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家
業
の
瓦
葺
き
か
ら

文
化
財
社
寺
瓦
修
復
へ

―
父
親
が
瓦
葺
き
職
人
を
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
で
こ
の
世
界
に
入
ら
れ
た

と
伺
い
ま
し
た
が
、
ま
ず
瓦
葺
き
職
人

に
な
ら
れ
た
経
緯
か
ら
お
話
い
た
だ

け
ま
す
か
。

山
本

―
私
は
八
人
兄
弟
の
四
番
目

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
小
学
校
の
と
き

は
、
ち
ょ
う
ど
戦
時
中
で
、
日
本
が
一

番
貧
し
か
っ
た
時
代
で
し
た
。
戦
後
、

長
男
は
中
国
で
足
を
負
傷
し
て
帰
っ
て

き
ま
し
て
、
そ
れ
で
屋
根
に
上
る
瓦
葺

き
の
よ
う
な
仕
事
が
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
。
次
男
は
親
父
に
つ
い
て
見
習

い
を
す
る
よ
う
な
年
で
な
く
、
三
男
は

工
業
学
校
を
卒
業
後
、
近
鉄
に
就
職
し

ま
し
た
。
そ
れ
で
結
局
、
私
が
小
学
校

高
等
科
を
卒
業
し
て
一
四
歳
の
と
き

に
、
親
父
に
つ
い
て
屋
根
瓦
葺
き
の
見

習
い
を
始
め
ま
し
た
。

親
父
に
は
二
十
歳
ま
で
つ
い
て
い
ま

し
た
。
昔
は
二
十
歳
で
職
人
は
一
人
前

に
な
る
と
い
う
の
が
普
通
で
す
。
仕
事

を
し
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
と
欲

が
出
て
、
高
度
な
仕
事
が
し
た
く
な

り
、
親
父
の
親
方
の
息
子
さ
ん
の
紹
介

で
、
二
十
歳
か
ら
本
瓦
葺
き
の
第
一
人

者
だ
っ
た
井
上
新
太
郎
さ
ん
の
も
と

で
、
文
化
財
社
寺
瓦
施
工（
本
瓦
葺
き
）

の
修
行
を
始
め
ま
し
た
。

初
め
て
の
仕
事
は
、
法
隆
寺
金
堂
で

し
た
が
、
親
方
は
松
本
城
も
や
っ
て
い

た
の
で
、
し
ば
ら
く
行
っ
た
り
来
た
り

の
生
活
で
し
た
。
当
時
は
み
ん
な
食
べ

る
の
が
精
一
杯
の
と
き
で
、
民
家
の
仕

事
は
日
当
が
千
円
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
文
化
財
の
仕
事
は
半
分
く
ら
い
で

し
た
し
、
松
本
城
は
も
っ
と
安
か
っ
た

ん
で
す
。
わ
た
し
は
見
習
い
や
っ
た
の

で
、
も
っ
と
安
か
っ
た
で
す
が
ね
。

親
方
の
も
と
で
は
、
六
年
間
修
行
を

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九

五
七（
昭
和
三
二
）年
に
独
立
し
、
親

父
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
民
家
の
屋
根
葺

き
を
し
た
り
、
親
方
の
仕
事
を
手
伝
っ

た
り
し
て
い
ま
し
た
。

質
の
良
い
瓦
を
つ
く
り
た
い
と

瓦
製
造
を
始
め
る

―
自
分
で
瓦
を
焼
こ
う
と
思
っ
た

の
は
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
だ
っ
た

の
で
す
か
。

山
本

―
昔
は
、
瓦
づ
く
り
と
瓦
葺
き

両
方
で
き
て
一
人
前
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
を
千
年
以
上
受
け
継
が

れ
て
き
た
瓦
を
葺
い
て
い
る
と
教
え
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
は「
瓦か

わ
ら

屋や

」・

「
屋
根
屋

や

ね

や

」は
分
業
で
す
。
先
人
に
比
べ

る
と
、
半
人
前
で
す
わ
。
そ
れ
に
、
あ

の
頃
は
老
舗
の
瓦
屋
が
奈
良
に
あ
り

ま
し
た
が
、「
う
ん
と
焼
い
た
こ
ん
な

瓦
が
欲
し
い
」と
言
う
て
も
、
な
か
な

か
つ
く
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
結
局
、
自
分
で
焼
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。
一
九
六
三（
昭
和
三
八
）年

に
会
社
を
つ
く
り
、
そ
れ
ま
で
瓦
葺
き

の
み
で
し
た
が
、
質
の
良
い
瓦
を
つ
く

り
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
一
九
七
〇

（
昭
和
四
五
）年
に
工
場
を
つ
く
り
ま

し
た
。

そ
れ
か
ら
本
瓦
葺
き
と
い
う
の
は
、

丈
夫
そ
う
で
す
が
変
な
こ
と
を
す
る

と
直
に
傷
み
ま
す
。
単
に
重
ね
合
わ
せ

て
も
あ
か
ん
の
で
す
。
一
般
的
に
は
三

枚
重
ね
で
す
が
、
東
本
願
寺
御
影
堂
明

治
再
建
時
は
四
枚
重
ね
で
、
さ
ら
に
耐

震
・
耐
風
構
造
が
施
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
瓦
づ
く
り
・
葺
き
と
も
に
現
代
で

は
お
金
を
か
け
て
も
不
可
能
な
ほ
ど

完
璧
に
近
い
技
の
数
々
で
す
。
し
か
し
、

仕
事
の
緻
密
さ
が
結
果
と
し
て
屋
根

荷
重
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
構

造
上
の
問
題
が
生
じ
、
ま
た
瓦
自
身
も

凍
害
に
あ
い
、
現
在
、
明
治
職
人
の
技

を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
経
験
に
基
づ
く

聞き手
溝渕利明
編集委員

文
科
省
選
定
保
存
技
術（
瓦
葺
き
）保
持
者（
本
瓦
葺
き
）
山
本
瓦
工
業（
株
）
代
表
取
締
役
社
長
　
日
本
伝
統
瓦
技
術
保
存
会
　
会
長

山
本
　
清
一
に
聞
き
ま
し
た
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新
た
な
知
恵
を
加
え
、
工
事
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

―
古
代
瓦
の
研
究
、
復
元
に
も
取
り

組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
が
、
古
い
も
の
だ

と
飛
鳥
時
代
の
瓦
で
葺
か
れ
た
屋
根

も
あ
る
と
か
。

山
本

―
昔
は
、
瓦
は
高
価
な
も
の
で

し
た
か
ら
、
捨
て
た
り
せ
ず
に
、
小
さ

な
建
物
や
塀
等
に
再
利
用
し
た
り
、

大
事
に
何
遍
も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
現
在
で
も
残
っ
て
い
る
の
で

す
。
で
も
、
今
の
よ
う
な
世
の
中
で
は

す
べ
て
廃
棄
で
す
。
飛
鳥
の
時
代
が
そ

ん
な
ん
だ
っ
た
ら
、
何
も
残
っ
て
お
り

ま
へ
ん
。

も
の
づ
く
り
は
人
づ
く
り
か
ら

―
―
最
近
は
、
機
械
化
さ
れ
て
、
技
の

伝
承
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
す
か
。

山
本
―
―
昔
は
道
具
か
ら
瓦
、
そ
し
て

焼
く
窯
ま
で
す
べ
て
が
手
づ
く
り
で
し

た
が
、
四
十
年
ほ
ど
前
か
ら
機
械
化
が

進
み
、
今
で
は
瓦
を
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み

込
む
ま
で
す
べ
て
が
機
械
化
し
て
い
る

よ
う
な
状
態
で
す
。
さ
ら
に
、
J
I
S

規
格
外
の
瓦
は
、
そ
の
場
で
処
分
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が

こ
れ
か
ら
先
も
続
け
ば
、
手
づ
く
り
の

技
術
も
、
資
源
も
失
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

結
局
日
本
は
機
械
だ
け
が
発
達
し
、

手
先
の
器
用
さ
や
働
く
勤
勉
さ
、
も
っ

た
い
な
い
と
い
う
心
ま
で
な
く
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
消
費
は
美
徳

と
言
わ
れ
、
流
行
ば
か
り
を
追
い
、
伝

統
文
化
を
大
切
に
し
な
く
な
り
ま
し

た
。
今
、
日
本
に
も
外
国
か
ら
多
く
の

人
が
訪
れ
ま
す
が
、
そ
の
目
的
は
日
本

文
化
で
す
。
な
か
で
も
特
に
世
界
に
誇

れ
る
木
造
建
築
が
あ
り
ま
す
。
古
来
奈

良
の
地
は
国
際
交
流
、
そ
れ
に
伴
う
国

（
都
）づ
く
り
の
発
祥
地
で
あ
り
、
現
代

に
至
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
豊

富
な
文
化
遺
産
が
あ
り
、
ま
さ
し
く

「
日
本
の
表
玄
関
」で
す
。
そ
れ
が
、
生

駒
か
ら
奈
良
に
車
で
走
ら
せ
て
も
、
主

要
道
路
の
両
脇
は
ラ
ー
メ
ン
屋
や
自
動

車
屋
ば
か
り
。
歴
代
の
知
事
に
は
文
化

の
わ
か
る
人
が
い
な
い
。
今
一
度
、
国

の
あ
り
方
を
も
う
一
度
考
え
直
さ
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
文
化
財
を
守
り
、
伝
承
し

て
い
く
に
は「
職
人

ひ

と

も
養
成
」と
い
う
こ

と
に
た
ど
り
つ
き
、
一
九
九
一（
平
成

三
）年
に「
日
本
伝
統
瓦
技
術
保
存
会
」

を
つ
く
り
ま
し
た
が
、
発
足
か
ら
現
在

ま
で
に
会
員
の
半
分
近
く
が
廃
業
へ

と
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
三
五
年
程

前
に
も
、こ
れ
か
ら
は
人
の
育
成
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
旧
文

化
財
保
護
委
員
会
へ
提
言
に
行
き
ま

し
た
が
、「
今
は
間
に
合
っ
て
い
る
。
お

前
一
人
に
な
っ
た
ら
儲
か
っ
て
い
い
や

な
い
か
」と
言
わ
れ
て
、
腹
が
立
ち
ま

し
た
。

自
然
の
も
の
を
生
か
し
、
人
間
の
手

の
技
術
を
加
え
た
も
の
が
、
国
宝
や
重

要
文
化
財
、
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
が
、こ
れ
か
ら
も
正
し

い
も
の
を
残
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て

も
、
技
術
が
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
け

れ
ば
、
残
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
モ
ミ
の

種
は
蒔
い
て
こ
そ
、
次
に
ま
た
芽
が
出

て
き
ま
す
。
け
れ
ど
、
蒔
か
ず
に
食
べ

て
し
ま
っ
た
ら
、
も
う
稲
穂
を
見
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仕

事
の
な
い
と
き
に
こ
そ
人
を
育
て
て
い

か
な
い
と
、
間
に
合
わ
な
く
な
り
ま
す

よ
。
修
理
ば
っ
か
り
す
る
の
も
い
い
で

す
が
、
平
成
の
国
宝
も
つ
く
っ
て
お
か

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
よ
。
江
戸
時
代

で
日
本
の
木
造
建
築
技
術
が
止
ま
っ
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
き
ま
せ
ん
。

―
本
日
は
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。


