
文化財を守り、保ち続ける目的はどこにあるのか。
文化財保護法第一条には「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、
もって国民の文化向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」と明記されている。
わが国の歴史の営みの中で、その時代の人々の生活、社会のあり方、
風土を反映しながら形作られてきた文化財は、まさに目に見える国民の歴史そのものといえる。
更に近年、グローバル化、インバウンドの隆盛を背景として、
海外からも日本の伝統、文化は大きな注目を集めている。
世界的な宝としても位置づけられる文化遺産の継承は、日本人の恒久的な義務といえる。
しかし、形あるものは月日とともに必ず崩壊、損傷の危機にさらされる。
その窮地を乗り越えてきたのが伝統的に受け継がれた匠の技と建設業が培ってきた先端技術だ。　
古の都、奈良で文化財を守る現場に立ち、保存の意味について問い直してみた。

文：槌田波留基　写真：特記以外は中原一隆

平成29年9月21日に奈良市の唐招提寺で御影堂（旧一乗院宸殿）の曳家が始まった。
装備を含め総重量120tの重要文化財が浮き上がり30m移動した。（提供：株式会社産業経済新聞社）

特集

守り、継承する
文化財建造物
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予
定
の
「（
仮
称
）
奈
良
県
国
際
芸
術
家

村
」
構
想
が
あ
る
。
文
化
財
の
保
存
・

修
復
と
、
歴
史
文
化
資
源
の
活
用
を
戦

略
的
に
展
開
す
る
拠
点
と
な
る
。
修
復

現
場
の
公
開
や
解
説
を
行
い
、
一
般
市

民
が
直
接
文
化
財
と
触
れ
合
う
場
と
機

会
を
創
出
、
更
に
修
復
を
担
う
専
門
家
、

後
継
者
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
て
い
く

と
い
う
。「
例
え
ば
、
伝
統
的
な
左
官
や

瓦
葺
き
と
い
っ
た
在
来
工
法
は
、
パ
ネ

ル
化
さ
れ
た
こ
と
で
需
要
が
低
下
、
職

人
さ
ん
も
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
補
修

に
欠
か
せ
な
い
こ
う
し
た
技
を
若
手
に

継
承
し
、
現
場
で
活
躍
す
る
人
材
を
育

成
す
る
こ
と
が
芸
術
家
村
の
大
き
な
使

命
に
な
り
ま
す
」
と
名
草
課
長
は
説
明

す
る
。

　

し
か
し
、
修
復
材
料
の
確
保
や
、
震

災
や
火
災
に
対
す
る
備
え
と
い
っ
た
新

た
な
課
題
は
、
人
材
の
育
成
活
動
だ
け

で
は
ク
リ
ア
で
き
な
い
。
近
年
、
急
速

に
研
究
開
発
が
進
む
耐
震
や
耐
火
に
関

　

国
内
に
お
け
る
文
化
財
の
宝
庫
、
奈

良
県
に
は
、
日
本
の
国
宝
に
指
定
さ
れ

て
い
る
二
二
三
件
の
建
造
物
の
う
ち
約

三
割
に
当
た
る
六
四
件
が
集
中
。
加
え

て
県
指
定
有
形
文
化
財
の
建
造
物
も

一
一
七
件
を
数
え
る
。
現
在
ま
で
に
指

定
件
数
の
約
六
割
に
お
い
て
建
物
を
部

材
ご
と
に
解
体
し
、
補
修
後
再
び
組
み

直
す
根
本
修
理
を
完
了
し
て
い
る
が
、

当
然
、
補
修
後
の
継
続
的
な
保
存
、
維

持
管
理
も
大
き
な
課
題
と
な
る
。

大
切
に
思
う
気
持
ち
が

文
化
財
を
守
る

わ
る
技
術
や
新
素
材
を
取
り
込
ん
で
い

く
必
要
が
あ
る
。
名
草
課
長
は
現
代
の

建
設
技
術
で
そ
う
し
た
難
題
を
克
服
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。「
更

に
、
構
造
解
析
や
設
計
に
も
最
新
の
技

術
を
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
。
ベ
テ
ラ

ン
の
職
人
は
、
構
造
や
部
材
を
見
た
だ

け
で
そ
の
建
物
が
創
建
さ
れ
た
時
代
を

判
断
す
る
肌
感
覚
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
直
感
、
知
見
と
最
新
技
術
を

融
合
で
き
れ
ば
」。手
で
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
レ
プ
リ
カ
の
製
作
や
、
目
に
見

え
な
い
部
分
で
補
強
す
る
技
術
の
開
発

も
欠
か
せ
な
い
と
い
う
。「
数
百
年
前
の

創
建
時
の
建
設
、
後
に
続
く
時
代
ご
と

の
修
復
で
も
、
用
い
ら
れ
た
の
は
そ
の

時
々
の
最
新
技
術
で
す
。
私
た
ち
も

一
〇
〇
年
後
に
『
平
成
の
連
中
は
何
を

や
っ
て
い
た
ん
だ
！
』と
言
わ
れ
な
い
よ

う
に
し
た
い
」。

　

奈
良
県
で
は
大
規
模
な
補
修
工
事
を

展
開
す
る
県
内
五
カ
所
の
寺
社
に
文
化

財
保
存
事
務
所
の
出
張
所
を
常
設
し
、

工
事
を
推
進
す
る
体
制
を
整
え
て
い
る
。

更
に
県
職
員
と
し
て
一
七
名
の
技
術
者
、

九
名
の
技
能
者
、
つ
ま
り
大
工
が
常
駐

　

文
化
財
の
継
承
に
つ
い
て
は
、「
保

存
」
と
「
活
用
」
を
両
輪
と
し
て
推
進

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
、
奈
良
県
教

育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
存
課
の
名

草
康
之
課
長
は
文
化
財
保
存
に
つ
い
て

こ
う
語
る
。「
市
民
の
皆
さ
ん
や
、
こ
こ

を
訪
れ
る
方
々
、
更
に
維
持
補
修
に
携

わ
る
関
係
者
も
含
め
、
文
化
財
を
心
か

ら
大
事
に
思
う
気
持
ち
を
育
み
、
価
値

観
を
共
有
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
だ
と

考
え
て
い
ま
す
」。

　

文
化
財
に
触
れ
る
の
も
人
、
守
っ
て

い
く
の
も
人
だ
。
そ
の
人
た
ち
が
集
う

拠
点
と
し
て
平
成
三
十
三
年
度
に
開
設

す
る
。
行
政
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
布
陣

を
敷
い
て
い
る
の
は
京
都
と
奈
良
だ
け

だ
と
い
う
。
そ
の
背
景
を
名
草
課
長
は

こ
う
話
す
。「
明
治
期
に
文
化
財
保
存

が
制
度
化
さ
れ
、
そ
の
頃
か
ら
修
理
が

始
ま
り
ま
し
た
。
す
で
に
一
〇
〇
年
余

り
が
経
過
し
て
お
り
、
二
度
目
の
大
規

模
改
修
を
検
討
す
る
時
期
に
あ
る
建
造

物
も
あ
り
ま
す
」。
つ
ま
り
、
文
化
財
の

保
存
に
終
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

効
率
的
な
工
事
を
行
い
、
適
正
な
工
期

で
走
り
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
に
も
建
設
業
界
と
の
連
携
は
大
き
な

テ
ー
マ
だ
。「
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
我
々

は
一
〇
〇
年
以
上
に
責
任
を
持
つ
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
建
設
業
界
は
イ
ン
フ

ラ
整
備
を
は
じ
め
各
社
の
威
信
を
か
け

て
社
会
貢
献
を
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の

信
頼
性
、
責
任
感
は
、
文
化
財
保
存
に

向
け
た
想
い
と
も
大
き
な
親
和
性
が
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
」
と
名
草
課
長
は

話
し
て
く
れ
た
。

名草康之
Yasuyuki Nagusa

奈良県教育委員会事務局
文化財保存課長

経
験
値
と
技
術
の
融
合

 

一
〇
〇
年
に
責
任
を
持
つ

文
化
財
と
触
れ
合
う

機
会
を
創
出
し
、

文
化
財
修
復
技
術
の

伝
承
を
目
指
す

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局 

文
化
財
保
存
課

東大寺の象徴である国宝東大寺金堂（大仏殿）。
その荘厳さに触れようと、連日国内外から多く
の観光客が訪れる。8世紀に造営された金堂は2
度焼失したがその後、「江戸期の先端技術」で再
建された。（写真：Shutterstock.com）

（仮称）奈良県国際芸術家村における文化財活用施策例

守り、継承する文化財建造物特集

（仮称）奈良県国際芸術家村
文化資源の
「活用」

総合的・一体的に
施策展開

文化財の
「保存・修復」

◦�歴史文化資源を題材とする高校生等への教育やセ
ミナー等を通じた生涯学習の機会の提供を行う
ハブセンターとして活用

「修復観光」「教育・交流」
「関心喚起」「理解・認識の深化」

文化資源の活用・交流の拠点
◦�文化財修復現場の公開・解説
◦�国宝、重文を含む歴史文化資源の展示
◦�郷土教育、生涯教育、就学前教育など学習・交流
◦�国際会議などMICEの誘致、多言語情報発信強化、
世界遺産教育など地域交流（ACCU連携）

◦�大学等のセミナーハウスとしての活用

文化資源の保存・修復の拠点
◦�県文化財保存事務所（建造
物）、　天理市文化財課（考
古）の移転
◦�選定保存技術保存団体（仏
像、絵画等）の誘致
◦�ユネスコ・アジア文化セン
ター文化遺産保護協力事
務所の誘致

「伝統技術の継承」

人材育成の拠点
◦�文化財修復技術の伝承、人
材育成

◦�大学生の受け入れ（有給イ
ンターン等）

◦�国際的な人材養成（ACCU
連携）

「後継者確保」

文化財を名実ともに県民全体の財産へ
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そ
の
重
要
文
化
財
は
数
年
前
ま
で
屋

根
に
穴
が
あ
き
、
軒
は
落
ち
、
建
物
全

体
の
傾
き
を
突
っ
交か

い
棒
で
支
え
て
い

る
状
況
だ
っ
た
。
奈
良
県
橿か

し

原は
ら

市
の
称

念
寺
。
江
戸
初
期
の
建
立
と
さ
れ
、
浄

土
真
宗
初
期
の
建
築
様
式
を
残
す
貴
重

な
建
物
と
し
て
平
成
十
四
年
に
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た

趣
の
あ
る
今
井
町
の
路
地
を
進
ん
で
行

く
と
、
ひ
と
き
わ
高
く
そ
び
え
る
工
場

の
よ
う
な
建
物
が
見
え
て
く
る
。
修
理

中
の
称
念
寺
本
堂
を
す
っ
ぽ
り
と
覆
う

素
屋
根
だ
。「
平
成
二
十
二
年
に
事
業

が
決
ま
り
、
現
在
、
本
堂
の
修
理
工
事

に
着
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
説

明
し
て
く
れ
た
の
は
奈
良
県
の
文
化
財

保
存
事
務
所
称
念
寺
出
張
所
の
豆ま

め

越こ
し

祐

也
主
査
（
技
能
）
だ
。
県
職
員
の
「
大

工
」
と
し
て
こ
の
工
事
を
主
導
し
て
い

る
。
平
成
三
十
四
年
の
完
了
を
目
指
し
、

現
場
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
捗
し
て
い
る
。

　

と
は
言
う
も
の
の
事
業
に
は
時
間
が

か
か
る
。
同
出
張
所
の
技
術
者
、
中
田

宏
和
主
任
は
そ
の
経
緯
を
こ
う
話
し
て

く
れ
た
。「
修
理
工
事
期
間
中
、
本
堂
を

風
雨
か
ら
守
る
た
め
素
屋
根
で
す
っ
ぽ

り
覆
っ
て
修
理
事
業
を
行
い
ま
す
。
素

屋
根
を
建
設
す
る
た
め
、
最
初
の
二
年

間
は
敷
地
内
の
客
殿
、
庫く

裡り

、
鐘
楼
な

ど
周
辺
建
物
の
解
体
撤
去
工
事
を
行
い

ま
し
た
。
文
化
財
の
保
存
修
理
事
業
に

は
所
有
者
の
方
と
の
調
整
、
調
査
や
設

計
、
更
に
は
予
算
の
確
保
と
い
っ
た
付

随
業
務
な
ど
手
続
き
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
」。

　

工
事
で
も
っ
と
も
気
を
使
う
の
が
解

体
作
業
だ
。
柱
か
ら
梁
、
基
礎
部
材
ま

で
一
〇
〇
％
再
利
用
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。
素
屋
根
の
内
部
で
解
体
し
、

部
材
も
そ
の
中
に
保
存
す
る
。
部
材
は

本
堂
だ
け
で
も
一
万
パ
ー
ツ
を
超
え
る
。

一
つ
ひ
と
つ
取
り
出
し
て
修
理
し
、
使

わ
れ
て
い
た
場
所
を
示
す
札
を
つ
け
て

管
理
す
る
。
強
度
が
保
て
な
い
も
の
は

別
途
保
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
使
え
る

も
の
、
使
え
な
い
も
の
を
判
断
し
、
札

を
つ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
釘
の
位
置

も
マ
ー
キ
ン
グ
し
て
組
み
立
て
の
時
に

同
じ
よ
う
に
施
工
で
き
る
よ
う
記
録
を

怠
ら
な
い
。「
い
か
に
丁
寧
に
バ
ラ
す

か
。
更
に
、
数
百
年
の
間
に
修
繕
さ
れ

た
形
跡
が
随
所
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

の
痕
跡
も
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

数
百
年
後
の
再
修
理
の
際
に
修
繕
の
経

緯
を
将
来
の
技
術
者
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

し
ま
す
」
と
豆
越
主
査
は
話
す
。
事
実
、

解
体
の
作
業
中
に
年
号
と
大
工
の
名
前

と
思
わ
れ
る
墨
痕
の
あ
る
造
作
材
が
出

て
き
た
。「
こ
れ
に
よ
っ
て
江
戸
初
期

と
さ
れ
て
い
た
創
建
を
あ
る
程
度
特
定

で
き
た
。
我
々
調
査
を
し
て
い
る
人
間

と
し
て
は
一
番
嬉
し
い
記
録
で
す
」
と

中
田
主
任
は
笑
う
。
解
体
作
業
は
修
理

の
一
環
と
い
う
よ
り
調
査
・
研
究
と
い

っ
た
側
面
が
強
い
。
文
化
財
の
保
存
は
、

一
〇
〇
年
を
超
え
て
、
建
物
の
形
と
と

も
に
記
録
を
継
承
し
続
け
る
事
業
だ
。

　

称
念
寺
の
修
理
に
は
破
損
部
分
の
修

理
に
加
え
、
耐
震
補
強
の
設
計
施
工
業

務
が
あ
る
。
解
体
が
完
了
し
た
時
点
で
、

基
礎
部
の
補
強
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
地

域
は
大
藤
原
京
域
に
あ
た
り
、
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
た
後
、
予
算
と
地
盤
へ
の

影
響
を
勘
案
し
て
ベ
タ
基
礎
が
採
用
さ

れ
た
。
基
礎
工
事
で
一
部
配
筋
し
た
後

に
礎
石
を
元
の
位
置
に
正
確
に
据
え
戻

し
、
そ
の
上
に
載
る
柱
の
割
付
、
角
度
、

高
さ
を
調
整
し
た
後
に
生
コ
ン
を
打
設

し
た
。「
礎
石
や
柱
を
ポ
ン
ポ
ン
と
置

い
て
い
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
慎

重
な
作
業
に
な
り
ま
し
た
」
と
中
田
主

任
は
振
り
返
る
。

　

そ
し
て
こ
の
段
階
で
基
礎
部
に
耐
震

補
強
を
施
す
こ
と
に
な
る
。
四
本
の
長

押
を
柱
の
根
元
で
井
桁
状
に
直
交
す
る

よ
う
設
置
し
、
こ
れ
を
金
物
で
結
合
し

て
一
体
化
さ
せ
る
。
襖
や
障
子
が
多
く
、

壁
が
少
な
い
日
本
家
屋
や
寺
院
建
築
で

は
、
外
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
対
処

す
る
の
が
耐
震
補
強
の
基
本
に
な
る
と

豆
越
主
査
が
説
明
し
て
く
れ
た
。「
耐

震
補
強
は
工
事
の
目
玉
で
す
が
、
壁
や

ブ
レ
ー
ス
材
を
新
設
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
意
匠
を
損
な
わ
な
い
よ
う
床

下
で
補
強
す
る
工
法
を
選
択
し
ま
し
た
。

こ
れ
な
ら
部
材
を
傷
め
る
こ
と
な
く
、

次
の
改
修
時
に
も
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
」。

　

長
押
は
化
粧
材
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
近
年
で
は
構
造
材
と
し

て
の
機
能
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
豆
越

主
査
は
大
学
や
ゼ
ネ
コ
ン
と
連
携
し
て

詳
細
な
実
験
・
検
証
を
行
い
、
こ
の
長

押
を
補
強
工
法
と
し
て
称
念
寺
で
採
用

し
た
。
可
能
な
限
り
意
匠
を
保
ち
つ
つ

長な

げ

し押
を
補
強
工
法
に

進
化
さ
せ
る

四
〇
〇
年
の
痕
跡
を

未
来
に
伝
え
る

素屋根の中で本堂の組立作業が進
む。約20m四方の本堂修復に挑む
大工たちは脱臼、骨折した建物を治
療する外科医のように映った。

称念寺の修復は精密部品を扱うような丁寧な作業だ。屋根瓦や木製の造作部材には一つずつ設置されていた「番付」を振
り、素屋根内で保管する（写真右上、右下）。構造部材も欠損部を新材で補強し最大限活用する（左下）。どうしても再生で
きない箇所は新材を採用し、平成の仕事であることを焼印で後世に伝える（左上）。

伝
統
と
新
素
材
を
融
合
さ
せ

次
世
代
に
引
き
継
ぐ

称
念
寺
本
堂 

保
存
修
理
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次
世
代
に
引
き
継
ぐ
文
化
財
保
存
の
理

念
に
合
致
し
た
施
工
法
だ
。

　

更
に
、
柱
の
根
継
ぎ
に
炭
素
繊
維
を

採
用
し
た
こ
と
も
注
目
に
価
す
る
。
傷

ん
だ
古
材
に
繊
維
方
向
で
直
交
さ
せ
な

が
ら
何
重
に
も
巻
き
つ
け
て
補
強
す
る

方
法
だ
。
ガ
チ
ガ
チ
に
固
ま
っ
た
柱
の

表
面
は
見
た
目
に
も
強
靭
さ
が
わ
か
る
。

最
終
的
に
は
上
か
ら
化
粧
板
を
施
し
意

匠
も
担
保
で
き
る
と
豆
越
主
査
は
こ
う

説
明
す
る
。　
「
一
昔
前
だ
と
鉄
板
で
補

強
す
る
方
法
が
限
界
で
し
た
。
そ
の
工

法
し
か
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
使
わ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

新
し
い
素
材
が
開
発
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
古
い
材
料
を
活
か
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
保
存
の
現
場
は
常
に
新
技
術
や

新
工
法
を
求
め
て
い
る
ん
で
す
」。
最

近
は
テ
レ
ビ
で
見
た
液
体
ガ
ラ
ス
を
文

化
財
保
存
に
活
用
で
き
な
い
か
と
考
え

て
い
る
と
い
う
。
将
来
的
に
は
免
震
装

置
も
文
化
財
保
存
に
転
用
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
情
報
の
ア
ン
テ
ナ
を
高
く

伸
ば
し
、
新
た
な
発
想
を
喚
起
し
て
い

く
こ
と
も
大
事
だ
と
豆
越
主
査
は
自
ら

を
鼓
舞
す
る
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

　
「
重
要
文
化
財
や
国
宝
は
文
字
通
り

日
本
の
宝
で
す
。
自
分
の
代
で
絶
や
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
現
代
の
工
法
や

技
術
も
合
わ
せ
て
伝
え
て
い
く
こ
と
も

必
要
で
す
。
薬
品
や
モ
ル
タ
ル
を
使
っ

て
と
り
あ
え
ず
直
せ
ば
い
い
と
い
う
も

の
で
は
な
い
ん
で
す
」。
文
化
財
保
存

の
意
義
に
つ
い
て
尋
ね
た
際
、
中
田
主

任
は
こ
う
答
え
て
く
れ
た
。
豆
越
主
査

は
、
そ
う
し
た
使
命
の
重
要
性
に
加
え
、

こ
う
言
葉
を
継
い
だ
。「
貴
重
な
建
物

で
は
あ
り
ま
す
が
、
大
工
と
し
て
関
わ

っ
た
一
つ
の
現
場
と
い
う
捉
え
方
も
で

き
る
と
思
う
。
極
端
な
言
い
方
を
す
る

と
そ
れ
が
た
ま
た
ま
文
化
財
だ
っ
た
と
。

一
般
の
住
宅
と
同
じ
よ
う
に
所
有
者
に

満
足
し
て
長
く
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
技
術
者
の
基
本
的
な
想
い
が
あ

り
ま
す
」。

　

来
年
に
は
素
屋
根
の
解
体
工
事
が
始

ま
る
。
そ
こ
か
ら
も
細
か
な
造
作
の
補

修
、
周
辺
建
物
の
復
旧
と
、
道
の
り
は

長
い
。
文
化
と
歴
史
、
技
術
を
後
世
に

継
承
す
る
事
業
が
続
く
。

　

今
年
九
月
、
奈
良
県
五
条
町
の
唐
招

提
寺
境
内
で
、
建
物
を
解
体
せ
ず
移
動

さ
せ
る
「
曳
家
」
と
呼
ば
れ
る
工
事
が

あ
り
、
そ
の
様
子
が
多
く
の
メ
デ
ィ
ア

に
公
開
さ
れ
注
目
を
集
め
た
。
今
年
四

月
に
始
ま
っ
た
平
成
大
修
理
の
一
環
で
、

境
内
の
「
御み

影え
い

堂ど
う

」
を
修
復
に
伴
い
解

体
せ
ず
に
移
動
す
る
工
事
だ
。「
一
言

に
御
影
堂
と
い
っ
て
も
宸し

ん

殿で
ん

と
殿
上
・

玄
関
と
い
う
二
棟
の
建
物
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
移
動
し
た
の
は
宸

殿
の
方
で
、
北
側
に
約
三
〇
㍍
曳
家
し

ま
し
た
」
と
文
化
財
保
存
事
務
所
唐
招

提
寺
出
張
所
の
髙
宮
邦
寛
主
任
が
説
明

し
て
く
れ
た
。

　

天
平
の
昔
、
七
五
九
年
に
創
建
さ
れ

た
唐
招
提
寺
は
、
金
堂
や
講
堂
、
千
手

観
音
像
を
は
じ
め
多
く
の
国
宝
を
抱
え
、

世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
る
日
本
を
代

表
す
る
文
化
遺
産
の
一
つ
だ
。
そ
の
北

側
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
御
影
堂
は
、

こ
の
寺
院
を
建
立
し
た
鑑
真
和
上
の
坐

像
（
国
宝
）
が
奉
安
さ
れ
、
東
山
魁
夷

に
よ
る
ふ
す
ま
絵
、
障
壁
画
な
ど
を
収

め
た
貴
重
な
建
物
だ
。
実
は
現
在
の
奈

良
市
登の

ぼ
り

大お
お

路じ

町ち
ょ
う

付
近
に
あ
っ
た
興
福
寺

一
乗
院
の
遺
構
で
、
昭
和
三
十
九
年
に

こ
こ
唐
招
提
寺
へ
移
築
復
元
さ
れ
た
も

の
。
建
立
は
一
六
四
九
（
慶
安
二
）
年
、

明
治
期
か
ら
昭
和
三
十
七
年
ま
で
は
県

庁
や
奈
良
地
方
裁
判
所
の
庁
舎
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
。
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
、
そ
の
名
称
も
髙
宮
主
任
が
言
う

よ
う
に
「
旧
一
乗
院
宸
殿
・
殿
上
及
び

玄
関
」
と
さ
れ
る
。

　

工
事
の
目
的
は
御
影
堂
が
立
っ
て
い

た
基
礎
部
の
再
構
築
、
屋
根
の
葺
き
替

え
を
主
と
し
て
、
造
作
の
補
修
と
耐
震

対
策
も
行
う
。
昭
和
の
移
築
の
際
に
、

基
礎
杭
が
現
在
の
基
準
と
な
る
支
持
地

盤
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、

北
東
側
の
地
盤
が
沈
下
、
建
物
が
傾
斜

し
始
め
て
い
た
。
基
礎
部
の
改
良
に
つ

い
て
は
工
学
的
基
盤
に
達
す
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
杭
を
打
ち
込
み
、
更
に
地
中
に

コ
ン
ク
リ
ー
ト
梁
を
巡
ら
す
計
画
だ
。

当
初
は
沈
下
し
た
部
分
だ
け
を
強
化
す

る
案
も
考
え
ら
れ
た
が
、
更
な
る
安
定

化
を
図
る
た
め
、
建
物
下
全
体
に
改
良

を
施
す
こ
と
に
な
っ
た
。「
二
棟
の
建

物
を
水
平
方
向
に
ず
ら
し
て
、
そ
の
下

に
あ
る
地
面
を
強
化
し
ま
す
。
安
定
し

た
基
礎
部
に
礎
石
を
置
き
直
し
て
、
そ

の
上
に
建
物
を
戻
す
。
そ
の
前
に
発
掘

文
化
財
の
足
元
を
強
靭
化

技
術
者
と
し
て
の
矜
持
を
胸
に

移動された宸殿が荷造りの鋼材ごと鎮座する。基
礎地盤を強化した後、宸殿、殿上玄関をもとの位
置に引き戻され、その後、この建物全体を覆う素
屋根を建設し、屋根の葺き替え施工が始まる。

奈良県教育委員会
事務局文化財保存
事務所の称念寺出
張所で活躍する中
田宏和主任（左）
と豆越祐也主査
（右）。

古材と新材の根継ぎ部に炭素繊維を巻いて強化する。豆越主査が見せてく
れたサンプルの表面は樹脂を塗布したような仕上がりだが、発想も素材も
まったく異なる技術だ。

強化されたベタ基礎に礎石がコンクリートで半分埋もれるよ
うに固定された。柱には新材で長押補強を施しボルトで締め
付けている。

歴
史
あ
る
工
法
で

文
化
財
の
強
靭
化
を
図
る

唐
招
提
寺
旧
一
乗
院
宸
殿
ほ
か
一
棟
保
存
修
理
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御影堂「殿上及び玄関」の内部にはすでに鋼材が配置され曳家
の時を待つ（上）。宸殿より構造が複雑なため難易度は高くな
りそうだ。基礎部には不同沈下を示す亀裂が走っていた。進行
すれば殿上のダメージは計り知れない（下）。

調
査
を
行
な
う
の
で
す
が
、
そ
の
結
果

に
よ
っ
て
は
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
」。
調
査
に
伴
い
、
遺
構

や
埋
設
物
が
出
土
す
れ
ば
想
定
し
て
い

る
設
計
を
見
直
す
必
要
も
あ
る
と
髙
宮

主
任
は
話
す
。
唐
招
提
寺
は
希
少
な
文

化
遺
産
で
あ
る
と
と
も
に
、
重
要
な
観

光
資
源
で
も
あ
る
。
一
日
も
早
い
再
公

開
を
目
指
し
て
い
る
。

　

数
々
の
文
化
財
改
修
に
携
わ
っ
て
き

た
髙
宮
主
任
だ
が
、
曳
家
工
事
に
直
接

関
わ
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
と
明
か

す
。「
曳
家
技
術
は
大
変
歴
史
の
あ
る

工
法
で
す
。
こ
こ
の
施
工
は
曳
家
専
門

の
業
者
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
私

自
身
も
勉
強
し
な
が
ら
施
工
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
」。

　

文
字
通
り
重
量
物
を
引
っ
張
っ
て
移

動
さ
せ
る
曳
家
工
法
は
、
古
く
は
エ
ジ

プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
中
国
の
万
里
の

長
城
を
建
設
す
る
際
に
も
採
用
さ
れ
た

と
い
わ
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
中
世

か
ら
江
戸
期
の
築
城
で
「
コ
ロ
」
と
呼

ば
れ
る
丸
太
の
上
に
資
材
と
な
る
巨
石

を
置
い
た
台
を
載
せ
、
人
力
で
移
動
さ

せ
た
「
石
引
」
の
記
録
が
あ
る
。

　

こ
の
技
術
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
の

は
昭
和
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
戦
災
復
興
区
画

整
理
事
業
で
曳
家
が
全
国
で
盛
ん
に
行

わ
れ
た
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
ビ

ル
を
、
業
務
を
継
続
し
た
ま
ま
地
下
室

ご
と
移
動
さ
せ
た
例
も
あ
る
。

　
「
曳
家
は
移
動
す
る
建
物
の
耐
久
性

が
前
提
に
な
り
ま
す
。
御
影
堂
も
軸
部

は
本
当
に
し
っ
か
り
し
て
い
た
。
曳
家

が
困
難
だ
と
し
た
ら
、
建
物
す
べ
て
を

解
体
し
た
後
、
基
礎
工
事
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
更
に
大
規
模
な

工
事
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
」
と

髙
宮
主
任
は
説
明
す
る
。
後
背
に
移
動

先
に
な
る
建
物
と
同
じ
ス
ペ
ー
ス
が
あ

っ
た
こ
と
も
条
件
に
合
致
し
、
曳
家
工

法
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
実
際
に
曳
家
が
始
ま
っ
た
の
は
九
月

二
十
一
日
で
す
が
、
そ
の
前
に
七
月
か

ら
資
材
の
調
達
や
搬
入
と
『
荷
造
り
』

と
い
う
工
程
が
あ
り
ま
し
た
。
鉄
骨
を

建
物
に
抱
か
せ
る
作
業
で
す
。
こ
の
鉄

骨
を
建
物
と
一
緒
に
持
ち
上
げ
、
引
き

道
に
な
る
四
列
の
レ
ー
ル
に
載
せ
て
ジ

ャ
ッ
キ
で
押
し
て
い
き
ま
し
た
」。
宸

殿
の
総
重
量
は
縁
や
根
太
、
床
板
を
撤

去
し
て
も
約
九
〇
㌧
、
移
動
す
る
た
め

の
装
具
と
な
る
鉄
骨
や
ア
ル
ミ
の
鋼
材

で
約
三
〇
㌧
、
合
計
一
二
〇
㌧
の
重
要

文
化
財
を
約
六
〇
㌢
㍍
浮
か
せ
て
三
〇

㍍
動
か
し
た
。
宸
殿
の
曳
家
は
開
始
か

ら
一
〇
日
で
無
事
完
了
し
た
。

　
「
か
つ
て
の
曳
家
は
、
回
転
軸
に
ワ

イ
ヤ
ー
を
巻
き
つ
け
、
数
人
で
軸
部
に

取
り
付
け
た
ハ
ン
ド
ル
部
分
を
回
し
て

建
物
に
接
続
し
た
ワ
イ
ヤ
ー
を
巻
き
取

る
移
動
方
法
が
主
流
で
し
た
。『
神か

ぐ

ら楽

桟し
き

』
と
い
う
こ
の
道
具
が
技
術
の
進
歩

で
ジ
ャ
ッ
キ
に
な
り
、
更
に
押
し
出
し

た
り
、引
き
込
ん
だ
り
す
る
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
般
建
築
で

進
化
し
て
き
た
技
術
を
寺
社
の
保
存
事

業
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
ね
」
と
髙
宮
主
任
は
話
す
。

　

文
化
財
保
存
事
務
所
で
は
年
に
数
回
、

文
化
財
建
造
物
の
修
復
現
場
で
高
校
生

ら
を
対
象
と
し
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

を
受
け
入
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
一
日

就
業
体
験
だ
。
生
徒
が
文
化
財
保
存
に

関
わ
る
仕
事
の
重
要
性
を
理
解
し
、
主

体
的
な
進
路
選
択
の
一
助
と
す
る
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
好
評
だ
。
唐
招
提
寺
出
張

所
に
も
こ
の
夏
、
八
名
の
工
業
高
校
生

徒
が
訪
れ
た
。「『
擦
り
本
』
と
い
う
作

業
が
あ
り
ま
す
。
古
材
の
表
面
の
凹
凸

を
紙
に
写
し
取
り
、
そ
の
形
状
か
ら
ど

う
い
っ
た
道
具
が
使
わ
れ
て
い
た
の
か

判
別
し
ま
す
。
道
具
が
わ
か
れ
ば
建
物

 

一
二
〇
㌧
の

重
要
文
化
財
を
動
か
す

証
拠
集
め
を
す
る
刑
事
の
仕
事

約50年前に奈良市内から移築する前の
発掘調査では、写真右手にあるシートの
下から1基の瓦窯が出土した。高宮主任
は「これだけの建造物の瓦を一つの窯で
供給することは難しい。今後、複数の瓦
窯が出土する可能性もある」と推測する。

が
創
建
さ
れ
た
年
代
も
同
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
体

験
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
皆
さ
ん
、

興
味
深
げ
に
取
り
組
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

文
化
財
修
復
を
知
る
一
つ
の
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
髙
宮
主
任
は
目
を
細
め
な
が
ら
こ
う

続
け
た
。「
自
ら
調
べ
る
こ
と
で
歴
史

の
不
明
点
が
明
ら
か
に
な
る
ん
で
す
。

予
想
を
立
て
て
そ
の
裏
付
け
捜
査
を
す

る
。
刑
事
さ
ん
の
証
拠
探
し
の
よ
う
な

仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
仮
定
が

間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
時
は
、
や
は
り

嬉
し
い
で
す
よ
」。

奈良県教育委員
会事務局文化財
保存事務所の唐
招提寺出張所を
まとめる髙宮邦
寛主任。

レールの上にスキー板のような「クツ」
と細い鋼棒「コロ」を設置して動かす。
曳家の原理は古来、変わることはない。

4基の油圧ジャッキが曳家の原動力になる。
左側の機構部でレールをがっちりと噛むよう
に固定し、それぞれの油圧で調整しながら押
す作業を尺取り虫のように繰り返す。
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伝
統
技
術
と

最
先
端
技
術
を
融
合
し

現
代
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

薬
師
寺
食じ

き

堂ど

う

復
興
事
業

右／鉄骨と木材を融合させることで、古くて新しい古代の建造物を復元する。
中／設計者や施工者、大工が一堂に会して施工状況の確認を行う。BIMによって情報を共有しているため話は早い。
左／BIMモデルを用いたことで、狭い軒の懐に鉄骨を納め、木造寺院建築の曲面屋根も復元できた。

　

失
わ
れ
て
い
た
古
代
の
仏
堂
が
最
新

の
技
術
で
蘇
っ
た
。
今
年
五
月
に
竣
工

し
た
薬
師
寺
の
「
食
堂
」
で
あ
る
。

三
〇
〇
人
も
の
僧
侶
が
斎さ

い

食じ
き

を
す
る
た

め
の
建
物
を
、
布
教
活
動
の
場
と
し
て

蘇
ら
せ
た
。
建
立
当
初
の
食
堂
は
奈
良

時
代
前
半
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
九
七
三
年
に
焼
失
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
一
〇
〇
五
年
に
再

建
さ
れ
た
が
、
再
び
失
わ
れ
た
（
年
代

不
明
）。
薬
師
寺
は
昭
和
四
十
年
代
か

ら
写
経
勧
進
に
よ
る
白
鳳
伽
藍
復
興
事

業
を
進
め
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
金
堂

を
は
じ
め
西
塔
、
大
講
堂
な
ど
を
復
興
。

今
回
の
食
堂
復
興
も
そ
の
一
環
だ
。

白
鳳
の
匠
の
技
を

Ｂ
Ｉ
Ｍ
で
再
現
す
る

が
往
来
し
て
お
り
、
余
裕
を
持
っ
て
施

工
ヤ
ー
ド
を
確
保
で
き
な
い
状
況
だ
っ

た
。
現
場
で
指
揮
に
当
た
っ
た
藤
原
勇

作
業
所
長
も
Ｂ
Ｉ
Ｍ
の
有
効
性
を
実
感

し
た
と
こ
う
回
想
す
る
。「
施
工
図
段

階
で
徹
底
的
に
納
ま
り
を
詰
め
て
い
た

た
め
、
現
場
で
は
精
密
に
製
作
さ
れ
た

部
材
を
組
み
立
て
る
作
業
に
集
中
で
き

ま
し
た
。
宮
大
工
の
マ
ン
パ
ワ
ー
も
限

ら
れ
る
な
か
、
手
戻
り
が
少
な
か
っ
た

こ
と
も
大
き
い
。
生
産
性
向
上
の
面
で

も
Ｂ
Ｉ
Ｍ
に
よ
る
設
計
、
施
工
は
多
大

な
成
果
を
あ
げ
た
と
言
え
ま
す
」。　

食

堂
の
復
元
に
大
き
く
貢
献
し
た
Ｂ
Ｉ
Ｍ

だ
が
、
一
方
で
本
弓
氏
は
こ
う
も
語
る
。

「
我
々
の
仕
事
の
目
的
は
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
使

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゼ
ネ
コ
ン

の
使
命
の
一
つ
は
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
伝
統
技

術
を
合
理
的
に
再
現
し
、
現
代
に
お
い

て
建
物
の
利
用
価
値
を
確
か
な
も
の
と

す
る
た
め
、
必
然
的
に
Ｂ
Ｉ
Ｍ
が
最
善

　

前
項
の
称
念
寺
、
唐
招
提
寺
と
は
異

な
り
、
食
堂
は
れ
っ
き
と
し
た
新
築
の

建
物
だ
。
境
内
か
ら
発
掘
さ
れ
た
遺
構

と
薬
師
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
資
料
や
同

時
代
の
建
物
に
基
づ
い
て
創
建
時
の
姿

を
復
元
、
新
た
に
図
面
を
起
こ
し
、
建

設
さ
れ
た
。
実
施
設
計
を
担
っ
た
㈱
竹

中
工
務
店
設
計
部
の
本
弓
省
吾
氏
に
話

を
伺
っ
た
。「
複
雑
な
曲
面
を
持
つ
伝

統
的
な
意
匠
の
復
元
と
、
柱
を
抜
い
た

現
代
的
な
大
空
間
と
し
多
様
な
宗
教
活

動
に
活
用
し
た
い
、
と
い
う
建
築
主
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
、
構
造
は
鉄

骨
造
を
採
用
し
、
伝
統
的
な
木
造
意
匠

と
の
融
合
を
目
指
し
ま
し
た
」。

　

南
北
約
一
六
㍍
、
東
西
約
四
一
㍍
、

高
さ
約
一
四
㍍
、
延
べ
床
面
積
は
約

六
五
〇
平
方
㍍
に
お
よ
ぶ
食
堂
の
復
興

の
手
法
に
な
っ
た
ん
で
す
」。

　

Ｂ
Ｉ
Ｍ
は
万
能
で
は
な
い
。
実
際
に
、

３
Ｄ
デ
ー
タ
を
二
次
元
化
し
て
出
力
し

た
原
寸
図
を
挟
ん
で
監
修
者
、
設
計
者

と
大
工
が
手
順
や
施
工
方
法
の
確
認
、

デ
ザ
イ
ン
の
変
更
に
つ
い
て
議
論
を
か

わ
す
シ
ー
ン
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。

そ
の
修
正
す
べ
き
点
を
Ｂ
Ｉ
Ｍ
に
反
映

さ
せ
て
再
度
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
工
程

を
経
な
が
ら
食
堂
は
造
ら
れ
て
い
っ
た
。

「
そ
こ
は
人
間
の
作
業
で
す
。 

設
計
者

や
大
工
の
能
力
を
最
大
限
に
活
か
そ
う

と
す
る
局
面
。
機
械
化
や
Ｉ
Ｔ
化
が
進

ん
で
も
最
後
は
大
工
の
仕
上
げ
が
必
ず

必
要
に
な
る
。
経
験
に
裏
付
け
さ
れ
た

人
間
の
仕
事
が
な
く
な
る
こ
と
は
将
来

に
わ
た
っ
て
な
い
で
し
ょ
う
」
と
本
弓

氏
は
確
信
す
る
。

　

食
堂
の
復
興
事
業
は
昨
年
韓
国
で
開

催
さ
れ
た
国
際
会
議
で
披
露
さ
れ
、
伝

統
的
な
寺
社
建
築
で
Ｂ
Ｉ
Ｍ
が
導
入
さ

れ
た
こ
と
は
各
国
か
ら
驚
き
を
も
っ
て

迎
え
ら
れ
た
。「
海
外
の
技
術
者
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遺
産
修
復
で
も
Ｂ
Ｉ
Ｍ

は
使
え
る
か
と
質
問
を
受
け
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
と
自
信
を
も
っ
て
答
え
ま
し
た
」
と

本
弓
氏
は
胸
を
張
っ
た
。

本弓省吾
Shougo Honkyuu

株式会社竹中工務店
大阪本店 設計部
設計第1部門1グループ

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
軒
の
狭
い
懐
に
鉄

骨
と
金
物
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鉄
骨
自
体
に
曲
面
を
再
現
す
る
必
要
も

あ
っ
た
た
め
、
Ｂ
Ｉ
Ｍ
に
よ
る
詳
細
な

干
渉
確
認
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
主
要

プ
ロ
セ
ス
に
な
り
ま
し
た
」。

　

白
鳳
建
築
に
お
け
る
屋
根
面
は
複
雑

な
曲
面
を
描
い
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

更
に
、
軒
と
棟
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
曲き

ょ
く

率り
つ

で
反
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
屋

根
面
は
単
純
な
一
方
向
の
曲
面
で
は
な

く
、
三
次
元
的
に
ね
じ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
Ｂ
Ｉ
Ｍ
ソ
フ
ト
、
三
次
元
モ

デ
リ
ン
グ
、
フ
ァ
イ
ル
統
合
ソ
フ
ト
、

３
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｄ
を
コ
ラ
ボ
さ
せ
、
よ
り
精

密
な
曲
面
を
描
き
出
し
た
。

　

打
ち
合
わ
せ
に
お
い
て
も
、
統
合
し

た
３
Ｄ
モ
デ
ル
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に

投
影
し
、
設
計
者
、
監
修
者
、
宮
大
工
、

鉄
骨
業
者
た
ち
が
視
覚
的
に
情
報
を
共

有
、
施
工
手
順
を
は
じ
め
細
部
の
チ
ェ

ッ
ク
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
も
可
能
だ

っ
た
と
い
う
。

　

食
堂
は
薬
師
寺
伽
藍
の
最
後
の
復
元

建
造
物
だ
。
日
常
的
に
多
く
の
参
拝
者

藤原 勇
Isamu Fujihara

株式会社竹中工務店
大阪本店 作業所長

事
業
に
は
設
計
か
ら
施
工
ま
で
Ｂ
Ｉ
Ｍ

が
活
用
さ
れ
た
。
白
鳳
時
代
の
建
築
様

式
、
細
部
の
意
匠
の
復
元
を
鉄
骨
造
で

設
計
す
る
に
は
こ
の
Ｂ
Ｉ
Ｍ
が
不
可
欠

の
ツ
ー
ル
に
な
っ
た
と
い
う
。「
構
造

は
広
い
空
間
を
確
保
で
き
る
鉄
骨
造
と

し
ま
し
た
が
、
曲
線
、
曲
面
を
多
用
す

る
伝
統
的
な
意
匠
の
設
計
に
適
し
て
い

る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
大
工
の

技
術
で
あ
る
『
規き

矩く

術じ
ゅ
つ

』
の
手
法
を
Ｂ

Ｉ
Ｍ
に
組
み
込
ん
で
モ
デ
ル
化
し
、
鉄

骨
の
寸
法
を
決
め
て
い
く
と
い
う
設
計

手
法
を
と
り
ま
し
た
」
と
本
弓
氏
は
話

す
。
規
矩
術
と
は
曲か

ね

尺じ
ゃ
く

を
用
い
て
伝
統

木
造
建
築
の
精
緻
な
構
造
や
部
材
の
図

面
を
起
こ
す
方
法
だ
。

　

伝
統
技
術
と
先
端
技
術
を
融
合
さ
せ

る
に
当
た
っ
て
、
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
導
入
し
た

最
大
の
効
果
に
つ
い
て
、
本
弓
氏
は
第

一
に
「
鉄
」
と
「
木
」
の
干
渉
確
認
を

あ
げ
る
。「
古
代
木
造
建
築
の
軒
に
は

桔は
ね

木ぎ

（
軒
を
支
え
る
構
造
材
）
が
あ
り

Ｂ
Ｉ
Ｍ
の
た
め
の

Ｂ
Ｉ
Ｍ
で
は
な
い

竣工した食堂。復元基本設計と監修は㈱文
化財保存計画協会、内部基本設計と監修は
㈱伊東豊雄建築設計事務所が担当した。

BIMの3Dデータは部材ごとに色分けされ、
習熟度に左右されることなく全体の構造をある程度把握できる。
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