














【日光東照宮】
　日光東照宮は徳川家康の遺言に基づき、二代将軍秀忠により「東照社」として1617（元和3）年に建立されま

した。家康は江戸からほぼ真北の位置にある日光の地から、世の平和を見守ることを願ったのです。家康を

敬慕してやまない三代将軍家光は、１年５ヶ月の期間をかけ、延べ454万人の人員を投入して「寛永の大造

替」を行い、絢爛豪華な建物に建て替えました。現在残っている建造物の多くはこの時に造営されたものです。

精巧な彫刻に彩られた国宝の陽明門や本殿・石の間・拝殿など、随所に当時の最高水準の技術が用いられ

ています。

【家光廟大猷院】
　三代将軍家光の墓所が家光廟大猷院です。家康を

心から尊敬していた家光は、「自分の死後も東照大権

現に仕える」との遺言を残しました。現在、国宝と

なっている大猷院霊廟本殿、相の間、拝殿は、1653

（承応２）年に造営されたものです。建物は東照宮の

方向を向いており、ここにも家康を慕う心が表れて

います。

【神橋】
　日光を開くため大谷川を渡ろうとしていた勝道上人が、激流に阻

まれて難儀していたところ、深沙王の放った2匹の蛇が橋となって

渡ることができたという伝説が残っています。朱塗の美しい橋で国

の重要文化財に指定されています。また山口県錦帯橋、山梨県猿

橋とともに、日本三大奇橋の１つに数えられています。

二社一寺

【日光山輪王寺】
日光を開いた祖、勝道上人が766年に創建した四本龍寺を起源と
しています。平安時代には、坂上田村麻呂・弘法大師・慈覚大師
等の来山があり、山岳信仰の霊場として知られました。鎌倉期には
仁澄法親王が座主に就任しました。これが、当山の皇族座主の初
めであり、鎌倉将軍家の信仰と当時の隆盛が窺えます。その後、
豊臣秀吉による所領没収などにより衰退しますが、徳川将軍家の
信任の厚い天海大僧正が貫主となると、三代将軍家光の逝去の後
に霊廟大猷院が建立されました。また、皇族から座主を迎え「輪王
寺宮」と呼ばれ比叡山・東叡山・日光山を兼帯するに至りました。
明治を迎えると「神仏分離」により二社一寺に分かれてしまいますが、
巴快寛・落合源七を代表とした市民運動により、神仏習合の姿を
多く残し現在にいたります。
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【日光二荒山神社】
　霊峰とあがめられた二荒山（男体山）が名前の由来です。勝道上人は

辛苦の末に登頂を果たし、二荒山神社のもととなる祠を築きました。山

岳信仰の興隆の中で、男体山、女峰山、太郎山の三山の神を大己貴命、

田心姫命、味耜高彦根命とみなして三神が祀られるようになり、日光

三社権現とも呼ばれました。本社の本殿は二代将軍秀忠が1619

（元和5）年に造営・寄進したものです。

登録資産および緩衝地帯
　登録資産の範囲は、日光山内にある二社一寺お

よびこれらの建造物群を取り巻く「遺跡」です。

　登録遺産の周辺には、それを取り巻く環境や雰

囲気をも保護するために、緩衝地帯が設けられて

います。

おおなむちのみこと
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たごりひめのみこと あじすきたかひこねのみこと にっこう
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260年もの間続いた江戸幕府の礎は家康によって築かれた。家康は死後も日光から平和を見守っている。

上神庫に２頭の大きな象の彫刻｢想像の象｣がある。春と秋の大祭で行われる｢百物揃千人武者行列｣。

石鳥居をくぐり左手にある高さ約36メートルの五重塔。 神厩の外壁上部には三猿で知られる彫刻が刻まれている。

宝塔に納められているのは家康の神柩（しんきゅう）。修理を終え美しい色彩を見せる透塀。

陽明門をくぐると正面にある国宝の唐門。
東照宮の数ある彫刻のなかで最も有名な彫刻「眠り猫」。

国宝陽明門近影。彫刻は陽明門だけで500を超える。

 【
神
厩
・
三
猿
】（
重
文
）

　
神
様
に
仕
え
る
神
馬
の
い
る
場
所
が

神
厩
。
東
照
宮
の
中
で
は
唯
一
の
素
木

造
で
当
時
の
武
家
の
殿
舎
に
設
け
ら
れ

た
馬
屋
の
形
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。
長
押

（
な
げ
し
）に
は
、「
見
ザ
ル
」「
言
わ
ザ

ル
」「
聞
か
ザ
ル
」の
彫
刻
が
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
猿
の
一
生
を
描
き
な
が
ら
、
人

と
し
て
歩
む
べ
き
道
を
説
い
て
い
ま
す
。

四
百
年
の
と
き
を
超
え  

〜
平
和
へ
の
願
い
〜

５
１
０
０
体
を
超
え
る
精
密
な
彫
刻
群

 

　
徳
川
家
康
は
、
自
ら
の
死
後
、
日
光

の
地
に
小
さ
な
堂
を
つ
く
り
、
そ
こ
に

神
と
し
て
祀
る
よ
う
に
と
の
趣
旨
の
遺

言
を
残
し
ま
し
た
。
八
州
の
鎮
守
と

な
っ
て
世
の
平
安
を
見
守
ろ
う
と
の
思

い
で
し
た
。
初
め
は
東
照
社
と
名
付
け

ら
れ
た
社
殿
で
し
た
が
、
三
代
将
軍
家

光
は
こ
れ
を
絢
爛
豪
華
な
社
殿（
現
在

の
東
照
宮
）に
造
り
替
え
、
そ
の
後
、

朝
廷
よ
り
東
照
宮
の
宮
号
が
与
え
ら
れ

ま
し
た
。

　
日
光
東
照
宮
は
2
0
1
5（
平
成

27
）年
に
4
0
0
年
祭
を
迎
え
ま
し
た
。

東
照
宮
に
は
家
康
の
平
和
へ
の
思
い
が

込
め
ら
れ
て
お
り
、
彫
刻
な
ど
随
所
に

そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
和
へ
の

願
い
は
こ
れ
か
ら
も
未
来
に
受
け
継
が

れ
て
い
き
ま
す
。

日光東照宮

納
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
創
建
以
来
一

度
も
開
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
宝
塔
の

傍
ら
に
は
願
い
を
か
な
え
て
く
れ
る
と

い
わ
れ
る
叶
杉（
か
の
う
す
ぎ
）が
あ
り

ま
す
。　

　
東
照
宮
に
は
こ
れ
以
外
に
も
数
多

く
の
貴
重
な
建
造
物
が
あ
り
、
全
体

で
５
１
０
０
体
を
超
え
る
彫
刻
が
あ

り
ま
す
。
一
体
一
体
趣
が
異
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

先
人
の
英
知
の
結
晶
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

し
で
あ
る
と
の
家
康
の
願
い
が
こ
こ
に
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
建
物
の
軸
と
な
る
柱
や
梁
に
も
牡
丹

唐
草
な
ど
の
文
様
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
貝
殻
を
す
り
つ
ぶ
し
て
作
っ
た

白
い
顔
料
で
あ
る
胡
粉
を
塗
っ
た
12
本

の
柱
に
は
、
グ
リ
紋
と
呼
ば
れ
る
渦
巻

き
状
の
地
紋
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
門

を
く
ぐ
り
終
わ
る
左
側
の
柱
だ
け
は
グ

リ
紋
の
向
き
が
異
な
り
、「
魔
除
け
の
逆

柱
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

 【
唐
門
・
透
塀
】（
国
宝
）

　
本
社
の
正
門
が
唐
門
で
す
。
江
戸

時
代
に
は「
御
目
見
得（
お
め
み
え
）」

と
い
う
将
軍
に
拝
謁
で
き
る
身
分
以
上

の
幕
臣
や
大
名
だ
け
が
通
行
で
き
ま
し

た
。
今
で
も
正
月
や
大
祭
な
ど
限
ら

れ
た
時
に
し
か
使
い
ま
せ
ん
。
こ
の
唐

門
か
ら
左
右
に
伸
び
て
本
社
を
囲
ん
で

い
る
の
が
透
塀
で
総
延
長
は
１
６
０

メ
ー
ト
ル
あ
り
、
塀
の
全
体
に
彫
刻
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
唐
門
と
透
塀
は
平
成
の
大
修
理
が
終
わ

り
、
美
し
い
色
彩
が
よ
み
が
え
り
ま
し
た
。

 【
陽
明
門
】（
国
宝
）

　
日
光
で
最
も
有
名
な
建
築
と
も
い
え

る
陽
明
門
は
、
１
６
３
６（
寛
永
13
）年

に
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
初
期

の
彫
刻
、
錺
金
具（
か
ざ
り
か
な
ぐ
）、

彩
色
な
ど
の
工
芸
、
装
飾
技
術
が
す
べ

て
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
日
中
見
て
い
て
も
見

飽
き
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
別
名「
日

暮
ら
し
門
」と
も
呼
ば
れ
、
国
宝
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
陽
明
門
に
は
５
０
０
を
超
え
る
彫
刻

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
麒
麟
、
竜
、
竜

馬
、
唐
獅
子
な
ど
の
霊
獣
と
呼
ば
れ
る

想
像
上
の
動
物
を
は
じ
め
、
人
物
や
菊
、

牡
丹
な
ど
、
色
鮮
や
か
で
精
密
な
作
品

群
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
唐
子
遊
び
」と
呼
ば
れ
る
子
ど
も
を

描
い
た
20
の
彫
刻
の
中
に
は
、
腕
力
の

あ
る
子
が
弱
い
子
を
い
じ
め
た
り
、
そ

れ
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
が
見

ら
れ
ま
す
。
鬼
ご
っ
こ
や
雪
だ
る
ま
、

竹
馬
な
ど
で
遊
ん
で
い
る
様
子
も
見
て

取
れ
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
の
び
の
び

と
暮
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
が
平
和
の
あ
か

 【
五
重
塔
】（
重
文
）

　
１
６
５
０（
慶
安
３
）年
、
若
狭（
福

井
県
）の
小
浜
藩
主
、
酒
井
忠
勝
の
寄

進
に
よ
っ
て
最
初
の
五
重
塔
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
が
、
１
８
１
５（
文
化
12
）年

に
火
事
で
焼
失
し
、
１
８
１
８（
文
政

元
）年
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
高
さ
は

約
36
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。
内
部
は
吹

き
抜
け
に
な
っ
て
い
て
、
心
柱
を
四
層

か
ら
鎖
で
吊
り
下
げ
、
最
下
部
は
礎
石

か
ら
10
セ
ン
チ
ほ
ど
浮
い
て
い
る
構
造

で
す
。
こ
れ
は
、
年
を
経
て
木
材
が
縮

ん
だ
り
、
重
み
で
屋
根
が
沈
ん
だ
り
し

て
も
、
心
柱
が
下
が
る
こ
と
で
隙
間
が

で
き
に
く
い
仕
組
み
で
す
。
ま
た
、
心

柱
を
塔
身
か
ら
構
造
上
分
離
さ
せ
る
こ

と
で
免
震
の
機
能
を
も
た
せ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
日
本
古
来
の
構
造
は
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
に
応
用
さ
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
層
目
の
周
り
に
は
十
二
支
の
動
物

の
彫
刻
が
あ
り
、
そ
の
正
面
の
東
側
に

は
家
康
、
秀
忠
、
家
光
の
干
支
で
あ
る

寅
、
卯
、
辰
が
並
び
ま
す
。

 【
三
神
庫
・
想
像
の
象
】（
重
文
）

　
表
門
を
入
る
と
上
神
庫
、
中
神
庫
、

下
神
庫
の
３
棟
の
建
物
が
並
ん
で
い
ま

す
。「
校
倉
造
」の
外
観
を
模
し
て
お

り
、
春
秋
の
渡
御
祭（
百
物
揃
千
人
武

者
行
列
）に
使
わ
れ
る
装
束
や
流
鏑
馬

の
武
具
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
神
庫
の
側
面
に
は
２
頭
の「
象
」の
彫

刻
が
あ
り
ま
す
が
、
狩
野
探
幽
が
想

像
で
描
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

「
想
像
の
象
」と
呼
ば
れ
ま
す
。

 【
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
】（
国
宝
）

　
本
殿
、
石
の
間
、
拝
殿
が
工
の
字
形

に
配
置
さ
れ
て
い
る
本
社
は
、
東
照
宮

の
中
心
と
な
る
建
物
で
す
。
神
社
建
築

様
式
の「
権
現
造
」の
完
成
形
で
、
国
宝

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
拝
殿
の
天
井
に
は
狩
野
探
幽
と
一
門

に
よ
っ
て
、
１
０
０
頭
の
竜
が
描
か
れ

て
お
り
、
１
頭
ず
つ
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
っ

て
い
ま
す
。
間
仕
切
り
戸
も
探
幽
の
作

で
、
入
口
か
ら
見
て
、
右
に
麒
麟
、
左

に
白
沢
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
神
の
世
界
で
あ
る
本
殿
と
人
の
世
界

で
あ
る
拝
殿
は
、
石
の
間
で
つ
な
が
れ
て

い
ま
す
。
本
殿
は
東
照
宮
の
中
で
も
最

も
神
聖
な
場
所
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
幣

殿（
外
陣
）、
内
陣
、
内
々
陣
の
３
室
か

ら
成
っ
て
い
て
、
一
番
奥
の
内
々
陣
に
神

霊
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
殿
の
扉
の

上
に
並
ん
で
い
る
の
は
獏
の
彫
刻
。
獏

は
鉄
や
銅
を
食
べ
、
戦
争
に
な
る
と
、

そ
れ
ら
が
な
く
な
っ
て
生
き
ら
れ
な
く

な
る
と
さ
れ
ま
す
。
獏
が
生
き
ら
れ
る

の
は
戦
争
が
な
い
世
の
中
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
、
こ
こ
に
も
平
和
へ
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

 【
眠
り
猫
】（
国
宝
）

　
東
回
廊
の
奥
社
参
道
の
入
り
口
に
あ

る
の
が
有
名
な
眠
り
猫
で
す
。
左
甚
五

郎
の
作
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
真
裏
に
は

雀
の
彫
刻
が
あ
り
、
猫
と
雀
が
共
存
共

栄
で
き
る
ほ
ど
平
和
で
あ
る
と
の
意
味

が
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

 【
奥
社
宝
塔
】（
重
文
）

　
奥
社
は
家
康
の
墓
所
で
す
。
銅
鳥
居
、

銅
神
庫
、
拝
殿
、
鋳
抜
門（
い
ぬ
き
も

ん
）、
宝
塔
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
宝
塔

に
は
家
康
の
神
柩（
し
ん
き
ゅ
う
）が
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260年もの間続いた江戸幕府の礎は家康によって築かれた。家康は死後も日光から平和を見守っている。

上神庫に２頭の大きな象の彫刻｢想像の象｣がある。春と秋の大祭で行われる｢百物揃千人武者行列｣。

石鳥居をくぐり左手にある高さ約36メートルの五重塔。 神厩の外壁上部には三猿で知られる彫刻が刻まれている。

宝塔に納められているのは家康の神柩（しんきゅう）。修理を終え美しい色彩を見せる透塀。

陽明門をくぐると正面にある国宝の唐門。
東照宮の数ある彫刻のなかで最も有名な彫刻「眠り猫」。

国宝陽明門近影。彫刻は陽明門だけで500を超える。

 【
神
厩
・
三
猿
】（
重
文
）

　
神
様
に
仕
え
る
神
馬
の
い
る
場
所
が

神
厩
。
東
照
宮
の
中
で
は
唯
一
の
素
木

造
で
当
時
の
武
家
の
殿
舎
に
設
け
ら
れ

た
馬
屋
の
形
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。
長
押

（
な
げ
し
）に
は
、「
見
ザ
ル
」「
言
わ
ザ

ル
」「
聞
か
ザ
ル
」の
彫
刻
が
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
猿
の
一
生
を
描
き
な
が
ら
、
人

と
し
て
歩
む
べ
き
道
を
説
い
て
い
ま
す
。

四
百
年
の
と
き
を
超
え  

〜
平
和
へ
の
願
い
〜

５
１
０
０
体
を
超
え
る
精
密
な
彫
刻
群

 

　
徳
川
家
康
は
、
自
ら
の
死
後
、
日
光

の
地
に
小
さ
な
堂
を
つ
く
り
、
そ
こ
に

神
と
し
て
祀
る
よ
う
に
と
の
趣
旨
の
遺

言
を
残
し
ま
し
た
。
八
州
の
鎮
守
と

な
っ
て
世
の
平
安
を
見
守
ろ
う
と
の
思

い
で
し
た
。
初
め
は
東
照
社
と
名
付
け

ら
れ
た
社
殿
で
し
た
が
、
三
代
将
軍
家

光
は
こ
れ
を
絢
爛
豪
華
な
社
殿（
現
在

の
東
照
宮
）に
造
り
替
え
、
そ
の
後
、

朝
廷
よ
り
東
照
宮
の
宮
号
が
与
え
ら
れ

ま
し
た
。

　
日
光
東
照
宮
は
2
0
1
5（
平
成

27
）年
に
4
0
0
年
祭
を
迎
え
ま
し
た
。

東
照
宮
に
は
家
康
の
平
和
へ
の
思
い
が

込
め
ら
れ
て
お
り
、
彫
刻
な
ど
随
所
に

そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
和
へ
の

願
い
は
こ
れ
か
ら
も
未
来
に
受
け
継
が

れ
て
い
き
ま
す
。

日光東照宮

納
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
創
建
以
来
一

度
も
開
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
宝
塔
の

傍
ら
に
は
願
い
を
か
な
え
て
く
れ
る
と

い
わ
れ
る
叶
杉（
か
の
う
す
ぎ
）が
あ
り

ま
す
。　

　
東
照
宮
に
は
こ
れ
以
外
に
も
数
多

く
の
貴
重
な
建
造
物
が
あ
り
、
全
体

で
５
１
０
０
体
を
超
え
る
彫
刻
が
あ

り
ま
す
。
一
体
一
体
趣
が
異
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

先
人
の
英
知
の
結
晶
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

し
で
あ
る
と
の
家
康
の
願
い
が
こ
こ
に
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
建
物
の
軸
と
な
る
柱
や
梁
に
も
牡
丹

唐
草
な
ど
の
文
様
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
貝
殻
を
す
り
つ
ぶ
し
て
作
っ
た

白
い
顔
料
で
あ
る
胡
粉
を
塗
っ
た
12
本

の
柱
に
は
、
グ
リ
紋
と
呼
ば
れ
る
渦
巻

き
状
の
地
紋
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
門

を
く
ぐ
り
終
わ
る
左
側
の
柱
だ
け
は
グ

リ
紋
の
向
き
が
異
な
り
、「
魔
除
け
の
逆

柱
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

 【
唐
門
・
透
塀
】（
国
宝
）

　
本
社
の
正
門
が
唐
門
で
す
。
江
戸

時
代
に
は「
御
目
見
得（
お
め
み
え
）」

と
い
う
将
軍
に
拝
謁
で
き
る
身
分
以
上

の
幕
臣
や
大
名
だ
け
が
通
行
で
き
ま
し

た
。
今
で
も
正
月
や
大
祭
な
ど
限
ら

れ
た
時
に
し
か
使
い
ま
せ
ん
。
こ
の
唐

門
か
ら
左
右
に
伸
び
て
本
社
を
囲
ん
で

い
る
の
が
透
塀
で
総
延
長
は
１
６
０

メ
ー
ト
ル
あ
り
、
塀
の
全
体
に
彫
刻
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
唐
門
と
透
塀
は
平
成
の
大
修
理
が
終
わ

り
、
美
し
い
色
彩
が
よ
み
が
え
り
ま
し
た
。

 【
陽
明
門
】（
国
宝
）

　
日
光
で
最
も
有
名
な
建
築
と
も
い
え

る
陽
明
門
は
、
１
６
３
６（
寛
永
13
）年

に
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
初
期

の
彫
刻
、
錺
金
具（
か
ざ
り
か
な
ぐ
）、

彩
色
な
ど
の
工
芸
、
装
飾
技
術
が
す
べ

て
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
日
中
見
て
い
て
も
見

飽
き
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
別
名「
日

暮
ら
し
門
」と
も
呼
ば
れ
、
国
宝
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
陽
明
門
に
は
５
０
０
を
超
え
る
彫
刻

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
麒
麟
、
竜
、
竜

馬
、
唐
獅
子
な
ど
の
霊
獣
と
呼
ば
れ
る

想
像
上
の
動
物
を
は
じ
め
、
人
物
や
菊
、

牡
丹
な
ど
、
色
鮮
や
か
で
精
密
な
作
品

群
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
唐
子
遊
び
」と
呼
ば
れ
る
子
ど
も
を

描
い
た
20
の
彫
刻
の
中
に
は
、
腕
力
の

あ
る
子
が
弱
い
子
を
い
じ
め
た
り
、
そ

れ
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
が
見

ら
れ
ま
す
。
鬼
ご
っ
こ
や
雪
だ
る
ま
、

竹
馬
な
ど
で
遊
ん
で
い
る
様
子
も
見
て

取
れ
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
の
び
の
び

と
暮
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
が
平
和
の
あ
か

 【
五
重
塔
】（
重
文
）

　
１
６
５
０（
慶
安
３
）年
、
若
狭（
福

井
県
）の
小
浜
藩
主
、
酒
井
忠
勝
の
寄

進
に
よ
っ
て
最
初
の
五
重
塔
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
が
、
１
８
１
５（
文
化
12
）年

に
火
事
で
焼
失
し
、
１
８
１
８（
文
政

元
）年
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
高
さ
は

約
36
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。
内
部
は
吹

き
抜
け
に
な
っ
て
い
て
、
心
柱
を
四
層

か
ら
鎖
で
吊
り
下
げ
、
最
下
部
は
礎
石

か
ら
10
セ
ン
チ
ほ
ど
浮
い
て
い
る
構
造

で
す
。
こ
れ
は
、
年
を
経
て
木
材
が
縮

ん
だ
り
、
重
み
で
屋
根
が
沈
ん
だ
り
し

て
も
、
心
柱
が
下
が
る
こ
と
で
隙
間
が

で
き
に
く
い
仕
組
み
で
す
。
ま
た
、
心

柱
を
塔
身
か
ら
構
造
上
分
離
さ
せ
る
こ

と
で
免
震
の
機
能
を
も
た
せ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
日
本
古
来
の
構
造
は
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
に
応
用
さ
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
層
目
の
周
り
に
は
十
二
支
の
動
物

の
彫
刻
が
あ
り
、
そ
の
正
面
の
東
側
に

は
家
康
、
秀
忠
、
家
光
の
干
支
で
あ
る

寅
、
卯
、
辰
が
並
び
ま
す
。

 【
三
神
庫
・
想
像
の
象
】（
重
文
）

　
表
門
を
入
る
と
上
神
庫
、
中
神
庫
、

下
神
庫
の
３
棟
の
建
物
が
並
ん
で
い
ま

す
。「
校
倉
造
」の
外
観
を
模
し
て
お

り
、
春
秋
の
渡
御
祭（
百
物
揃
千
人
武

者
行
列
）に
使
わ
れ
る
装
束
や
流
鏑
馬

の
武
具
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
神
庫
の
側
面
に
は
２
頭
の「
象
」の
彫

刻
が
あ
り
ま
す
が
、
狩
野
探
幽
が
想

像
で
描
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

「
想
像
の
象
」と
呼
ば
れ
ま
す
。

 【
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
】（
国
宝
）

　
本
殿
、
石
の
間
、
拝
殿
が
工
の
字
形

に
配
置
さ
れ
て
い
る
本
社
は
、
東
照
宮

の
中
心
と
な
る
建
物
で
す
。
神
社
建
築

様
式
の「
権
現
造
」の
完
成
形
で
、
国
宝

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
拝
殿
の
天
井
に
は
狩
野
探
幽
と
一
門

に
よ
っ
て
、
１
０
０
頭
の
竜
が
描
か
れ

て
お
り
、
１
頭
ず
つ
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
っ

て
い
ま
す
。
間
仕
切
り
戸
も
探
幽
の
作

で
、
入
口
か
ら
見
て
、
右
に
麒
麟
、
左

に
白
沢
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
神
の
世
界
で
あ
る
本
殿
と
人
の
世
界

で
あ
る
拝
殿
は
、
石
の
間
で
つ
な
が
れ
て

い
ま
す
。
本
殿
は
東
照
宮
の
中
で
も
最

も
神
聖
な
場
所
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
幣

殿（
外
陣
）、
内
陣
、
内
々
陣
の
３
室
か

ら
成
っ
て
い
て
、
一
番
奥
の
内
々
陣
に
神

霊
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
殿
の
扉
の

上
に
並
ん
で
い
る
の
は
獏
の
彫
刻
。
獏

は
鉄
や
銅
を
食
べ
、
戦
争
に
な
る
と
、

そ
れ
ら
が
な
く
な
っ
て
生
き
ら
れ
な
く

な
る
と
さ
れ
ま
す
。
獏
が
生
き
ら
れ
る

の
は
戦
争
が
な
い
世
の
中
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
、
こ
こ
に
も
平
和
へ
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

 【
眠
り
猫
】（
国
宝
）

　
東
回
廊
の
奥
社
参
道
の
入
り
口
に
あ

る
の
が
有
名
な
眠
り
猫
で
す
。
左
甚
五

郎
の
作
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
真
裏
に
は

雀
の
彫
刻
が
あ
り
、
猫
と
雀
が
共
存
共

栄
で
き
る
ほ
ど
平
和
で
あ
る
と
の
意
味

が
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

 【
奥
社
宝
塔
】（
重
文
）

　
奥
社
は
家
康
の
墓
所
で
す
。
銅
鳥
居
、

銅
神
庫
、
拝
殿
、
鋳
抜
門（
い
ぬ
き
も

ん
）、
宝
塔
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
宝
塔

に
は
家
康
の
神
柩（
し
ん
き
ゅ
う
）が
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山岳修験道のなごりを残す、強飯式の様子。

東日本で最大の木造建築物でもある三仏堂。

大猷院本殿　本殿の殿内は金箔をふんだんに使い、様々な彫刻にあふれる。春を告げる弥生祭、付祭の様子。簡素なたたずまいをみせる滝尾神社。中央が縁結びの笹。

重要文化財の神橋。1636（寛永13）年の修復の際、現在のような朱塗の美しい橋になった。

　
日
光
二
荒
山
神
社
は
、
日
光
の
山

岳
信
仰
の
拠
点
と
し
て
古
く
か
ら
崇

拝
さ
れ
、
特
に
中
世
に
は
多
数
の
社

殿
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
江

戸
時
代
に
な
る
と
徳
川
幕
府
に
よ
っ

て
新
し
く
本
殿
や
社
殿
が
造
営
さ
れ

ま
し
た
。

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
殿
裏
に
は
三

本
杉
の
巨
木
が
あ
り
、
田
心
姫
命
が
降

臨
し
た
と
さ
れ
る
石
柵
を
巡
ら
せ
た
一

角
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
子
宝
が
授
か

る
と
い
う「
子
種
石
」や「
縁
結
び
の
笹
」

な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
二
荒
山
神
社
に
は
ほ
か
に
も
御
神
木
、

日
枝
神
社
、
大
国
殿
な
ど
見
逃
せ
な
い

場
所
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

す
が
、
日
光
で
は
現
存
す
る
中
で
最

古
の
建
物
で
す
。
内
部
に
は
弥
生
祭
で

渡
御
す
る
３
基
の
神
輿
が
納
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

 【
別
宮
本
宮
神
社
】（
重
文
）

　
大
谷
川
と
稲
荷
川
の
合
流
点
付
近
に

あ
り
、
祭
神
は
味
耜
高
彦
根
命（
あ
じ

す
き
た
か
ひ
こ
ね
の
み
こ
と
）で
す
。
８

０
８（
大
同
３
）年
に
創
建
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
、
現
在
地
に
移
っ
た
後
も
幾
度

か
火
災
な
ど
で
焼
失
し
、
そ
の
後
に
再

建
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
本
殿
は
三
間
社

流
造
で
銅
瓦
葺
き
。
拝
殿
と
と
も
に
全

体
に
簡
素
な
た
た
ず
ま
い
を
み
せ
て
い

ま
す
。

 【
別
宮
滝
尾
神
社
】（
重
文
）

　
二
荒
山
神
社
本
社
か
ら
北
西
に
約
１

キ
ロ
。
う
っ
そ
う
と
し
た
山
中
に
あ
り

ま
す
。
本
殿
、
唐
門
は
と
も
に
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
祭
神
は

田
心
姫
命（
た
ご
り
ひ
め
の
み
こ
と
）で
、

本
殿
の
背
面
の
扉
か
ら
女
峰
山
を
拝
す

日
光
に
宿
る
神
秘
の
力

　〜
今
に
伝
え
る
〜

 【
本
殿
】（
重
文
）

　
本
殿
は
１
６
１
９（
元
和
５
）年
、
二

代
将
軍
秀
忠
が
造
営
寄
進
し
た
も
の
で

す
。
安
土
桃
山
様
式
の
美
し
い
八
棟
造

と
な
っ
て
い
ま
す
。
単
層
入
母
屋
の
反

り
屋
根
造
で
黒
漆
塗
の
銅
瓦
葺
き
。
社

殿
の
正
面
階
段
の
上
に
向
拝（
ひ
さ
し
）

が
張
り
出
し
、
正
面
に
は
千
鳥
破
風

（
屋
根
の
斜
面
に
取
り
付
け
た
装
飾
用
の

三
角
形
の
破
風
）、
向
拝
軒
唐
破
風
が
つ

い
て
い
ま
す
。
屋
根
の
葺
き
替
え
や
塗

装
の
塗
り
替
え
な
ど
は
あ
っ
た
も
の
の
、

基
本
的
に
は
造
営
し
た
時
の
ま
ま
で
、

当
時
の
建
築
様
式
を
よ
く
残
し
て
い

ま
す
。

 【
拝
殿
】（
重
文
）

　
神
門
を
く
ぐ
っ
た
正
面
の
場
所
に
あ

り
ま
す
。
単
層
入
母
屋
、
反
り
屋
根
造

で
、
黒
漆
塗
の
銅
瓦
葺
き
に
な
っ
て
い
ま

す
。
総
弁
柄
漆
塗
で
回
り
縁
が
つ
い
て

い
ま
す
。
拝
殿
の
奥
は
石
段
で
下
り
る

よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
渡
り
廊
下
で
唐
門

を
く
ぐ
っ
て
本
殿
へ
と
続
い
て
い
ま
す
。

本
殿
と
は
異
な
り
、
彩
色
文
様
や
彫
刻

も
な
く
、
単
純
な
つ
く
り
な
が
ら
力
強

さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

 【
神
橋
】（
重
文
）

　
勝
道
上
人
が
日
光
を
開
山
す
る
時
に
、

蛇
が
化
身
し
て
橋
と
な
り
、
大
谷
川
を

渡
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
伝
説
が
残
り

ま
す
。

　
神
橋
は
1
6
3
6（
寛
永
13
）年
に
現

在
の
よ
う
な
朱
塗
の
美
し
い
橋
に
な
り

ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
14
回
の
修

理
・
架
け
替
え
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
1
9
0
2（
明
治
35
）年
の
洪
水
で
も

流
失
し
、
元
の
形
に
再
現
さ
れ
ま
し
た
。

 【
神
輿
舎
】（
重
文
）

　
拝
殿
の
西
側
に
位
置
し
、
拝
殿
に

向
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
６
１

７（
元
和
３
）年
に
東
照
宮
の
仮
殿
の

拝
殿
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。

寛
永
年
間
に
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ

ま
し
た
。
素
木
造
の
簡
素
な
つ
く
り
で

神
仏
が
共
に
刻
ん
だ
歴
史

　〜
い
に
し
え
の
日
光
山
〜

　
輪
王
寺
は
日
光
を
開
山
し
た
勝
道
上

人
に
よ
る
四
本
龍
寺
を
起
源
と
し
て
い
ま

す
。
後
に
満
願
寺
の
寺
号
を
賜
り
、
日

光
山
の
中
心
的
な
寺
院
と
し
て
発
展
し
、

江
戸
時
代
に
東
照
宮
・
大
猷
院
が
造
営

さ
れ
る
と
、
日
光
山
は
幕
府
の
尊
崇
を

集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て

混
乱
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

 【
三
仏
堂
】（
重
文
）

　
日
光
の
三
山（
男
体
山
、
女
峰
山
、

太
郎
山
）を
御
神
体
と
み
る
山
岳
信
仰

と
の
習
合
に
よ
り
、
そ
の
本
地
仏
の
千

手
観
音（
男
体
山
）、
阿
弥
陀
如
来（
女

峰
山
）、
馬
頭
観
音（
太
郎
山
）が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。
慈
覚
大
師
円
仁
が
比
叡

山
の
根
本
中
堂
を
模
し
て
建
立
し
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
は
創
建
当

時
は
滝
尾
神
社
近
く
に
あ
り
ま
し
た
が
、

鎌
倉
三
代
将
軍
源
実
朝
に
よ
っ
て

 【
唐
門
】（
重
文
）

　
唐
門
は
中
国
風
の
門
と
い
う
こ
と

で
す
。
向
唐
門
の
様
式
で
屋
根
の
前

後
の
軒
は
唐
破
風
形
に
な
っ
て
い
ま

す
。
大
猷
院
の
中
で
は
一
番
小
さ
な

門
で
す
が
、
細
か
い
地
紋
彫
の
彫
刻

や
透
彫
の
錺
金
具
な
ど
、
一
面
に
施

さ
れ
た
細
か
く
精
巧
な
細
工
は
見
事

で
す
。

　
三
代
将
軍
家
光
の
霊
廟
が
大
猷
院
で

す
。
本
殿
・
相
の
間
・
拝
殿
は
、
１
６

５
３（
承
応
2
）年
に
造
営
さ
れ
た
も
の

で
、
東
照
宮
と
同
じ「
権
現
造
」で
す
。

第
一
級
の
技
術
者
の
手
に
よ
る
江
戸
時

代
初
期
の
代
表
的
な
建
築
で
、
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
彫
刻
、
漆
塗
、

彩
色
、
錺
金
具
な
ど
の
建
築
装
飾
に
優

れ
て
お
り
、
目
立
た
な
い
部
分
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
東
照
宮
が
白
と
金
を
基
調
に
し
て
い

る
の
に
対
し
、
大
猷
院
は
金
と
黒
を
基

本
と
し
て
お
り
、
金
箔
も
東
照
宮
よ
り

赤
み
が
か
っ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

 【
本
殿
・
相
の
間
・
拝
殿
】（
国
宝
）

　
本
殿
・
相
の
間
・
拝
殿
は
、
連
な
っ

た
建
物
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
の
間
に
は

仕
切
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
拝
殿
か
ら
本

殿
が
見
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

拝
殿
は
64
畳
の
広
さ
が
あ
り
、
天
井
に

描
か
れ
た
１
４
０
も
の
竜
は
、
狩
野
一

門
の
作
と
い
わ
れ
ま
す
。
拝
殿
と
本
殿

を
結
ぶ
の
が
相
の
間
。
格
天
井
に
は
鳳

凰
が
描
か
れ
、
本
殿
と
の
境
に
は
降
竜
、

昇
竜
の
絵
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

し
て
本
殿
。
殿
内
は
金
色
を
ふ
ん
だ
ん

に
取
り
入
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
彫
刻
に
あ

ふ
れ
、
金
閣
殿
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

 【
夜
叉
門
】（
重
文
）

　
夜
叉
門
は
八
御
門
の
様
式
で
屋
根
の

前
後
の
軒
は
唐
破
風
形
。
牡
丹
唐
草
の

彫
刻
で
飾
ら
れ
、「
牡
丹
門
」と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
柱
に
は
胡
麻
殻

の
面
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
面
左
右

の
間
に
赤
と
緑
、
背
面
に
白
と
青
色
の

夜
叉
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
東
照
宮
の
位
置
に
、
さ
ら
に
東

照
宮
創
建
に
よ
っ
て
現
在
の
二
荒
山
神

社
付
近
に
移
り
、
明
治
の
神
仏
分
離
に

よ
っ
て
今
の
場
所
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　「
平
成
の
大
修
理
」に
よ
り
、
半
解
体

修
理
さ
れ
、
荘
厳
な
姿
に
生
ま
れ
変
わ

り
ま
し
た
。

 【
開
山
堂
】（
重
文
）

　
日
光
を
開
い
た
勝
道
上
人
を
祀
る
霊

廟
で
す
。
１
７
２
０（
享
保
５
）年
ご
ろ

に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
、
重
層
宝
形
造
、

総
弁
柄
朱
漆
塗
の
建
物
で
す
。
木
造
の

本
尊
地
蔵
菩
薩
、
勝
道
上
人
座
像
が
安

置
さ
れ
、
毎
年
４
月
１
日
に
は
開
山
会

法
要
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
開
山
堂
の

裏
に
、
五
輪
の
塔
が
立
つ
勝
道
上
人
の

墓
が
あ
り
ま
す
。

　
輪
王
寺
に
は
ほ
か
に
も
多
数
の
貴
重

な
建
造
物
が
あ
り
、
見
飽
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。

 【
皇
嘉
門
】（
重
文
）

　
皇
嘉
門
は
非
公
開
の
奥
の
院（
家
光
の

墓
所
）へ
通
じ
る
入
口
に
あ
る
門
で
す
。

中
国
・
明
朝
時
代
の「
竜
宮
造
」の
建
築

様
式
で
す
。「
竜
宮
門
」と
も
呼
ば
れ
、

他
の
門
と
は
印
象
が
異
な
り
ま
す
。
外

側
は
極
彩
色
で
彩
ら
れ
、
腰
壁
は
密
陀

塗
と
い
う
特
殊
な
技
法
で
白
色
に
塗
ら

れ
て
い
ま
す
。

日光二荒山神社 日光山輪王寺

家
光
を
祀
る
霊
廟

　〜
大
猷
院
〜
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山岳修験道のなごりを残す、強飯式の様子。

東日本で最大の木造建築物でもある三仏堂。

大猷院本殿　本殿の殿内は金箔をふんだんに使い、様々な彫刻にあふれる。春を告げる弥生祭、付祭の様子。簡素なたたずまいをみせる滝尾神社。中央が縁結びの笹。

重要文化財の神橋。1636（寛永13）年の修復の際、現在のような朱塗の美しい橋になった。

　
日
光
二
荒
山
神
社
は
、
日
光
の
山

岳
信
仰
の
拠
点
と
し
て
古
く
か
ら
崇

拝
さ
れ
、
特
に
中
世
に
は
多
数
の
社

殿
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
江

戸
時
代
に
な
る
と
徳
川
幕
府
に
よ
っ

て
新
し
く
本
殿
や
社
殿
が
造
営
さ
れ

ま
し
た
。

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
殿
裏
に
は
三

本
杉
の
巨
木
が
あ
り
、
田
心
姫
命
が
降

臨
し
た
と
さ
れ
る
石
柵
を
巡
ら
せ
た
一

角
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
子
宝
が
授
か

る
と
い
う「
子
種
石
」や「
縁
結
び
の
笹
」

な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
二
荒
山
神
社
に
は
ほ
か
に
も
御
神
木
、

日
枝
神
社
、
大
国
殿
な
ど
見
逃
せ
な
い

場
所
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

す
が
、
日
光
で
は
現
存
す
る
中
で
最

古
の
建
物
で
す
。
内
部
に
は
弥
生
祭
で

渡
御
す
る
３
基
の
神
輿
が
納
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

 【
別
宮
本
宮
神
社
】（
重
文
）

　
大
谷
川
と
稲
荷
川
の
合
流
点
付
近
に

あ
り
、
祭
神
は
味
耜
高
彦
根
命（
あ
じ

す
き
た
か
ひ
こ
ね
の
み
こ
と
）で
す
。
８

０
８（
大
同
３
）年
に
創
建
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
、
現
在
地
に
移
っ
た
後
も
幾
度

か
火
災
な
ど
で
焼
失
し
、
そ
の
後
に
再

建
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
本
殿
は
三
間
社

流
造
で
銅
瓦
葺
き
。
拝
殿
と
と
も
に
全

体
に
簡
素
な
た
た
ず
ま
い
を
み
せ
て
い

ま
す
。

 【
別
宮
滝
尾
神
社
】（
重
文
）

　
二
荒
山
神
社
本
社
か
ら
北
西
に
約
１

キ
ロ
。
う
っ
そ
う
と
し
た
山
中
に
あ
り

ま
す
。
本
殿
、
唐
門
は
と
も
に
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
祭
神
は

田
心
姫
命（
た
ご
り
ひ
め
の
み
こ
と
）で
、

本
殿
の
背
面
の
扉
か
ら
女
峰
山
を
拝
す

日
光
に
宿
る
神
秘
の
力

　〜
今
に
伝
え
る
〜

 【
本
殿
】（
重
文
）

　
本
殿
は
１
６
１
９（
元
和
５
）年
、
二

代
将
軍
秀
忠
が
造
営
寄
進
し
た
も
の
で

す
。
安
土
桃
山
様
式
の
美
し
い
八
棟
造

と
な
っ
て
い
ま
す
。
単
層
入
母
屋
の
反

り
屋
根
造
で
黒
漆
塗
の
銅
瓦
葺
き
。
社

殿
の
正
面
階
段
の
上
に
向
拝（
ひ
さ
し
）

が
張
り
出
し
、
正
面
に
は
千
鳥
破
風

（
屋
根
の
斜
面
に
取
り
付
け
た
装
飾
用
の

三
角
形
の
破
風
）、
向
拝
軒
唐
破
風
が
つ

い
て
い
ま
す
。
屋
根
の
葺
き
替
え
や
塗

装
の
塗
り
替
え
な
ど
は
あ
っ
た
も
の
の
、

基
本
的
に
は
造
営
し
た
時
の
ま
ま
で
、

当
時
の
建
築
様
式
を
よ
く
残
し
て
い

ま
す
。

 【
拝
殿
】（
重
文
）

　
神
門
を
く
ぐ
っ
た
正
面
の
場
所
に
あ

り
ま
す
。
単
層
入
母
屋
、
反
り
屋
根
造

で
、
黒
漆
塗
の
銅
瓦
葺
き
に
な
っ
て
い
ま

す
。
総
弁
柄
漆
塗
で
回
り
縁
が
つ
い
て

い
ま
す
。
拝
殿
の
奥
は
石
段
で
下
り
る

よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
渡
り
廊
下
で
唐
門

を
く
ぐ
っ
て
本
殿
へ
と
続
い
て
い
ま
す
。

本
殿
と
は
異
な
り
、
彩
色
文
様
や
彫
刻

も
な
く
、
単
純
な
つ
く
り
な
が
ら
力
強

さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

 【
神
橋
】（
重
文
）

　
勝
道
上
人
が
日
光
を
開
山
す
る
時
に
、

蛇
が
化
身
し
て
橋
と
な
り
、
大
谷
川
を

渡
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
伝
説
が
残
り

ま
す
。

　
神
橋
は
1
6
3
6（
寛
永
13
）年
に
現

在
の
よ
う
な
朱
塗
の
美
し
い
橋
に
な
り

ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
14
回
の
修

理
・
架
け
替
え
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
1
9
0
2（
明
治
35
）年
の
洪
水
で
も

流
失
し
、
元
の
形
に
再
現
さ
れ
ま
し
た
。

 【
神
輿
舎
】（
重
文
）

　
拝
殿
の
西
側
に
位
置
し
、
拝
殿
に

向
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
６
１

７（
元
和
３
）年
に
東
照
宮
の
仮
殿
の

拝
殿
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。

寛
永
年
間
に
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ

ま
し
た
。
素
木
造
の
簡
素
な
つ
く
り
で

神
仏
が
共
に
刻
ん
だ
歴
史

　〜
い
に
し
え
の
日
光
山
〜

　
輪
王
寺
は
日
光
を
開
山
し
た
勝
道
上

人
に
よ
る
四
本
龍
寺
を
起
源
と
し
て
い
ま

す
。
後
に
満
願
寺
の
寺
号
を
賜
り
、
日

光
山
の
中
心
的
な
寺
院
と
し
て
発
展
し
、

江
戸
時
代
に
東
照
宮
・
大
猷
院
が
造
営

さ
れ
る
と
、
日
光
山
は
幕
府
の
尊
崇
を

集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て

混
乱
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

 【
三
仏
堂
】（
重
文
）

　
日
光
の
三
山（
男
体
山
、
女
峰
山
、

太
郎
山
）を
御
神
体
と
み
る
山
岳
信
仰

と
の
習
合
に
よ
り
、
そ
の
本
地
仏
の
千

手
観
音（
男
体
山
）、
阿
弥
陀
如
来（
女

峰
山
）、
馬
頭
観
音（
太
郎
山
）が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。
慈
覚
大
師
円
仁
が
比
叡

山
の
根
本
中
堂
を
模
し
て
建
立
し
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
は
創
建
当

時
は
滝
尾
神
社
近
く
に
あ
り
ま
し
た
が
、

鎌
倉
三
代
将
軍
源
実
朝
に
よ
っ
て

 【
唐
門
】（
重
文
）

　
唐
門
は
中
国
風
の
門
と
い
う
こ
と

で
す
。
向
唐
門
の
様
式
で
屋
根
の
前

後
の
軒
は
唐
破
風
形
に
な
っ
て
い
ま

す
。
大
猷
院
の
中
で
は
一
番
小
さ
な

門
で
す
が
、
細
か
い
地
紋
彫
の
彫
刻

や
透
彫
の
錺
金
具
な
ど
、
一
面
に
施

さ
れ
た
細
か
く
精
巧
な
細
工
は
見
事

で
す
。

　
三
代
将
軍
家
光
の
霊
廟
が
大
猷
院
で

す
。
本
殿
・
相
の
間
・
拝
殿
は
、
１
６

５
３（
承
応
2
）年
に
造
営
さ
れ
た
も
の

で
、
東
照
宮
と
同
じ「
権
現
造
」で
す
。

第
一
級
の
技
術
者
の
手
に
よ
る
江
戸
時

代
初
期
の
代
表
的
な
建
築
で
、
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
彫
刻
、
漆
塗
、

彩
色
、
錺
金
具
な
ど
の
建
築
装
飾
に
優

れ
て
お
り
、
目
立
た
な
い
部
分
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
東
照
宮
が
白
と
金
を
基
調
に
し
て
い

る
の
に
対
し
、
大
猷
院
は
金
と
黒
を
基

本
と
し
て
お
り
、
金
箔
も
東
照
宮
よ
り

赤
み
が
か
っ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

 【
本
殿
・
相
の
間
・
拝
殿
】（
国
宝
）

　
本
殿
・
相
の
間
・
拝
殿
は
、
連
な
っ

た
建
物
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
の
間
に
は

仕
切
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
拝
殿
か
ら
本

殿
が
見
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

拝
殿
は
64
畳
の
広
さ
が
あ
り
、
天
井
に

描
か
れ
た
１
４
０
も
の
竜
は
、
狩
野
一

門
の
作
と
い
わ
れ
ま
す
。
拝
殿
と
本
殿

を
結
ぶ
の
が
相
の
間
。
格
天
井
に
は
鳳

凰
が
描
か
れ
、
本
殿
と
の
境
に
は
降
竜
、

昇
竜
の
絵
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

し
て
本
殿
。
殿
内
は
金
色
を
ふ
ん
だ
ん

に
取
り
入
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
彫
刻
に
あ

ふ
れ
、
金
閣
殿
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

 【
夜
叉
門
】（
重
文
）

　
夜
叉
門
は
八
御
門
の
様
式
で
屋
根
の

前
後
の
軒
は
唐
破
風
形
。
牡
丹
唐
草
の

彫
刻
で
飾
ら
れ
、「
牡
丹
門
」と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
柱
に
は
胡
麻
殻

の
面
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
面
左
右

の
間
に
赤
と
緑
、
背
面
に
白
と
青
色
の

夜
叉
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
東
照
宮
の
位
置
に
、
さ
ら
に
東

照
宮
創
建
に
よ
っ
て
現
在
の
二
荒
山
神

社
付
近
に
移
り
、
明
治
の
神
仏
分
離
に

よ
っ
て
今
の
場
所
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　「
平
成
の
大
修
理
」に
よ
り
、
半
解
体

修
理
さ
れ
、
荘
厳
な
姿
に
生
ま
れ
変
わ

り
ま
し
た
。

 【
開
山
堂
】（
重
文
）

　
日
光
を
開
い
た
勝
道
上
人
を
祀
る
霊

廟
で
す
。
１
７
２
０（
享
保
５
）年
ご
ろ

に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
、
重
層
宝
形
造
、

総
弁
柄
朱
漆
塗
の
建
物
で
す
。
木
造
の

本
尊
地
蔵
菩
薩
、
勝
道
上
人
座
像
が
安

置
さ
れ
、
毎
年
４
月
１
日
に
は
開
山
会

法
要
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
開
山
堂
の

裏
に
、
五
輪
の
塔
が
立
つ
勝
道
上
人
の

墓
が
あ
り
ま
す
。

　
輪
王
寺
に
は
ほ
か
に
も
多
数
の
貴
重

な
建
造
物
が
あ
り
、
見
飽
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。

 【
皇
嘉
門
】（
重
文
）

　
皇
嘉
門
は
非
公
開
の
奥
の
院（
家
光
の

墓
所
）へ
通
じ
る
入
口
に
あ
る
門
で
す
。

中
国
・
明
朝
時
代
の「
竜
宮
造
」の
建
築

様
式
で
す
。「
竜
宮
門
」と
も
呼
ば
れ
、

他
の
門
と
は
印
象
が
異
な
り
ま
す
。
外

側
は
極
彩
色
で
彩
ら
れ
、
腰
壁
は
密
陀

塗
と
い
う
特
殊
な
技
法
で
白
色
に
塗
ら

れ
て
い
ま
す
。

日光二荒山神社 日光山輪王寺

家
光
を
祀
る
霊
廟

　〜
大
猷
院
〜
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東照宮中神庫　秀忠公が東照社を創建した当時の建物であることが現校木（あぜき）裏側に残っている柱間の構えや塗装から
分かります。それらは修理工事中の調査で明らかになりました。

三仏堂の保存修理　素屋根建設・屋根野地解体（平成24年度）

　塗装の塗替え修理は最初に破損
状況を把握してその原因を探り、最
善の対策を修理方針に反映させます。
また現状の塗装を良く観察し、修理
経過の隠れた痕跡を調査し、過去
の見取図と照らし合わせて在来仕
様・工法を確認します。また作業経
過を描き記した新たな見取図を作
製して、次の修理時の参考資料とす
るのはもちろん、学術資料として、
一般にも公開・活用を図ります。

中神庫の保存作業の流れ

修理前の現状を記録する。薄い和紙を当
て、図様、文様等の詳細を写し取る。

①記録

古い塗装を掻き落とし、取り除く。

②ケレン

在来塗装の絵具や技法の詳細をよく調べ、
本来ある姿の見取図を作画する。

③見取図調整

文様や図様などの輪郭を盛り上げて立体感
をもたせ、その上に金箔を押す。

④置上（おきあげ）及び箔押し

繧繝（うんげん）彩色の中色、岩絵具（天然
の鉱石を砕いたもの）下色を着彩する。

⑤岩下（いわした）、中塗

岩絵具、金箔、金泥等により、伝統仕様
で極彩色（ごくさいしき）を復原する。

⑦完成

仕上げの岩絵具を塗り重ね、金泥にて細
部を描き込み仕上げる。

⑥岩掛（いわかけ）

神橋の保存修理　木部組立（平成12年度） 東照宮中神庫　保存修理前

東西透塀・唐門の保存修理竣工（平成23年度）

東照宮中神庫　保存修理竣工後　（平成18年度）

　
貴
重
な
日
光
の
文
化
遺
産
を
後
世
に

伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、
た
ゆ
み
な
い

保
存
・
保
全
の
取
り
組
み
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
日
光
の
社

寺
」の
建
造
物
は
、
江
戸
時
代
初
期
に

造
営
さ
れ
て
か
ら
、
時
代
ご
と
に
適
切

な
管
理
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
山
に
囲
ま
れ
高
冷
地
で
も
あ
る
日
光

は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
自
然
災
害
の
被

で
建
造
物
に
関
し
て
は
国
宝
や
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
、
保
護
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
山
内
地
区
と
し
て
の
面
的
な

保
護
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
た
め
、
登
録
に
先
立
っ
て
日

光
山
内
の
推
薦
資
産
の
保
護
を
行
う
国

内
法
の
整
備（
国
史
跡
へ
の
指
定
）が
求

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
二
社
一
寺
な
ど
の
関
係
団
体
が
一
体
と

な
っ
て
、
国
指
定
史
跡
実
現
に
向
け
て
取

り
組
む
と
と
も
に
、
保
存
管
理
計
画
の
策

定
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
関
係
者
の
努

力
、
協
力
が
実
り
、
日
光
山
内
5
0
・

８
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
文
化
財
保
護
法
に
基
づ

く
国
指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
は
、
登

録
に
当
た
っ
て「
こ
の
環
境
を
維
持
す
る

た
め
に
絶
え
ず
警
戒
す
る
必
要
が
あ

る
」と
の
意
見
を
特
に
付
け
加
え
、
登
録

後
の
継
続
的
な
保
護
の
大
切
さ
を
強
調

し
て
い
ま
す
。
策
定
さ
れ
た「
史
跡
日
光

山
内
保
存
管
理
計
画
」で
は
、
山
内
地

区
を
５
つ
の
区
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

の
区
域
内
の
建
造
物
の
新
増
改
築
、
工

作
物
の
設
置
撤
去
、
土
地
の
形
状
変
更
、

木
竹
の
伐
採
、
発
掘
調
査
な
ど
に
つ
い

て
取
り
扱
い
を
定
め
ま
し
た
。
現
状
を

変
更
す
る
場
合
に
は
、
文
化
庁
の
許
可

が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
建
造
物
の
修
理
工
事
な
ど
を
直
接
担

当
し
て
い
る
の
は
、
１
９
７
０（
昭
和

45
）年
に
設
立
さ
れ
た「
公
益
財
団
法
人

日
光
社
寺
文
化
財
保
存
会
」で
す
。
二

社
一
寺
の
国
宝
や
重
要
文
化
財
の
保
存

修
理
、
調
査
研
究
、
防
災
設
備
の
整

備
・
管
理
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
ま
す
。
保
存
会
で
は
専
門
技
術
を
も

つ
人
材
を
整
え
、
建
造
物
な
ど
の
保
存

害
を
受
け
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
都
度
、

残
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
忠
実
に
修

理
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
雨
や
湿

気
が
多
い
気
候
で
も
あ
る
た
め
、
屋
根

の
修
理
、
彩
色
の
修
理
、
腐
食
し
た
木

部
の
修
理
な
ど
、
計
画
的
に
ま
た
不
断

に
修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
日
光
の
社
寺
」の
世
界
文
化
遺
産
登

録
を
目
指
す
段
階
で
、
保
護
活
動
の
重

要
性
は
一
層
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま

修
理
事
業
の
設
計
監
理
・
工
事
施
工
を

行
う
ほ
か
、
文
化
財
を
守
る
た
め
の
防

災
設
備
の
維
持
管
理
、
点
検
・
補
修
の

業
務
も
担
っ
て
い
ま
す
。

　
文
化
財
建
造
物
の
保
存
は
単
に
傷
ん

だ
部
分
を
修
理
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
用
い
ら
れ
て
い
る
技
法
や
材
料

も
し
っ
か
り
と
後
世
に
伝
え
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
保
存
会
は
、

漆
塗
、
彩
色
、
金
具
工
事
な
ど
に
関
す

る
調
査
･
研
究
を
実
施
し
、
そ
れ
ら
の

成
果
を
ま
と
め
て
資
料
と
し
て
残
す
活

動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
重
要
な
の
が
、
技
術
を
も
つ

人
材
の
育
成
で
す
。
現
在
、
長
い
経

験
を
も
つ
職
員
の
も
と
で
、
多
く
の
若

い
人
た
ち
が
技
術
の
習
得
に
励
ん
で
い

ま
す
。

　
文
化
財
保
護
と
文
化
財
建
造
物
や
保

存
修
理
工
事
へ
の
理
解
や
関
心
を
深
め

て
も
ら
う
た
め
に
、
折
に
触
れ
て
修
理

の
現
場
や
修
理
の
作
業
状
況
を
公
開
す

る
見
学
会
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
修
復

中
で
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
も
多
く
、
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い

ま
す
。

世
界
遺
産
を
守
る
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

修
理
を
担
う
保
存
会

は
２
０
１
７（
平
成
２９
）年
３
月
に
竣
工

し
、
そ
の
き
ら
び
や
か
な
輝
き
を
取
り

戻
し
ま
し
た
。
こ
の
期
間
、
２
０
１
５

（
平
成
２７
）年
に
は「
四
百
年
式
年
大

祭
」、
２
０
１
６（
平
成
２８
）年
に
は

「
御
鎮
座
四
百
年
祭
」が
盛
大
に
行
わ

れ
ま
し
た
。

【
輪
王
寺
・
平
成
の
大
修
理
】

　
輪
王
寺
で
は
、
２
０
０
７（
平
成

１９
）年
度
か
ら
２
０
２
０（
令
和
２
）

年
度
に
わ
た
り
、
日
光
山
で
最
も
大

き
い
建
築
物
で
あ
る
三
仏
堂
と
大
猷

院
霊
廟
二
天
門
建
造
物
の
保
存
修
理

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
三
仏
堂
で
は
、

オ
オ
ナ
ガ
シ
バ
ン
ム
シ
等
に
よ
る
虫
害

が
著
し
く
、
当
初
の
予
定
を
大
幅
に

超
え
る
半
解
体
に
よ
る
大
規
模
な
改

修
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
工
事
に
当
た
り
、
雨
・
風
か
ら
建

物
を
守
る
た
め
、
同
の
全
体
を
覆
う

高
さ
２
６
ｍ
の
仮
設
の
屋
根
を
設
置

し
、
７
階
部
分
か
ら
修
理
の
様
子
を

一
望
で
き
る「
天
空
回
廊
」が
設
置
さ

れ
、
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

【
二
荒
山
神
社
・
神
橋
の
平
成
修
理
工
事
】

　
平
成
の
修
理
工
事
で
は
、
１
９
９
７

（
平
成
９
）年
度
か
ら
２
０
０
０（
平
成

12
）年
度
に
か
け
て
、
木
部
の
修
理
が
施

さ
れ
、
２
０
０
１（
平
成
13
）年
度
か
ら

２
０
０
２（
平
成
14
）年
度
に
漆
塗
、
金

具
の
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
桧
材
の

高
欄
、
橋
板
、
往
桁
、
桟
梁
、
筋
違
を

解
体
し
、
橋
桁
は
残
す
半
解
体
修
理
と

な
り
ま
し
た
。
2
0
0
5（
平
成
17
）年

に
完
成
し
た
平
成
の
修
理
工
事
に
よ
っ

て
よ
り
一
層
鮮
や
か
な
朱
塗
の
橋
が
よ

み
が
え
り
ま
し
た
。

【
保
護
活
動
の
歴
史
】

　「
日
光
の
社
寺
」は
江
戸
時
代
か
ら

幕
府
に
よ
っ
て
定
期
的
な
修
理
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
日
光
の
町
に
は
職
人

集
団
が
常
駐
し
、
時
代
ご
と
の
技
術

の
粋
を
集
め
て
修
理
さ
れ
、
最
高
の
状

態
に
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。

　
明
治
時
代
に
入
っ
て
政
府
に
よ
っ
て

神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
急

速
に
進
む
近
代
化
の
中
で
、
伝
統
的

な
文
化
財
を
軽
視
す
る
よ
う
な
傾
向

も
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
日
光
で
は
、

１
８
７
９（
明
治
12
）年
、「
日
光
の

社
寺
」を
保
護
す
る
目
的
で「
保
晃

会
」が
生
ま
れ
ま
し
た
。
全
国
か
ら
浄

財
を
集
め
修
理
に
充
て
る
な
ど
精
力

的
な
活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
１
８

９
７（
明
治
30
）年
に
政
府
は「
古
社

寺
保
存
法
」を
制
定
し
、
文
化
財
保

護
に
取
り
組
み
始
め
ま
す
。
日
光
で

は
政
府
と
二
社
一
寺
に
よ
っ
て「
日
光

社
寺
修
繕
事
務
所
」が
組
織
さ
れ
、

社
寺
の
修
理
を
担
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
そ
の
後
、
１
９
２
９（
昭
和
４
）年
に

「
国
宝
保
存
法
」、
１
９
５
０（
昭
和
25
）

年
に「
文
化
財
保
護
法
」が
制
定
さ
れ
、

「
日
光
の
社
寺
」の
建
造
物
の
多
く
が
国
宝

や
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

１
９
９
８（
平
成
10
）年
に
は
、
世
界
遺

産
に
推
薦
さ
れ
た
山
内
の
地
域
が
国
史

跡
に
指
定
さ
れ
、
面
的
な
保
護
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
建
造
物
の
修
理
は
、
日
光
社
寺
文

化
財
保
存
会（
旧
日
光
社
寺
修
繕
事
務

所
）が
、
各
所
有
者
か
ら
工
事
を
受
託

し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
破
損
の
程
度
に

よ
っ
て
、
解
体
・
半
解
体
修
理
を
伴
う

時
代
ご
と
に
行
わ
れ
て
き
た
修
理

近
年
行
わ
れ
た
修
復
作
業

根
本
的
な
修
理
と
、
屋
根
の
葺
き
替

え
・
部
分
修
理
・
塗
装
修
理
な
ど
の

維
持
的
な
修
理
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

「
日
光
の
社
寺
」の
修
理
の
特
徴
は
、

建
物
の
外
部
を
美
し
く
彩
る
漆
や
彩

色
を
、
伝
統
的
な
材
料
や
技
術
を
用

い
て
定
期
的
に
維
持
修
理
す
る
作
業
を

続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

【
東
照
宮
・
平
成
の
大
修
理
】

　
東
照
宮
の
建
築
に
は
、
神
威
の
高
揚

と
記
念
性
・
永
遠
性
を
維
持
す
る
と
い

う
思
念
が
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
漆
塗
・

彩
色
・
錺
金
具
な
ど
の
精
彩
を
維
持

す
る
た
め
、
絶
え
間
な
い
修
理
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。

　
２
０
１
３（
平
成
２５
）年
度
か
ら
は

じ
ま
り
、
7
カ
年
を
掛
け
て
２
０
１
９

（
平
成
３１
・
令
和
元
）年
度
に
終
了
し

た「
平
成
の
大
修
理
」で
は
、
国
宝
の
陽

明
門
や
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
の
修

理
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
陽
明
門

世界遺産保存
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東照宮中神庫　秀忠公が東照社を創建した当時の建物であることが現校木（あぜき）裏側に残っている柱間の構えや塗装から
分かります。それらは修理工事中の調査で明らかになりました。

三仏堂の保存修理　素屋根建設・屋根野地解体（平成24年度）

　塗装の塗替え修理は最初に破損
状況を把握してその原因を探り、最
善の対策を修理方針に反映させます。
また現状の塗装を良く観察し、修理
経過の隠れた痕跡を調査し、過去
の見取図と照らし合わせて在来仕
様・工法を確認します。また作業経
過を描き記した新たな見取図を作
製して、次の修理時の参考資料とす
るのはもちろん、学術資料として、
一般にも公開・活用を図ります。

中神庫の保存作業の流れ

修理前の現状を記録する。薄い和紙を当
て、図様、文様等の詳細を写し取る。

①記録

古い塗装を掻き落とし、取り除く。

②ケレン

在来塗装の絵具や技法の詳細をよく調べ、
本来ある姿の見取図を作画する。

③見取図調整

文様や図様などの輪郭を盛り上げて立体感
をもたせ、その上に金箔を押す。

④置上（おきあげ）及び箔押し

繧繝（うんげん）彩色の中色、岩絵具（天然
の鉱石を砕いたもの）下色を着彩する。

⑤岩下（いわした）、中塗

岩絵具、金箔、金泥等により、伝統仕様
で極彩色（ごくさいしき）を復原する。

⑦完成

仕上げの岩絵具を塗り重ね、金泥にて細
部を描き込み仕上げる。

⑥岩掛（いわかけ）

神橋の保存修理　木部組立（平成12年度） 東照宮中神庫　保存修理前

東西透塀・唐門の保存修理竣工（平成23年度）

東照宮中神庫　保存修理竣工後　（平成18年度）

　
貴
重
な
日
光
の
文
化
遺
産
を
後
世
に

伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、
た
ゆ
み
な
い

保
存
・
保
全
の
取
り
組
み
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
日
光
の
社

寺
」の
建
造
物
は
、
江
戸
時
代
初
期
に

造
営
さ
れ
て
か
ら
、
時
代
ご
と
に
適
切

な
管
理
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
山
に
囲
ま
れ
高
冷
地
で
も
あ
る
日
光

は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
自
然
災
害
の
被

で
建
造
物
に
関
し
て
は
国
宝
や
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
、
保
護
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
山
内
地
区
と
し
て
の
面
的
な

保
護
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
た
め
、
登
録
に
先
立
っ
て
日

光
山
内
の
推
薦
資
産
の
保
護
を
行
う
国

内
法
の
整
備（
国
史
跡
へ
の
指
定
）が
求

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
二
社
一
寺
な
ど
の
関
係
団
体
が
一
体
と

な
っ
て
、
国
指
定
史
跡
実
現
に
向
け
て
取

り
組
む
と
と
も
に
、
保
存
管
理
計
画
の
策

定
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
関
係
者
の
努

力
、
協
力
が
実
り
、
日
光
山
内
5
0
・

８
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
文
化
財
保
護
法
に
基
づ

く
国
指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
は
、
登

録
に
当
た
っ
て「
こ
の
環
境
を
維
持
す
る

た
め
に
絶
え
ず
警
戒
す
る
必
要
が
あ

る
」と
の
意
見
を
特
に
付
け
加
え
、
登
録

後
の
継
続
的
な
保
護
の
大
切
さ
を
強
調

し
て
い
ま
す
。
策
定
さ
れ
た「
史
跡
日
光

山
内
保
存
管
理
計
画
」で
は
、
山
内
地

区
を
５
つ
の
区
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

の
区
域
内
の
建
造
物
の
新
増
改
築
、
工

作
物
の
設
置
撤
去
、
土
地
の
形
状
変
更
、

木
竹
の
伐
採
、
発
掘
調
査
な
ど
に
つ
い

て
取
り
扱
い
を
定
め
ま
し
た
。
現
状
を

変
更
す
る
場
合
に
は
、
文
化
庁
の
許
可

が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
建
造
物
の
修
理
工
事
な
ど
を
直
接
担

当
し
て
い
る
の
は
、
１
９
７
０（
昭
和

45
）年
に
設
立
さ
れ
た「
公
益
財
団
法
人

日
光
社
寺
文
化
財
保
存
会
」で
す
。
二

社
一
寺
の
国
宝
や
重
要
文
化
財
の
保
存

修
理
、
調
査
研
究
、
防
災
設
備
の
整

備
・
管
理
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
ま
す
。
保
存
会
で
は
専
門
技
術
を
も

つ
人
材
を
整
え
、
建
造
物
な
ど
の
保
存

害
を
受
け
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
都
度
、

残
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
忠
実
に
修

理
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
雨
や
湿

気
が
多
い
気
候
で
も
あ
る
た
め
、
屋
根

の
修
理
、
彩
色
の
修
理
、
腐
食
し
た
木

部
の
修
理
な
ど
、
計
画
的
に
ま
た
不
断

に
修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
日
光
の
社
寺
」の
世
界
文
化
遺
産
登

録
を
目
指
す
段
階
で
、
保
護
活
動
の
重

要
性
は
一
層
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま

修
理
事
業
の
設
計
監
理
・
工
事
施
工
を

行
う
ほ
か
、
文
化
財
を
守
る
た
め
の
防

災
設
備
の
維
持
管
理
、
点
検
・
補
修
の

業
務
も
担
っ
て
い
ま
す
。

　
文
化
財
建
造
物
の
保
存
は
単
に
傷
ん

だ
部
分
を
修
理
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
用
い
ら
れ
て
い
る
技
法
や
材
料

も
し
っ
か
り
と
後
世
に
伝
え
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
保
存
会
は
、

漆
塗
、
彩
色
、
金
具
工
事
な
ど
に
関
す

る
調
査
･
研
究
を
実
施
し
、
そ
れ
ら
の

成
果
を
ま
と
め
て
資
料
と
し
て
残
す
活

動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
重
要
な
の
が
、
技
術
を
も
つ

人
材
の
育
成
で
す
。
現
在
、
長
い
経

験
を
も
つ
職
員
の
も
と
で
、
多
く
の
若

い
人
た
ち
が
技
術
の
習
得
に
励
ん
で
い

ま
す
。

　
文
化
財
保
護
と
文
化
財
建
造
物
や
保

存
修
理
工
事
へ
の
理
解
や
関
心
を
深
め

て
も
ら
う
た
め
に
、
折
に
触
れ
て
修
理

の
現
場
や
修
理
の
作
業
状
況
を
公
開
す

る
見
学
会
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
修
復

中
で
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
も
多
く
、
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い

ま
す
。

世
界
遺
産
を
守
る
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

修
理
を
担
う
保
存
会

は
２
０
１
７（
平
成
２９
）年
３
月
に
竣
工

し
、
そ
の
き
ら
び
や
か
な
輝
き
を
取
り

戻
し
ま
し
た
。
こ
の
期
間
、
２
０
１
５

（
平
成
２７
）年
に
は「
四
百
年
式
年
大

祭
」、
２
０
１
６（
平
成
２８
）年
に
は

「
御
鎮
座
四
百
年
祭
」が
盛
大
に
行
わ

れ
ま
し
た
。

【
輪
王
寺
・
平
成
の
大
修
理
】

　
輪
王
寺
で
は
、
２
０
０
７（
平
成

１９
）年
度
か
ら
２
０
２
０（
令
和
２
）

年
度
に
わ
た
り
、
日
光
山
で
最
も
大

き
い
建
築
物
で
あ
る
三
仏
堂
と
大
猷

院
霊
廟
二
天
門
建
造
物
の
保
存
修
理

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
三
仏
堂
で
は
、

オ
オ
ナ
ガ
シ
バ
ン
ム
シ
等
に
よ
る
虫
害

が
著
し
く
、
当
初
の
予
定
を
大
幅
に

超
え
る
半
解
体
に
よ
る
大
規
模
な
改

修
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
工
事
に
当
た
り
、
雨
・
風
か
ら
建

物
を
守
る
た
め
、
同
の
全
体
を
覆
う

高
さ
２
６
ｍ
の
仮
設
の
屋
根
を
設
置

し
、
７
階
部
分
か
ら
修
理
の
様
子
を

一
望
で
き
る「
天
空
回
廊
」が
設
置
さ

れ
、
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

【
二
荒
山
神
社
・
神
橋
の
平
成
修
理
工
事
】

　
平
成
の
修
理
工
事
で
は
、
１
９
９
７

（
平
成
９
）年
度
か
ら
２
０
０
０（
平
成

12
）年
度
に
か
け
て
、
木
部
の
修
理
が
施

さ
れ
、
２
０
０
１（
平
成
13
）年
度
か
ら

２
０
０
２（
平
成
14
）年
度
に
漆
塗
、
金

具
の
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
桧
材
の

高
欄
、
橋
板
、
往
桁
、
桟
梁
、
筋
違
を

解
体
し
、
橋
桁
は
残
す
半
解
体
修
理
と

な
り
ま
し
た
。
2
0
0
5（
平
成
17
）年

に
完
成
し
た
平
成
の
修
理
工
事
に
よ
っ

て
よ
り
一
層
鮮
や
か
な
朱
塗
の
橋
が
よ

み
が
え
り
ま
し
た
。

【
保
護
活
動
の
歴
史
】

　「
日
光
の
社
寺
」は
江
戸
時
代
か
ら

幕
府
に
よ
っ
て
定
期
的
な
修
理
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
日
光
の
町
に
は
職
人

集
団
が
常
駐
し
、
時
代
ご
と
の
技
術

の
粋
を
集
め
て
修
理
さ
れ
、
最
高
の
状

態
に
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。

　
明
治
時
代
に
入
っ
て
政
府
に
よ
っ
て

神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
急

速
に
進
む
近
代
化
の
中
で
、
伝
統
的

な
文
化
財
を
軽
視
す
る
よ
う
な
傾
向

も
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
日
光
で
は
、

１
８
７
９（
明
治
12
）年
、「
日
光
の

社
寺
」を
保
護
す
る
目
的
で「
保
晃

会
」が
生
ま
れ
ま
し
た
。
全
国
か
ら
浄

財
を
集
め
修
理
に
充
て
る
な
ど
精
力

的
な
活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
１
８

９
７（
明
治
30
）年
に
政
府
は「
古
社

寺
保
存
法
」を
制
定
し
、
文
化
財
保

護
に
取
り
組
み
始
め
ま
す
。
日
光
で

は
政
府
と
二
社
一
寺
に
よ
っ
て「
日
光

社
寺
修
繕
事
務
所
」が
組
織
さ
れ
、

社
寺
の
修
理
を
担
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
そ
の
後
、
１
９
２
９（
昭
和
４
）年
に

「
国
宝
保
存
法
」、
１
９
５
０（
昭
和
25
）

年
に「
文
化
財
保
護
法
」が
制
定
さ
れ
、

「
日
光
の
社
寺
」の
建
造
物
の
多
く
が
国
宝

や
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

１
９
９
８（
平
成
10
）年
に
は
、
世
界
遺

産
に
推
薦
さ
れ
た
山
内
の
地
域
が
国
史

跡
に
指
定
さ
れ
、
面
的
な
保
護
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
建
造
物
の
修
理
は
、
日
光
社
寺
文

化
財
保
存
会（
旧
日
光
社
寺
修
繕
事
務

所
）が
、
各
所
有
者
か
ら
工
事
を
受
託

し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
破
損
の
程
度
に

よ
っ
て
、
解
体
・
半
解
体
修
理
を
伴
う

時
代
ご
と
に
行
わ
れ
て
き
た
修
理

近
年
行
わ
れ
た
修
復
作
業

根
本
的
な
修
理
と
、
屋
根
の
葺
き
替

え
・
部
分
修
理
・
塗
装
修
理
な
ど
の

維
持
的
な
修
理
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

「
日
光
の
社
寺
」の
修
理
の
特
徴
は
、

建
物
の
外
部
を
美
し
く
彩
る
漆
や
彩

色
を
、
伝
統
的
な
材
料
や
技
術
を
用

い
て
定
期
的
に
維
持
修
理
す
る
作
業
を

続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

【
東
照
宮
・
平
成
の
大
修
理
】

　
東
照
宮
の
建
築
に
は
、
神
威
の
高
揚

と
記
念
性
・
永
遠
性
を
維
持
す
る
と
い

う
思
念
が
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
漆
塗
・

彩
色
・
錺
金
具
な
ど
の
精
彩
を
維
持

す
る
た
め
、
絶
え
間
な
い
修
理
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。

　
２
０
１
３（
平
成
２５
）年
度
か
ら
は

じ
ま
り
、
7
カ
年
を
掛
け
て
２
０
１
９

（
平
成
３１
・
令
和
元
）年
度
に
終
了
し

た「
平
成
の
大
修
理
」で
は
、
国
宝
の
陽

明
門
や
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
の
修

理
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
陽
明
門

世界遺産保存
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