
構
造
面
か
ら
検
討
す
る
た
め
で
も
あ
る
。



⑮ 

(’ 

出
雲
大
社
本
殿
の
地
盤
関
係

現
在
の
出
雲
大
社
は
、
北
側
に
八
雲
山
を
控
え
た
地
に
、

南
面
す
る
形
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
本
殿
の
位
置
は
、
寛
文

七
年
（

一
六
六
七
）
の
造
営
の
際
、
北
寄
り
に
移
動
さ
れ
た

経
緯
は
あ
る
が
、
八
雲
山
と
の
関
係
と
、
そ
の
昔
は
海
岸
線

が
大
社
近
く
ま
で
入
り
込
ん
で
い
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
立

地
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。

こ

の

前
提
の
も
と
に
、
地
盤
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た

。

地
盤
を
知
る
資
料
と
し
て
は
、
昭
和
三
六
年
の
出
雲
大
社

の
庁
の
舎
新
築
に
と
も
な
う
基
礎
地
盤
調
査
、
及
び
昭
和
五
阿

八
i

一
0
メ
ー
ト
ル
の
、

N
値
（
標
準
貫
入
試
験
に
よ
る
地

盤
の
固
さ
の
表
示
値
）
が
二i

一
四
程
度
の
軟
弱
地
盤
層
（
沖

積
層
）
の
存
在
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
大
社
本
殿
の
東
西
を

流
れ
る
素
鷲
川
と
吉
野
川
の
堆
積
物
で
あ
る
。

次
に
、
大
社
本
殿
部
分
の
地
盤
で
あ
る
が
、
南
北
方
向
を

通
る
複
数
の
地
質
調
査
報
告
が
な
い
た
め
推
定
の
域
を
出
な

い
。

し
か
し
、
本
殿
の
立
地
を
み
る
と
、
八
雲
山
か
ら
南
に

張
り
出
す
尾
根
の
末
端
部
に
あ
た
る
こ
と
、
ま
た
図
4

仁
示

す
推
定
柱
軸
力
か
ら
考
え
て
長
期
地
耐
力
が
二
六
i

三
五
ト

ン
／
平
方
メ
ー
ト
ル
は
必
要
な
こ
と
か

ら
、
図
3

に
示
し
た

年
の
神
枯
殿
建
設
の
際
に
実
施
さ
れ
た
境
内
地
質
調
査
の
報

告
書
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
ま
ず
図
1

に

示
し
た

調
査
地
を
通
る
東
西
方
向
の
地
層
推
定
断
面
図
で
は
、
層
厚

よ
う
な
南
北
方
向
の
地
層
推
定
断
面
図
を
描
い
た
。
す
る
と
、

本
殿
部
分
で
は
軟
弱
な
沖
積
層
は
浅
く
、
反
対
にN
値
三
O

以
上
の
固
い
洪
積
層
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
洪
積
層

ー，ヴ需品
〆＿，，）－；
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出雲大社現状配置図

は
、
斐
伊
川
の
堆
積
物
で
あ
る
。
斐
伊
川
は
、
現
在
は
東
流

し
て
宍
道
湖
へ
と
注
い
で
い
る
が

、

こ
れ
は
江
戸
初
期
の
大

洪
水
に
よ
る
流
路
変
更
と
そ
の
後
の
河
川
改
修
工
事
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
反
対
に
西
流
し
、
大
社
の
近
く

で
日
本
海
に
注
い
で
い
た
の
で
あ
る

。

ま
た
、
本
殿
と
接
続
す
る
長
さ
一
町
の
階
段
部
分
は
、
軟

弱
な
沖
積
層
を
支
持
地
盤
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
階
段
の
長
さ
は
約
一
O
九
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

階
段
部
分
は
全
体
に
沈
下
の
生
じ
や
す
い
不
安
定
な
状
態
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

開－園田園圃圃圃園田園・E・E・－－ー・・園田園田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・園田・・・・・・・・・・・・園田・・・・・・・・圃・・・・圃岡田・・・・・・・・・・・・・・田園圃園田・・・・園田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃圃圃・・・・・・・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田園圃圃圃圃圃... 圃園田園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・園田園・・・・・圃・・・・・・園周圃圃圃圃圃圃・・・・・・ーーーーー圃圃圃園田開園・E・E・－’－一一一一一一一一一一一一一一一一一－
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本
殿
の
構
造
計
画

本
殿
の
構
造
計
画
は
、
図
5

（
小
屋
伏
図
）
、
図6

（
床
伏

図
）
、
図7

（
軸
組
図
）
、
そ
し
て
表
1

の
柱
・
梁
断
面
リ
ス

ト
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
応
力
計
算
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
に
条
件
を

設
定
し
た
。

・
小
屋
組
は
住
頭
に
梁
と
桁
を
組
む
折
置
組
み
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
柱
と
梁
の
接
合
は
ピ
ン
接
合
と
仮
定
し
た
。

・
柱
は
掘
立
て
式
で
あ
る
た
め
、
根
入
れ
を

一
丈
（
約
三
メ

ー
ト

ル
）
と
し
、
現
在
の
「
地
震
力
に
対
す
る
建
築
物
の

基
礎
の
設
計
指
針
」
に
よ
る

基
準
に
従
い
土
圧
に
よ
る
水

平
パ
、
不
支
承
と
し
た
。

・

壁
は
横
羽
目
板
張
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
耐
震
要
素
を
考
慮

し
、
パ
、
不
ル
部
材
に
置
き
換
え
て
考
え
た。

・
地
震
時
の
震
度
係
数
は
、
現
行
の
建
築
基
準
法
の
半
分
に

相
当
す
る
0
・

一
’
と
設
定
し
た0

・

風
荷
重
時
は
最
大
風
速
を
三
0
メ
ー
ト

ル
戸
／
秒
と
し、

荷

重
は
建
築
基
準
法
の
約
四
分
の
一
と
し
た
。

・

構
造
材
は
槍
（
比
重
0
・

六
）
t

し
た
。

以
上
の
前
提
か
ら
、
応
力
計
算
を
お
こ
な
っ
た
結
果
が
、

地
震
時
応
力
図

（
図8
）
、
地
震
時
変
位
図

（
図9
）
、
風
荷

重
時
応
力
図
（
図
叩
）
で
あ
る
。

18 

こ
れ
ら
の
計
算
を
も
と
に
構
造
検
討
を
お
こ
な
っ
た
と
こ

ろ
、
出
雲
大
社
の
構
造
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
判

明
し
た

。

沖積層（粘土・砂・砂磯層）

洪積層（砂・砂奇襲層）

新第三紀層（安山岩）

関 2 地質構成医l

ー一一一一一一決北

洪積層

本殿

拝殿

図 3南北（③一⑮’）地質推定断面図
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（；主）柱 ・ 梁・桁は「金輪造営図」による断面
大引・霊木・板壁は仮定断面

（単位： mm)

j享 3 尺 7 寸弘 4 尺 5 寸

I, 120X 1,360 
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450ﾗ800 

300ﾗ360 
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推定（仮定）断面リ スト

倒j柱 l 丈

岩根御柱 l 丈 2 尺

（心の御柱）

宇豆柱 l 丈

（棟持柱）

梁

桁

矧
一
一
郎

一概

推定柱軸力

⑩
岩
根
御
柱
の
自
重
は
二
三
五
ト
ン
、
宇
豆
柱
の
自
重
は
一

九
五
ト
ン
も
あ
る
こ
と

か
ら
考
え
て
、
当
時
の
柱
建
方
に

は
、
相
当
の
困
難
が
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

。
。。

⑨
小
屋
組
の
梁
、
桁
梁
の
自
重
は
一
本
に
つ
き
一
六
i

一
七

ト
ン
ほ
ど
あ
り

部
材
の
荷
揚
げ
も
同
様
の
困
難
が
あ
っ

図 4

た
で
あ
ろ
う

。

⑨
地
震
時
応
力
（
震
度
係
数
0
・

一
）
で
断
面
算
定
し
て
み

る
と
、
壁
の
横
羽
目
板
が
木
材
（
檎
）
の
許
容
応
力
度
の

約
一
O
O
%

で
あ
る
。
ま
た
、
柱
材
も
許
容
応
力
度
内
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
横
羽
目
板
の
接
合
、
つ
ま
り
柱

と
壁
板
、
壁
板
と
壁
板
の
接
合
が
十
分
で
あ
れ
ば
、
震
度

係
数
0
・

一
程
度
の
地
震
（
弱
震1
中
震
の
下
程
度
）
に

は
耐
え
う
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
柱
中
間
部
の
継
子

部
分
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
手
法
の
詳
細
は
不
明
で
は
あ

る
が
そ
う
強
度
の
あ
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
震
度
係

数
0
・

一
程
度
の
地
震
が
あ
っ
た
場
合
、
柱
中
間
部
の
継

手
部
分
か
ら
折
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
数
度
の
倒
壊
の
う

ち
に
は
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
柱
の
継
子
部
分
か
ら
の
倒

壊
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

。

⑨
風
荷
重
時
（
最
大
風
速
三
0
メ

ー
ト
ル
／
秒
）
で
は
、
地

震
時
応
力
の
三
O
%
程
度
で
あ
り
、
や
は
り
柱
継
子
部
分

に
E

の
程
度
の
耐
力
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る

。

柱 ・ 梁｜析而リスト

階
段
部
の
構
造
計
画

次
に
、
長
さ
一
町
の
階
段
部
分
で
あ
る
が
、
本
殿
の
柱
建

方
に
重
要
な
役
割
を
持
つ
階
段
部
の
地
盤
の
支
持
層
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
軟
弱
地
盤
層
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

玉
石
な
ど
に
よ
る
地
盤
改
良
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、

表 1

圧
密
沈
下
や
不
同
沈
下
を
起
、
』
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
階
段
部
の
梁
間
方
向
は
、
掘
立
て
柱
、
折
置
組
み

の
梁
と
中
間
部
分
に
横
架
材
を
入
れ
た
架
構
と
考
え
た
が
、

耐
震
性
能
に
は
乏
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
当
時
の

建
設
時
に
は
、
ト
ラ
綱
な
ど
に
よ
っ
て
水
平
力
に
抵
抗
す
る
方

法
が
考
慮
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
倒
壊
の
原
因
に
つ
い
て
推
察
す
る
と
、

階
段
部
が
地
盤
の
弱
さ
か
ら
沈
下
を
起
こ

し
、

本
殿
を
引
っ

張
る
よ
う
な
形
で
倒
壊
し

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

際
、
本
殿
の
柱
継
子
の
金
輪
が
錆
び
て
弱
り
、
緊
結
が
緩
ん

で
い
た
こ
と
も
あ
り
え
る
。
長
元
四
年
の
倒
壊
で
は
、
風
も

な
い
の
に
倒
壊
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
う
し

た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

構
造
面
か
ら
平
安
中
期
の
出
雲
大
社
本
殿
を
検
討
し
て
み

る
と
、
現
在
の
よ
う
な
高
さ
八
丈
な
ら
ば
、
構
造
的
に
も
安

定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
逆
に

、

た
び
重
な
る
倒

壊
が
あ
っ
た
こ

と
を
考
慮
す
る
と

、

む
し
ろ
高
き
一
六
丈
と

い
う
本
殿
の
姿
こ
そ
、
よ
り
現
実
的
な
感
を
受
け
る
の
で
あ

e
h
v
。

作
業
を
終
え
て

平
安
期
の
出
雲
大
社
は

、

八
雲
山
を
中
心
と
し
た
小
高
く

緑
濃
い
連
山
を
背
景
にし
、
波
の
寄
せ
る
海
を
す
寸
前
に
望

む
白
砂
の
上
に
、
長
大
な
柱
を
立
て
て
そ
び
え
て
い
た
で
あ

ろ
う

。
雲
湧
き
出
る
美
し
い

地
に
あ
っ
て
、
そ
の
雲
の
中
に

千
木
を
高
く
伸
ば
し
た
幻
想
的
t

も
い
え
る
建
築
は
、
ま
さ

に
「
八
雲
立
つ
地
の
宮
殿
」
に
相
応し
い
。

神
社
建
築
は
、
寺
院
建
築
と
は
異
な
り
、
幾
度
も
の
造
り 20 

替
え
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
経
緯
に
よ
り
、
様
式

的
に
は
創
設
時
の
建
築
を
忠
実
に
守
り
つ
つ
、
細
部
の
技
法

を
洗
練
さ
せ
な
が
ら
今
日
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
で
も
大
社
造
り
は
、
実
に
簡
明
な
美
を
基
本
と
し

て
い
る

。

と
り
わ
け
出
雲
大
社
の
場
合
、
そ
の
背
景
に
は
歴

史
の
集
積
が
あ
り
、
蓄
積
さ
れ
た
文
化
の
深
み
が
あ
る

。

今

回
、
復
元
さ
れ
た
出
雲
大
社
の
素
朴
で
悠
然
た
る
風
格
の
中

に
、
そ
う
し
た
意
味
合
い
と
、
さ
ら
に
神
と
の
交
流
を
図
ろ

う
と
し
た
古
代
人
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
ロ
マ
ン
を
感
じ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る

。

最
後
に
な
っ
た
が
、
今
回
の
復
元
作
業
に
あ
た
り
、
福
山

敏
男
氏
の
ご
指
導
と
、
出
雲
大
社
、
建
築
家

・

馬
庭
稔
氏
の

ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
げ
た
い

。
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