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大
雄
寺
は
、
応お
う
え
い永

11
年
（
１
４
０
４
）
に
開
山
さ

れ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
ま
す
。
領
地
で
あ
っ

た
大
関
氏
の
菩ぼ
だ
い
じ

提
寺
と
し
て
守
ら
れ
、
天
て
ん
し
ょ
う正

４
年

（
１
５
７
６
）
に
大
関
高た
か
ま
す増

が
余
瀬
の
白
し
ら
は
た
じ
ょ
う

旗
城
か
ら

黒
羽
城
へ
居
城
を
移
す
に
際
し
、
大
雄
寺
も
現
在
地

に
移
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

東
を
正
面
と
す
る
大
雄
寺
は
、
総
門
の
両
脇
か
ら

廻か
い
ろ
う廊

が
延
び
、
奥
に
立
つ
本
堂
を
中
心
に
、
北
に

庫く

り裏
、
南
に
禅
堂
が
向
き
合
い
な
が
ら
建
つ
の
を
つ

な
い
で
い
ま
す
。
廻
廊
内
に
は
鐘
楼
、
廻
廊
外
に
は

経き
ょ
う
ぞ
う

蔵
が
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
、
伽が
ら
ん藍

が
形
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

大
雄
寺
の
各
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
平
成
19
・
20

年
に
詳
細
調
査
が
行
わ
れ
、
平
成
28
年
に
そ
の
成
果

が
報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
報
告
書
に

よ
れ
ば
、
中
心
と
な
る
本
堂
の
建
設
は
、
17
世
紀
に

遡
る
と
推
定
さ
れ
、
部
分
的
に
江
戸
時
代
に
何
度
か

改
変
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
大
規
模
な
曹そ
う
と
う洞

宗
本
堂

の
形
を
よ
く
残
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
個
々

の
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
建
設
年
代
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
差
が
あ
る
も
の
の
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
次
第

に
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
り
、
全
体
と
し
て

江
戸
時
代
後
期
か
ら
末
期
の
形
で
ま
と
ま
っ
て
い
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
位い
は
い牌

堂
、
開
山
堂
、

庫
裏
の
一
部
、
経
蔵
を
除
い
て
す
べ
て
茅
葺
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
大
雄
寺
の
大
部
分
は
簡
素
な

つ
く
り
で
す
が
、
全
体
が
よ
く
統
一
さ
れ
て
お
り
、

近
世
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
の
典
型
の
一
つ
を
示
し

て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大だ
い
お
う
じ

雄
寺
の
あ
ら
ま
し

《写真提供》　永井 文仁 氏（東京藝術大学美術学部附属写真センター）

黒羽・前田地区の黒羽城本丸跡の近くにある大雄寺。

建物のほとんどが茅
かや

葺
ぶ

き屋根で、それらが廻廊でつながっています。

本年 7月 31日、この大雄寺の建物 9棟が国の重要文化財に指定されました。

大雄寺とは、いったいどんな建物なのか、そのあらましを紹介します。
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こ
の
度
は
、
曹
洞
宗
黒く
ろ
ば
ね
さ
ん

羽
山
大
雄
寺
の
本

堂
は
じ
め
９
棟
の
建
造
物
（
本
堂
・
庫
裏
・

禅
堂
・
鐘
楼
・
経
蔵
・
総
門
・
廻
廊
（
３
棟
））

が
、
一
括
し
て
国
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
た
い
評
価
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

大
雄
寺
は
、
本
堂
、
庫
裏
、
禅
堂
、
総
門

を
構
え
て
、
廻
廊
で
繋
ぐ
曹
洞
宗
寺
院
伽
藍

の
典
型
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
や
そ
れ
ぞ
れ

の
建
造
物
が
改
造
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
在

も
創
建
当
時
と
同
様
に
茅
葺
屋
根
で
保
存
し
、

地
方
の
小
藩
（
黒
羽
藩
１
万
８
千
石
）
の
菩

提
寺
と
し
て
高
い
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ

ま
し
た
こ
と
は
、
地
域
の
人
々
や
檀だ

ん
し
ん
と

信
徒
の

ご
先
祖
の
厚
い
信
仰
心
か
ら
寺
院
の
維
持
・

保
存
に
理
解
と
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
賜

物
で
あ
り
ま
す
。

　
「
創
業
は
易
く
、
守し
ゅ
せ
い成
は
難
し
」
と
昔
か
ら

の
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
何
事
に
お
い
て

も
新
し
く
始
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、

引
き
継
い
で
衰
え
な
い
よ
う
に
守
る
こ
と
は

難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
幾
世
代

を
引
き
継
ぎ
、
守
り
続
け
て
き
た
先
人
た
ち

の
智ち

え慧
に
学
び
、
素
朴
で
心
安
ら
ぐ
佇
た
た
ず
ま
い

を
大
切
に
し
て
、
今
後
も
貴
重
な
文
化
財
と

し
て
後
世
に
伝
え
、
こ
れ
か
ら
も
保
存
・
維

持
そ
し
て
活
用
に
努
め
て
い
き
た
い
と
決
意

を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。

大雄寺　住職　倉
くらさわ

澤  良
りょうゆう

裕 さん（写真右）と

文化庁文化財部参事官　文化財調査官　小
おぬ ま

沼  景
け い こ

子 さん（写真左）

関
係
者
の

皆
さ
ま
か
ら

　

記
念
講
演
会
に
お
い
て
、
演
題

『
大
雄
寺
の
文
化
財
的
価
値
に
つ
い

て
』
を
講
演
さ
れ
ま
し
た
文
化
庁
文

化
財
部
参
事
官　

文
化
財
調
査
官　

小
沼  

景
子 

さ
ん
は
、
大
雄
寺
の
国

重
要
指
定
文
化
財
指
定
に
あ
た
っ

て
の
調
査
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
多
く
の
関
係
各
位
の
ご
努
力
に
よ
り
大
雄
寺
が

国
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
非
常
に
あ
り
が
た
く

皆
さ
ま
と
共
に
喜
び
を
分
か
ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
指
定
に
あ
た
り
ま
し
て
、
大
雄
寺
の
建
造
物
の
調

査
に
お
い
て
、
多
く
の
研
究
者
の
皆
さ
ま
の
ご
尽
力
が
あ
っ

た
と
聞
い
て
お
り
、
関
与
さ
れ
ま
し
た
専
門
家
の
方
々
に
深

く
感
謝
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

指
定
記
念
の
講
演
会
で
は
、
文
化
庁
の
小
沼
景
子
先
生
か

ら
大
雄
寺
の
建
造
物
の
価
値
な
ど
に
つ
い
て
ご
講
演
を
賜

り
、
ま
す
ま
す
郷
土
へ
の
愛
着
が
湧
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
後
さ
ら
に
ふ
る
さ
と
の
歴
史
の
調
査
研
究
が
進
み
、
郷

土
の
価
値
を
再
認
識
し
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ
た
と

思
え
る
ま
ち
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

遠
く
か
ら
お
越
し
に
な
る
観
光
客
の
皆
さ
ま
に
も
自
慢
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
も
檀
家
の
皆
さ
ま
と
共
に
お
寺
の
環
境
整
備
に
協

力
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
貴
重
な
文
化
財
を
守
り
大
切
に
後
世

に
伝
え
て
い

き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま

す
。
市
民
の

皆
さ
ま
の
ご

理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

大雄寺檀家総代代表　田
たし ろ

代　彰
あきひこ

彦　さん
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①
本
堂

①
本
堂

　

東
向
き
の
建
物
で
、
屋
根
は
寄
棟
造
の
茅
葺
（
一

部
は
銅
板
葺
）、
基
壇
状
の
石
垣
の
上
に
建
っ
て
い
ま

す
。
北
側
に
玄
関
が
つ
い
て
庫
裏
と
つ
な
が
り
、
南

側
は
廻
廊
で
禅
堂
へ
続
い
て
い
ま
す
。
西
側
（
背
面
）

に
は
位
牌
堂
と
開
山
堂
が
あ
り
ま
す
。

　

大
き
く
８
つ
の
間
に
分
か
れ
、
最
前
面
に
幅
１
間

（
約
２
ｍ
）
の
土
間
が
通
り
、
次
に
板
の
間
の
大
き
な

縁え
ん

、
北
側
と
南
側
に
は
幅
１
間
、
背
面
の
西
側
に
は

幅
５
尺
（
約
１
・
５
ｍ
）
の
縁
を
巡
ら
し
て
い
ま
す
。

本
尊
を
安
置
す
る
須し
ゅ
み
だ
ん

弥
壇
の
周
辺
な
ど
、
儀
式
を
行

う
場
所
で
は
後
世
の
改
造
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
建
立

当
初
の
姿
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。

　

建
設
年
代
は
、
後
世
の
黒
羽
藩
主
大
関
氏
の
系
図

や
住
職
の
履
歴
な
ど
の
記
録
で
は
、
江
戸
時
代
初
頭

の
慶
長
か
ら
元げ
ん
な和

期
と
あ
り
ま
す
が
、
建
物
の
特
徴

か
ら
は
17
世
紀
後
半
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
堂
の
北
東
に
位
置
し
、
東
西
に
長
い
南
向
き
の

建
物
。屋
根
は
東
側
が
入
母
屋
造
、西
側
が
寄
棟
造
で
、

東
側
と
南
側
は
茅
葺
、
残
り
は
銅
板
葺
。
北
側
の
東

寄
り
と
西
側
に
は
下げ

や屋
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

西
側
約
５
分
の
４
が
居
室
部
と
書
院
部
（
住
職
な

ど
の
書
斎
）、
東
側
約
５
分
の
１
が
土
間
で
、
居
室
部

と
書
院
部
は
さ
ら
に
南
と
北
の
２
列
に
部
屋
が
仕
切

ら
れ
て
い
ま
す
。
表
側
は
地
面
に
柱
を
立
て
て
か
け

た
幅
１
間
の
土
つ
ち
び
さ
し庇

に
廻
廊
が
続
き
、
裏
側
に
は
幅
半

間
（
約
０
・
９
ｍ
）
の
廊
下
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
庫
裏
の
建
設
に
伴
っ
て
、
廻
廊
で
囲
ま
れ
た

伽
藍
の
か
た
ち
が
整
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

建
設
年
代
は
、
大
雄
寺
の
「
過
去
帳
」
に
記
録
さ

れ
て
い
る
31
世
大だ
い
あ
ん
は
く
ぎ
ゅ
う

庵
白
牛
の
代
の
嘉か
え
い永

元
〜
４
年

（
１
８
４
８
〜
１
８
５
１
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

本
堂
の
南
東
に
位
置
し
、
庫
裏
と
向
か
い
合
う
北

向
き
の
建
物
。
寄
棟
造
の
茅
葺
（
一
部
は
銅
板
葺
）

屋
根
で
す
。

　

禅
堂
内
部
に
は
間
仕
切
り
が
無
く
、
東
西
に
は
座

禅
を
組
む
場
所
で
あ
る
畳
敷
の
単た
ん

が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
中
央
に
は
、「
田
町　

滝
田
幸
右
衛
門
」
の
刻

銘
の
あ
る
須
弥
壇
を
配
置
し
、
本
尊
の
釈し
ゃ
か迦

如に
ょ
ら
い来

坐ざ

像ぞ
う

（
県
指
定
文
化
財
）
を
安
置
し
て
い
ま
す
。

　

建
設
年
代
は
、
後
世
の
改
造
な
ど
が
各
所
で
見
ら

れ
、
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
当
初
の

も
の
と
見
ら
れ
る
柱
材
な
ど
の
状
況
か
ら
、
江
戸
時

代
中
期
に
整
備
さ
れ
た
本
堂
と
近
い
時
期
に
建
て
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

廻
廊
の
内
側
に
北
東
隅
に
独
立
し

て
建
っ
て
お
り
、
屋
根
は
入
母
屋
造

の
茅
葺
屋
根
で
、
一
間
（
２
・
４
ｍ
）

四
方
の
正
方
形
の
建
物
。

　

屋
根
頂
部
の
棟む
ね

は
鬼
板
状
の
装
飾

の
あ
る
銅
板
で
覆
わ
れ
、
妻
の
破は

ふ風

板
は
格こ
う
し子

で
、唐
草
文
様
の
懸げ
ぎ
ょ魚

（
破

風
板
に
下
が
る
大
き
な
飾
り
）
が
付

い
て
い
ま
す
。
天
井
は
木
を
格
子
状

に
組
ん
だ
格
ご
う
て
ん
じ
ょ
う

天
井
で
、
そ
の
中
心
か

ら
釣
鐘
が
下
が
っ
て
い
ま
す
。

　

建
設
年
代
は
、
戦
争
で
供
出
さ
れ

た
旧
梵
鐘
が
万ま
ん
じ治

３
年
（
１
６
６
０
）

に
鋳
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
時
期
に
は
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
建
物
の
状
況
か
ら
、
江
戸

時
代
中
期
以
降
に
建
て
替
え
ら
れ
た

も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

③
禅
堂

③
禅
堂

②
庫
裏

②
庫
裏

④
鐘
楼

④
鐘
楼

《写真提供》　永井 文仁 氏（東京藝術大学美術学部附属写真センター）
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⑤
経
蔵

⑤
経
蔵

⑥
総
門

⑥
総
門

⑦
廻
廊
（
３
棟
）

⑦
廻
廊
（
３
棟
）

　

廻
廊
の
外
側
、総
門
の
南
東
に
位
置
し
、参
道
に
向
か
っ

て
北
向
き
の
銅
板
葺
の
建
物
で
す
。
内
部
に
床
は
無
く
、

中
央
か
ら
や
や
手
前
に
経
典
を
収
め
る
輪
蔵
、
奥
に
仏
壇

を
設
け
て
い
ま
す
。
入
口
の
天
井
に
は
、
黒
羽
藩
家
老
の

鈴
木
武ぶ
す
け助

正ま
さ
な
が長

が
龍
の
墨
絵
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
大
変

薄
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

経
蔵
で
２
点
の
棟
札
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
享
き
ょ
う
ほ
う保

17

年（
１
７
３
２
）銘
の
棟
札
で
は
、18
世
湛た
ん
ぜ
ん然

穿せ
ん
か
い海

の
代
に
、

黒
羽
田
町
の
滝
田
佐
次
兵
衛（
法
名
夢
心
）が
願
主
と
な
っ

て
新
た
に
建
造
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
13
世
廓か
く
も
ん
か
ん
て
つ

門
貫
徹

が
将
軍
徳
川
吉
宗
に
講
義
を
行
い
、
吉
宗
か
ら
寄
附
を
受

け
た
一
い
っ
さ
い
き
ょ
う

切
経
を
収
め
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
寛
政
９
年

（
１
７
９
７
）
銘
の
棟
札
は
、
25
世
格か
く
が
い
げ
ん
き

外
元
機
の
代
に
、

経
蔵
と
そ
こ
に
安
置
さ
れ
た
仏
像
が
改
修
さ
れ
る
な
ど
し

た
と
き
の
も
の
で
す
。

　

本
堂
の
前
方
に
位
置
し
、
東
向
き
に
建
て
ら
れ
て

い
る
切
妻
造
の
茅
葺
屋
根
の
門
で
す
。
伽
藍
の
中
心

か
ら
や
や
南
に
ず
れ
て
配
置
さ
れ
、
そ
の
両
脇
か
ら

廻
廊
が
延
び
て
い
ま
す
。
開
き
戸
と
し
て
桟さ
ん
か
ら
と

唐
戸
が

取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

建
設
年
代
は
、
廻
廊
と
と
も
に
部
材
の
取
り
合
い

が
一
体
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
庫
裏
の
建
設

年
代
と
同
じ
江
戸
時
代
末
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

総
門
、
禅
堂
、
庫
裏
、
本
堂
の
各
建

物
を
結
ぶ
通
路
と
し
て
の
建
物
で
す
。

北
東
廻
廊
（
総
門
〜
庫
裏
）、
南
東
廻

廊
（
総
門
〜
禅
堂
）、
南
西
廻
廊
（
禅
堂

〜
本
堂
）
の
３
棟
か
ら
な
り
ま
す
。
屋

根
は
切
妻
造
と
そ
の
妻
の
部
分
が
な
い

両り
ょ
う
さ
げ下

造
の
茅
葺
で
す
。

　

内
と
外
両
側
の
柱
を
梁
で
つ
な
ぎ
、

そ
の
上
に
合
掌
形
に
叉さ

す首
を
組
ん
で
屋

根
を
支
え
て
い
ま
す
。
２
〜
３
間
ご
と

に
控
ひ
か
え
ば
し
ら

柱
で
補
強
し
、
外
側
の
み
腰
板
を

張
っ
て
い
ま
す
。

　

建
設
年
代
は
、
柱
間
の
割
付
や
部
材

の
取
り
合
い
が
一
体
的
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
庫
裏
の
建
設
年
代
と
同
じ
江
戸
時

代
末
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

享保 17年（1732）
銘の棟札

寛政９年（1797）
銘の棟札

《写真提供》　永井 文仁 氏（東京藝術大学美術学部附属写真センター）

⑦廻廊⑦廻廊
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