


　
　

い

ｎ
水
に

ｚ
大本いろは

　
そ
も
そ
も

　
　
重
要
文
化
財
と
は
…

　
重
要
文
化
財
と
は
、
日
本
に
あ

る
建
造
物
、
美
術
工
芸
品
、
考
古

資
料
、
歴
史
資
料
等
の
有
形
文
化

財
の
う
ち
、
歴
史
上
・
芸
術
上
の

価
値
の
高
い
も
の
、
ま
た
は
学
術

的
に
価
値
の
高
い
も
の
と
し
て
文

化
財
保
護
法
に
基
づ
き
日
本
国
政

府
︵
文
部
科
学
大
臣
︶
が
指
定
し

た
文
化
財
の
こ
と
で
す
。

　
京
都
府
で
は
、
木
の
花
庵
の
ほ

か
に
も
、
清
水
寺
や
旧
武
徳
殿
な

ど
、
お
よ
そ
３
０
０
の
建
物
が
重

要
文
化
財
︵
建
造
物
︶
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

れ
て
い
ま
す
。

　〝
か
や
ぶ
き
屋
根
〞
っ
て
？

　

木
の
花
庵
は
〝
か
や
ぶ
き
〞
の
屋
根
で
覆

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
般
に
か
や
ぶ
き
屋
根
に
使
わ
れ
る
の

は
、
乾
燥
さ
せ
た
ス
ス
キ
や
チ
ガ
ヤ
な
ど
の

植
物
で
す
。

　

現
代
の
あ
ら
ゆ
る
建
築
材
料
と
技
術
を

も
っ
て
し
て
も
、
か
や
ぶ
き
屋
根
の
よ
う
に

断
熱
性
・
保
温
性
・
雨
仕
舞
・
通
気
性
・
吸

音
性
を
兼
ね
備
え
た
屋
根
を
造
り
あ
げ
る
こ

と
は
と
て
も
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
優
れ
た
居
住
性
を
も
つ
〝
か
や
ぶ
き

屋
根
〞
を
日
本
の
里
山
風
情
の
象
徴
の
一
つ

と
し
て
、
後
世
に
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
は
、

日
本
の
文
化
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
囲い

炉ろ

裏り

を
囲
ん
で
…　

　

木
の
花
庵
の
室
内
に
は
囲
炉
裏
の
板
間

が
あ
り
ま
す
。

　

普
段
か
ら
囲
炉
裏
に
火
を
く
べ
、
家
内
全

体
を
煙
で
燻い

ぶ

す
こ
と
で
、
か
や
ぶ
き
屋
根
の

耐
久
性
を
高
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
昔
か
ら
火
は
、
不
安
や
心
配
事
か
ら

心
を
解
放
さ
せ
る
働
き
を
持
ち
、
心
を
和
ま

せ
る
効
能
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

木
の
花
庵
を
訪
れ
た
人
々
は
、
静
か
に
囲

炉
裏
の
中
の
火
を
み
つ
め
、
し
ば
し
癒
や
し

の
時
間
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　

旧
岡お
か

花ば
な

家
住
宅
（
木
の
花
庵
）　

　

大
本
の
聖
地
・
綾
部
市
梅
松
苑
に
あ
る

〝
木
の
花
庵
〞。
も
と
も
と
は
近
隣
の
京
都

府
船
井
郡
瑞
穂
町
に
立
っ
て
い
た
岡
花
金

五
郎
氏
の
住
宅
で
し
た
。

　

丹
波
地
方
に
残
る
最
も
古
い
建
物
で
、

江
戸
中
期
の
典
型
的
農
家
型
式
を
伝
え
る

古
民
家
と
し
て
、
地
元
で
も
保
存
に
努
め

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
老
朽
化
に

よ
り
維
持
が
で
き
ず
、
取
り
壊
し
に
な
る

と
こ
ろ
を
出
口
直
日
大
本
三
代
教
主
が
、

貴
重
な
民
俗
資
料
と
し
て
譲
り
受
け
た
の

で
す
。

　

昭
和
44
年
の
夏
、
解
体
作
業
が
終
わ
り
、

そ
の
後
昭
和
47
年
5
月
4
日
、
梅
松
苑
内

に
復
元
さ
れ
、
三
代
教
主
に
よ
っ
て
〝
木

の
花
庵
〞
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
年
5
月
23
日
に
、
農
家
と
し
て
は
京

都
府
下
第
一
号
で
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

出口直日 大本三代教主

木の花庵のある金竜海周辺には、春は桜、初夏には新緑、秋は紅葉、冬には雪景色と、
四季折々の風情を楽しめる、自然と共存した癒やしの空間が広がっています


