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は
じ
め
に

　

近
年
、
各
地
の
天
守
閣
を
木
造
で
再
建

し
よ
う
と
い
う
動
き
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
明
暦
３
年
（
１
６
５
７
）
に
「
明
暦

の
大
火
」
で
焼
失
し
た
江
戸
城
天
守
閣
に

つ
い
て
も
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
城
天
守
を

再
建
す
る
会
に
よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
て

お
り
、
特
別
顧
問
で
あ
る
広
島
大
学
大
学

院
教
授
の
三
浦
正
幸
氏
は
、
そ
の
意
義
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
日
本
の
首
都
東
京
に
は
、
現
代
建
築

技
術
を
誇
示
す
る
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は

あ
っ
て
も
、歴
史
的
な
象
徴
は
全
く
な
い
。

（
…
）
首
都
東
京
の
象
徴
に
相
応
し
い
歴

史
的
建
築
は
、
江
戸
城
天
守
を
お
い
て
外

に
な
い
。（
…
）
こ
の
天
下
一
の
超
巨
大

大
天
守
を
往
時
と
同
じ
木
造
で
再
現
で
き

れ
ば
、
崇
高
で
広
範
な
日
本
文
化
の
本
質

と
伝
統
木
造
技
術
の
精
華
を
広
く
世
界
の

人
々
に
知
っ
て
も
ら
え
る
の
で
あ
る
」

　

確
か
に
天
守
閣
は
日
本
独
自
の
文
化
で

あ
り
、
城
郭
と
地
域
の
象
徴
で
あ
り
、
木

造
建
築
技
術
の
粋
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
日

じ
て
、
大
櫓
と
す
る
べ
き
だ
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。
こ
の
当
時
は
太
田
錦
城
の
み
な

ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
広
ま
っ
て
い

た
の
で
す
。

天
守
閣
は
い
ら
な
い

　

例
え
ば
少
し
時
代
が
降
り
ま
す
が
、
江

戸
の
薬
種
商
の
山
崎
美
成
の
随
筆『
海
録
』

（
１
８
２
０

－

３
７
年
）
に
は
、
太
田
錦

城
と
似
た
よ
う
な
天
主
論
を
披
露
し
た
う

え
で
「
要
害
に
は
な
ら
ぬ
も
の
也
、
却
り

て
害
は
あ
る
べ
し
と
お
も
は
る
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
学
者
の
西
田
直
養
が
１
８
４

０
年
代
前
半
に
記
し
た
『
筱
舎
漫
筆
』
に

も
「
城
に
な
く
て
よ
き
物
が
天
守
な
り
。

さ
れ
ば
江
戸
に
も
再
造
な
く
、大
坂
に
も
、

二
条
に
も
、
ふ
た
た
び
つ
く
ら
れ
ざ
る
こ

と
う
べ
な
り
け
り
」
と
あ
り
、
キ
リ
ス
ト

教
が
起
源
の
天
守
閣
な
ど
無
用
だ
か
ら
い

ら
な
い
と
排
斥
し
て
お
り
、
現
代
の
天
守

閣
木
造
再
建
運
動
と
は
真
逆
の
意
見
が
展

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

キ
リ
シ
タ
ン
の

神
を
祀
る
天
守
閣

織田信長

本
を
代
表
す
る
歴
史
的
建
築
物
と
言
え
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
実
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治

前
期
ま
で
は
、
天
守
閣
は
キ
リ
シ
タ
ン

の
神
を
祀
る
建
物
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
す
。
法
隆
寺
や
桂
離
宮
、
伊
勢

神
宮
な
ど
で
興
味
深
い
論
考
を
展
開
し

た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

の
井
上
章
一
氏
の
『
南
蛮
幻
想
』
を
も

と
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

天
主
と
呼
ば
れ
た
天
守
閣

　

そ
も
そ
も
天
守
閣
は
、
織
田
信
長
が
天

正
４
年
（
１
５
７
６
）
に
着
工
し
、
同
７

年
に
完
成
し
た
安
土
城
が
は
じ
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
後
で
述
べ
ま
す

が
、
そ
れ
以
前
に
も
天
守
閣
が
あ
っ
た
こ

と
を
ほ
の
め
か
す
記
録
も
あ
り
ま
す
の

で
、
安
土
城
は
本
格
的
な
高
層
の
天
守

閣
の
は
じ
ま
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

さ
て
、そ
の
当
時
の
天
守
閣
は
、「
天
主
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
も
同
じ
く
「
天
主
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。
信
長
が
キ
リ
ス

ト
教
に
理
解
を
し
め
し
、
安
土
城
下
に
は

神
学
校
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
施
設
が
建
て

ら
れ
て
い
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
こ

の
両
者
に
は
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
、
人
々
は
考
え
始
め
ま

し
た
。

江
戸
後
期
の
天
主
教
起
源
説

　

天
守
閣
が
キ
リ
ス
ト
教
と
関
連
が
あ
る

と
語
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
18
世
紀
末
か
ら

だ
と
井
上
氏
は
考
え
て
い
ま
す
。例
え
ば
、

江
戸
後
期
の
儒
者
と
し
て
知
ら
れ
る
太
田

錦
城
の
『
梧
窓
漫
筆
拾
遺
』
に
は
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
西
洋
人
は
、
家
宅
を
五
重
七
重
に
作

り
て
、
其
第
一
の
高
層
の
処
に
、
天
主
を

祭
る
。
信
長
公
天
主
の
邪
教
を
仮
り
て
、

仏
法
を
破
却
す
る
志
あ
り
（
…
）
安
土
に

大
櫓
を
立
て
ら
れ
て
、
天
主
と
称
す
。
是

天
下
天
主
の
始
な
り
（
…
）
実
は
其
第
一

の
上
層
に
、
天
主
を
奉
祀
す
る
故
に
、
名

付
け
た
る
に
て
、
西
洋
人
の
真
似
を
し
た

る
な
り
」

　

信
長
は
キ
リ
ス
ト
教
の
力
を
か
り
て
、

仏
教
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
大
櫓
を
建
て
て
天
主
を
祀
っ
た
と
記
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
信
長
公
の

心
得
違
よ
り
出
で
た
る
こ
と
に
て
、
天
守

は
天
主
な
り
と
云
ふ
こ
と
は
知
る
べ
き
理

な
り
。
今
か
く
御
制
禁
に
、官
名
ま
で
も
、

其
称
呼
を
用
ふ
る
こ
と
は
然
る
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
歟
と
覚
ゆ
。
天
下
一
統
に
、
天
守

と
云
ふ
語
を
禁
じ
て
、
大
櫓
と
云
ふ
べ
き

事
な
り
」

　

ま
っ
た
く
信
長
の
心
得
違
い
が
生
ん
だ

も
の
な
の
で
、
天
守
な
ど
と
呼
ぶ
の
は
禁

禁
教
令
の
結
果
…

　

そ
も
そ
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
江
戸
の
最

初
期
で
あ
る
慶
長
17
年
（
１
６
１
２
）
に

出
さ
れ
た
禁
教
令
に
よ
っ
て
、
社
会
の
表

面
か
ら
一
掃
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し

て
、
人
々
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
、
ど
う
い

う
も
の
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

そ
し
て
何
か
不
可
解
な
も
の
、
反
幕
府

的
な
も
の
を
キ
リ
シ
タ
ン
と
見
な
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
訳
の
わ
か
ら
な
い
も
の

に
対
し
て
「
キ
リ
シ
タ
ン
・
伴
天
連
の
魔

術
か
！
」
と
わ
め
く
時
代
劇
の
セ
リ
フ
そ

の
ま
ま
の
世
界
だ
っ
た
の
で
す
。
井
上
氏

は
、
江
戸
後
期
の
天
主
教
起
源
説
が
生
ま

れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
締
め

く
く
っ
て
い
ま
す
。

　
「
18
世
紀
後
半
に
は
、
西
洋
に
関
す
る

知
識
が
、
知
識
人
の
あ
い
だ
へ
ひ
ろ
ま
り

だ
す
。
西
方
か
ら
の
文
化
伝
播
が
、
日
本

に
と
ど
い
て
い
た
と
い
う
話
も
、
受
容
さ

れ
や
す
く
な
っ
て
き
た
。

　

得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
、
キ
リ
シ
タ

ン
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
る
。
そ
ん
な

感
受
性
を
も
っ
て
い
た
ひ
と
び
と
が
、
文

明
東
漸
の
歴
史
が
あ
っ
た
可
能
性
を
、
学

習
し
た
。
そ
の
た
め
、過
去
の
歴
史
を
も
、

そ
の
文
脈
で
考
え
や
す
く
な
っ
て
い
く
。

日
本
文
化
史
の
な
か
に
も
、
得
体
の
知
れ

な
い
キ
リ
シ
タ
ン
的
な
も
の
を
、
さ
が
そ

う
と
い
う
よ
う
に
。

　

18
世
紀
の
末
か
ら
、
そ
ん
な
好
奇
心
の

わ
き
や
す
い
時
代
が
は
じ
ま
っ
た
と
評
せ

よ
う
。
と
り
わ
け
、
天
守
閣
の
よ
う
な
無

用
の
、
つ
ま
り
正
体
が
わ
か
り
づ
ら
い
施

設
に
た
い
し
て
は
。
じ
じ
つ
、
天
守
閣
＝

天
主
教
起
源
説
も
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
は
や

り
だ
し
て
い
た
」

正
体
が
わ
か
り
づ
ら
い
施
設

　

実
際
、
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
天

守
閣
は
キ
リ
シ
タ
ン
同
様
に
「
正
体
が
わ

か
り
づ
ら
い
施
設
」で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
江
戸
初
期
の

「
明
暦
の
大
火
」
で
焼
失
し
た
の
ち
、
再

建
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

被
災
後
、
江
戸
城
天
守
再
建
が
議
論
さ
れ

た
際
に
、
幕
政
に
重
き
を
な
し
た
保
科
正

之
が
、
天
守
は
織
田
信
長
公
以
来
の
こ
と

で
、
さ
ほ
ど
城
の
要
害
と
し
て
役
立
つ
こ

と
も
な
く
、
遠
く
を
見
る
た
め
の
展
望
台

に
過
ぎ
な
い
、
と
い
っ
た
趣
旨
を
述
べ
た

こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
事
実
再
建
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

天
守
閣
と
は
城
主
の
威
厳
を
見
せ
つ
け

る
た
め
の
建
築
で
あ
り
、
太
平
の
世
に
お

い
て
実
利
的
な
用
途
は
物
置
と
展
望
台
に

過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
将
軍
の
居
城
に
も

な
い
天
守
閣
を
他
藩
の
城
で
は
な
ぜ
持
っ

て
い
る
の
か
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
神
を
祀
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
、
江
戸
後
期

の
人
々
が
怪
し
ん
だ
の
は
、
ご
く
自
然
の

成
り
行
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

天
主
教
起
源
説
の
否
定

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
天
守
閣
の
天
主
教

起
源
説
で
す
が
、明
治
23
年
（
１
８
９
０
）

に
歴
史
家
の
田
中
義
成
の
発
表
し
た
「
天

守
閣
考
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
ま
す
。
田

中
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
「
天
主
」
と
訳

出
さ
れ
る
前
に
、
安
土
城
の
「
天
主
」
は

す
で
に
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
ま

し
た
。

　

実
際
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の

「
天
主
」
の
最
も
早
い
用
例
は
、
宣
教
師

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
天
正
９
年
（
１
５
８

１
）
に
刊
行
し
た
教
理
問
答
『
日
本
の
カ

テ
キ
ズ
モ
』
に
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
よ

り
前
の
同
７
年
に
安
土
城
は
完
成
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、歴
史
家
の
藤
本
正
行
に
よ
る
と
、

安
土
城
よ
り
さ
ら
に
早
い
室
町
将
軍
の
二

条
城
な
ど
に
「
天
主
」
が
あ
る
こ
と
を
示

し
た
記
事
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

こ
の
天
主
教
起
源
説
の
ほ
か
に
、
仏
教

起
源
説
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
ま
す

が
、決
着
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

信
長
を
語
る
に
最
も
重
要
な
資
料
『
信
長

公
記
』
か
ら
安
土
城
天
主
に
つ
い
て
の
記

録
を
見
る
と
、
物
置
と
な
っ
た
後
世
の
天

守
閣
と
は
違
い
、
信
長
は
安
土
城
の
天
守

閣
を
住
居
と
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
各
層

の
室
内
は
絵
画
で
彩
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
画
題
は
儒
教
・
仏
教
・
道
教
か
ら
取

材
し
た
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
入
る
余

地
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ど
う
や
ら
、

こ
れ
一
つ
を
見
て
も
天
主
教
起
源
説
は
、

い
ま
の
と
こ
ろ
旗
色
が
悪
い
よ
う
に
思
え

ま
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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