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建
設
と
使
用
の
歴
史
的
経
緯

北
書
院
の
正
確
な
建
立
の
年
は
資
料
が
無
い
た
め
分
か
ら

な
い
。
伝
承
（
朴
子
・
本
徳
寺
十
七
代
大
谷
昭
道
よ
り
生
前

に
聞
取
り
）
で
は
、
一
八
八
三
年
（
明
治
十
六
年
）
に
本
願

寺
広
如
上
人
（
大
谷
光
澤
）
息
女
・
朴
子
が
本
徳
寺
に
入

寺
す
る
に
あ
た
り
、
住
ま
い
と
し
て
の
書
院
を
建
設
し
た
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
八
八
三
年
少
し
前
に
建
立
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。『
真
宗
年
表
』
に
は
建
設
時
期
を
一
八
八
〇-

一
八
八
一
年
と
し
て
い
る
。
朴
子
の
動
静
は
『
明
如
上
人
伝
』

に
詳
し
い
。
朴
子
の
持
参
し
た
嫁
入
り
道
具
は
現
存
し
て
お

り
、
機
会
が
あ
る
毎
に
展
示
公
開
さ
れ
て
来
た
。

大
き
さ
は
東
西
十
二
間
・
南
北
八
間
の
東
向
き
入
母
屋
造

り
で
あ
る
。（
建
屋

面
積
は
五
〇
八
㎡
・

一
五
七
坪
）
敷
台
と

敷
居
を
も
つ
玄
関
、

仏
間
を
中
心
と
し
た

客
間
、
寝
室
、
台
所
、

二
箇
所
の
茶
室
と
水

屋
、
納
戸
、
お
付
き

の
控
室
、
女
中
部
屋

を
内
包
し
、
各
部
屋

へ
の
通
路
は
畳
廊
下
と
な
っ
て
い
る
。
玄
関
面
を
除
く
周
囲

三
方
は
巾
半
間
の
板
廊
下
で
囲
み
、
採
光
を
多
く
取
り
入
れ

る
た
め
外
面
は
全
面
ガ
ラ
ス
戸
仕
様
と
な
っ
て
い
る
。
ガ
ラ

ス
は
薄
い
波
板
で
ガ
ラ
ス
越
し
の
風
景
が
波
打
っ
て
見
え
る

の
は
面
白
い
。
し
か
し
、
台
風
の
時
は
風
が
直
接
華
奢
な
ガ

ラ
ス
戸
に
吹
き
つ
け
大
き
な
音
を
立
て
て
、
今
に
も
割
れ
そ

う
で
あ
っ
た
。
不
思
議
と
雨
戸
は
な
く
、
外
周
は
板
敷
き
の

廊
下
で
囲
ま
れ
、
内
に
向
か
っ
て
障
子
を
隔
て
て
二
の
間
を

設
け
、
奥
の
居
室
は
障
子
と
襖
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
外

の
光
が
徐
々
に
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
奥
の
間
は
薄
暗
い

調
光
で
あ
っ
た
。
外
界
と
遮
断
し
な
い
樣
式
で
、
住
居
の
風

通
し
や
調
光
の
当
時
の
特
徴
が
よ
く
わ
か
る
。

な
お
、
仏
壇
は
本
願
寺
か
ら
朴
子
が
持
参
し
た
も
の
と
言

わ
れ
て
、
並
び
に
床
が
配
置
さ
れ
明
治
期
の
仏
間
の
形
式
を

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
仏
間
と
客
間
の
ふ
す
ま
絵
は
本
願
寺

お
抱
え
絵
師
・
巨
勢
小
石
の
作
で
あ
る
。
こ
の
仏
壇
の
前
で
、

毎
日
、
母
が
お
給
侍
を
し
て
お
勤
め
を
し
て
い
た
の
を
懐
か

し
く
思
い
起
こ
す
。

屋
根
部
は
本
瓦
拭
き
で
、
二
箇
所
に
明
か
り
取
り
を
設
け
、

三
方
周
り
の
板
廊
下
は
桟
瓦
拭
き
の
下
屋
に
よ
り
構
成
さ
れ

て
い
る
。
玄
関
の
面
前
は
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
中
の
門
よ

り
石
畳
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
持
つ
前
庭
が
開
か
れ
、
正
客
を
招

き
入
れ
る
に
十
分
な
意
匠
を
持
っ
て
い
る
。
客
間
の
北
側
に

面
し
た
石
庭
を
設
け
、
北
隅
と
北
西
隅
に
そ
れ
ぞ
れ
蔵
を
設

け
て
い
る
。
度
々
、
前
々
門
主
が
ご
下
向
の
際
に
は
常
に
使

用
さ
れ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

北
書
院
の
屋
根
替
え

大谷朴子
本願寺広如上人の女　

文久三年九月十五日誕生
　明治十六年四月六日當
寺へ入輿
本徳寺第十六代・大谷昭

然の室となり本徳寺入室

北書院玄関部／ 2023 年の屋根替え時
に修理された・中の門から石畳に誘導さ
れ玄関に繋がる

北書院全景／本願寺朴子入寺に
あたり建設・入母屋で本瓦葺三
方下屋を設け西端に二階部を設
ける・2023 年の屋根替えで桟瓦
葺きに替えられた。

北書院二階部の修理前と後／北書
院の西端にあたり後から追加的に建
設されたと言われている。2022 年
の屋根替えで修理された。

北書院内部／ガラス戸をもつ廊下が周囲
に巡らされ、障子を隔てて二の間があり、
さらに奥に仏間を設けてある。外から内に
採光のグラデーションが考慮されている。
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ち
な
み
に
北
書
院
か
ら
北
西
に
続
く
北
蔵
も
市
の
文
化
財
指

定
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
南
西
外
部
に
便
所
・
風
呂
場
・

物
置
き
の
小
屋
を
付
属
し
て
い
る
。
こ
の
北
書
院
に
は
西
詰

に
二
階
が
あ
り
、
二
部
屋
を
設
け
て
い
る
が
、
伝
承
で
は
朴

子
の
意
向
に
よ
り
急
遽
、
追
加
的
に
設
け
た
ら
し
い
。

私
を
は
じ
め
子
供
も
こ
の
二
階
を
勉
強
部
屋
に
し
て
い
た
の

を
思
い
出
す
。
夏
に
な
る
と
、
こ
の
二
階
か
ら
手
柄
山
の
打

ち
上
げ
花
火
が
観
覧
で
き
、
音
と
光
の
ず
れ
た
不
思
議
な
風

情
が
今
も
記
憶
に
あ
る
。

こ
の
建
物
は
、
住
職
家
が
三
代
に
わ
た
っ
て
使
用
し
て
き

た
。
近
年
で
は
随
所

で
雨
漏
り
が
あ
り
、

ト
イ
レ
と
風
呂
は
外

に
離
れ
て
あ
っ
た
た

め
、
使
い
勝
手
は
決

し
て
良
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

母
が
ま
だ
若
い
と

き
、
障
子
の
張
り
替

え
と
建
具
の
取
替
を

毎
年
の
よ
う
に
お
こ
な
い
、
そ
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

を
感
慨
深
く
思
い
出
す
。
祖
々
父
母
も
祖
父
母
も
両
親
も
終
の

住
ま
い
で
あ
っ
た
。
両
親
は
、
こ
の
建
物
の
内
部
を
一
部
改
装

し
て
、
十
年
ほ
ど
の
介
護
生
活
を
し
た
後
に
息
を
引
き
取
っ
た
。

従
っ
て
、
私
た
ち
家
族
に
と
っ
て
意
味
深
い
生
活
史
を
感
じ
る

建
物
で
も
あ
る
。

両
親
を
見
送
っ
た
後
、
私
達
の
世
代
は
そ
こ
に
住
む
こ
と
は
な

く
、
現
在
は
無
住
で
あ
る
。
人
が
住
ま
な
い
建
物
は
目
が
届
か

な
い
為
か
急
速
に
傷
む
。
台
風
の
度
に
損
壊
し
て
、
西
端
の
二

階
屋
根
は
屋
根
瓦
が
飛
ば
さ
れ
雨
漏
り
が
甚
大
で
あ
っ
た
。
母

屋
は
本
葺
き
の
た
め
か
、
か
ろ
う
じ
て
酷
い
雨
漏
り
は
免
れ
て

い
た
が
、
早
急
の
屋
根
替
え
が
誰
の
目
を
見
て
も
必
要
と
さ
れ

た
。
し
か
し
、
今
だ
、
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

撤
去
す
る
か
、
自
腹
で
修
復
す
る
か
の
選
択
を
こ
こ
で
も
迫
ら

れ
た
。

関
係
各
所
に
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
建
て
直
し
か
修
復
か
の

賛
否
割
合
は
ほ
ぼ
半
々
と
言
っ
た
と
こ
ろ
か
。
撤
去
し
建
て
直

北書院玄関部に繋がる中の
門／中の門から石畳が敷か
れ北書院の玄関に繋がって
いる。この中の門の左棟は車
置き場で、この中の門を含
めて右に続く長屋は姫路市
の指定文化財となっている

北書院石庭／数年来、手入れのないまま放置
された状態である。大型の石が取り入れられ北
書院の裏庭として造られたものである。

長屋塀／中の門から東に続く長さ 100 ﾒｰﾄ
ﾙほどの門や物置、教室などを付属させた建
造物である。とりわけ北門はお寺の通用口
として多くの人が出入りする。指定文化財。

す
に
は
、
撤
去
す
る
だ
け
で
も
相
当
な
費
用
が
か
か
り
、
新
築

は
費
用
の
関
係
と
文
化
財
に
隣
接
し
て
お
り
建
築
許
可
が
出
に

く
い
こ
と
な
ど
で
現
実
的
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、

北
書
院
に
接
続
す
る
北
蔵
と
玄
関
門
で
あ
る
中
の
門
は
既
に
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
内
部
に
は
本
願
寺
か
ら
の
御
仏
壇

が
あ
り
、
本
山
の
絵
師
小
石
の
壁
画
も
か
ろ
う
じ
て
残
さ
れ
て

い
る
。
北
側
の
庭
は
石
庭
園
で
希
有
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

本
葺
の
建
物
で
基
材
は
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
先
代
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
我
々
の
終
の
棲
家
と
し
て
利
用
で
き
る
。
僅
か

な
お
寺
の
基
本
財
産
を
投
じ
る
な
ら
ば
修
理
を
施
し
て
で
も
残

す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
多
か
っ
た
。

以
上
の
意
見
を
慎
重
に
検
討
し
た
結
果
、
資
金
の
関
係
で
桟

瓦
と
な
る
が
、
取
り
あ
え
ず
屋
根
替
え
を
施
し
、
内
部
の
修
理

は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
。
苦
渋
の
決
断
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
無
い
。

次
に
、
文
化
財
指
定
以
前
に
姫
路
市
の
保
育
所
と
し
て
大
改

造
を
施
し
た
長
屋
塀
が
あ
る
。
大
規
模
に
改
造
さ
れ
て
い
る
の

で
復
元
に
は
相
当
の
経
費

と
時
間
が
か
か
る
。
困
っ

た
こ
と
に
白
蟻
の
浸
食
に

よ
り
、
早
急
の
対
処
を
迫

ら
れ
た
。
以
下
に
長
屋
塀

の
修
理
の
経
緯
を
述
べ
た

い
。

北書院・仏間／明治以来三代にわたって
相続されてきた仏壇が今も存在している。
ふすま絵は小石の作とされ剥落が多いた

め早急の保存が必要である。


