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檜
皮
葺
の
社
寺
建
造
物
は
近
畿
を
中
心
に
存
在
し
て
い
る
。
素
材
の
性
質
上
、
お
お
よ
そ
三
十
年
ご
と
に
葺
き
替
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
は
葺
き
替
え
に
必
要
な
良
質
の
檜
の
皮
―
檜
皮
（
ひ
わ
だ
）
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
て

い
る
。 

は
板
屋
根
か
ら
庭
に
降
っ
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
檜
皮
葺
、
こ
け
ら
ぶ
き
の
冬
の
美
し
い
情
緒
を
歌
っ
て
い
る
。 

こ
れ
は
清
少
納
言
の
枕
草
子
の
一
節
で
あ
り
「
雪
は
檜
皮
ぶ
き
の
屋
根
に
降
っ
た
の
が
、
た
い
そ
う
す
ば
ら
し
い
。
少
し
消

え
そ
う
に
な
っ
て
い
る
頃
が
よ
い
。
〔
中
略
〕
し
ぐ
れ
や
あ
ら
れ
は
板
屋
根
（
こ
け
ら
ぶ
き
）
に
降
る
の
が
お
も
し
ろ
く
、
霜 
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〝
雪
は
檜
皮
ぶ
き
、
い
と
め
で
た
し 

す
こ
し
消
え
が
た
に
な
り
た
る
ほ
ど 

ま
た
、
い
と
多
う
し
も
降
ら
ぬ
が 

か
わ
ら
の
目
ご
と
に
入
り
て 

黒
う
ま
ろ
に
見
え
た
る
と
、
い
と
お
か
し 

し
ぐ
れ
あ
ら
れ
は
板
屋
、
霜
も
板
屋
、
庭
〟 
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せ
、
そ
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

檜
皮
葺
の
建
造
物
の
多
く
が
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
で
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
こ
れ
ら
文
化
財
の

保
存
の
た
め
、
良
質
な
檜
皮
の
確
保
は
欠
か
せ
な
い
。 

現
在
、
指
定
文
化
財
だ
け
で
年
間
約
三
千
三
百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
の
檜
皮
が
必
要
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
檜
皮
の

供
給
量
は
、
年
間
約
一
千
七
百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
と
い
う
試
算
が
あ
り
、
必
要
量
の
半
分
に
も
み
た
な
い
。
ま
し
て
や
、
未

指
定
文
化
財
を
含
め
た
必
要
量
約
七
千
八
百
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
み
れ
ば
二
十
％
足
ら
ず
で
あ
る
。
故
に
銅
葺
屋
根
に
変
え
た

り
、
部
分
的
修
理
で
延
命
の
措
置
が
と
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
赤
皮
（
伐
採
し
た
檜
か
ら
採
取
す
る
も
の
）
に
よ
っ
て

施
工
さ
れ
て
い
る
が
、
油
脂
分
が
少
な
い
た
め
耐
久
性
に
劣
り
、
葺
き
替
え
周
期
が
短
く
、
所
有
者
に
と
っ
て
は
維
持
す
る
の

に
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
。 

一 

文
化
財
保
護
関
係
者
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
全
国
の
伝
統
的
建
造
物
の
檜
皮
葺
に
必
要
な
檜
林
の
採
取
面
積
は
、
指
定
・
未

指
定
文
化
財
あ
わ
せ
て
、
約
三
千
三
百
四
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
必
要
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
檜
皮
採
取
林
の 

ま
た
、
檜
皮
葺
、
板
葺
な
ど
の
屋
根
工
事
に
従
事
す
る
技
術
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
原
皮
採
取
者
の
育
成
と
あ
わ 

よ
っ
て
以
下
、
質
問
す
る
。 
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(3) 

檜
皮
を
採
取
す
る
樹
齢
は
、
直
径
一
尺
程
度
で
、
お
お
む
ね
百
年
以
上
、
三
百
年
ま
で
が
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
山
元
は
、
六
十
年
を
め
ど
に
出
荷
す
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
檜
皮
の
提
供

林
は
極
め
て
制
限
さ
れ
る
。 

(2) 

民
有
林
で
の
採
取
の
場
合
、
最
近
、
皮
を
剥
ぐ
と
き
ヤ
ニ
ツ
ボ
が
で
き
、
剥
い
だ
年
は
日
焼
け
し
て
色
目
が
悪
い
。
ま 

(1) 

国
立
大
学
演
習
林
の
檜
皮
提
供
へ
の
共
同
研
究
が
始
ま
っ
た
が
、
ど
の
程
度
確
保
で
き
る
か
不
明
で
あ
る
。
全
国
の
国 

面
積
は
約
六
百
六
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
差
約
二
千
六
百
七
十
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
檜
林
面
積
が
必
要
と
な
っ
て
い

る
。 た

、
下
枝
を
落
と
す
と
外
見
上
無
節
に
見
え
る
な
ど
の
理
由
で
、
皮
剥
ぎ
を
断
る
山
元
が
生
ま
れ
て
い
る
。
建
築
資
材
と

し
て
檜
に
与
え
る
影
響
を
科
学
的
に
解
明
し
、
安
心
し
て
採
取
に
協
力
で
き
る
環
境
を
整
え
る
よ
う
専
門
家
の
協
力
な
ど

も
得
て
対
策
を
講
ず
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

有
林
で
、
樹
齢
八
十
年
以
上
の
檜
林
の
面
積
は
、
約
一
万
二
千
四
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

安
定
的
な
檜
皮
の
確
保
の
た
め
、
国
有
林
の
一
定
部
分
を
檜
皮
提
供
林
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
研
究
す
べ
き
だ 
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二 

檜
皮
の
最
良
の
も
の
は
、
丹
波
産
の
黒
背
皮
（
く
ろ
せ
が
わ
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
立
木
よ
り
の
採
取
の

中
心
は
、
京
都
の
洛
北
と
、
京
都
と
兵
庫
に
ま
た
が
る
丹
波
地
方
で
あ
る
。
今
、
こ
の
原
皮
の
採
取
者
で
あ
る
原
皮
師
の
減

少
が
良
質
な
檜
皮
確
保
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
五
十
人
い
た
原
皮
師
が
今
で
は
丹
波
に
八
人
、
全
国
あ
わ
せ
て
も

十
五
～
十
六
人
で
あ
る
。
そ
の
原
皮
師
も
二
十
歳
代
一
人
、
三
十
歳
代
一
人
、
あ
と
は
熟
練
者
で
八
十
歳
代
も
含
め
五
十
歳

以
上
と
い
う
状
況
で
あ
る
。 

ま
た
、
檜
皮
の
採
取
は
十
年
に
一
回
の
割
合
で
採
取
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
原
皮
師
か
ら
山
元
に
支
払
わ
れ
る
礼

金
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
そ
の
た
め
百
年
以
上
三
百
年
の
樹
齢
に
た
い
し
、
十
年
に
一
回
と
い
う
条
件
で
檜
皮
確
保
に
協
力

し
て
く
れ
る
山
元
は
少
な
い
。 

さ
ら
に
、
相
続
税
の
負
担
が
山
元
の
山
林
処
分
の
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
檜
皮
提
供
山
元
に
限
り
、
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
六
（
農
地
等
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予
等
）
の
よ
う
に
相
続
税
の
軽
減
の
た
め
特
別

措
置
を
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

国
宝
等
重
要
文
化
財
の
保
存
修
理
補
助
制
度
な
ど
を
拡
大
し
、
こ
れ
ら
文
化
財
保
護
の
た
め
の
材
料
提
供
に
協
力
す
る

山
元
に
た
い
し
て
も
、
補
助
の
対
象
に
す
る
よ
う
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 
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七 

(1) 

文
化
庁
が
お
こ
な
っ
て
い
る
「
文
化
財
の
次
世
代
へ
の
継
承
・
発
展
」
事
業
の
中
で
、
「
文
化
財
の
保
存
修
理
」
及
び

「
伝
統
文
化
の
後
継
者
養
成
確
保
」
に
お
い
て
、
原
皮
師
の
技
術
を
文
化
財
の
保
存
す
べ
き
技
術
と
し
て
認
定
し
、
国
の

責
任
で
原
皮
師
の
育
成
、
教
育
の
拡
充
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

ま
た
、
社
団
法
人
・
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
保
存
会
が
運
営
す
る
研
修
所
の
教
育
過
程
で
、
原
皮
師
の
作
業
が
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
が
、
原
皮
師
の
子
息
が
た
だ
一
人
修
了
し
、
原
皮
師
に
従
事
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。 

社
団
法
人
・
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
保
存
会
と
協
議
し
、
規
模
の
拡
大
や
応
募
数
の
推
進
な
ど
、
抜
本
的
な
援
助
と
対

策
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

(2) 

原
皮
師
の
作
業
条
件
、
労
働
条
件
の
向
上
も
原
皮
師
の
確
保
に
欠
か
せ
な
い
。
後
継
者
を
育
て
る
た
め
に
も
身
分
保 

障
、
社
会
保
険
や
週
休
な
ど
福
利
厚
生
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
こ
の
面
で
の
支
援
と
あ
わ
せ
、
我
が
国
の
文
化
を
後
世
に

伝
え
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
原
皮
師
の
仕
事
を
、
周
知
、
宣
伝
す
る
事
業
を
積
極
的
に
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


