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専
修
寺
釘
貫
門
と
石
橋

く
ぎ
　
ぬ
き
　
も
ん

釘貫門と堀に架かる石橋

石橋

　

一
身
田
に
は
、
寺
内
町
と
呼
ば
れ
る
古
く
か
ら
の

町
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
寺
内
町
は
専
修
寺
を
中
心

と
し
た
自
治
都
市
と
し
て
栄
え
、
町
を
囲
む
形
の
環

濠
は
今
で
も
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
寺
内
町
の
中
心
で
あ
る
専
修
寺
の
南
面
に

は
、
正
門
で
あ
る
巨
大
な
二
階
建
て
の
山
門
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
山
門
前
を
東
西
に
走
る
道
を
隔
て
、

南
に
延
び
る
石
畳
の
あ
る
道
を
進
ん
で
し
ば
ら
く

す
る
と
、
道
幅
を
狭
め
る
よ
う
に
両
側
に
釘
貫
門

と
呼
ば
れ
る
塀
の
よ
う
な
瓦
葺
き
の
建
物
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
そ
の
先
の
堀
に
は
、
小
さ
な
石
橋
が
架

か
っ
て
い
ま
す
。

　

石
橋
は
、
専
修
寺
と
そ
の
子
院
の
あ
る
寺
内（
寺

領
）と
、
寺
下（
町
屋
）を
隔
て
る
堀
の
上
に
架
か
か

り
、
緩
や
か
な
弧
を
描
く
橋
板
11
枚
か
ら
成
る
石
造

り
の
反
り
橋
で
す
。
南
側
の
橋
詰
め
で
は
、
高
欄
が

親
柱
か
ら
水
路
に
沿
っ
て
折
れ
曲
が
っ
て
い
ま
す
。

建
設
時
期
に
つ
い
て
は
、「
高
田
史
料
」
第
三
巻
の

宝
暦
10（
１
７
６
０
）年
編
に
、「
三
月
八
日
、
山
門

前
石
橋
成
ル
、
初
渡
式
」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
石
橋
の
内
側
に

あ
る
釘
貫
門
は
、
柱
を

立
て
て
並
べ
て
横
に
貫

を
通
し
た
だ
け
の
簡
単

な
門
で
す
。
現
在
は
、

こ
の
山
門
前
の
釘
貫
門

が
残
る
の
み
で
す
が
、

宝
暦
年
間（
１
７
５
１

〜
１
７
６
３
年)

の
木

版
画
に
は
他
に
３
カ
所

の
釘
貫
門（
矢
来
）が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
姿

を
と
ど
め
る
釘
貫
門
は
、
現
存
す
る
貴
重
な
例
と
し

て
、
石
橋
と
と
も
に
津
市
の
有
形
文
化
財（
建
造
物
）

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
１
月
の
お
七
夜
や
11
月
の
一
身
田
寺
内
町
ま

つ
り
で
は
、
こ
の
辺
り
を
多
く
の
人
々
が
訪
れ
、
に

ぎ
わ
い
を
見
せ
ま
す
。
当
時
の
に
ぎ
わ
い
と
重
ね
な

が
ら
、
一
緒
に
歴
史
を
感
じ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

か
わ
ら　

ぶ

や　

ら
い

じ　
　

げ

か
ん

ご
う


