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菅
原
雅
重

変
わ
ら
な
い
た
め
に

変
え
る
と
い
う
こ
と

二
十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
伊
勢
の
式
年
遷
宮
。
次
回
、

『
第
六
十
三
回
式
年
遷
宮
』
は
十
年
後
の
二
〇
三
三

年
に
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
十
年
前
、
私
は
宮
大
工
と
し
て
前
回
の
遷

宮
に
関
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
約
六
年
間
過
ご
し

た
伊
勢
で
は
刃
物
の
跡
を
残
さ
ず
、
見
え
な
い
部
分

ま
で
仕
上
げ
る
究
極
と
も
言
え
る
精
度
を
求
め
る
技

術
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
木
の
収
縮
、
荷

重
な
ど
を
考
慮
し
て
木
を
組
み
上
げ
る
為
の
長
い
年

月
を
見
る
目
も
養
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
毎
朝
、
潔
斎
、
朝
拝
を
し
て
か
ら
仕
事

に
取
り
掛
か
か
る
姿
勢
な
ど
、
見
え
な
い
「
心
が

ま
え
」
に
つ
い
て
も
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
と
思

っ
て
い
ま
す
。

宮
大
工
と
し
て
の
圧
倒
的
な
「
技
」、
長
い
年
月
を

見
る
「
目
」、こ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
の
が
「
心
が
ま
え
」

な
の
だ
と
理
解
を
深
め
た
時
期
で
し
た
。

そ
し
て
、
七
年
前
お
か
げ
さ
ま
と
い
う
組
織
を
立
ち

上
げ
、
自
ら
仕
事
を
依
頼
さ
れ
チ
ー
ム
を
率
い
る
立

場
と
な
り
、
今
も
う
一
つ
大
切
な
も
の
を
感
じ
て
い

ま
す
。

謙
虚
な
心
を
持
ち
仕
事
と
対
峙
す
る
こ
と
に
加
え
て
、

自
ら
思
考
す
る
「
思
う
」
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ

れ
が
心
が
ま
え
の
根
幹
に
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
思

い
の
先
は
常
に
変
化
す
る
地
域
社
会
に
向
い
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
技
」・「
目
」・「
心
」。
こ
れ
ら
は
全
て
社
会
へ
の
「
思

い
」
に
包
括
さ
れ
る
形
で
の
み
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
私
た
ち
は
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

我
々
建
築
に
関
わ
る
人
間
、
特
に
伝
統
的
な
仕
事
に

携
わ
る
者
は
型
に
囚
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
地
域
・

社
会
に
と
っ
て
必
要
で
あ
れ
ば
、
変
え
る
こ
と
は
、

変
わ
ら
な
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
行
く
と
信
じ
て
い

ま
す
。「
技
」・「
目
」・「
心
」
は
、
そ
の
「
思
い
」
の

実
現
の
為
に
こ
そ
、
磨
き
使
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

・
・
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を
取
り
付
け
る
に
あ
た
っ
て
実
測
と
調
整
を
い

く
度
も
繰
り
返
す
、
地
道
な
作
業
の
日
々
。
そ

れ
で
も
連
日
の
猛
暑
の
中
、
沢
山
の
職
人
さ
ん

の
協
力
の
元
、
無
事
に
工
事
を
完
了
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

完
成
の
報
告
会
で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
前
よ
り
も

良
く
な
っ
た
ね
、（
本
堂
に
）
入
り
や
す
く
な

っ
た
等
の
お
声
を
い
た
だ
き
、
と
て
も
安
心
し

ま
し
た
。「
淨
蓮
寺
の
大
工
さ
ん
は
本
当
に
一

生
懸
命
や
っ
て
く
れ
て
い
る
。
遠
く
か
ら
見
て

上  改修前の本堂。屋根は入母屋造り。
下  改修後は寄棟造りに。

い
て
も
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
く
る
、
と
地
元
の
人

が
言
っ
て
い
た
」
と
い
う
言
葉
ま
で
か
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
場
に
い
る
全
員
が

工
事
の
意
図
を
理
解
し
、
自
ら
考
え
全
力
で
取

り
組
ん
で
く
れ
た
結
果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
今
」
悪
い
部
分
を
た
だ
単
に
修
繕
す
る
の
で

は
な
く
、「
孫
の
た
め
」
に
し
っ
か
り
と
し
た

カ
タ
チ
で
受
け
渡
す
。
計
画
を
考
え
る
際
、
こ

の
思
い
を
第
一
に
し
、屋
根
面
積
を
小
さ
く
し
、

装
飾
を
減
ら
し
、
構
造
と
材
は
長
く
持
つ
も
の

を
選
び
ま
し
た
。
屋
根
の
形
状
を
大
き
く
変
え

る
。
勇
気
を
持
っ
て
そ
の
決
断
を
し
て
く
だ
さ

っ
た
ご
住
職
、
役
員
の
方
々
、
檀
家
の
皆
さ
ま

に
は
心
よ
り
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

お
寺
を
次
世
代
へ
と
つ
な
ぐ

淨
蓮
寺
〈
清
水
町
〉
屋
根
修
復
工
事
完
了

昨
年
の
春
か
ら
進
め
て
い
た
本
堂
の
改
修
工
事

が
完
了
し
ま
し
た
。
大
き
な
入
母
屋
造
り
の
屋

根
を
寄
棟
造
り
の
屋
根
へ
、
そ
っ
く
り
と
形
を

変
え
る
大
掛
か
り
な
工
事
と
な
り
ま
し
た
。

着
工
前
に
行
っ
た
現
地
調
査
の
結
果
、
雪
の
重

み
、
経
年
の
劣
化
等
の
影
響
を
受
け
た
屋
根
の

四
隅
は
場
所
に
よ
っ
て
最
大
で
20
セ
ン
チ
程
高

さ
が
違
っ
て
お
り
、
屋
根
内
部
の
構
造
材
も
高

さ
は
も
ち
ろ
ん
、
材
の
ね
じ
れ
等
の
大
き
な
変

形
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
現
場
で
は
新
し
い
隅
木
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鑿
の
み

道
具
礼
賛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         　
　
　
　

 

３

鑿
は
主
に
木
材
に
穴
を
掘
る
た
め

に
用
い
る
、
刃
物
の
中
で
も
単
純

な
作
り
を
し
た
手
道
具
の
一
つ
で

す
。
ゆ
え
に
使
い
勝
手
が
良
く
、

玄
翁
と
セ
ッ
ト
で
大
工
の
腰
袋
に

は
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
工
の
見
習
い
と
し
て
研
ぎ
物
を

す
る
際
、
は
じ
め
に
渡
さ
れ
る
も

の
が
鑿
で
す
。
先
輩
か
ら
ボ
ロ
ボ

ロ
の
古
い
鑿
を
手
渡
さ
れ
、
刃

物
と
し
て
使
え
る
状
態
に
鑿
を

研
ぎ
ま
す
。
木
材
に
仕
口
や
継

手
の
加
工
を
施
す
場
合
、
鑿
の

│
│
│
工
事
の
経
緯
に
つ
い
て

山
名　
　

も
う
五
、
六
年
ほ
ど
前

に
な
り
ま
す
か
ね
。
本
堂
の
屋
根

の
傷
み
が
気
に
な
り
始
め
て
い
た

の
は
。
そ
れ
か
ら
様
子
を
見
て
い

ま
し
た
が
、
近
く
の
お
寺
で
最
近

屋
根
を
直
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
、
う
ち
も
手
遅
れ
に
な
る
前

に
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。（
お

か
げ
さ
ま
は
）
昨
年
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
い
た
際
に
知
り

ま
し
た
。
で
も
ま
さ
か
帯
広
に
宮

大
工
さ
ん
が
い
る
と
は
思
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
連
絡
を

す
る
と
、
す
ぐ
に
来
て
く
だ
さ
っ

た
。
物
腰
の
柔
ら
か
い
対
応
に
は

驚
き
ま
し
た
。
現
場
の
調
査
か
ら

見
積
も
り
も
丁
寧
で
し
た
し
。

│
│
│
増
し
張
り
に
比
べ
予
算
が

膨
ら
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は

山
名　
　

工
事
を
依
頼
す
る
前
に

檀
家
さ
ん
へ
の
説
明
会
が
あ
り
、

そ
こ
で
『
次
の
世
代
に
負
担
を
か

け
な
い
』
と
い
う
菅
原
さ
ん
の
言

葉
に
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
は
増
し
張
り
で
考
え
て
い
た

の
で
す
が
…
。

橋
本　
　

屋
根
の
形
を
変
え
る
と

聞
い
た
時
は
耳
を
疑
い
ま
し
た

が
、
日
本
の
高
齢
化
の
問
題
で

ち
ょ
う
ど
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
に

行
政
が
動
い
て
い
る
中
で
、
タ
イ

ミ
ン
グ
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
ま

し
た
。
今
大
変
だ
か
ら
と
問
題
を

先
送
り
に
し
て
し
ま
い
、
後
ろ
の

世
代
に
負
担
を
か
け
て
し
ま
う
の

は
ど
う
な
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

山
名　
　

お
金
に
関
し
て
は
そ
こ

で
ア
ッ
プ
に
は
な
り
ま
し
た
が
、

必
要
な
材
料
と
経
費
が
明
朗
で
追

加
の
費
用
が
一
切
か
か
ら
な
か
っ

た
の
は
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。

│
│
│
周
囲
か
ら
の
評
判
は

山
名　
　

可
愛
ら
し
く
な
っ
た

ね
、
敷
居
が
低
く
な
っ
た
ね
と

言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
前
の
方

が
良
か
っ
た
と
い
う
話
は
聞
い
て

お
り
ま
せ
ん
。

橋
本　
　

単
純
に
綺
麗
に
な
っ
た

こ
と
が
嬉
し
い
で
す
。
こ
こ
は
地

域
の
た
く
さ
ん
の
方
々
が
集
う
場

所
な
の
で
、
そ
の
大
事
な
場
所
を

自
分
た
ち
の
代
で
何
か
で
き
た
。

こ
れ
か
ら
も
関
わ
っ
て
く
だ
さ
る

方
に
は
、
自
分
た
ち
の
お
寺
な
の

だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
と
あ
り
が

た
い
で
す
ね
。

右  山名万里さん 淨蓮寺三代目住職
左  橋本晃明さん 淨蓮寺責任役員

玄翁で叩いて使う叩き鑿、柄の長
い付き鑿など、鑿は用途によって
様 な々形状と大きさがあります。

研
ぎ
の
精
度
が
重
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
研
ぎ
の
精
度
が
悪
け
れ

ば
正
確
な
加
工
を
す
る
こ
と
は
お

ろ
か
、
ま
っ
す
ぐ
に
穴
を
掘
る
こ

と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
。
研
ぎ
物
は

何
度
も
繰
り
返
し
や
り
続
け
な

け
れ
ば
覚
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
ベ
テ
ラ
ン
の
大
工
で
も

完
璧
に
研
ぎ
物
を
す
る
こ
と
は

容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

切
れ
る
道
具
を
使
い
綺
麗
な
仕
事

を
す
る
。
こ
れ
が
絶
対
的
な
基
本

で
す
。

工事期間中には檀家さんや帯広高等技術
専門学院建築技術科の学生さんらを招い
て見学会も行いました。

改
修
工
事
に
つ
い
て
、
淨
蓮
寺
三
代

目
住
職 

山
名
万
里
さ
ん
と
淨
蓮
寺

責
任
役
員 

橋
本
晃
明
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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前
号
、
パ
リ
で
活
躍
す
る
佐
藤
伸
一
シ
ェ

フ
よ
り
依
頼
を
受
け
て
製
作
し
た
ト
レ
ー

と
ト
レ
ー
ス
タ
ン
ド
を
紹
介
し
ま
し
た
。

佐
藤
シ
ェ
フ
か
ら
は
世
界
各
地
か
ら
取
り

寄
せ
た
店
内
の
調
度
品
と
も
良
い
形
で
調

和
し
、
と
て
も
使
い
易
い
と
の
お
言
葉
を

頂
き
ま
し
た
。
今
回
引
き
続
き
製
作
し
た

ト
リ
ュ
フ
ケ
ー
ス
は
、
調
理
す
る
前
に
ト

リ
ュ
フ
を
お
客
さ
ま
に
お
見
せ
す
る
た
め

の
専
用
ケ
ー
ス
で
す
。「
宝
石
箱
の
よ
う

に
」
と
の
要
望
を
受
け
、
日
本
に
古
く
か

ら
あ
る
宝
物
を
納
め
る
寄
木
造
り
の
八
角

箱
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
り

ま
し
た
。
材
料
は
ト
レ
ー
に
使
用
し
た
物

と
同
じ
く
北
海
道
産
の
神
代
楡
を
使
用
。

木
肌
に
品
が
あ
り
、
丈
夫
で
軽
く
、
特
有

の
匂
い
が
な
い
こ
と
か
ら
中
に
入
れ
る
ト

リ
ュ
フ
の
香
り
を
妨
げ
る
こ
と
も
あ
り
せ

ん
。
神
代
楡
、
ト
リ
ュ
フ
共
に
長
期
間
地

中
に
眠
っ
て
い
る
事
か
ら
何
か
つ
な
が
り

を
感
じ
て
い
ま
す
。

〈
つ
く
る
も
の
〉　  

神
代
楡
の
ト
リ
ュ
フ
ケ
ー
ス

田
口
さ
ん
の
テ
ー
ブ
ル
セ
ッ
ト

幕
別
町
で
酪
農
業
を
営
む
田
口
畜
産
さ
ま
よ
り
依
頼
を
受
け
て
製

作
し
た
テ
ー
ブ
ル
セ
ッ
ト
で
す
。
神
社
の
境
内
で
倒
木
の
危
険
が

あ
っ
た
楢
の
大
木
を
伐
採
し
た
も
の
の
、
近
く
に
丸
太
を
製
材
で

き
る
所
が
な
く
、
ど
う
に
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
相
談
に
来
ら

れ
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
樹
齢
百
五
十
年
か
ら
二
百
年
の
楢
の

丸
太
を
三
本
受
け
取
り
、
製
材
か
ら
デ
ザ
イ
ン
、
加
工
を
一
貫
し

て
行
い
ま
し
た
。
工
程
の
中
で
大
型
の
機
械
も
使
い
ま
し
た
が
、

最
後
は
職
人
が
手
鉋
で
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
材
料
を
購
入
し
て
作

る
事
に
比
べ
る
と
、
本
当
に
手
間
が
か
か
る
事
が
多
く
な
り
ま
す

が
、
依
頼
さ
れ
た
方
と
、
も
の
を
つ
く
る
過
程
を
一
緒
に
歩
み
完

成
さ
せ
る
行
為
は
、
た
だ
製
品
を
購
入
す
る
の
と
は
異
な
る
価
値

を
生
み
出
す
事
に
な
っ
て
い
る
と
実
感
し
ま
す
。

天板の反りを最小限に食い止めるため、
吸い付き桟という伝統的な工法を用いました。

9

胴部分は格子組みで「田口」と読めるように。
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え
る
こ
と
が
山
の
よ
う
に
あ
る
の

だ
と
い
う
。「
半
年
働
い
て
現
場

の
動
き
が
や
っ
と
少
し
づ
つ
分
か

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
自

分
の
仕
込
ん
だ
玄
翁
と
鑿
で
木
材

を
加
工
し
、
継
手
と
継
手
が
ぴ
っ

た
り
合
っ
た
時
、
も
の
す
ご
い
達

成
感
が
あ
り
ま
し
た
」。

当
面
の
目
標
は
三
つ
年
上
の
先
輩

に
追
い
つ
く
こ
と
。「
そ
の
先
は

遠
い
の
で
す
が
、
親
方
と
同
じ

レ
ベ
ル
に
行
き
た
い
で
す
」。
浦

さ
ん
の
口
元
が
ぎ
ゅ
っ
と
引
き
締

ま
っ
た
。

浦 

佳
槻
 
見
習
い

お
か
げ
さ
ま
で

働
く
人
々

5

自
然
界
に
は
、
環
境
の
変
化
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
り
、

天
敵
が
い
な
い
特
殊
な
環
境
下
で
世
代
交
代
を
幾
度
も
繰

り
返
す
こ
と
で
、
身
体
の
機
能
が
退
化
す
る
な
ど
、
様
々

な
要
因
で
絶
滅
し
て
い
っ
た
種
が
多
く
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
我
々
の
よ
う
な
伝
統
的
な
技
術
を
受
け
継
ぐ
職
人

と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

日
本
と
い
う
島
国
で
、
長
い
間
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝

統
技
術
。
我
々
職
人
は
そ
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
為
に

日
々
精
進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
伝
統
を
今
一
度
、
自
ら
見

つ
め
直
し
て
い
く
事
は
と
て
も
困
難
な
事
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
行
為
な
く
し
て
は
、
環
境
・
社
会
の
変
化

に
対
し
て
真
に
求
め
ら
れ
る
技
術
を
未
来
へ
伝
え
て
い
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

守
り
、
思
い
、
変
化
し
、
実
行
す
る
。

そ
れ
が
伝
統
を
受
け
継
ぐ
者
、
全
員
に
課
せ
ら
れ
た
大
切

な
役
割
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

「
お
か
げ
さ
ま
」
は
多
様
な
由
来
を

持
ち
、「
陰
と
陽
」
つ
ま
り
「
光

が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
影
が
で
き
る
」 

と
い
う
意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。

輝
く
朝
日
や
夕
日
、
月
光
の
下
で

は
影
が
で
き
る
よ
う
に
、
わ
た
し

た
ち
は
人
々
の
集
ま
る
「
場
」
の

裏
方
と
し
て
、
つ
く
り
、
守
り
、

支
え
て
ゆ
く
と
い
う
大
切
な
使
命

を
こ
の
し
る
し
に
込
め
て
い
ま
す
。

あ
と
が
き

発
行
日 

|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
二
〇
二
四
年
一
月
一
日

新設した中札内栄神社の社殿。

必
要
な
も
の
は
何
で
も
自
分
で
考

え
て
作
っ
て
し
ま
う
祖
父
を
見
て

育
ち
、
幼
心
に
物
づ
く
り
の
面
白

さ
を
刷
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う

浦
佳か
つ
き槻
さ
ん
。
浦
さ
ん
は
地
元
帯

広
の
高
校
で
建
築
を
学
び
、
卒
業

後
お
か
げ
さ
ま
に
入
社
し
た
。「
建

物
を
含
め
た
物
づ
く
り
の
技
術
を

ト
ー
タ
ル
で
全
て
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
の
が
宮
大
工
だ
と
思
い
ま
し

た
」。

入
社
一
年
目
の
浦
さ
ん
の
一
日
は

掃
除
や
お
茶
の
準
備
か
ら
始
ま

る
。
今
は
大
工
仕
事
に
限
ら
ず
覚

おかげさま工房二階にあ
る原寸場（原寸で図面
を描くための場所）で撮
影しました。
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