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２
０
２
３
年
の
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
、
立
教
開
宗
８
０
０
年

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

の
慶
讃
法
要
に
向
け
て
、
本
願
寺
の
国
宝
指
定
建
物
で
あ
る
阿
弥
陀
堂
、

け
い

さ
ん

飛
雲
閣
、
唐
門
の
修
復
が
始
ま
っ
て
い
る
。

ひ

う

ん

か

く

か
ら
も

ん

阿
弥
陀
堂
内
の
本
格
修
理
は

年
ぶ
り
。
内
陣
・
余
間
・
三
之
間
の

な

い

じ
ん

よ

ま

33

漆
塗
、
金
箔
の
貼
り
直
し
と
彩
色
を
行
い
、
金
具
や
巻
障
子
、
天
井
画
、

う
る
し
ぬ
り

ま

き

し

ょ

う

じ

襖

、
宮
殿
を
修
理
し
て
い
く
。
調
査
後
、
亀
裂
や
剥
落
が
確
認
さ
れ

ふ
す
ま

く

う

で

ん

き

れ

つ

は

く

ら

く

た
天
井
画
が
取
り
外
さ
れ
、
修
復
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
厚
さ

㍉
の

0.1

本
紙
を
、

㌢
角
の
木
枠
か
ら
取
り
外
し
、
剥
落
し
た
部
分
の
補
彩
を

は

く

ら
く

ほ

さ

い

90

行
っ
て
い
く
。
本
紙
を
補
強
す
る
た
め
の
下
張
り
（
和
紙
）
が
何
層
に

も
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
繊
細
な
作
業
が
続
く
。

せ
ん

さ
い

飛
雲
閣
の
修
復
は
、
屋
根
の
葺
き
替
え
、
木
部
や
表
具
の
修
理
、
壁

ひ

う

ん

か

く

ふ

の
補
修
、
畳
の
表
替
に
加
え
て
、
隣
接
す
る
黄
鶴
台
附
廻
廊
の
修
復
も

お
も
て
が
え

お
う
か
く
だ
い
つ
け
た
り
か
い
ろ
う

行
う
。
屋
根
の
修
復
は

年
ぶ
り
と
な
る
。
飛
雲
閣
の
屋
根
は
現
在
、

ひ

う

ん

か

く

21

傷
み
の
激
し
い
部
分
を
鉄
屋
根
で
し
の
い
で
い
る
状
況
。
葺
き
替
え
は

ふ

「
こ
け
ら
葺
き
」
の
手
法
で
行
わ
れ
、
長
さ

㌢
ほ
ど
の

椹

の
薄
板

ぶ

さ
わ
ら

30

を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
な
が
ら
重
ね
、
竹
釘
で
固
定
し
て
い
く
。

く
ぎ

常
例
十
六
日
講

毎
月
十
六
日
午
後
一
時
よ
り

お
経
練
習
・
法
話
会

写

経

会

毎
月
第
二
・
四
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り

国宝・飛雲閣
ひ う ん か く

金閣、銀閣とともに京都三名閣の一つ。

秀吉が建てた聚楽第の一部とも言われる。
じゆらくだい

↑滄浪池の水を抜き通路を作る。
そうろう

→こけら葺きの屋根の葺き替え
ぶ ふ

に向け、素屋根という足場を建
す や ね

設する。文化財修復の際、技術

伝承の為にあえて丸太を使う。

屋
根
修
復
の
た
め
に
、
滄
浪

そ

う
ろ

う

池
の
水
が
す
べ
て
抜
か
れ
、

高
さ

㍍
の
素
屋
根
が
建

す

や

ね

15

設
さ
れ
た
。

唐
門
の
修
復
工
事
は
６

か

ら

も

ん

月
か
ら
。
檜
皮
葺
の
屋
根

ひ

わ

だ

ぶ

き

の
葺
き
替
え
と
、
漆

塗
、

ふ

う
る
し
ぬ
り

金
箔
、
彩
色
、

錺

金
具
、

か
ざ
り

石
敷
の
修
理
を
始
め
る
。

今
回
の
修
復
は
、
宗
門

総
合
振
興
計
画
及
び
本
山

振
興
計
画
の
一
環
。
工
期

は
２
０
２
２
年
３
月
ま
で
。

総
工
費

億
円
。

12

修復後の天井画（波のデザイン）と下地（木枠）
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伝
灯
奉
告
法
要
御
満
座
消
息

で

ん

と

う

ほ

う

こ

く

ほ

う

よ

う

ご

ま

ん

ざ

し

ょ

う

そ

く

門
主

大
谷

光
淳

十
期
八
十
日
間
に
わ
た
る
ご
法
要
を
厳
粛
盛
大
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で

げ
ん
し
ゅ
く
せ
い
だ
い

き
ま
し
た
こ
と
は
、
仏
祖
の
お
導
き
と
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
、
ま
た
代
々
法
灯

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

い

と

く

ほ

う
と

う

を
伝
え
て
こ
ら
れ
た
歴
代
宗
主
の
ご
教
化
に
よ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な

き

ょ

う

け

く
、
日
本
全
国
の
み
な
ら
ず
、
全
世
界
に
広
が
る
有
縁
の
方
々
の
報
恩
謝
徳

う

え

ん

ほ

う

お

ん

し

ゃ

と

く

の
ご
懇
念
の
た
ま
も
の
と
、
ま
こ
と
に
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

こ

ん
ね

ん

自
分
さ
え
良
け
れ
ば
他
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
私
た
ち
の
心
に
ひ

そ
む
自
己
中
心
性
は
、
時
と
し
て
表
に
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
凡
愚

ぼ

ん

ぐ

の
身
の
私
た
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ご
本
願
に
出
遇
い
、
阿
弥
陀
如
来
の
お

あ

慈
悲
に
摂
め
取
ら
れ
て
決
し
て
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
身
と
も
な
っ
て
い

じ

ひ

お
さ

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
大
き
な
力
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
は
、
日

々
の
生
活
を
支
え
、
社
会
の
た
め
の
活
動
を
可
能
に
す
る
原
動
力
と
な
る
で

し
ょ
う
。
凡
夫
の
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
傲
慢
な
思
い
が
誤
っ
て
い
る
の

ぼ

ん

ぶ

ご

う

ま

ん

は
当
然
で
す
が
、
凡
夫
だ
か
ら
何
も
で
き
な
い
と
い
う
無
気
力
な
姿
勢
も
、

ぼ

ん

ぶ

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
「
凡
夫
の
身
で
な
す
こ
と
は

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

ぼ

ん

ぶ

不
十
分
不
完
全
で
あ
る
と
自
覚
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
『
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、

あ

ん
の
ん

仏
法
ひ
ろ
ま
れ
』
と
、
精
一
杯
努
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
、
即
如
前
門
主

そ

く

に

ょ

が
教
示
さ
れ
た
生
き
方
が
念
仏
者
に
ふ
さ
わ
し
い
歩
み
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

の
お
心
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
、
宗
門
が
十
年
間
に
わ
た
る
「
宗
門
総
合
振
興
計
画
」
の
取
り
組
み
を

進
め
て
お
り
ま
す
中
、
来
る
二
〇
二
三
年
に
は
宗
祖
ご
誕
生
八
五
〇
年
、
そ

し
て
、
そ
の
翌
年
に
は
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
お
迎

え
い
た
し
ま
す
。
改
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、
そ
の
慶
讃
の
ご
法
要
に
向
け

け

い

さ

ん

た
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
お
い
て
も
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
真
実
信
心
を
い

た
だ
き
、
お
慈
悲
の
有
り
難
さ
尊

さ
を
人
々
に
正
し
く
わ
か
り
や
す
く
お
伝

じ

ひ

と
う
と

え
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
執
わ
れ
の

と
ら

な
い
完
全
に
清
ら
か
な
行
い
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
念
仏
者

の
生
き
方
を
目
指
し
、
精
一
杯
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

み
教
え
に
生
か
さ
れ
、
み
教
え
を
ひ
ろ
め
、
さ
ら
に
自
他
と
も
に
心
安
ら

ぐ
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
共
々
に
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。
（
紙
面
上
一
部
抜
粋
）

初

鏡

住
職

蒲
原

霊
英

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

昔
で
あ
れ
ば
、
お
正
月
を
迎
え
て
ま
た
一
つ
年
齢
を
取
る
と
こ
ろ
で

と

し

す
。
最
近
、
私
も
鏡
を
見
る
度
に
白
髪
や
シ
ワ
が
増
え
て
い
て
、
確
実

に
年
齢
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

と

し

さ
て
、
中
国
の
唐
の
時
代
、
今
か
ら
約
千
四
百
年
ほ
ど
前
の
僧
侶
で

あ
る
善
導
大
師
（
七
高
僧
の
お
一
人
）
が
、
「
経

教
は
こ
れ
を
喩
う
る

ぜ

ん

ど

う

だ

い

し

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

た
と

に
鏡
の
ご
と
し
」
と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
経
に
説
か
れ

て
い
る
仏
様
の
教
え
は
、
鏡
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
鏡
が

鏡
の
前
に
立
つ
者
を

偽

り
な
く
映
し
出
す
よ
う
に
、
仏
法
に
遇
わ
せ
て

い
つ
わ

あ

い
た
だ
く
と
、
私
の

偽

り
な
い
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

い
つ
わ

確
か
に
鏡
の
前
に
立
つ
と
、
物
理
的
に
は
私
の

偽

り
な
い
姿
が
映
し

い
つ
わ

出
さ
れ
ま
す
が
、
心
の
奥
底
ま
で
は
映
し
出
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
映

し
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
き
っ
と
私
達
は
見
な
い
よ
う
に
す
る
で
し
ょ

う
。
何
故
か
。
そ
れ
は
、
私
達
は
他
の
誰
よ
り
も
わ
が
身
が
可
愛
い
か

か

わ

い

ら
で
す
。
だ
か
ら
、
「
他
人
に
負
け
た
く
な
い
、
損
し
た
く
な
い
、
自

分
は
間
違
っ
て
い
な
い
」
と
自
分
を
正
当
化
し
、
「
老
い
た
く
な
い
、

病
気
に
な
り
た
く
な
い
、
死
に
た
く
な
い
」
と
自
分
に
し
が
み
つ
く
。

で
も
、
そ
れ
が
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
く
て
悩
み
苦
し
む
。
そ
し

て
、
悩
み
苦
し
み
の
原
因
が
自
分
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
内
に
あ

る
こ
と
に
気
付
か
な
い
。
そ
れ
が
私
の

偽

り
な
い
姿
で
す
。
こ
の
私
の

い
つ
わ

真
の
姿
を
「
ち
ゃ
ん
と
見
な
さ
い
よ
」
と
仏
様
は
鏡
を
差
し
出
し
て
下

さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
「
こ
の
ま
ま
果
て
し
な
く
実
体
の
な

じ

っ

た

い

い
も
の
を
追
い
続
け
、
し
が
み
つ
き
、
迷
い
な
が
ら
一
生
を
終
え
て
良

い
の
で
す
か
」
と
私
に
問
う
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
で
良
い

わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
真
の
姿
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

す
る
と
、
こ
ん
な
私
で
も
こ
う
し
て
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ

と
に
、
自
然
と
感
謝
の
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
頭
が
下
が

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
な
の
で
す
。

「
念
仏
申
さ
る
べ
し
」
。
こ
れ
は
、
八
代
門
主
の
蓮
如
上
人
が
、
弟
子

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

の
道
徳
に
亡
く
な
ら
れ
る
年
の
元
日
に
言
わ
れ
た
言
葉
で
す
。
年
頭
に

ど

う

と

く

あ
た
り
、
改
め
て
身
を
正
し
て
お
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
。

合
掌

愚
か
な
る

己
の
姿

初
鏡


