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第１２３号

不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
ま
で
後
一
年

�

伊
賀
教
区
　
別
格
本
山
西
蓮
寺
山
主
　
　
　�

�

山
本
　
純
裕　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

皆
様
に
は
輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

��

こ
の
度
、
私
こ
と�

仏
縁
和
合
し
て
醫
王
山
西
蓮
寺
第
三
十
六
世
の
法
灯
を
継
承
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
、
昨
年
秋
十
一
月
に
、
皆
様
方
の
お
力
添
え
で
無
事
晋
山
式
を
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
有
難
く
光
栄
に
存
じ
、
感
慨
無
量
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
西
蓮
寺
の
寺
門
興
隆
発
展
に
多
大
の
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
武
田
圓
寵
前

御
山
主
（
現�

西
教
寺
管
長
猊
下
）
の
後
を
不
徳
浅
学
非
才
の
私
が
、お
引
き
受
け
す
る
こ
と
は
、

誠
に
身
に
余
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。
立
派
に
整
備
さ
れ
た
伽
藍
の
数
々
の
中
で
、
宗
祖
真
盛
上

人
の
御
本
廟
を
お
守
り
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
仏
縁
を
喜
び
、
真
盛
上
人
の
遺
戒
で
あ
り
ま
す｢

無
欲
清
浄�

専
勤
念
佛｣

の
行
に
励
む
所
存
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
檀
信
徒
の
皆
様
と
共
に
寺

檀
和
合
を
信
条
に
西
蓮
寺
の
寺
門
興
隆
及
び
宗
門
発
展
の
た
め
、
不
惜
身
命
の
決
意
で
精
進
し

て
参
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
総
本
山
西
教
寺
で
は
、
不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
が
厳
修
さ
れ
る
ま
で
後
一

年
と
な
り
、
着
々
と
諸
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
既
に
研
修
道
場
が
立
派
に
改
修
さ
れ
た

り
、
各
箇
所
に
は
、
念
願
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
り
し
て
、
よ
り
多
く
の
檀
信
徒
の

皆
様
が
参
詣
で
き
る
よ
う
に
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
門
末
ご
寺
院
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
こ
の

法
会
を
記
念
し
て
諸
行
事
や
諸
事
業
を
計
画
さ
れ
て
い
る
所
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。　

　

今
日
、
宗
教
離
れ
や
信
仰
心
の
希
薄
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
今
改
め
て
真
盛

上
人
の
み
教
え
を
心
に
刻
み
、
欲
心
を
捨
て
て
心
を
清
浄
に
し
、
不
断
念
佛
の
行
に
励
み
、
慈

悲
を
以
て
社
会
貢
献
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

十
九
萬
日
大
法
会
が
、
貴
重
な
「
安あ
ん
じ
ん心
」
を
得
る
機
会
と
な
り
、
私
た
ち
が
、
次
の
世
代
に

し
っ
か
り
繋
い
で
い
く
使
命
を
果
た
す
た
め
に
も
、
こ
の
法
会
を
皆
が
一
丸
と
な
っ
て
成
功
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
も
各
ご
寺
院
住
職
及
び
檀
信
徒
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
現
世
安
穏
の
幸
多
き
一
年
に

な
り
ま
す
よ
う
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

�

合�

掌　

祖殿唐門より望む日の出
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天
台
真
盛
宗
の
雅が

楽が
く�

⑦

　

今
回
は
真
盛
宗
だ
け
で
声
明
と
雅
楽
の
両
輪
が
演

奏
で
き
る
順

じ
ゅ
ん

次し

往お
う

生じ
ょ
う

講こ
う

式し
き

と
言
う
壮
大
な
講
式
法
要

に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

ま
ず
我
宗
、
人
間
宗
宝
の
故
片
岡
義
道
先
生
が
、

数
百
年
の
時
を
経
た
今
資
料
は
有
っ
て
も
現
存
し
て

い
な
い
宴
曲
や
講
式
を
研
究
さ
れ
て
復
元
、
復
曲
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
中
に
、
平
安
時
代
に
盛
ん
に
講
式
と
言
う
形

態
の
催
事
が
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
は
多
種
多
様
で
声

明
や
催さ

い
ば
ら

馬
楽
、
等
が
雅
楽
の
演
奏
を
伴
っ
て
奏
さ
れ
、

ま
た
宮
廷
な
ど
で
雅
人
が
楽
し
ん
で
い
た
と
古
文
書

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

音
楽
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
学
者
の
方
々
が
研
究

さ
れ
て
い
る
順
次
往
生
講
式
と
言
う
講
式
の
経
文
が

京
都
の
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に
残
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

こ
の
順
次
往
生
講
式
は
叡
山
の
僧
真
源
に
よ
っ
て

作
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
講
式
は
順
次
に
極ご

く
ら
く
し
ょ
う
か

楽
唱
歌（
仏

の
世
界
を
賛
嘆
す
る
）
と
言
わ
れ
る
声
明
に
雅
楽
の

伴
奏
が
付
き
、
唄
わ
れ
そ
の
構
成
は
本
文
（
式
門
）、

音
楽（
雅
楽
曲
を
伴
奏
に
付
け
た
声
明
）、催
馬
楽（
神

楽
歌
が
原
点
で
中
世
歌
謡
と
し
て
流
行
っ
て
い
た
）

を
一
組
と
し
て
十
二
組
で
成
る
壮
大
な
講
式
で
す
。

　

こ
の
順
次
往
生
講
式
を
故
片
岡
先
生
は
極
楽
唱
歌

の
声
明
部
分
、
全
て
を
復
曲
し
そ
の
一
部
を
雅
楽
の

大
家
元
宮
内
庁
式
楽
部
、
芝
祐
靖
先
生
の
協
力
を
仰

ぎ
平
成
五
年
に
国
立
劇
場
小
劇
場
で
発
表
し
ま
す
。

（
こ
の
時
は
東
京
の
叡
山
の
僧
侶
と
芝
先
生
の
雅
楽

団
体
が
演
奏
し
片
岡
先
生
の
み
が
参
加
す
る
形
態
）

　

真
盛
宗
と
し
て
の
初
発
表
は
天
王
寺
楽
所
の
清
水

修
先
生
の
協
力
を
仰
ぎ
平
成
七
年
大
津
伝
統
芸
能
会

館
で
極
楽
唱
歌
を
声
明
と
雅
楽
の
両
方
を
演
奏
す
る

公
演
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
公
演
（
順
次
往
生
講
式
）
は
片
岡
先
生
ご
生

存
の
平
成
十
二
年
の
国
立
能
楽
堂
ま
で
数
回
に
わ
た

っ
て
続
き
、
片
岡
先
生
没
後
は
平
成
二
十
二
年
の
法

然
上
人
八
百
回
忌
慶
讃
法
要
で
の
演
奏
へ
と
現
在
も

続
い
て
い
ま
す
。

　

次
回
で
は
二
〇
二
一
年
の
不
断
念
仏
相
続
十
九
萬

日
で
演
奏
す
る
慈じ

摂し
ょ
う

大だ
い

師し

御み

え影
供く

に
つ
い
て
ご
説
明

い
た
し
ま
す
。�

（
文
責
：
多
治
見
真
篤
）

　

我
々
の
母
山
、
比
叡
山
は
そ
の
長
い
歴
史

の
中
、
数
多
く
の
名
僧
、
傑
僧
を
生
み
出
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
弘
法
大
師
の
よ

う
に
ご
祈
祷
の
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ
る
の
は
、

第
十
八
代
の
天
台
座
主
、
元
三
慈
慧
大
師　

良
源
大
僧
正
だ
け
で
す
。

　

平
安
中
期　

延
暦
寺
は
諸
堂
の
老
朽
化
が

す
す
み
、
修
行
も
ま
ま
な
ら
な
い
あ
り
さ
ま

で
し
た
。
良
源
は
、
そ
ん
な
低
迷
期
に
天
台

宗
の
代
表
と
し
て
他
宗
と
の
論
議
の
場
に
臨

ま
れ
、「
応
和
の
宗
論
」
に
於
い
て
伝
教
大

師
以
来
つ
づ
く
法
相
宗
と
の
論
争
に
決
着
を

つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
五
十
五
歳
で
座
主
職

に
就
き
、後
に
人
材
育
成
の
為「
葊
学
豎
義
」

と
い
う
制
度
を
つ
く
り
、
修
行
僧
た
ち
に
論

議
を
さ
せ
て
学
力
向
上
を
は
か
り
、
一
方
、

「
二
十
六
条
式
」
と
い
う
律
を
発
布
し
て
僧

兵
を
戒
め
、
綱
紀
粛
正
を
す
す
め
、
つ
い
に

は
荒
廃
し
た
諸
堂
を
往
時
に
復
せ
し
め
た
中

興
の
祖
な
の
で
す
。
そ
の
業
績
の
他
に
生
涯

を
通
じ
て
数
多
く
の
霊
験
談
が
伝
わ
っ
て
お

り
、
滅
後
千
年
以
上
経
た
今
日
も
、
威
徳
を

慕
う
人
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

こ
の
稀
有
な
個
人
崇
拝
を
紐
解
く
カ
ギ
と

し
て
欠
か
せ
な
い
の
が
、
恵
心
僧
都
源
信
和

尚
と
南
光
坊
天
海
大
僧
正
の
存
在
で
す
。

　

往
生
要
集
の
著
者
、
恵
心
僧
都
は
日
本
の

浄
土
教
の
祖
と
仰
が
れ
ま
す
が
、
僧
都
の
師

僧
こ
そ
が
元
三
大
師
な
の
で
す
。
大
師
が

九
八
五
年
正
月
三
日
に
遷
化
さ
れ
た
こ
と
か

ら
「
元
三
大
師
」
と
俗
称
さ
れ
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
奇
し
く
も
同
じ
年

に
往
生
要
集
が
完
成
し
て
い
る
の
で
す
。

　

僧
都
の
浄
土
思
想
は
師
か
ら
受
け
継
が
れ

た
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と

は
大
師
が
自
ら
「
九
品
往
生
義
」
を
著
し
て

居
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
測
で
き
る
の
で

す
。
本
山
西
教
寺
の
本
堂
に
は
、
ご
本
尊
の

左
右
に
こ
の
師
弟
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

ご
存
知
で
す
か
？
ご
参
拝
の
際
に
は
是
非
お

参
り
く
だ
さ
い
。

　

天
海
大
僧
上
は
、
家
康
、
秀
忠
、
家
光
の

徳
川
三
代
に
わ
た
っ
て
帰
依
を
受
け
た
人
物

で
、
家
康
の
葬
儀
の
際
、「
明
神
」
と
し
て

祀
る
こ
と
は
豊
臣
家
同
様
に
滅
亡
に
つ
な
が

る
と
主
張
し
「
東
照
大
権
現
」
と
い
う
号
を

も
っ
て
祀
っ
た
こ
と
で
有
名
で
す
。
こ
の
天

海
師
が
熱
烈
な
元
三
大
師
の
信
奉
者
で
、
後

に
は
天
海
師
自
身
が
大
師
の
生
ま
れ
変
り
と

仰
が
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、
家
光
に
子
宝
祈
願
を
頼
ま
れ
た

天
海
師
が
、
ご
祈
祷
の
本
尊
と
し
て
白
羽
の

矢
を
た
て
た
の
が
中
本
山　

西
来
寺
の
元
三

大
師
画
像
で
し
た
。
詳
細
は
省
き
ま
す
が
、

四
代
将
軍
家
綱
誕
生
に
ま
つ
わ
る
重
要
な
史

実
な
の
で
す
。
元
三
大
師
信
仰
が
む
し
ろ
、

関
東
で
盛
ん
な
の
に
は
、
こ
う
し
た
い
き
さ

つ
が
あ
る
の
で
す
。

　

今
日
で
も
我
々
の
身
近
に
お
大
師
様
は
、

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
角
大
師
」

と
呼
ば
れ
る
異
形
の
お
札
で
す
。

　

都
に
流
行
っ
た
疫
病
を
鎮
め
る
為
に
、
大

師
自
ら
鬼
の
姿
に
変
化
し
、
弟
子
に
写
し
と

ら
せ
た
姿
を
版
木
に
お
こ
し
、
刷
っ
た
お
札

を
戸
口
に
貼
っ
た
家
か
ら
は
病
人
が
出
な
か

っ
た
と
い
う
故
事
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
、

本
山
は
も
と
よ
り
各
地
の
天
台
寺
院
に
て
刷

ら
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
お
み
く
じ
の
元
祖
、
観
音
様
の

化
身
、
生
身
の
お
不
動
様
等
、
霊
験
談
に
は

き
り
が
な
い
の
で
、
ひ
と
つ
に
絞
っ
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

あ
る
時
、
お
受
戒
の
戒
師
を
勤
め
て
お
ら

れ
た
大
師
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
が
、

光
を
放
ち
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
は

菩
薩
戒
経
に
あ
る
「
戒
如
明
日
月
」（
説
か

れ
た
戒
は
、
日
月
の
ご
と
く
明
る
く
周
り
を

照
ら
す
）
と
の
一
節
を
体
現
さ
れ
た
の
だ
と

確
信
し
た
そ
う
で
す
。
持
戒
堅
固
な
お
大
師

さ
ま
だ
か
ら
こ
そ
の
伝
説
で
す
。

　

天
皇
家
ゆ
か
り
の
「
法
勝
寺
流
円
戒
」
を

受
け
継
ぐ
戒
律
道
場
と
し
て
の
戒
光
山
西
教

寺
を
ご
本
山
に
戴
く
我
々
真
盛
宗
徒
に
と
っ

て
、
な
ん
と
も
心
強
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

　

私
見
で
は
あ
り
ま
す
が
、
我
々
の
理
想
と

す
る
戒
称
二
門
の
教
え
も
さ
か
の
ぼ
れ
ば
元

三
大
師
信
仰
に
起
因
す
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

元三大師護符

元
三
大
師
信
仰
に

つ
い
て
の
一
考
察

�

伊
勢
教
区 
来
迎
寺
住
職
　
青
木
　
孝
惠

伊勢教区
津�西来寺蔵�元三大師画像
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明
智
光
秀
公
と
西
教
寺

（
越
前
滞
在
を
縁
と
し
て
）

　

こ
の
一
月
か
ら
、
い
よ
い
よ
明
智
光
秀
を

主
人
公
と
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
が
始
ま

り
ま
す
。
明
智
一
族
の
菩
提
寺
で
あ
る
西
教

寺
も
、
一
躍
注
目
を
浴
び
る
こ
と
と
な
り
、

昨
年
ド
ラ
マ
化
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
本
山
を

訪
れ
る
観
光
客
が
大
幅
に
増
加
し
、
喜
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
一
般
の
方
か
ら

ど
う
し
て
西
教
寺
が
菩
提
寺
に
な
っ
た
の
か

と
い
う
質
問
を
よ
く
受
け
ま
す
が
、
私
な
り

に
推
測
す
る
と
、
光
秀
が
坂
本
城
主
に
な
っ

た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
信
長
の
家
臣
に
な

る
前
、
約
十
年
程
度
越
前
に
滞
在
し
て
い
た

時
期
が
あ
り
、
そ
の
間
に
得
た
知
識
が
一
つ

の
縁
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

光
秀
の
一
生
を
大
き
く
区
分
す
る
と
、
正

確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
通
説
に
従
え
ば
、

斉
藤
道
三
に
仕
え
た
美
濃
時
代
（
二
十
八
歳

ご
ろ
ま
で
）、
朝
倉
義
景
に
仕
え
た
越
前
時

代
（
三
十
八
歳
ご
ろ
ま
で
）、
織
田
信
長
に

仕
え
た
近
江
時
代
（
五
十
五
歳
ま
で
）
と
分

け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

道
三
が
滅
ぶ
と
共
に
越
前
に
逃
れ
て
き
た

光
秀
は
、
現
在
の
坂
井
市
丸
岡
町
長
崎
の
称

念
寺
（
時
宗
）
の
門
前
に
、
寺
子
屋
を
開
き

な
が
ら
身
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
、
近
年
発

見
さ
れ
た
時
宗
宗
内
資
料
「
遊
行
三
十
一
祖

京
畿
御
修
行
記
」よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
朝
倉
家
に
仕
官
し
た
と
さ
れ
る
の

で
す
が
、
こ
の
こ
と
も
近
年
熊
本
で
発
見
さ

れ
た
「
針
薬
方
」
と
い
う
医
学
書
、
こ
れ
は

光
秀
の
口
伝
を
足
利
義
昭
に
仕
え
た
米
田
貞

能
が
書
写
し
た
も
の
で
、そ
の
本
文
中
に「
セ

ヰ
ソ
散
越
州
朝
倉
家
之
薬
」
と
あ
り
、
朝
倉

家
に
伝
わ
っ
て
い
た
独
自
の
薬
を
光
秀
が
知

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
、
朝
倉

家
に
仕
え
て
い
た
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
一
乗
谷
の
隣
、
現
在
の
福
井
市
東
大

味
町
に
「
明
智
神
社
」
と
い
う
小
さ
な
祠
が

残
っ
て
お
り
、
地
区
の
説
明
に
よ
る
と
、
朝

倉
家
に
仕
え
た
時
代
は
こ
こ
に
屋
敷
を
構
え
、

こ
こ
か
ら
垰
を
越
し
て
一
乗
谷
に
通
い
、
朝

倉
家
に
仕
え
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
こ
の
時
期
に
、
一
乗
谷
に
お
い
て
は

京
か
ら
朝
倉
家
を
頼
っ
て
逃
れ
て
き
て
い
た

来
て
い
た
足
利
義
昭
が
「
御
所
」
と
呼
ば
れ

る
屋
敷
に
滞
在
し
て
い
た
。
こ
の
御
所
の
隣

に
は
「
安
養
寺
」
と
称
し
た
浄
土
宗
の
寺
院

が
あ
り
、
こ
こ
は
、
真
盛
上
人
が
越
前
引
接

寺
滞
在
の
折
、
朝
倉
家
（
三
代
目
貞
景
）
に

請
じ
ら
れ
、
一
族
に
戒
称
二
門
の
法
門
を
説

く
と
と
も
に
円
頓
戒
を
授
け
た
寺
院
で
あ
る
。

宗
祖
の
時
代
と
光
秀
の
時
代
と
で
は
時
間
的

に
約
百
年
位
の
ず
れ
は
あ
る
が
、
細
川
藤
孝

と
共
に
義
昭
を
正
式
な
将
軍
に
し
よ
う
と
尽

力
し
て
い
た
光
秀
は
、
御
所
に
頻
繁
に
出
入

り
し
、
貞
景
時
代
の
朝
倉
家
と
真
盛
上
人
と

の
特
別
な
関
係
を
当
然
耳
に
し
て
い
た
と
思

わ
れ
、
こ
の
時
か
ら
真
盛
上
人
、
ま
た
そ
の

教
義
に
つ
い
て
多
少
な
り
知
識
は
得
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。

　

さ
ら
に
信
長
時
代
に
、
越
前
を
支
配
し
た

柴
田
勝
家
が
東
大
味
町
に
存
在
す
る
真
盛
上

人
開
基
と
さ
れ
る
西
蓮
寺（
現
在
は
天
台
宗
）

に
対
し
、
安
堵
状
を
出
し
て
い
る
の
は
、
昔

世
話
に
な
っ
た
東
大
味
地
区
の
恩
に
報
い
る

た
め
、
光
秀
が
同
僚
で
あ
る
勝
家
に
頼
ん
で

く
れ
た
か
ら
だ
と
の
地
元
の
説
明
を
聞
き
、

こ
の
点
か
ら
も
光
秀
が
西
蓮
寺
を
通
じ
て
真

盛
上
人
を
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
接
点

が
見
い
出
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
る
と
、
後
年
偶

然
に
も
坂
本
に
領
地
を
得
え
こ
と
に
な
っ
た

光
秀
に
と
つ
て
は
、
領
内
に
存
在
す
る
西
教

寺
ま
た
真
盛
上
人
に
対
し
て
、
越
前
滞
在
の

縁
か
ら
特
別
の
思
い
が
有
っ
て
も
不
思
議
で

は
な
い
と
考
え
る
。

　

歴
史
的
事
実
と
し
て
、
光
秀
と
西
教
寺
の

関
わ
り
が
明
確
に
確
認
で
き
る
最
初
の
出
来

事
と
し
て
は
、
皮

肉
に
も
元
亀
二
年

（
一
五
七
一
）
叡

山
焼
き
討
ち
の
時

の
西
教
寺
の
焼
失

で
あ
る
。
叡
山
焼

き
討
ち
に
信
長
の

命
令
と
は
言
え
直

接
関
わ
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
光

秀
が
、
焼
き
討
ち

翌
年
（
一
五
七
二
）
西
教
寺
庫
裡
再
建
、
三

年
後
の
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
は
仮
本

堂
復
興
に
と
大
き
く
寄
与
し
て
く
れ
た
の
で

あ
る
。
延
暦
寺
の
復
興
は
信
長
の
死
後
以
降

に
な
る
が
、
西
教
寺
が
い
ち
早
く
復
興
に
着

手
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
信
長
に
対
す

る
光
秀
の
尽
力
が
あ
り
、
ま
た
延
暦
寺
と
西

教
寺
で
は
寺
も
持
つ
性
格
、
勢
力
等
が
大
き

く
違
っ
て
い
た
こ
と
が
幸
い
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

以
後
光
秀
は
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
の

供
養
米
寄
進
や
、
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）

妻
熙
子
の
西
教
寺
で
の
葬
儀
等
次
第
に
関
係

を
深
め
て
い
き
、
総
門
、
梵
鐘
等
の
寄
進
な

ど
菩
提
寺
に
対
し
絆
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

今
般
西
教
寺
で
は
、ド
ラ
マ
化
を
機
に「
明

智
光
秀
公
資
料
室
」
を
開
設
し
、
遺
物
を
中

心
に
展
示
し
て
い
る
の
で
、
是
非
一
度
御
登

山
頂
き
光
秀
と
西
教
寺
の
関
係
に
つ
い
て
思

い
を
馳
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

西蓮寺

安養寺・御所跡

�

天
台
真
盛
宗
　
社
会
部
部
長
　
蜂
谷�

眞
勝
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総
本
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教
寺
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大
津
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七
）五
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〇
〇
一
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㈹

印
刷
所　

宮
川
印
刷
株
式
会
社

　
　
　
　

大
津
市
富
士
見
台
三-

十
八

　
　
　
　

電
話�（
〇
七
七
）五
三
三-

一
二
四
一
番

研
修
道
場
リ
ニュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
の
ご
案
内

　

令
和
三
年
十
一
月
の
不
断
念
仏
相
続
十
九

萬
日
大
法
会
厳
修
に
向
け
て
今
年
七
月
七
日

に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
完

了
、
オ
ー
プ
ン
い
た
し
ま
し
た
。
今
ま
で
は
、

本
坊
か
ら
研
修
道
場
を
通
り
食
堂
ま
で
の
間

が
、
複
数
の
階
段
を
上
り
下
り
し
て
い
た
だ

か
な
い
と
利
用
が
で
き
ず
、
事
故
等
が
お
き

や
す
い
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
為
、
本

坊
と
研
修
道
場
の
間
に
一
基
、
研
修
道
場
と

食
堂
の
間
に
一
基
合
計
二
基
の
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
を
設
置
し
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に
い
た
し
ま

し
た
。
ま
た
、
各
部
屋
の
内
装
、廊
下
、お
手

洗
い
、
浴
室
等
の
改
修
工
事
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
後
、
よ
り
よ
い
宿
泊
、
研
修
を
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
改
装
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
の
で
、
各
ご
寺
院
住
職
、
檀
信
徒
の
皆

様
に
写
経
や
座
禅
、
各
種
研
修
な
ど
様
々
な

ご
利
用
の
ご
予
約
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
素
は
、
多
数
、
檀
信
徒
様
の
総
本
山
へ
の

御
登
山
、
御
参
拝
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　
今
後
共
、
各
末
寺
の
御
住
職
、
檀
信
徒
様
に

よ
り
よ
い
ご
参
拝
が
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
拝
観

案
内
等
の
充
実
に
つ
と
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

た
く
さ
ん
の
御
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

六
月

二
十
五
日
　
伊
勢
教
区
川
崎
組
常
念
寺
・
盛
福

寺
様
団
体
参
拝�

三
十
五
名

十
一
月

　
十
九
日
　
伊
賀
教
区
西
部
組
西
念
寺
様

�

九
十
四
名

団
体
参
拝

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

201、202号室

本坊エレベーター

大
　
根
　
煮

　
一
月
十
五
日
よ
り
二
月
十
四
日
の
約
一
ヶ
月
間
、

食
堂
に
て
西
教
寺
秘
伝
大
根
煮
を
ご
賞
味
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
大
根
は
、
食
中
毒
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
古
来
よ
り
年
の
始
ま
り
に
大
根
煮
を
食
べ
る

と
そ
の
一
年
は
病
気
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
こ

と
か
ら
、
無
病
息
災
を
祈
り
食
さ
れ
た
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
年
の
始
ま
り
に
一
年
の
家
運
隆
昌
、
家

内
安
全
、
無
病
息
災
を
総
本
山
の
ご
本
尊
様
に
お

参
り
さ
れ
秘
伝
大
根
煮
を
ご
賞
味
い
た
だ
く
こ
と

を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

　
大
根
煮
定
食�

一
、三
〇
〇
円
（
税
別
）

　
大
根
煮�

八
〇
〇
円
（
税
別
）

ひ
な
御
膳
・ひ
な
人
形
展

　
二
月
十
五
日
よ
り
三
月
三
日
ま
で
、
食
堂
に
於

き
ま
し
て
、
ひ
な
御
膳
を
ご
賞
味
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　
こ
の
ひ
な
御
膳
は
子
供
の
成
長
を
祈
り
食
し
て

い
た
だ
く
お
料
理
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
本
堂
で
息
災
・
健
康
を
お
祈
り
お
参
り

さ
れ
た
あ
と
、
表
書
院
で
江
戸
時
代
か
ら
現
代
ま

で
の
美
術
的
価
値
の
あ
る
人
形
展
を
ご
鑑
賞
い
た

だ
き
、
一
日
ご
家
族
皆
様
で
お
過
ご
し
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ひ
な
御
膳�

二
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

　
ひ
な
人
形
展�

四
〇
〇
円
（
税
別
）
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