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能
登
半
島
の
中
腹
に
位
置
す
る
「
大
本
山
總
持
寺
祖

院
」
は
今
か
ら
約
八
〇
〇
年
前
に
創
建
、一
八
九
八（
明

治
三
十
一
）
年
の
大
火
で
焼
失
す
る
ま
で
、
曹
洞
宗
の

修
行
寺
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
大
火
の
折
に
本
山
は
神

奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
に
移
さ
れ
た
が
、
焼
失
を
免
れ
た

伝
燈
院
、
経
蔵
、
慈
雲
閣
な
ど
が
境
内
に
残
り
、
地
元

で
は
「
能
登
の
御
本
山
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

今
回
取
材
し
た
「
大
祖
堂
」
は
一
九
一
〇 

（
明
治

四
十
三
）
年
に
建
設
さ
れ
た
境
内
最
大
施
設
で
あ
り
、

高
さ
二
〇
㍍
、
建
築
面
積
八
八
〇
平
方
㍍
を
誇
る
国
登

録
有
形
文
化
財
で
も
あ
る
。

　
六
年
前
の
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
こ
の
地
域
の
建
物

被
害
は
全
壊
、
半
壊
を
あ
わ
せ
て
一
、五
〇
〇
棟
を
超

え
た
。「
大
本
山
總
持
寺
祖
院
」
も
例
外
で
は
な
く
、
敷

地
内
に
あ
る
三
〇
棟
も
の
建
造
物
に
被
害
が
及
ん
だ
。

「
地
震
直
後
は
地
割
れ
が
起
き
て
、
山
門
側
に
地
盤
が

滑
落
、
柱
は
傾
き
、
壁
は
崩
落
、
瓦
も
脱
落
し
床
は
で

こ
ぼ
こ
と
波
を
打
っ
て
い
ま
し
た
。
目
視
で
わ
か
る
く

ら
い
建
物
の
多
く
は
傾
い
て
い
る
状
況
で
し
た
」
と
振

り
返
る
の
は
、
現
場
を
統
括
す
る
磯
見
所
長
だ
。
市
内

の
復
旧
を
最
優
先
に
し
た
こ
と
で
、
地
震
発
生
か
ら
六

年
を
過
ぎ
た
今
で
も
修
復
作
業
は
継
続
し
て
い
る
。
そ

れ
で
も
年
内
に
は
す
べ
て
の
工
程
が
完
了
し
、
仏
具
の

復
旧
が
終
わ
れ
ば
「
大
祖
堂
」
は
七
年
ぶ
り
に
本
来
の

姿
を
現
す
。
現
在
は
建
物
を
覆
っ
て
い
た
素
屋
根
の
解

体
と
内
壁
の
下
地
工
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

能
登
半
島
地
震
か
ら
の
復
興

仮設足場より「大祖堂」屋根を望む。建物正面側には以前から使われていた瓦が再利用されている。上空には、解体中の素屋根（建物を雨風から守る
とともに、全天候で作業をするために建物全体を覆う仮の屋根）の骨組みが見え、スケールの大きさがうかがえる。

現場付近の木材加工場。ほとんどの木部材は、ここで加工されてい
る。作業のほとんどは手加工のため、大きな機材は置かれていない。

建物を地面から約１m持ち上げた様子。床組みの下には井桁状に鉄骨
が組まれており、それをジャッキが支えている。（提供：松井建設㈱）

今
か
ら
六
年
前
の
平
成
十
九
年
三
月
二
十
五
日
、

能
登
半
島
地
震
が
発
生
し
た
。最
大
震
度
六
強
を
記
録
し
た
輪
島
市
に

今
回
の
現
場「
大
本
山
總
持
寺
祖
院
」は
あ
る
。

地
震
で
は
敷
地
内
に
あ
る
す
べ
て
の
建
造
物
が
被
害
を
受
け
た
が
、

そ
の
傷
跡
は
ま
だ
癒
え
て
い
な
い
。

そ
の
中
の
一
つ「
大
祖
堂
」再
建
に
携
わ
る

松
井
建
設
㈱
・
磯
見
所
長
に
取
材
し
た
。

宮
大
工
の
精
神
が

社
寺
建
築
を

未
来
へ
伝
承
す
る

大
本
山
總
持
寺
祖
院
震
災
復
興
事
業
・

大
祖
堂
保
存
修
理
工
事
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く
し
た
方
が
安
全
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
地
盤
や
基
礎

を
補
強
す
る
約
一
年
の
間
に
雨
風
で
柱
な
ど
が
痛
ま
な

い
よ
う
に
屋
根
や
壁
を
残
し
て
い
る
と
い
う
。
地
盤
の

補
強
と
し
て
地
中
に
は
約
七
㍍
の
長
さ
で
、
二
五
五
本

の
鋼
管
杭
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
。「
床
下
の
空
間
は

約
一
㍍
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
径
の
異
な
る
二
種

類
の
鋼
管
杭
を
一
㍍
刻
み
に
人
力
で
運
搬
し
、
建
物
の

自
重
を
ジ
ャ
ッ
キ
の
反
力
と
し
て
利
用
す
る
圧
入
工
法

で
打
設
し
て
い
き
ま
し
た
」。
そ
の
後
、
基
礎
の
補
強
と

し
て
新
た
な
基
礎
ス
ラ
ブ
を
打
設
、
礎
石
を
元
の
位
置

に
戻
し
て
い
っ
た
。「
創
建
時
と
同
じ
場
所
へ
柱
を
戻

す
為
に
、
建
物
を
下
ろ
す
際
に
は
三
次
元
測
量
器
を
利

用
し
て
ミ
リ
単
位
の
精
度
で
位
置
を
調
整
し
ま
し
た
」。

発  注  者：大本山總持寺祖院震災復興委員会
設計・監理：株式会社文化財工学研究所
施  工  者：松井建設株式会社北陸支店
工　　　期：平成21年12月1日〜平成26年1月31日（予定）

工事概要

　「
地
震
で
傾
い
た
建
物
を
水
平
に
戻
し
つ
つ
、
沈
下

し
た
地
盤
を
補
強
す
る
作
業
に
も
っ
と
も
苦
労
し
ま
し

た
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、
磯
見
所
長
が
そ
の
工
程
を
説

明
し
て
く
れ
た
。
こ
の
現
場
で
は
「
半
解
体
修
理
」
と

い
う
技
法
で
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
柱
な
ど
の
主

構
造
は
解
体
せ
ず
に
、
破
損
し
た
屋
根
や
壁
を
修
復
し

て
い
く
と
い
う
も
の
だ
。

　
ま
ず
既
存
の
屋
根
や
壁
は
そ
の
ま
ま
に
床
組
み
を
解

体
。
続
い
て
、
一
〇
〇
㌧
の
油
圧
ジ
ャ
ッ
キ
を
四
五
個

使
用
、
建
物
を
地
上
か
ら
約
一
㍍
持
ち
上
げ
空
間
を
つ

く
る
。
建
物
を
持
ち
上
げ
る
た
め
に
は
で
き
る
だ
け
軽

社
寺
建
築
の
修
復
工
事
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な
が
ら
建
物
を
調
べ
て
、
屋
根
の
形
状
や
垂
木
の
小
口

に
つ
く
金
物
な
ど
の
現
寸
図
を
お
こ
し
て
い
き
ま
す
」。

多
い
時
に
は
工
程
の
四
割
が
調
査
に
あ
て
ら
れ
る
。
木

造
の
屋
根
は
乾
燥
収
縮
や
経
年
変
化
に
よ
り
、
そ
の
勾

配
や
反
り
具
合
が
創
建
当
時
の
形
と
異
な
っ
て
い
る
そ

う
だ
。
現
寸
図
を
書
き
お
こ
し
、
棟
梁
ら
と
本
来
も
っ

て
い
た
稜
線
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
修
復
す
る
形
を
決

め
て
い
く
。「
そ
の
こ
だ
わ
り
は
シ
ャ
ー
ペ
ン
の
芯
一

本
分
だ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ
こ
そ
が
社
寺
建
築
の

醍
醐
味
で
す
ね
」
と
磯
見
所
長
。

　
も
う
一
つ
受
け
継
が
れ
る
も
の
が
あ
る
、
素
材
だ
。

補
修
に
関
し
て
は
、
木
組
み
の
形
状
や
使
わ
れ
て
い
る

釘
か
ら
い
つ
、
何
回
手
を
加
え
ら
れ
た
か
を
探
り
、
そ

の
加
工
技
術
を
踏
襲
し
て
新
た
な
加
工
を
施
す
そ
う
だ
。

ま
た
部
材
の
長
さ
や
厚
み
が
次
の
担
い
手
に
伝
わ
る
よ

う
完
全
に
切
落
と
す
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
新
し
い
木

材
を
補
完
し
て
い
く
。
左
官
工
事
で
は
解
体
し
た
壁
の

土
を
新
し
い
材
料
に
混
ぜ
て
使
う
そ
う
だ
。
磯
見
所
長

は
実
際
の
土
壁
を
前
に
「
土
塗
り
壁
は
四
種
類
の
下
塗

り
の
後
、
上
塗
り
で
仕
上
げ
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

ひ
び
割
れ
防
止
に
役
立
ち
ま
す
」。
社
寺
建
築
を
「
修

復
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
創
建
当
時
の
姿
に
戻
す
こ

と
で
あ
り
、
数
百
年
先
を
見
据
え
、
そ
の
建
物
で
使
わ

れ
て
い
る
技
術
や
素
材
を
伝
承
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
松
井
建
設
㈱
の
創
業
は
約
四
百
年
前
に
遡
る
。
加
賀

藩
二
代
藩
主
前
田
利
長
公
の
命
に
よ
り
越
中
守
山
城
の

社寺建築の修復に携わるときは、
必ずその社寺が所蔵している過

去の建築記録を確認します。そこには
当時使われた構法や道具の種類が記さ
れ、棟梁はもちろん、工事関係者の名
前がすべて記録されているからです。
この現場でも建設中の写真などが残っ
ており、修復工事の際にたいへん役立
ちました。同じように修復工事が完了
した折には、私たちのことも資料とし

て所蔵されます。数百年前の先人と肩
を並べるようで、非常に誇らしいです
ね。木造建築は丁寧に修理し続ければ、
数百年使い続けられることを改めて感
じています。日本の建築文化は本当に
すばらしいです。
　「大祖堂」の後にも修復工事は続き
ます。多くの方に１日でも早く再びこ
の寺の本来の姿をお見せできるように
今後も尽力していきます。

Q あなたがこの現場で発見したことは何ですか？

A

松井建設株式会社 北陸支店
大本山總持寺祖院震災復興事業
・大祖堂保存修理工事 作業所長

磯見浩之
Hiroyuki Isomi

普
請
に
従
事
、
そ
れ
以
後
、
宮
大
工
の
精
神
を
継
承
し
、

社
寺
建
築
の
新
築
、
改
修
、
保
存
に
従
事
し
て
き
た
。

今
で
は
そ
の
数
二
千
件
以
上
。
社
寺
建
築
に
携
わ
り
た

い
と
思
っ
て
入
社
す
る
社
員
も
多
い
が
、
だ
れ
も
が
そ

う
な
れ
る
訳
で
は
な
い
。
磯
見
所
長
は
一
四
年
前
に
携

わ
っ
た
現
場
で
転
機
が
あ
っ
た
。「
一
つ
の
現
場
で
、
継

手
仕し

く

ち口
の
図
面
を
二
〇
〇
枚
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
本
も
参
考
に
し
ま
し
た
が
、
昔
か
ら
そ
の
地

域
に
伝
わ
る
特
有
の
寸
法
や
形
状
が
あ
っ
た
の
で
、
連

日
現
場
の
棟
梁
と
打
合
せ
を
し
な
が
ら
書
き
上
げ
ま
し

た
」。
現
場
で
は
図
面
通
り
の
品
質
が
確
保
さ
れ
て
い

る
か
、
加
工
さ
れ
た
木
材
を
隅
々
ま
で
確
認
し
た
そ
う

だ
。
そ
う
し
た
姿
勢
が
会
社
に
認
め
ら
れ
、
以
降
は
社

寺
建
築
一
筋
と
な
っ
た
。
所
長
に
な
っ
た
今
で
も
「
職

人
さ
ん
と
話
す
と
き
は
、
知
っ
た
振
り
を
し
な
い
こ
と

が
大
切
で
す
。
社
寺
建
築
に
は
一
つ
と
し
て
同
じ
建
物

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
都
度
勉
強
で
す
ね
」
と
実
直
だ
。

現
場
で
課
題
が
あ
る
と
、
他
の
社
寺
建
築
か
ら
解
決
す

る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
探
す
そ
う
だ
。「
建
物
は
普
通
正

面
か
ら
し
か
見
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
見
上
げ
た
り
、

建
物
の
後
ろ
に
ま
わ
っ
て
み
た
り
、
し
ゃ
が
ん
で
床
下

を
覗
い
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
建
物
を
観
察

し
ま
す
。
毎
回
違
う
発
見
が
あ
り
ま
す
ね
」
と
楽
し
そ

う
に
話
し
て
く
れ
た
。
社
寺
建
築
を
こ
よ
な
く
愛
す
る

磯
見
所
長
は
今
後
も
社
寺
現
場
で
頑
張
る
こ
と
に
違
い

な
い
。

「大祖堂」正面入り口。立体的な彫刻が軒下に配置されている。壮大な外観を拝める日も近い。

補完された木材の様子。部材の長さを後世へ伝える為に端部を切り落とさず
に、新しい木材を補完している。新旧の木目も揃える事で、長い年月をかけ
て馴染んでいく。

柱
は
最
大
で
三
〇
㍉
の
曲
が
り
が
あ
り
、
ナ
イ
ロ
ン
の

吊
り
具
と
チ
ェ
ー
ン
ブ
ロ
ッ
ク
を
用
い
、
位
置
を
微
調

整
す
る
作
業
は
非
常
に
苦
労
し
た
と
い
う
。「
今
回
屋

根
瓦
も
修
復
し
て
い
ま
す
が
、
瓦
の
下
地
は
土
居
葺
き

で
し
た
。
い
ま
で
い
う
防
水
紙
の
役
割
で
す
ね
。
た
だ

修
復
の
際
に
は
土
居
葺
き
だ
け
で
な
く
防
水
紙
も
使
っ

て
い
ま
す
」。
伝
統
的
な
技
術
と
近
代
的
な
技
術
を
常

に
融
合
さ
せ
な
が
ら
修
復
工
事
は
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
屋
根
は
社
寺
建
築
の
顔
と
も
言
え
る
。「
社
寺
建
築

の
現
場
で
は
調
査
と
い
う
工
程
が
あ
り
ま
す
。
解
体
し

社
寺
建
築
に
か
け
る
想
い

創
建
当
時
の
形
を
次
世
代
に
伝
え
る
手
仕
事

右／「焼印」は新たに使用する木材に押される。これにより改修時期を後世に伝える。
左上／解体時、既存建具や床板一枚ごとに「番付」と呼ばれる札が付けられる。写真は
建具に貼られた「番付」。これにより、どこの場所で使われていた部材かがわかる。
左下／現場で使用する仕口、継ぎ手形状の検討に使われた原寸大模型。

上／土塗り壁の調査写真。5つの段階
を経て壁を仕上げている。左から小
舞、荒壁、斑直し、中塗り、漆喰上塗
りの順。（提供：松井建設㈱）
左／斑直しに使用される土を練ってい
る様子。藁と混ぜた後、使用する。


