
第
四
項　

屋
根
工
事

一
　
計
画
と
実
施

（
一
）
計　

画

　

屋
根
工
事
は
今
回
の
整
備
工
事
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
修
理
方
法
は
整

備
懇
談
会
で
検
討
し
た
上
で
設
計
に
反
映
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

イ　

再
用
瓦
の
使
用
箇
所

　

各
面
で
の
屋
根
荷
重
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
ら
な
い
よ
う
に
再
用
瓦
や
瓦
下
地
の
工
法
を

選
定
し
、
屋
根
荷
重
の
差
は
一
割
程
度
に
収
ま
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　

再
用
瓦
は
南
面
に
集
め
て
葺
き
、
そ
れ
で
も
再
用
瓦
が
残
る
場
合
は
東
面
中
央
部
に
用
い

る
こ
と
と
し
た
。
東
面
と
南
面
は
軒
瓦
に
も
再
用
瓦
を
用
い
た
。
再
用
瓦
と
補
足
瓦
を
併
用

す
る
場
合
、
再
用
瓦
と
補
足
瓦
を
通
り
毎
に
使
い
分
け
る
こ
と
と
し
た
が
、
軒
瓦
は
例
外
と

し
た
。
東
面
で
不
足
す
る
分
の
補
足
瓦
（
平
瓦
・
丸
瓦
）
は
伝
統
製
法
で
製
作
し
、
西
面
・

北
面
の
補
足
瓦
は
現
代
製
法
で
製
作
す
る
こ
と
と
し
た
。
補
足
瓦
に
は
布
目
・
縄
目
を
付
け

る
こ
と
と
し
、
平
瓦
は
桶
巻
き
作
り
、
軒
平
瓦
は
一
枚
作
り
の
工
法
に
倣
っ
た
。

　

瓦
下
地
工
法
は
再
用
瓦
を
用
い
る
東
面
と
南
面
は
土
葺
、
西
面
と
北
面
は
空
葺
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

ロ　

大
正
瓦
の
再
用
に
つ
い
て

　

大
正
瓦
に
つ
い
て
は
、
整
備
懇
談
会
の
始
ま
っ
た
当
初
か
ら
あ
ま
り
状
態
が
良
く
な
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
大
正
瓦
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
再
用
で
き
る
か
の
検
討
の
過

程
で
、「
焼
直
し
す
る
」
と
い
う
案
が
提
案
さ
れ
た
。
実
際
に
屋
根
に
載
っ
て
い
た
大
正
瓦

を
一
部
解
体
し
て
、
焼
き
直
し
を
試
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
耐
久
性
は
上
が
り
、
い
ぶ
し

も
よ
く
か
か
っ
た
が
、
大
き
さ
が
縮
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
も
っ
と
も
な
結
果
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
を
受
け
、
懇
談
会
で
検
討
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
、
大
正
瓦
の
焼
き
直
し
は
し
な

い
こ
と
を
原
則
と
し
、
解
体
し
て
調
査
す
る
中
で
大
正
瓦
の
再
用
の
可
否
を
慎
重
に
行
い
、

大
正
瓦
の
再
用
率
を
で
き
る
だ
け
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
で
も
再
用
率

が
著
し
く
低
い
場
合
の
次
善
策
と
し
て
、
改
め
て
焼
き
直
し
に
よ
る
再
用
率
の
向
上
を
検
討

す
る
、
と
い
う
こ
と
と
し
て
修
理
工
事
の
実
施
に
移
っ
た
。

ハ　

瓦
の
取
替
・
補
足
に
つ
い
て

① 

軒
平
瓦
と
軒
丸
瓦
の
補
足
瓦
の
サ
ン
プ
ル
は
東
大
寺
式
（
軒
平
瓦
六
七
三
二
Ｆ
、
軒
丸
瓦

六
二
三
五
Ｇ
）
と
し
、
現
代
製
法
で
製
作
す
る
。
そ
の
検
討
経
過
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

な
お
、
瓦
の
番
号
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
分
類
整
理
型
式
番
号
で
あ
る
。

Ⅰ�

『
正
倉
院
宝
庫
屋
根
瓦
拓
本
』
に
よ
る
と
、
大
正
二
年
修
理
時
の
新
規
製
作
瓦
は
奈
良
時

代
の
軒
瓦
を
模
倣
し
て
使
用
し
た
。

　
　

・
東
大
寺
式
軒
丸
瓦
（
六
二
三
五
系
）

　
　

・
興
福
寺
式
軒
平
瓦
（
六
六
七
一
Ａ
？
）

　

 

し
か
し
、
正
倉
院
正
倉
の
創
建
瓦
と
し
て
興
福
寺
式
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
、
今
回
は

東
大
寺
式
軒
瓦
の
組
合
せ
の
な
か
か
ら
候
補
を
絞
る
べ
き
で
あ
る
。

Ⅱ�

「
東
大
寺
式
」
と
呼
ば
れ
る
軒
瓦
は
多
種
多
様
で
、
出
土
地
点
も
東
大
寺
だ
け
で
な
く
平

城
宮
や
西
大
寺
な
ど
京
内
寺
院
か
ら
恭
仁
宮
に
ま
で
及
び
、
東
大
寺
で
出
土
し
な
い
「
東

大
寺
式
軒
瓦
」
も
少
な
く
な
い
。

Ⅲ�

正
倉
整
備
に
使
用
す
る
「
東
大
寺
式
軒
瓦
」
を
多
種
多
様
な
中
か
ら
選
定
す
る
な
ら
ば
、

次
の
二
つ
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

Ａ　

確
実
な
東
大
寺
所
用
瓦
で
正
倉
の
創
建
年
代
に
近
い
年
代
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
。

　

Ｂ　

正
倉
院
付
近
で
使
用
し
た
と
判
断
で
き
る
こ
と
。

Ⅳ�
正
倉
の
中
倉
は
天
平
宝
字
五
年
に
は
確
実
に
存
在
し
て
お
り
（『
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
』）、

光
明
皇
后
が
聖
武
天
皇
遺
愛
の
品
を
献
納
し
た
天
平
勝
宝
八
歳
に
は
存
在
し
た
と
も
い
う
。

そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
毛
利
光
・
花
谷
お
よ
び
山
崎
が
提
示
し
た
東
大
寺
所
用
「
東
大
寺

式
軒
瓦
」
の
変
遷
観
（
注
一
）
の
な
か
で
古
段
階
と
さ
れ
た
も
の
の
な
か
か
ら
選
ぶ
の
が
よ
い
。

Ⅴ�

正
倉
院
周
辺
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
瓦
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の
出
土
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
正
倉
院
事
務
所
が
所
蔵
す
る
採
集
資
料
の
な

か
で
数
多
く
採
集
さ
れ
て
い
る
軒
瓦
の
な
か
か
ら
候
補
を
捜
す
べ
き
で
あ
る
。

　

Ⅰ
か
ら
Ⅴ
の
条
件
で
絞
り
込
ん
だ
結
果
、
以
下
の
軒
瓦
を
正
倉
整
備
時
に
補
足
す
る
「
軒

瓦
」
と
し
て
選
定
す
る
。

　
　

◎
軒
丸
瓦
：
六
二
三
五
Ｇ

　
　

◎
軒
平
瓦
：
六
七
三
二
Ｆ

② 

古
代
の
軒
平
瓦
に
は
ア
ゴ
が
あ
る
た
め
敷
平
瓦
は
必
要
な
い
。
ま
た
再
用
す
る
軒
平
瓦
も
、

現
在
は
敷
平
瓦
な
し
で
納
ま
っ
て
い
る
た
め
、
敷
平
瓦
は
整
備
し
な
い
。

③ 

隅
丸
瓦
、
隅
平
瓦
、
熨
斗
瓦
、
雁
振
瓦
、
面
戸
瓦
の
補
足
瓦
は
現
代
製
法
で
製
作
し
、
熨

斗
瓦
は
で
き
る
だ
け
再
用
に
努
め
る
。

④ 

補
足
瓦
は
伝
統
製
法
・
現
代
製
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
い
ぶ
し
を
焼
き
飛
ば
す
工
法

と
す
る
。

⑤ 

股
刳
り
の
な
い
二
の
鬼
瓦
は
取
り
替
え
る
こ
と
と
し
、
補
足
瓦
の
デ
ザ
イ
ン
は
一
の
鬼
瓦

と
の
釣
り
合
い
を
考
慮
し
て
復
し
、
割
損
し
た
も
の
及
び
鬼
瓦
と
の
納
ま
り
が
悪
い
鳥
衾

瓦
は
取
り
替
え
て
鬼
瓦
に
合
わ
せ
た
形
に
整
備
す
る
。

（
二
）
実　

施

　

実
際
の
施
工
は
、
解
体
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
た
成
果
を
整
備
懇
談
会
に
報
告
し
、
更
に

検
討
を
重
ね
、
設
計
変
更
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
る
。

イ　

再
用
瓦
の
使
用
箇
所
の
実
施

　

解
体
調
査
の
結
果
、
想
定
よ
り
多
く
の
古
瓦
が
残
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

最
も
状
態
が
良
い
と
考
え
ら
れ
る
南
面
に
古
い
瓦
を
集
め
る
こ
と
と
し
、
平
瓦
・
丸
瓦
と

も
天
平
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
瓦
を
南
面
に
葺
い
た
。
東
面
に
は
、
室
町
時
代
か
ら
大
正
期
の

瓦
を
中
心
か
ら
振
り
分
け
て
葺
き
、
そ
の
両
脇
を
伝
統
製
法
に
よ
る
補
足
瓦
で
葺
い
た
。
東

面
を
葺
く
際
、
中
心
か
ら
両
脇
に
行
く
に
従
っ
て
新
し
い
瓦
を
使
う
よ
う
に
考
え
た
が
、
慶

長
期
の
瓦
が
ほ
か
の
時
代
の
瓦
よ
り
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
屋
根
の
自
然
な
反
り
に
対
応

さ
せ
る
た
め
、
慶
長
期
の
瓦
を
大
正
期
の
瓦
の
脇
に
使
う
こ
と
と
し
た
。
軒
丸
瓦
・
軒
平
瓦

も
南
面
と
東
面
は
再
用
瓦
を
用
い
て
葺
い
た
。
西
面
・
北
面
は
先
の
方
針
通
り
現
代
製
法
に

よ
り
補
足
瓦
を
製
作
し
、
葺
き
上
げ
た
。

　

実
際
に
屋
根
に
載
っ
て
い
た
葺
土
や
瓦
の
重
量
を
計
測
し
、
先
の
方
針
に
沿
っ
て
葺
い
た

と
き
の
屋
根
荷
重
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
現
代
工
法
で
復
原
し
た
平
瓦
の
葺
足
が
、
想
定
よ

り
長
く
な
っ
た
こ
と
や
現
代
製
法
と
伝
統
製
法
で
思
っ
た
よ
り
平
瓦
の
重
量
に
差
が
見
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
東
面
の
屋
根
荷
重
が
西
面
に
比
べ
て
重
く
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
東
面
の
丸
桁
か
ら
先
を
空
葺
と
し
、
屋
根
全
体
の
荷
重
は
西
面
の
そ
れ
に
近
づ
け

る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
こ
の
際
、
東
面
中
央
に
葺
か
れ
る
再
用
瓦
に
は
空
葺
と
す
る
た
め
に

釘
穴
を
新
た
に
空
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
と
判
断
し
た
。 図53　補足する軒瓦のサンプル

上：₆₂₃₅G　東大寺所蔵　
下：₆₇₃₂F
　　独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所所蔵
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ロ　

大
正
瓦
に
つ
い
て

　

解
体
し
た
状
況
を
見
る
限
り
、
西
面
に
葺
か
れ
た
大
正
瓦
の
土
居
葺
に
限
っ
て
蒸
れ
腐
れ

が
著
し
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
透
水
率
な
ど
を
計
測
し
た
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
の
瓦

と
大
差
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
土
居
葺
の
状
況
が
ま
っ
た
く
違
っ
た
こ
と
か

ら
雨
漏
り
の
危
険
性
を
考
え
、
大
正
期
の
平
瓦
は
再
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。「
焼
き
直

し
」
に
つ
い
て
は
、
焼
き
直
し
に
よ
り
大
き
さ
が
変
わ
る
な
ど
、
本
当
の
意
味
で
当
時
の
ま

ま
の
大
正
瓦
で
は
な
く
な
る
た
め
、
焼
き
直
し
は
し
な
い
方
が
よ
い
、
と
し
た
懇
談
会
の
方

針
に
則
り
、
実
施
は
見
送
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
、
軒
平
瓦
・
軒
丸
瓦
・
丸
瓦
に
大
正
瓦
を
な

る
べ
く
残
し
て
施
工
し
た
。
ま
た
、
大
正
期
の
瓦
に
は
大
正
二
年
の
瓦
の
ほ
か
、
大
正
十
年

の
刻
印
が
さ
れ
た
瓦
が
多
数
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
も
大
正
瓦
と
し
て
再
用
し
た
。

ハ　

補
足
瓦
に
つ
い
て

　

古
瓦
の
調
査
の
結
果
、
以
下
の
よ
う
に
実
施
し
た
。
変
更
点
だ
け
を
上
げ
る
。

　

熨
斗
瓦
は
で
き
る
だ
け
再
用
に
努
め
る
方
針
で
あ
っ
た
が
、
稚
児
棟
の
中
か
ら
天
平
期
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
熨
斗
瓦
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
と
修
理
前
に
葺
い
て
あ
っ
た
熨
斗
瓦
が
天

平
期
の
平
瓦
を
半
裁
し
た
も
の
及
び
大
正
期
の
取
替
瓦
だ
っ
た
こ
と
か
ら
再
用
す
る
の
は
止

め
て
、す
べ
て
を
取
り
替
え
、補
足
瓦
は
天
平
期
の
熨
斗
瓦
に
倣
っ
て
製
作
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

股
刳
り
の
な
い
東
北
の
二
の
鬼
瓦
は
、
割
れ
も
生
じ
て
お
り
再
用
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
判

断
し
た
た
め
取
り
替
え
た
。
東
北
の
一
の
鬼
瓦
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
も
と
は
二
の
鬼
瓦
と

し
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
補
足
瓦
は
、
一
の
鬼
瓦
を
二
の
鬼
瓦
と
し
て

復
原
し
た
形
状
と
し
て
製
作
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
髭
の
形
状
に
物
足
り
な
さ
が
あ

っ
た
の
で
、
篦
使
い
を
若
干
調
整
し
、
力
強
さ
を
出
し
た
。

　

鳥
衾
瓦
は
、
瓦
当
の
文
字
が
溶
け
た
よ
う
に
剥
が
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
慶
長
八
年
の

篦
書
を
持
つ
鳥
衾
瓦
は
そ
の
篦
書
が
消
え
か
け
て
い
る
と
判
断
で
き
た
の
で
、
史
料
確
保
の

た
め
に
再
用
を
見
送
り
、
取
り
替
え
た
も
の
と
同
じ
形
状
で
復
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
補

足
瓦
を
製
作
し
た
。
裏
に
は
、
そ
の
旨
を
篦
書
し
、
後
世
に
託
し
た
。

二
　
土
居
葺

（
一
）
材　

料

　

土
居
葺
材
は
、
椹
赤
身
材
、
長
三
六㎝
、
幅
九
～
一
五㎝
前
後
、
厚
四
・
五
㎜
内
外
の
手

割
材
と
し
た
。
解
体
し
た
旧
葺
材
の
う
ち
、
再
用
に
耐
え
う
る
と
判
断
さ
れ
た
材
は
再
用
し

た
。

（
二
）
工　

法

　

土
居
葺
は
、
軒
先
二
枚
重
ね
、
葺
足
六
〇
㎜
と
し
、
二
足
毎
に
竹
釘
に
て
止
め
つ
け
、
降

棟
廻
り
は
馬
乗
り
に
か
ぶ
せ
か
け
た
。

三
　
本
瓦
葺

（
一
）
再
用
瓦

　

在
来
の
瓦
は
、
形
状
、
破
損
度
、
耐
久
性
等
を
考
慮
し
、
音
響
調
査
、
吸
水
率
等
に
よ
っ

て
良
否
を
判
別
し
、
再
用
・
不
再
用
に
選
別
し
た
。
再
用
瓦
は
、
す
べ
て
タ
ワ
シ
等
で
水
洗

い
し
て
十
分
乾
燥
を
図
っ
た
。

　

不
再
用
瓦
の
う
ち
、
保
存
を
必
要
と
す
る
瓦
は
員
数
等
を
記
録
し
、
所
定
の
場
所
に
置
い

た
。

（
二
）
補
足
瓦

イ　

補
足
瓦
の
種
類
等

　

役
物
瓦
は
軒
丸
瓦
、
軒
平
瓦
、
鬼
瓦
、
鳥
衾
瓦
、
軒
丸
瓦
を
製
作
し
、
詳
細
は
図
示
し
た
。

　

補
足
瓦
は
、
懇
談
会
の
助
言
を
受
け
、
そ
の
形
式
を
正
倉
創
建
頃
の
も
の
と
決
定
し
、
指

定
し
た
文
様
・
形
状
・
寸
法
に
倣
っ
て
製
作
し
た
。
生
型
製
作
時
点
で
文
様
等
に
つ
い
て
の

検
査
を
受
け
、
承
認
さ
れ
た
後
、
焼
成
に
入
っ
た
。
補
足
瓦
の
う
ち
、
軒
丸
瓦
、
軒
平
瓦
は

東
大
寺
式
の
文
様
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
六
二
三
五
Ｇ
、
六
七
三
二
Ｆ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
た
。

ロ　

材
料
原
土
の
品
質

　

瓦
製
作
用
の
粘
土
は
基
準
と
し
て
五
箇
月
以
上
寝
か
せ
た
土
と
し
、
適
当
な
粉
末
度
で
不

純
物
と
し
て
、
可
溶
性
ア
ル
カ
リ
分
、
有
機
分
、
粗
砂
な
ど
の
非
有
害
物
質
を
含
む
も
の
で
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図54　復原した軒丸瓦　　左：側面、右：瓦当

図55　復原した軒平瓦　　左：側面、右：瓦当

あ
り
、
要
求
す
る
諸
条
件
を
満
た
す
製
品
が
得
ら
れ
る
粘
土
で
あ
る
こ
と
と
し
た
。

　

用
土
に
つ
い
て
は
下
記
の
二
種
類
を
使
い
分
け
た
。

①
伝
統
製
法

真
空
土
練
機
を
使
わ
ず
、
大
正
期
の
土
練
機
で
練
っ
た
土
を
使
用
し
て
製
作
し
た
。
東
面

の
補
足
瓦
を
こ
の
製
法
で
製
作
し
た
。

②
現
代
製
法

真
空
土
練
機
に
て
練
っ
た
土
を
使
用
し
て
製
作
し
た
。
東
面
以
外
の
補
足
瓦
は
こ
の
製
法

で
製
作
し
た
。

ハ　

補
足
瓦
の
条
件

① 

焼
成
一
、
〇
〇
〇
℃
以
上
を
六
時
間
以
上
持
続
し
、
最
高
温
度
を
一
、
一
〇
〇
℃
以
上
と

し
た
。

②
吸
水
率
一
二
％
以
下
と
し
、
工
業
試
験
場
等
で
の
試
験
成
績
表
を
提
出
さ
せ
た
。

（
三
）
葺　

土

　

粘
土
に
六
㎜
前
後
の
藁
苆
を
適
量
混
入
し
て
十
分
練
り
返
し
た
も
の
と
し
た
。

（
四
）
桟
木
（
空
葺
時
）
の
寸
法

　

横
引
掛
桟
は
四
五
㎜
×
一
八
㎜
を
二
三
〇
㎜
間
隔
で
、
縦
転
び
止
め
桟
は
九
一
㎜
×
三
九

㎜
を
三
〇
三
㎜
間
隔
で
、
流
し
桟
は
九
一
㎜
×
九
㎜
を
三
〇
三
㎜
間
隔
で
打
ち
付
け
た
。

（
五
）
工　

法

イ　

本
瓦
葺
の
工
法

① 

再
用
瓦
及
び
伝
統
製
法
で
製
作
し
た
瓦
は
、
東
面
の
軒
先
を
除
き
湿
式
工
法
（
土
葺
）
に

て
筋
葺
に
葺
い
た
。
現
代
製
法
に
て
製
作
し
た
瓦
及
び
東
面
の
軒
先
は
、
平
葺
を
乾
式
工

法
（
空
葺
）
に
て
葺
き
、
丸
瓦
は
湿
式
工
法
に
よ
っ
た
。

②
材
料
は
下
記
を
基
準
と
し
た
。

　

瓦　

桟
…
…
杉
の
赤
身
材

　

平
葺
土
…
…
藁
苆
を
混
練
し
た
粘
土
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銅　

線
…
…
一
八
番
、
一
六
番
、
一
四
番
及
び
撚
線

　

釘　

類
…
… 

瓦
桟
止
め
お
よ
び
瓦
止
め
は
ス
テ
ン
レ
ス
釘
、
瓦
釘
（
軒
平
瓦
・
軒
丸
瓦
）

は
銅
製

　

南
蛮
漆
喰
… 
石
灰
二
〇
㎏
あ
た
り
砂
〇
・
〇
五
立
米
、
マ
ニ
ラ
苆
〇
・
二
㎏
の
割
合
で
水

練
り
し
、
一
昼
夜
以
上
寝
か
せ
た
も
の
を
使
用
前
に
練
返
し
て
使
用
し
た
。

③ 

瓦
葺
工
事
前
に
軒
平
瓦
は
隅
反
り
に
合
わ
せ
て
、
右
及
び
左
反
り
勝
手
に
適
し
た
瓦
を
選

び
配
置
し
た
。
丸
瓦
は
直
径
を
計
り
、
大
・
中
・
小
に
区
分
け
し
て
流
れ
の
本
数
を
並
べ
、

玉
縁
部
の
丸
尻
が
大
き
い
瓦
を
選
ん
で
番
号
を
付
け
た
。
平
瓦
も
指
定
の
葺
足
に
よ
っ
て

流
れ
分
を
並
べ
、
谷
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
雁
振
瓦
等
も
同
様
に
瓦
合
わ
せ
を
行
っ
た
。

④ 

平
葺
は
、
葺
足
を
南
・
東
面
で
一
〇
六
㎜
、
西
・
北
面
で
一
三
六
㎜
と
し
、
軒
平
瓦
の
口

幅
を
基
準
に
隙
間
、
反
り
出
し
等
格
好
よ
く
割
り
付
け
、
瓦
桟
を
な
じ
み
よ
く
合
わ
せ
た
。

⑤ 

軒
平
瓦
は
、
一
六
番
銅
線
に
て
瓦
桟
に
吊
り
止
め
た
が
、
再
用
す
る
古
瓦
で
穴
の
空
い
て

い
な
い
も
の
は
土
で
固
定
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

⑥ 

平
葺
を
空
葺
と
し
た
部
分
は
、
竪
桟
の
割
り
付
け
に
合
わ
せ
て
流
し
桟
を
打
ち
付
け
、
そ

の
上
に
横
桟
を
二
三
〇
㎜
間
隔
に
打
付
け
た
の
ち
、
竪
桟
を
平
瓦
の
両
側
に
打
付
け
、
一

枚
ご
と
に
ス
テ
ン
レ
ス
釘
に
て
固
定
し
た
。

⑦ 

平
葺
を
土
葺
と
す
る
部
分
は
、
横
桟
を
五
七
〇
㎜
間
隔
に
打
付
け
た
の
ち
、
登
り
五
枚
毎

に
一
八
番
銅
線
で
止
め
た
。
以
下
各
面
よ
り
平
瓦
の
重
ね
面
を
な
じ
み
よ
く
合
わ
せ
順
次

葺
き
上
げ
た
。

⑧
軒
丸
瓦
は
、
す
べ
て
一
六
番
銅
線
に
て
繋
ぎ
止
め
る
と
共
に
、
瓦
釘
に
て
打
ち
つ
け
た
。

⑨ 

丸
瓦
は
、
五
本
お
き
に
瓦
釘
に
て
止
め
付
け
、
瓦
下
に
は
南
蛮
漆
喰
を
飼
い
込
ん
だ
。
南

蛮
漆
喰
下
の
平
瓦
間
に
は
割
竹
を
、
軒
平
瓦
間
に
は
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
材
を
敷
き
、
南
蛮
漆

喰
が
平
瓦
間
の
す
き
ま
に
落
ち
る
の
を
防
止
し
た
。

⑩ 

棟
積
は
、
旧
来
の
棟
高
に
倣
っ
た
が
、
段
数
は
割
熨
斗
瓦
を
一
段
減
ら
し
、
一
〇
段
と
し

た
。
熨
斗
積
は
各
段
目
違
い
に
南
蛮
漆
喰
を
用
い
て
積
み
上
げ
、
各
段
お
き
に
銅
線
で
緊

図56　取り替えた東北二の鬼瓦

図57　東面土葺の様子

図58　西面空葺の様子
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結
し
た
。
鬼
瓦
は
、
一
六
番
銅
線
二
～
六
条
撚
り
の
も
の
で
野
地
材
に
緊
結
し
、
在
来
で

使
用
さ
れ
て
い
た
銅
製
の
引
き
付
け
金
物
も
再
用
し
た
。

四
　
鬼
瓦
の
補
修

　

鬼
瓦
の
角
や
牙
の
先
端
は
、
す
で
に
折
れ
た
も
の
を
修
理
し
た
り
、
欠
失
し
た
り
し
て
い

る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
補
修
を
行
っ
た
。
欠
失
し
て
い
る
部
分
は
、
形
状
を
想
定

し
て
瓦
を
焼
い
た
。
折
れ
て
い
た
部
分
を
修
理
し
て
い
た
も
の
は
再
用
し
た
。
接
合
面
に
は

ス
テ
ン
レ
ス
の
細
い
棒
を
太
枘
と
し
、修
理
前
と
同
様
に
漆
に
て
接
着
し
た
。

五
　
刻
印
及
び
篦
書

　

補
足
瓦
に
は
見
え
隠
れ
に
修
理
年
度
を
刻
印
し
た
。
役
物
瓦
の
う
ち
、
鬼
瓦
及
び
鳥
衾
瓦

に
は
、
今
回
の
修
理
の
経
緯
と
修
理
年
度
、
製
作
者
を
篦
書
し
た
。

六
　
耐
震
対
策

図59　平瓦の間に挿入した割竹

図60　棟の丸環と平瓦の納まり

図62　鬼瓦の角の補修

図61　軒平瓦間に伏せられたルーフィング材

　

正
倉
の
棟
積
に
は
耐
震
対
策
と
し
て
、
棟

積
の
中
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒
を
入
れ
た
。

　

ま
ず
、
棟
木
に
向
か
っ
て
径
一
八
㎜
の
ス

テ
ン
レ
ス
鋼
棒
を
一
ｍ
間
隔
で
打
ち
込
み
、

そ
れ
を
繋
ぐ
よ
う
に
横
方
向
に
径
一
五
㎜
の

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒
を
銅
線
で
縛
っ
て
い
く
。

こ
れ
ら
に
熨
斗
瓦
を
銅
線
で
引
き
付
け
る
こ

と
で
、
す
べ
て
が
一
体
化
し
、
地
震
時
に
崩

れ
に
く
く
な
る
。
棟
木
に
向
か
っ
て
鋼
棒
を

打
ち
込
む
た
め
、
雨
漏
り
防
止
の
た
め
に
棟

に
伏
せ
ら
れ
た
銅
板
に
穴
を
空
け
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
そ
の
養
生
と
し
て
銅
板
を
平
瓦

の
上
あ
た
り
で
半
田
付
に
て
固
定
し
た
（
図

版
写
真
133
を
参
照
）。
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図63　本瓦葺軒先詳細図（南面天平期平瓦の部分）

図64　本瓦葺軒先詳細図（南面鎌倉時代平瓦の部分）

図65　本瓦葺軒先詳細図（東面慶長期平瓦の部分）

注
一　

東
大
寺
所
用
の
東
大
寺
式
軒
瓦
の
年
代
に
関
し
て
は
、
毛
利
光
俊
彦
・
花
谷
浩
に
よ
る
三

段
階
変
遷
説
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅹ
Ⅲ
－
内
裏
の

調
査
Ⅱ
－
』
学
報
第
五
〇
冊
、
一
九
九
一
年
）
と
、
山
崎
信
二
の
軒
丸
瓦
四
段
階
、
軒

平
瓦
二
段
階
変
遷
説
（
山
崎
「
東
大
寺
式
軒
瓦
に
つ
い
て
」『
論
集
東
大
寺
の
歴
史
と
教

学
』
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
と
が
あ
る
。
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図66　本瓦葺軒先詳細図（東面元禄期平瓦の部分）

図67　本瓦葺軒先詳細図（東面天保期平瓦の部分）

図68　本瓦葺軒先詳細図（東面補足瓦の部分）
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図70　棟積詳細図

隅棟尻断面図
台熨斗瓦₁段、割熨斗瓦₈段

大棟断面図
台熨斗瓦₁段、割熨斗瓦10段

図69　本瓦葺軒先詳細図（西面及び北面補足瓦の部分）
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図71　葺き直した瓦の時代別配置図

慶長再用瓦

伝統製法瓦 伝統製法瓦

室町再用瓦

江戸 (元禄 )再用瓦

明治再用瓦

鎌倉再用瓦

江戸 (天保 )再用瓦

明治再用瓦 明治再用瓦 大正再用瓦大正再用瓦

現代製法瓦

現代製法瓦室町再用瓦

江戸 (元禄 )再用瓦

慶長再用瓦

鎌倉再用瓦

慶長再用瓦

天平再用瓦

天平再用瓦

西　面

北
　
面

東　面

軒平瓦・平瓦配置図

南
　

面

室町再用瓦大正再用瓦

北
　
面

西　面

慶長再用瓦

慶長再用瓦

江戸 (元禄 )再用瓦

江戸 (元禄 )再用瓦

天平再用瓦

鎌倉再用瓦

天平再用瓦

鎌倉再用瓦

伝統製法瓦

大正再用瓦

伝統製法瓦慶長再用瓦 大正再用瓦

軒丸瓦・丸瓦配置図

東　面

明治再用瓦 明治再用瓦

江戸 (元禄 )再用瓦
江戸 (寳刻印 )再用瓦

大正再用瓦江戸 (天保 )再用瓦

江戸 (天保 )再用瓦

慶長再用瓦

室町再用瓦

江戸 (天保 )再用瓦

室町再用瓦

現代製法瓦

現代製法瓦

南
　

面
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第
五
項　

構
造
補
強
工
事

一
　
計
画
と
実
施

（
一
）
計　

画

イ　

小
屋
組
補
強
構
造
解
析

　

整
備
懇
談
会
で
進
め
ら
れ
て
き
た
検
討
で
は
、
軒
の
変
形
は
予
想
さ
れ
た
通
り
で
あ
り
、

今
回
行
う
屋
根
葺
替
工
事
程
度
で
は
元
に
戻
す
の
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ

以
上
変
形
が
進
ま
な
い
よ
う
な
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
、
と
い
う
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。
そ

の
際
、
小
屋
組
の
ト
ラ
ス
は
変
形
も
少
な
く
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と

が
賢
明
で
あ
る
こ
と
、
隅
部
は
な
に
が
し
か
の
補
強
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
補
強
は

古
材
を
で
き
る
だ
け
傷
付
け
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
、
と
い
う
指
導
が
な
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
基
づ
き
当
初
の
設
計
で
は
、
軒
の
垂
下
を
で
き
る
だ
け
進
行
さ
せ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
小
屋
組
内
に
丸
桁
桔
木
を
追
加
す
る
と
い
う
構
造
補
強
を
行
う
計
画
と
し
た
。
ま

た
、
隅
の
補
強
に
つ
い
て
は
、
隅
合
掌
の
尻
を
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向
に
繋
ぐ
計
画
と
し

た
。
さ
ら
に
、
既
存
の
桔
木
に
つ
い
て
は
、
桔
木
枕
を
受
け
る
敷
桁
の
直
下
に
校
木
が
来
て

お
ら
ず
、
敷
桁
が
撓
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
、
敷
桁
下
に
受
け
材
を
挿
入
し
て
敷

桁
を
補
強
し
、
既
存
の
桔
木
を
効
か
せ
る
こ
と
を
考
え
た
。
こ
の
際
、
敷
桁
受
け
材
の
サ
ポ

ー
ト
と
し
て
、
大
正
期
に
入
れ
ら
れ
た
内
部
柱
の
脇
に
支
持
柱
を
付
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

以
上
の
計
画
に
よ
り
強
度
は
確
保
さ
れ
る
と
思
う
が
、
ほ
か
に
悪
影
響
が
出
な
い
か
に
つ

い
て
確
認
す
る
こ
と
、
と
い
う
整
備
懇
談
会
で
の
指
摘
が
あ
っ
た
の
で
、
施
工
の
実
施
に
先

立
ち
、
設
計
に
基
づ
い
た
補
強
後
の
安
定
性
に
つ
い
て
応
力
解
析
を
行
い
、
そ
の
効
果
を
確

認
し
た
。
解
析
上
の
基
本
仮
定
事
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
設
定
し
た
。

①
フ
レ
ー
ム
モ
デ
ル
化

　

ト
ラ
ス
間
の
桔
木
の
効
果
や
隅
部
分
の
立
体
効
果
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
大
梁
よ
り
上

部
の
架
構
を
対
象
と
し
た
立
体
モ
デ
ル
で
検
討
す
る
こ
と
。

図72　丸桁桔木追加計画図
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②
部
材
の
モ
デ
ル
化

　

断
面
性
能
は
実
測
断
面
で
評
価
し
、
欠
き
込
み
等
に
よ
る
断
面
性
能
低
下
は
考
慮
し
な
い

こ
と
。

③
仕
口
剛
性

　

部
材
の
接
合
部
は
ピ
ン
と
仮
定
し
、
材
端
バ
ネ
等
は
考
慮
し
な
い
こ
と
。

④
材
料
定
数

　

檜
と
し
て
、
ヤ
ン
グ
係
数
九
・
〇
×
一
〇
四
㎏
／㎝
。
比
重
は
〇
・
四
四
と
す
る
こ
と
。

（
日
本
建
築
学
会
「
木
質
構
造
設
計
基
準
・
同
解
説
」
三
三
五
頁
、
設
計
資
料
Ⅰ
（
静
的
解

析
）
資
料
表
1
・
1
ひ
の
き
）

⑤
解
析

　

変
形
に
つ
い
て
は
、
弾
性
解
析
の
み
と
す
る
こ
と
。
長
期
に
わ
た
る
ク
リ
ー
プ
変
形
に
つ

い
て
は
別
途
考
察
と
す
る
こ
と
。

⑥
仮
定
荷
重

　

屋
根
荷
重
と
し
て
は
現
地
調
査
の
結
果
か
ら
荷
重
を
設
定
す
る
こ
と
。
木
材
の
比
重
は

〇
・
四
四
と
し
て
算
定
す
る
こ
と
。
屋
根
荷
重
を
解
析
モ
デ
ル
の
棟
木
、
母
屋
及
び
丸
桁
へ

の
部
材
荷
重
と
し
て
入
力
し
、
母
屋
へ
の
入
力
荷
重
は
一
ス
パ
ン
の
み
垂
木
と
木
負
ま
で
モ

デ
ル
化
し
、
母
屋
へ
伝
わ
る
荷
重
の
割
合
を
確
認
し
た
上
で
決
定
す
る
こ
と
。

ロ　

耐
震
解
析

　

正
倉
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
度
に
実
施
し
た
第
一
回
詳
細
調
査
業
務
に
お
い
て
耐
震

性
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
十
八
年
に
中
央
防
災
会
議
で
奈
良
盆
地
東

縁
断
層
帯
を
震
源
と
す
る
大
地
震
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
四
）
発
生
の
可
能
性
が
発
表
さ

れ
た
。
そ
こ
で
新
た
に
、
奈
良
盆
地
東
縁
断
層
を
震
源
と
す
る
模
擬
地
震
波
（
工
学
的
基

盤
）
を
生
成
し
、
正
倉
の
耐
震
性
を
解
析
し
た
。

　

な
お
今
回
の
解
析
に
お
い
て
は
、
修
理
前
の
正
倉
に
お
け
る
束
柱
の
傾
斜
を
考
慮
し
た
も

の
と
し
て
解
析
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
。

図73　敷桁補強の受け材と支持柱の計画図

[ 南倉　東面内側 ]

い

十九八七
補強材
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（
二
）
実　

施

イ　

小
屋
組
補
強
構
造
解
析

　

詳
し
い
解
析
に
つ
い
て
は
次
節
に
詳
述
す
る
が
、
解
析
の
結
果
、
軒
先
に
桔
木
を
追
加
す

る
こ
と
は
、
軒
の
垂
下
を
防
止
す
る
に
は
あ
ま
り
効
果
的
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
ト
ラ
ス

の
陸
梁
側
面
に
鉄
骨
材
を
添
わ
せ
、
帯
状
金
物
な
ど
で
丸
桁
と
舟
肘
木
を
吊
り
上
げ
る
方
が

効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
た
め
、
実
施
設
計
を
見
直
し
、
鉄
骨
材
を
主
と
す
る
補
強

に
変
更
し
た
。
隅
部
に
つ
い
て
は
、
隅
合
掌
尻
を
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向
に
繋
ぐ
こ
と
の

ほ
か
、
隅
合
掌
と
隅
陸
梁
の
振
れ
を
飼
い
物
に
よ
っ
て
是
正
し
、
接
合
部
に
取
り
付
け
ら
れ

て
い
た
大
正
期
の
金
物
を
Ｖ
字
型
の
金
物
に
交
換
す
る
こ
と
で
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

ロ　

耐
震
解
析

　

詳
し
い
解
析
に
つ
い
て
は
次
節
に
詳
述
す
る
が
、
奈
良
盆
地
東
縁
断
層
帯
を
震
源
と
す
る

大
地
震
時
に
も
倒
壊
す
る
恐
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
た
め
、
特
に
こ
の
地
震
に

対
処
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
。

二
　
補
強
用
金
物

（
一
）
種　

類

Ａ　

二
重
梁
・
合
掌
〔
下
〕
緊
結
金
物　

一
六
箇
所　

二
二
・
五
㎏
／
枚

Ｂ　

陸
梁
継
手
補
強
金
物
1　
　
　
　
　
　

六
箇
所　

四
三
・
〇
㎏
／
枚

Ｃ　

陸
梁
継
手
補
強
金
物
2　
　
　
　
　
　

二
箇
所　

四
三
・
〇
㎏
／
枚

Ｄ　

斜
材
取
付
金
物
（
陸
梁
側
）　
　
　
　

八
箇
所　

一
四
・
〇
㎏
／
枚

Ｅ　

斜
材
取
付
金
物
（
合
掌
側
）　
　
　

一
六
箇
所　

一
二
・
〇
㎏
／
枚

Ｆ　

陸
梁
支
持
部
補
強
金
物　
　
　
　
　

二
〇
箇
所　

三
一
・
五
㎏
／
枚

Ｇ　

大
梁
先
端
吊
金
物　
　
　
　
　
　
　

一
六
箇
所

Ｈ　

隅
合
掌
・
陸
梁
接
合
部
補
強
金
物　
　

四
箇
所　

六
〇
・
〇
㎏
／
枚

Ｉ　

隅
陸
梁
吊
金
物　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
箇
所

Ｊ
－
1　

隅
行
合
掌
尻
接
続
金
物　
　
　
　

二
箇
所　

一
六
・
〇
㎏
／
個

Ｊ
－
2　

上
段
梁
接
続
金
物　
　
　
　
　

一
四
箇
所

（
二
）
材　

料

　

す
べ
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
品
と
し
た
。

　

鉄
材
・
鋼
棒
…
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇

　

ボ
ル
ト
…
…
…
普
通
ボ
ル
ト

　

錆
止
塗
料
…
…
ハ
イ
ポ
ン
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
イ
マ
ー
Ⅱ
（
日
本
ペ
イ
ン
ト
）

　

仕
上
げ
塗
料
…
フ
ァ
イ
ン
ウ
レ
タ
ン
Ｕ
一
〇
〇
（
日
本
ペ
イ
ン
ト
）

（
三
）
施
工
上
の
留
意
点

イ　

施
工
に
当
た
っ
て
は
、
各
部
を
実
測
し
、
微
妙
な
違
い
を
反
映
し
て
施
工
図
を
作
っ
た
。

材
料
の
加
工
は
、
施
工
図
に
よ
り
監
督
員
・
設
計
監
理
者
の
承
諾
を
得
て
か
ら
行
っ
た
。

ハ　

新
規
に
採
用
す
る
ボ
ル
ト
に
関
し
て

①
Ｂ
・
Ｃ
金
物
は
、
既
存
の
ボ
ル
ト
穴
を
再
用
し
た
。

② 

Ｈ
金
物
は
、
既
存
穴
の
入
口
で
そ
の
径
が
二
七
～
二
八
㎜
の
箇
所
は
、
実
際
に
ボ
ル
ト
を

通
し
て
、
が
た
つ
き
を
確
認
し
な
が
ら
調
整
を
行
っ
た
。

③
ボ
ル
ト
は
材
の
中
心
を
通
る
よ
う
に
し
、
な
る
べ
く
端
を
通
さ
な
い
よ
う
注
意
し
た
。

④
隅
行
き
ト
ラ
ス
の
尻
は
、
既
存
の
ボ
ル
ト
穴
を
再
用
し
た
。

ニ　

Ａ
金
物
の
位
置
に
あ
っ
た
既
存
の
金
物
は
撤
去
し
た
。

ホ　

Ｇ
金
物
で
大
梁
が
菱
形
に
変
形
し
て
い
る
場
合
は
、
少
な
く
と
も
大
梁
下
端
は
帯
状
金

物
を
密
着
さ
せ
た
。
隙
間
が
空
く
場
合
は
飼
木
を
し
た
。

ヘ　

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
金
物
が
付
く
部
分
に
既
存
の
金
物
が
あ
る
場
合
は
、
木
材
に
よ
る
飼
物
の

厚
み
を
調
整
し
て
取
り
付
け
た
。

ト　

Ｈ
金
物
の
ボ
ル
ト
穴
は
、
穴
の
左
右
は
正
規
の
大
き
さ
と
す
る
が
、
穴
の
上
下
は
ル
ー

ズ
ホ
ー
ル
と
し
て
も
よ
い
こ
と
と
し
た
。

（
四
）
出
来
形
管
理
計
画

　

補
強
金
物
取
付
中
は
、
随
時
工
程
内
検
査
を
行
い
、
監
督
員
に
出
来
高
を
報
告
し
た
。
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図74　補強金物配置図₁

図75　補強金物配置図₂

図76　補強金物模式図（隅部）
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図77　補強金物模式図（平部）

図78
Ｂ・Ｅ金物の取り合い
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補強金物配置図

大梁吊金物

新設斜材取付金物（合掌側）

陸梁支持部補強金物

隅行合掌尻接続金物

隅合掌・陸梁接合部補強金物

製作金物、ボルトナットとも

隅陸梁吊金物

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

製作金物、ボルトナットとも

陸梁継手補強金物２

番 号 区　　　　分

陸梁継手補強金物１

二重梁・合掌(下)緊結金物

[ 補足金物表 ]

製作金物、ボルトナットとも

A

B

C

D

D´

E

F

G

H

J

全11種類

6 7 105 8 91 2 3 4

I

斜材取付金物（陸梁側）

斜材取付金物（陸梁側2.9通り）

433

90

900
200

各柱幅

64

既存ボルト穴の残っている部分は、当穴を使用

縮　尺

トラス補強金物取付図（Ｂタイプ）

資料３－１　小屋組補強金物概要図
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６

２

８
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20
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3

42.5

46
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32

46

40
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37
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5

適　　　　　　用

PL-9 Bar M25（T.B.付き）

Ｆ金物
ボルトＭ20

穴あけ寸法　φ24 PL-9mm

ボルトＭ20
穴あけ寸法　φ24

穴あけ寸法　φ18

Ａ金物
ボルトＭ16

PL-9mm

PL-9mm

Ｂ金物

ヵ所数 ㎏/枚 備考

PL-12×90

Ｇ金物

穴あけ寸法　φ24
ボルトＭ20

穴あけ寸法　φ24

Ｃ金物

PL-9mm

ボルトＭ20

穴あけ寸法　φ24
PL-9mm

Ｄ金物
ボルトＭ20

Ｄ´金物
ボルトＭ20

PL-9mm

穴あけ寸法　φ24

穴あけ寸法　φ18
PL-12mm

Ｅ金物
ボルトＭ16

19

16
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図81　Ｆ金物とＧ金物の吊元
既存の金物は活かした。奥がＧ金物の吊元。

図82　Ｇ金物（帯状金物）

図85　Ｊ－₁金物

図86　Ｊ－₂金物

図79　Ａ金物
既存の金物は取り外した。

図84　Ｈ金物先の鎹補強
隅行の陸梁（上）と隅木受尾垂木を繋いだ。

図80　Ｄ金物

図83　Ｈ金物
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第
六
項　

雑
工
事

一
　
束
柱
箍
（
胴
輪
）

　

束
柱
に
止
め
ら
れ
て
い
る
割
れ
止
め
の
箍
（
胴
輪
）
の
う
ち
、
破
損
の
大
き
い
も
の
五
箇

所
に
つ
い
て
、
補
足
を
行
っ
た
。
材
料
に
は
、
コ
ー
ル
テ
ン
鋼
（
厚
六
㎜
）
を
用
い
、
形
状

は
在
来
の
も
の
に
倣
っ
た
が
、
釘
穴
は
、
束
柱
の
割
れ
の
状
況
に
合
わ
せ
て
随
時
設
定
し
た
。

止
め
付
け
は
、
在
来
の
も
の
を
外
さ
ず
、
そ
の
上
あ
る
い
は
下
に
止
め
付
け
た
。

二
　
修
理
銘
板

　

伸
銅
磨
板
（
幅
三
〇㎝
内
外
×
長
五
二㎝
×
厚
一
・
五
㎜
）
に
、
文
字
二
〇
～
二
二
ポ
イ

ン
ト
、
縦
書
き
、
腐
食
仕
上
げ
と
し
た
。
監
督
員
の
指
示
の
も
と
、
正
倉
中
倉
ガ
ラ
ス
戸
付

陳
列
棚
に
置
い
た
。

三
　
唐
櫃
の
移
動

　

正
倉
内
部
の
ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
内
に
は
唐
櫃
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
櫃
の
搬
出
は

宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
の
指
示
に
よ
り
、
美
術
品
輸
送
の
経
験
の
あ
る
専
門
業
者
が
行
っ
た
。

　

唐
櫃
の
搬
出
に
先
立
ち
、
正
倉
内
に
存
置
し
て
あ
る
備
品
類
（
ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
を
除

く
）
を
す
べ
て
搬
出
し
、
素
屋
根
内
仮
倉
庫
二
階
の
南
側
の
部
屋
に
格
納
し
た
。
正
倉
本
体

の
工
事
完
了
後
に
再
び
正
倉
内
へ
搬
入
し
た
。

四
　
礎
石
補
修
・
土
間
補
修

　

礎
石
に
は
割
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
割
れ
を
モ
ル
タ
ル
で
修
理
し
て
い
た
が
、
そ

れ
が
剥
離
し
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
、
再
度
モ
ル
タ
ル
で
補
修
し
た
。
ま
た
、
床
下
土

間
は
大
正
二
年
の
修
理
時
に
洗
い
出
し
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
部
分
的
に
破
損
が
見
ら

れ
た
の
で
、
柱
礎
石
際
や
目
地
周
辺
を
中
心
に
補
修
を
行
っ
た
。
洗
い
出
し
の
配
合
は
、
豆

砂
利
一
㎥
に
セ
メ
ン
ト
七
〇
〇
㎏
を
水
で
混
ぜ
て
練
っ
た
。

図87　礎石の補修

図88　炎感知器

第
七
項　

設
備
工
事

一　

避
雷
設
備
取
外
・
復
旧

　

屋
根
瓦
葺
の
解
体
前
に
、
既
設
の
避
雷
設
備
を
一
旦
取
り
外
し
、
素
屋
根
の
避
雷
設
備
に

移
設
し
た
。

　

瓦
葺
後
に
、
導
体
等
を
す
べ
て
新
調
し
、
在
来
の
通
り
に
取
り
付
け
た
。
取
り
付
け
に
あ

た
っ
て
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
及
び
各
法
令
に
基
づ
い
て
施
工
し
た
。

二　

炎
感
知
器
の
設
置

　

正
倉
外
部
に
あ
る
外
灯
の
ポ
ー
ル
を
利
用
し
炎
感
知
器
を
設
置
し
た
。
警
戒
範
囲
は
、
正

倉
の
軒
裏
か
ら
束
柱
と
し
、
外
灯
ポ
ー
ル
は
正
倉
の
四
隅
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
下
二
基
、

合
計
八
基
を
設
置
し
た
。
屋
根
部
は
瓦
葺
で
避
雷
設
備
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
警
戒
範

囲
外
と
し
た
。
機
器
は
、
赤
外
線
三
波
長
式
（
被
防
爆
構
造
）
と
し
、
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
ハ

ン
ガ
ー
レ
ー
ル
と
Ｕ
ボ
ル
ト
に
て
取
付
金
物
を
ポ
ー
ル
に
固
定
し
、
設
置
し
た
。

第二章　整備工事の内容
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