
　

方
丈
の
周
囲
に
は
玄
関
、
廊
下
、
庫
裏
附

廊
下
が
建
ち
ま
す
。
い
ず
れ
も
方
丈
が
建
立

さ
れ
た
翌
年
の
寛
永
13
年
（
１
６
３
６
）
頃

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
修
理
前
の
屋
根
は
、

方
丈
と
同
じ
桟
瓦
葺
で
す
。
仏
殿
は
、
入
母

屋
造
、
本ほ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

瓦
葺
の
建
物
で
、
周
囲
に
裳も

こ
し階
を

付
け
ま
す
。
伽
藍
の
主
要
な
建
物
と
し
て
は

最
も
新
し
く
、
寛
文
５
年
（
１
６
６
５
）
に

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
前
回
の
解
体

修
理
は
昭
和
７
年
頃
と
考
え
て
い
ま
す
。

保
存
修
理
の
現
場

　

大
徳
寺
は
、
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の
大
本
山

で
龍り
ゅ
う
ほ
う
ざ
ん

宝
山
と
号
し
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
大だ

い
と
う燈

国こ
く
し師
（
宗

し
ゅ
う
ほ
う
み
ょ
う
ち
ょ
う

峰
妙
超
）
が
洛ら

く
ほ
く北
紫
野
に
結
ん

だ
大だ
い
と
く
あ
ん

徳
庵
を
始
ま
り
と
し
ま
す
。
桃
山
時
代

か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
は
多
く
の
有
力
者

の
支
持
を
得
て
、
茶
の
湯
の
文
化
と
と
も
に

繁
栄
し
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
は
最
盛
期
に

比
べ
規
模
を
縮
小
し
ま
し
た
が
、
２
つ
の
別

院
と
22
の
塔た
っ
ち
ゅ
う頭、
そ
し
て
禅
宗
伽が

ら
ん藍
が
広
が

る
景
観
を
今
日
も
伝
え
、
国
宝
・
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
た
多
数
の
建
造
物
や
美
術
工

芸
品
、特
別
名
勝
の
方
丈
庭
園
を
有
し
ま
す
。

大
徳
寺　

方
丈
及
び
玄
関
ほ
か
３
棟

方丈　内部の組立状況

京都市北区
　方

ほ う
　 丈

じょう
｜江戸時代　寛

かんえい
永 12 年（1635）

　玄関・廊 下・ 庫
く り

裏 附
つけたり

廊 下
　 ｜江戸時代　寛永 13 年頃（1636 頃）
　仏

ぶ つ
　 殿

で ん
｜江戸時代　寛

かんぶん
文５年（1665）

　事業期間：令和２年 11 月〜令和８年 10 月（予定）

Daitoku-ji Temple

大
だ い と く じ

徳寺 
 　方

ほうじょう

丈及び玄
げんかん

関ほか３棟

方丈　屋根の組立状況（土居葺完了）

玄げ
ん
か
ん関

　
　  

／
廊
下
・
庫く

り裏

附つ
け
た
り廊
下
・
仏ぶ

つ
で
ん殿　

　
　
　
　
　

《修
理
中
》

国
宝

重
文

方ほ
う
じ
ょ
う丈

　
　
　
　
《修
理
中
》

国
宝

　

方
丈
は
伽
藍
の
最
も
奥
に
位
置
し
ま
す
。

住
宅
に
近
い
形
式
の
建
物
で
、
本
来
住
持
の

住
ま
い
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
し
た

が
、
後
に
接
待
や
行
事
の
場
と
し
て
も
使
用

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
建
物
は
、
大
燈

国
師
３
０
０
年
忌
に
伽
藍
が
整
備
さ
れ
る
こ

と
に
併
せ
て
、寛
永
12
年
（
１
６
３
５
）
に
、

大
徳
寺
１
５
６
世
江こ
う
げ
つ
そ
う
が
ん

月
宗
玩
が
勧か

ん
じ
ん進

し
京
都

の
豪
商
後
藤
益ま
す
か
つ勝
の
援
助
に
よ
り
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
桁け
た
ゆ
き行

29
・
８
メ
ー
ト
ル
、
梁は

り

間ま

17
・０
メ
ー
ト
ル
、
入い

り
も
や
づ
く
り

母
屋
造
、
桟さ

ん
が
わ
ら
ぶ
き

瓦
葺
（
一

部
檜ひ
わ
だ
ぶ
き

皮
葺
）
の
建
物
で
、
南
を
正
面
と
し
ま

す
。
平
面
は
前
後
４
室
の
八
間
取
形
式
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
１
室
を
大
燈
国

師
を
祀
る
「
雲う
ん
も
ん
あ
ん

門
庵
」
と
し
、
一
部
を
北
側

に
突
出
さ
せ
ま
す
。
内
部
は
一
部
を
除
い
て

畳
敷
と
し
、各
室
境
に
は
、狩か
の
う
た
ん
ゆ
う

野
探
幽
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
障
壁
画
（
重
要
文
化
財
）
が
入

り
ま
す
。
ま
た
、
南
面
と
東
面
に
は
特
別
名

勝
の
庭
園
を
設
け
ま
す
。

修
理
の
内
容

　

前
回
の
根
本
的
な
修
理
は
昭
和
７
年

（
１
９
３
２
）
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、

約
90
年
ぶ
り
の
半
解
体
修
理
と
な
り
ま
す
。

主
な
破
損
状
況
は
、
建
物
全
体
の
傾
き
で
、

特
に
正
面
の
柱
が
大
き
く
傾
斜
し
て
い
ま
し

た
。
建
立
当
初
の
屋
根
は
檜
皮
葺
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
明
治
17
年
（
１
８
８ 

４
）
頃
に
桟
瓦
葺
に
改
め
ら
れ
、
長
期
に
わ

た
る
瓦
の
荷
重
が
軸
部
に
影
響
を
与
え
て
い

ま
し
た
。
修
理
で
は
、
屋
根
か
ら
順
に
解
体

し
、
柱
の
建
て
起
こ
し
と
補
強
を
行
い
ま
し

た
。
桟
瓦
葺
工
事
で
は
屋
根
荷
重
を
軽
く
す

る
た
め
、
空か
ら
ぶ
き葺

工
法
を
採
用
し
ま
す
。
室
内

で
は
床
廻
り
に
見
ら
れ
た
腐
朽
箇
所
の
部
分

的
な
取
替
、壁
の
塗
直
し
な
ど
行
い
ま
し
た
。

解
体
し
た
部
材
を
補
修
し
て
元
の
位
置
に
戻

し
、
組
立
を
進
め
て
い
ま
す
。

修
理
の
内
容

　

庫
裏
附
廊
下
は
、
桟
瓦
葺
屋
根
に
破
損
や

劣
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
瓦
の
葺
替
を

行
い
ま
す
。
玄
関
・
廊
下
は
建
立
当
初
の
屋

根
が
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
た
め
、
復
原
し
ま
す
。
ま
た
、
雨
染

み
や
経
年
劣
化
の
見
ら
れ
る
壁
や
木
部
も
解

体
し
、
補
修
を
行
い
ま
す
。
仏
殿
は
葺ふ
き
つ
ち土

の

流
出
に
よ
る
瓦
の
ず
れ
が
見
ら
れ
た
た
め
、

本
屋
の
屋
根
葺
替
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

亀
裂
が
見
ら
れ
た
漆
喰
壁
は
塗
直
し
を
行
い

ま
し
た
。
今
後
は
、
堂
内
来
迎
壁
後
面
の
障

壁
画
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。

玄関　屋根の解体状況

仏殿　屋根葺替完了の状況

方丈　平面図

方丈　修理前　外観
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