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感謝を込めた読経が新本堂の隅々ま管響垂直哲、
この秋、めでたく棟札奉納の儀が執り行われました。

昨年の上傾式で使用された木槌なども

棟札とともに新本堂に奉納されました。

棟札とは、建物の施主名や大工名・関係著名・由緒など
を記したものです。この日奉納された新本堂の棟札は、

長泉寺の長い歴史を物語る旧本堂の棟札とともに、私
たちの心を造かな未来へ伝えて行くでしょう。
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ご
本
堂
の
落
慶
に
一
歩
近
づ
い
た
と
喜
ぶ

私
た
ち
の
心
が
通
じ
、
彿
天
の
ご
加
護
の
下
、

明
る
い
秋
晴
れ
の
十
月
二
十
五
日
、
長
泉
寺

新
本
堂
棟
札
奉
納
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

新
本
堂
の
堂
内
に
初
め
て
ご
列
席
い
た
だ

い
た
檀
信
徒
役
員
の
皆
様
方
が
見
守
る
中
、

司
会
の
責
任
役
員
二
二
文
字
正
彦
様
が
開
会

を
宣
言
さ
れ
、
ミ
ネ
幼
稚
園
の
年
長
児
た
ち

が
合
唱
す
る
　
「
の
の
さ
ま
の
う
た
」
　
で
讃
俄

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
　
「
お
経
を
読
む

会
」
　
の
皆
様
と
と
も
に
読
経
が
行
わ
れ
、
こ

の
日
を
迎
え
ら
れ
た
感
謝
の
心
が
、
香
り
高

い
お
香
と
と
も
に
新
本
堂
の
隅
々
ま
で
響
き

亘
り
ま
し
た
。

読
経
と
回
向
の
後
、
鳩
工
舎
・
舎
主
の
小

川
三
夫
様
か
ら
ご
臨
席
の
皆
様
に
棟
札
奉
納

に
つ
い
て
の
意
義
の
お
話
が
あ
り
、
旧
本
堂

に
奉
納
さ
れ
て
い
た
棟
札
と
今
回
奉
納
さ
れ

る
新
本
堂
の
棟
札
が
公
開
さ
れ
、
解
説
さ
れ

ま
し
た
。
い
よ
い
よ
鴫
工
舎
の
職
人
が
屋
根

裏
に
上
が
り
棟
札
が
納
め
ら
れ
る
と
、
そ
の

場
に
い
る
人
の
心
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
静
か

な
感
動
に
満
た
さ
れ
、
全
員
が
感
慨
無
量
の

面
持
ち
の
よ
う
で
し
た
。

本
堂
再
建
委
員
長
の
鎌
田
稔
様
よ
り
　
「
皆

様
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
新
本
堂
も
、
こ
ん

な
に
立
派
に
で
き
上
が
り
つ
つ
ご
ざ
い
ま
す
」

と
い
う
感
謝
と
喜
び
の
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
、

長
泉
寺
住
職
か
ら
も
　
「
こ
の
素
晴
ら
し
い
建

物
に
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
私
も
初
心

に
返
り
ご
本
山
に
入
っ
て
修
行
を
し
、
多
く

の
人
に
集
っ
て
い
た
だ
け
る
素
晴
ら
し
い
お

寺
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
皆
様
に
ご
恩
返
し

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
　
と
、
ご
挨
拶
を

申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
小
川
三
夫
様
と
作
家
の
塩
野

米
松
先
生
と
の
対
談
　
（
次
ペ
ー
ジ
で
紹
介
）

で
新
本
堂
建
設
の
貴
重
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
拝

聴
し
、
落
慶
へ
の
期
待
感
を
さ
ら
に
高
め
な

が
ら
、
「
こ
れ
か
ら
も
心
を
し
っ
か
り
も
っ

て
精
進
し
て
い
き
た
い
」
と
い
う
責
任
役
員
・

菓
坂
恒
夫
様
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
棟
札
奉
納

式
は
め
で
た
く
御
披
良
書
と
な
り
ま
し
た
。
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長
泉
寺
新
本
堂

棟
札
奉
納
式

記
念
対
談

小
川
．
二
人
様
　
鴫
上
舎
・
弁
に

塩
野
米
松
様
　
作
家
　
木
の
い
の
ち
木
の
こ
こ
ろ
芸
者

鎌
E
稔
様
　
本
職
再
建
委
日
長

三
文
字
正
彦
様
　
長
泉
寺
代
作
役
目
（
り
会
進
行
）

三
文
亭
　
本
日
は
、
お
二
人
の
先
生
方
を
お

招
き
し
、
新
本
堂
建
設
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

小
川
　
こ
の
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
弟
子
達

も
仕
事
に
自
信
を
持
て
た
と
思
い
ま
す
。

塩
野
　
日
本
の
文
化
を
伝
承
し
て
い
く
宮
大

工
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
現
場
が
な
け
れ
ば
技

を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
の

仕
事
に
よ
っ
て
、
ま
た
新
し
く
良
い
職
人
が

育
つ
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
鳩
工
舎
は
三

十
周
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
ね
。

小
川
　
そ
う
で
す
。
自
分
は
三
十
周
年
で
ち

ょ
う
ど
六
十
歳
に
な
り
、
鵜
工
合
を
相
談
役

と
し
て
退
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
こ
の
建
物

は
、
自
分
が
鳩
工
舎
で
三
十
年
間
、
宮
大
工

と
し
て
は
四
十
年
ほ
ど
や
っ
て
き
た
仕
事
の

集
大
成
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

塩
野
　
本
堂
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
お
考
え
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

梯
川
　
ま
ず
地
震
に
強
い
こ
と
で
す
ね
。
ま

た
、
曹
洞
宗
の
お
寺
な
の
で
質
実
剛
健
に
し

よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
で
い
て
、
純
粋

な
曹
洞
宗
の
お
堂
と
い
う
よ
り
も
、
畳
を
入

れ
天
井
を
張
り
建
具
を
入
れ
る
な
ど
、
皆
様

の
使
い
や
す
い
お
堂
と
な
る
よ
う
造
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
庭
が
す
ご
く
良
か
っ
た
の
で
、

庭
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
縁
を
大
き
く
す

る
と
い
う
工
夫
も
し
ま
し
た
。

塩
野
　
こ
れ
だ
け
大
き
な
建
物
は
、
娘
工
舎

の
仕
事
で
も
稀
で
す
よ
ね
。

小
川
　
三
十
年
間
で
八
十
か
ら
九
十
ほ
ど
の

堂
字
を
造
り
ま
し
た
が
、
大
き
さ
で
は
二
番

目
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
れ
だ
け
大
き
い
本
堂

は
少
な
い
で
す
ね
。

塩
野
　
設
計
で
は
、
こ
の
本
堂
の
大
き
さ
に

見
合
っ
た
建
物
の
形
を
お
考
え
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。
今
ま
で
に
造
ら
れ
た
も
の
よ
り

も
、
屋
根
の
反
り
を
や
さ
し
く
緩
や
か
に
し

て
美
し
い
線
を
持
た
せ
て
い
ま
す
ね
。

中
川
　
正
面
か
ら
見
て
、
本
堂
が
羽
ば
た
く

よ
う
な
軽
い
感
じ
に
反
り
を
出
し
た
つ
も
り

で
す
。
軽
い
と
言
っ
て
も
、
屋
根
に
載
っ
て

い
る
瓦
の
重
さ
は
百
五
十
ト
ン
く
ら
い
あ
り
、

瓦
が
葺
き
上
が
る
と
軒
の
反
り
が
ぐ
っ
と
下

が
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
隅
だ
け
が
下
が
る

の
で
は
な
く
、
こ
の
本
堂
の
よ
う
に
全
体
的

に
ふ
わ
っ
と
下
が
っ
て
い
れ
ば
、
建
築
と
し

て
は
成
功
な
の
で
す
。

塩
野
　
日
本
は
中
国
か
ら
こ
う
い
う
建
物
の

建
築
法
を
教
わ
り
ま
し
た
が
、
日
本
は
非
常

に
雨
が
多
く
建
物
が
傷
み
や
す
い
た
め
、
深

い
軒
を
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
法
隆
寺

の
五
重
塔
や
本
堂
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に

非
常
に
深
い
。
こ
の
深
さ
を
出
す
ほ
ど
、
建

築
と
し
て
は
難
し
い
わ
け
で
す
ね
。

小
川
　
そ
う
で
す
ね
。
千
三
百
年
く
ら
い
前

に
そ
の
技
術
を
受
け
ま
し
た
が
、
鵜
呑
み
に

は
せ
ず
、
日
本
人
は
日
本
の
風
土
に
合
わ
せ

た
建
築
様
式
を
考
え
た
ん
で
す
ね
。

塩
野
　
軒
が
作
る
影
は
建
物
に
落
ち
着
き
を

与
え
、
入
っ
た
人
の
心
を
や
わ
ら
か
く
し
て

く
れ
ま
す
。
軒
が
短
く
、
明
る
い
姿
が
丸
見

え
に
な
る
の
と
は
ま
る
で
違
い
、
心
の
拠
り

所
と
な
る
よ
う
な
、
影
の
使
い
方
が
う
ま
い

建
物
に
な
り
ま
し
た
。
鎌
田
さ
ん
は
、
ど
う

い
う
感
想
を
持
た
れ
ま
し
た
か
。

鎌
田
　
こ
う
い
う
立
派
な
建
物
を
造
っ
て
い

た
だ
き
、
造
る
こ
と
も
大
変
な
の
で
す
が
、

そ
れ
以
上
に
大
変
な
の
が
こ
れ
か
ら
の
活
用

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
檀
家
の
方
々
が

あ
ま
り
遠
慮
し
な
い
で
集
い
、
頻
繁
に
訪
れ

て
ご
指
導
い
た
だ
け
る
よ
う
な
お
堂
に
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

塩
野
　
建
物
と
い
う
の
は
、
覚
悟
が
い
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
庭
も
同
じ
で
、
庭
師
さ

ん
た
ち
も
　
「
で
き
あ
が
っ
た
状
態
が
完
成
じ

ゃ
な
い
。
こ
こ
か
ら
先
は
、
お
施
主
様
が
育

て
て
い
く
こ
と
で
時
代
が
繋
が
れ
る
。
そ
の

た
め
の
覚
悟
を
建
て
た
の
だ
」
　
と
言
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
あ
と
建
物
を
ど
う
育
て
て

い
く
か
、
今
度
は
皆
様
の
仕
事
に
な
る
の
で

す
。
こ
れ
か
ら
こ
の
建
物
は
長
い
時
間
を
経

て
い
く
わ
け
で
す
が
、
材
料
に
は
何
年
く
ら

い
の
木
を
使
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

小
川
　
柱
に
は
奈
良
の
　
「
吉
野
檎
」
　
と
い
う

櫓
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
拭
け
ば
拭
く
ほ
ど

艶
が
出
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
木
で
す
ね
。

油
が
外
に
出
よ
う
出
よ
う
と
す
る
力
が
あ
り
、

雨
に
当
た
っ
て
も
弾
き
返
し
ま
す
。
こ
れ
が

樹
齢
二
百
年
く
ら
い
。
柱
の
上
の
方
に
あ
る
、

軒
を
支
え
て
い
る
木
に
は
樹
齢
千
年
く
ら
い

の
カ
ナ
ダ
の
槍
を
使
い
ま
し
た
。
年
輪
が
細

か
く
、
大
き
く
な
る
ま
で
に
相
当
な
時
間
が

か
か
る
木
で
、
と
て
も
水
に
強
い
で
す
ね
。

こ
の
建
物
は
、
悪
く
な
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん

ど
な
い
で
す
。
瓦
も
強
い
。
こ
の
屋
根
を
葺

い
た
瓦
屋
さ
ん
に
、
ご
住
職
が
　
「
地
震
で
瓦

が
ず
れ
る
こ
と
は
な
い
で
す
か
」
　
と
訊
ね
る

と
　
「
逆
さ
に
し
た
っ
て
一
枚
も
落
ち
な
い
」

と
自
信
を
持
っ
て

答
え
て
い
ま
し
た
。

塩
野
　
西
岡
常
一

棟
梁
は
　
「
千
年
の

木
を
使
っ
た
ら
千

年
保
つ
建
物
を
造

ら
な
け
れ
ば
宮
大

工
で
は
な
い
」
　
と

言
わ
れ
ま
し
た
が
、
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数
百
年
ご
と
に
解
体
・
修
理
を
行
っ
て
い
け

ば
千
年
は
保
つ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

小
川
　
千
年
は
大
丈
夫
で
す
。

塩
野
　
宮
大
工
さ
ん
た
ち
の
話
し
に
は
、
五

百
年
と
か
千
年
と
い
う
言
葉
が
あ
た
り
ま
え

の
よ
う
に
出
ま
す
。
今
生
き
て
い
る
私
た
ち

は
誰
も
そ
れ
を
確
か
め
よ
う
が
な
い
け
れ
ど
、

千
年
前
に
建
て
ら
れ
た
法
隆
寺
や
薬
師
寺
が

実
際
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
っ
て
い
て
、
そ

の
技
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

今
、
瓦
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
新
本
堂
の
瓦

を
葺
い
た
の
は
、
日
本
一
の
瓦
屋
さ
ん
で
す
。

先
日
は
、
唐
招
提
寺
の
屋
根
に
鎌
倉
時
代
の

鵡
尾
を
復
元
し
、
現
在
は
本
願
寺
の
屋
根
を

葺
い
て
い
る
方
で
す
。
立
派
な
屋
根
が
な
け

れ
ば
、
雨
が
多
い
日
本
で
は
法
隆
寺
や
薬
師

寺
の
よ
う
に
千
年
以
上
保
ち
ま
せ
ん
。

小
川
　
宮
大
工
の
力
だ
け
で
は
、
こ
う
い
う

建
物
は
建
た
な
い
で
す
ね
。
基
礎
を
造
っ
て

も
ら
い
、
屋
根
を
葺
い
て
も
ら
い
、
壁
の
漆

喰
も
奈
良
の
職
人
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ

れ
ぞ
れ
素
晴
ら
し
い
技
術
を
持
っ
た
皆
さ
ん

日
本
の
文
化
を
受
け
継
ぐ
匠
た
ち
の
、
技
と
知
恵
が
集
ま
っ
た
「
千
年
の
新
本
堂
」
。

が
力
を
合
わ
せ
て

造
ら
な
け
れ
ば
、

千
年
保
つ
よ
う
な

建
物
は
で
き
な
い

で
し
ょ
う
な
。

塩
野
　
瓦
と
い
え
ば
、

割
れ
や
す
く
　
「
空

手
家
が
い
っ
ぺ
ん

に
十
枚
も
割
る
」
　
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す

が
、
も
し
、
こ
こ
の
瓦
を
割
ろ
う
と
し
た
ら

腕
が
折
れ
る
で
し
ょ
う
？

小
川
　
こ
の
瓦
屋
さ
ん
の
息
子
は
有
名
な
格

闘
家
と
同
級
生
で
、
学
生
の
時
に
　
「
お
ま
え

の
家
の
瓦
を
持
っ
て
こ
い
」
　
と
言
わ
れ
て
渡

し
た
と
こ
ろ
、
と
て
も
割
れ
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
瓦
の
焼
き
方
か
ら
違
う

ん
で
す
ね
。
普
通
は
八
百
度
く
ら
い
で
焼
き

ま
す
が
、
こ
こ
の
瓦
は
千
三
百
度
く
ら
い
ま

で
温
度
を
上
げ
ま
す
。
通
常
だ
と
一
日
で
焼

く
と
こ
ろ
を
三
日
三
晩
で
焼
き
上
げ
ま
す
。

そ
れ
だ
け
の
暇
を
か
け
て
あ
る
の
で
す
。

塩
野
　
薬
師
寺
な
ど
で
は
、
柱
に
槍
鈍
と
い

う
道
具
で
さ
ざ
波
の
よ
う
な
模
様
を
削
り
上

げ
て
あ
り
ま
す
。
締
麗
な
刃
物
で
切
る
と
細

胞
が
美
し
く
切
れ
て
水
を
弾
く
の
で
木
が
長

く
保
つ
の
で
す
が
、
こ
こ
の
瓦
も
同
様
に
仕

上
げ
の
段
階
で
一
枚
ず
つ
丁
寧
に
磨
き
を
か

け
て
あ
り
、
大
量
生
産
の
瓦
と
は
ま
る
で
違

い
ま
す
。
裏
の
お
山
に
登
っ
て
、
ぜ
ひ
上
か

ら
屋
根
を
見
て
く
だ
さ
い
。
瓦
の
美
し
い
流

れ
と
リ
ズ
ム
が
、
微
密
に
計
算
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
瓦
屋
さ
ん
も
「
自

分
の
最
高
の
仕
事
だ
か
ら
見
て
く
れ
よ
」
　
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

小
川
　
こ
こ
は
本
当
に
運
の
い
い
建
物
で
す
。

塩
野
　
さ
ら
に
、
法
隆
寺
な
ど
が
長
く
保
っ

て
き
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
壁
の

丈
夫
さ
も
あ
り
ま
す
ね
。

小
川
　
法
隆
寺
の
漆
喰
は
竹
の
木
舞
を
編
ん

で
土
を
付
け
て
造
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
の

壁
は
地
震
に
強
く
す
る
た
め
、
細
い
木
を
一

セ
ン
チ
ほ
ど
の
間
隔
で
貼
り
、
漆
喰
を
直
接

に
絡
ま
せ
る
木
摺
り
と
い
う
方
法
で
造
り
ま

し
た
。
壁
の
細
部
に
渡
る
技
術
は
、
奈
良
の

職
人
に
来
て
や
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

塩
野
　
左
官
屋
さ
ん
は
、
鳩
工
舎
の
木
摺
り

を
見
て
　
「
こ
ん
な
見
事
な
木
摺
り
は
見
た
こ

と
が
な
い
。
隅
か
ら
隅
ま
で
き
ち
っ
と
仕
事

が
し
て
あ
る
。
自
分
た
ち
左
官
屋
も
手
を
抜

く
こ
と
は
で
き
な
い
」
　
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
初
め
か
ら
手
を
抜
く
つ
も
り
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
職
人
は
互
い
の
力
量

を
見
合
い
な
が
ら
恥
ず
か
し
く
な
い
仕
事
を

し
よ
う
と
考
え
ま
す
。
壁
を
塗
っ
た
後
、
釘

の
先
に
麻
ひ
も
が
付
い
た
ト
ン
ボ
と
い
う
も

の
を
打
ち
込
ん
で
強
度
を
高
め
る
の
で
す
が
、

そ
の
ト
ン
ボ
の
数
も
麻
ひ
も
の
長
さ
も
す
べ

て
途
中
で
変
更
し
た
そ
う
で
、
「
鵜
工
舎
に

決
し
て
負
け
な
い
仕
事
を
し
た
」
　
と
言
っ
て

い
ま
し
た
よ
。

小
川
　
そ
れ
は
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

塩
野
　
こ
う
し
て
、
丈
夫
で
い
い
建
物
が
造

ら
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
ご
本
尊
が
安
置
さ

れ
る
場
所
の
壁
は
、
漆
喰
塗
り
で
は
な
く
和

紙
が
張
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

小
川
　
襖
と
同
じ
よ
う
な
造
り
で
、
紙
が
湿

気
を
吸
収
し
て
調
節
す
る
た
め
、
仏
様
が
傷

ま
な
い
ん
で
す
ね
。

塩
野
　
日
本
ほ
ど
紙
の
技
術
が
発
達
し
て
き

た
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
昔
か
ら
あ
る

和
紙
は
、
少
な
く
と
も
千
年
は
保
ち
ま
す
。

そ
う
い
う
和
紙
を
集
め
て
き
て
、
一
番
下
に

は
縦
目
の
紙
を
貼
り
、
次
は
横
目
の
紙
を
貼

り
、
そ
れ
を
五
、
六
回
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

表
具
屋
さ
ん
は
　
「
二
百
年
、
三
百
年
経
っ
た

頃
に
、
剥
が
れ
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
紙
は
ま
だ
保
つ
の
で
、
そ
れ
を

貼
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
」
　
と
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
い
う
建
物
に
は
、
日
本
の
文
化
が

長
年
積
み
重
ね
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
が

集
ま
っ
て
い
る
。
膨
大
な
人
た
ち
の
力
と
知

恵
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
で
き
上
が

っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

三
文
字
　
立
派
な
お
堂
を
、
日
本
を
代
表
す

る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
方
々
に
造
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
て
、
感
謝
の
一
言
に
尽
き
ま

す
。
こ
れ
か
ら
私
た
ち
檀
家
が
積
極
的
に
集

い
、
信
仰
の
力
に
よ
っ
て
、
後
世
に
い
つ
ま

で
も
残
る
よ
う
な
本
堂
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
本
日
は
貴
重
な
お
話
し
を
、
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
対
談
記
録
か
ら
抜
粋
し
て
構
成
、
敬
称
略
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和
聖
　
ん
の

心
に
浮
か

五
十
三
歳
の
手
習
い

鶴
が
大
き
く
翼
を
広
げ
た
よ
う
に
気
高
く
、

美
し
く
、
優
し
い
姿
の
本
堂
が
で
き
つ
つ
あ

り
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
方
と
と
も
に
、
こ

の
大
事
業
の
無
事
円
成
な
る
こ
と
を
祈
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
職
人
さ
ん
達
は
毎
夜
遅
く
ま
で
カ

ン
ナ
の
刃
を
研
い
で
い
ま
し
た
。
然
も
そ
の

姿
は
み
な
善
々
と
し
て
、
大
変
な
感
動
を
覚

え
ま
し
た
。
こ
の
姿
を
見
て
、
私
も
も
っ
と

自
分
自
身
を
磨
く
修
行
を
積
ま
ね
ば
な
ら
な

き
た
る
平
成
二
十
年
九
月
十
八
日
　
（
木
）
、

い
よ
い
よ
私
た
ち
の
新
本
堂
が
落
慶
の
日
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
－
・

落
慶
式
前
後
の
九
月
十
六
～
十
九
日
は
、

準
備
等
の
た
め
法
要
の
お
申
し
込
み
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
新
本
堂
で

の
法
要
は
、
九
月
二
十
日
の
彼
岸
人
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
新
し
い
ご
本
堂
は
ぜ
ひ
慶
事
か
ら

い
と
発
奮
し
た
の
で
し
た
。
「
本
堂
だ
け
が

立
派
に
出
来
上
が
っ
て
も
中
身
の
な
い
ガ
ラ

ン
堂
で
は
笑
わ
れ
る
」
と
思
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。
そ
こ
で
九
月
よ
り
、
師
家
養
成
所
と

い
っ
て
、
教
師
資
格
を
有
す
る
僧
侶
を
養
成

す
る
修
行
機
関
に
入
り
、
一
年
間
に
九
十
日
。

そ
れ
を
四
年
。
大
本
山
永
平
寺
や
総
持
寺
の

若
い
修
行
僧
に
混
じ
っ
て
坐
禅
を
中
心
と
し

た
修
行
生
活
を
送
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

本
山
で
は
毎
朝
三
時
半
起
床
、
九
時
就
寝
の

生
活
で
す
。
正
直
、
ど
こ
ま
で
続
け
ら
れ
る

か
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
卒
、
ご
理
解

を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

修
行
の
糧
を
今
後
の
長
泉
寺
の
運
営
に
反

映
さ
せ
、
檀
信
徒
の
皆
様
方
に
振
り
向
け
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
嬉
し
い
と
念
願
し
て
お
り

ま
す
。
留
守
中
、
く
れ
ぐ
れ
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

ス
タ
ー
ト
し
た
い
と
考
え
、
落
慶
式
の
行
わ

れ
る
九
月
に
新
本
堂
で
結
婚
式
を
お
申
し
込

み
の
先
着
一
組
様
へ
、
特
典
と
し
て
式
費
用

を
無
料
と
し
、
さ
ら
に
新
婚
旅
行
費
用
と
し

て
三
十
万
円
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
予
定
で
す
。

来
年
、
ご
結
婚
を
予
定
さ
れ
て
い
る
皆
様
は
、

ど
う
ぞ
ご
検
討
を
。

他
に
も
、
落
慶
の
お
祝
い
に
さ
ま
ざ
ま
な

イ
ベ
ン
ト
を
企
画
中
で
す
。
前
夜
祭
に
は
、

あ
っ
と
驚
く
豪
華
な
ゲ
ス
ト
が
登
場
す
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
楽
し
み
に
！

長
泉
寺
新
本
堂
再
建
用
材
を
使
用
し

て
製
作
し
た
記
念
の
表
札
板
を
、
抽
選

で
三
十
名
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

前
ペ
ー
ジ
の
対
談
記
事
で
ご
紹
介
し

ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
新
本
堂
に

は
樹
齢
千
年
以
上
に
も
な
る
カ
ナ
ダ
の

槍
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

厳
し
い
風
雪
を
耐
え
抜
い
て
大
き
く

育
っ
た
カ
ナ
ダ
槍
は
、
木
肌
が
美
し
く
、

水
を
弾
い
て
腐
り
に
く
く
、
白
ア
リ
も

つ
き
に
く
い
と
い
う
特
性
を
持
ち
、
「
薬

師
寺
金
堂
」
再
建
に
も
用
い
ら
れ
ま
し

た
。
ま
さ
に
、
千
年
先
ま
で
を
視
野
に

入
れ
た
新
本
堂
再
建
に
ふ
さ
わ
し
い
、

誇
り
高
き
大
樹
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
カ
ナ
ダ
槍
に
職
人
さ
ん
た
ち
の

手
で
丁
寧
に
カ
ン
ナ
が
け
し
て
い
た
だ

き
、
長
泉
寺
の
刻
印
を
入
れ
た
表
札
は
、

新
本
堂
の
分
身
の
よ
う
な
も
の
。
皆
様

方
の
益
々
の
ご
繁
栄
を
願
い
、
一
つ
ひ

と
つ
に
ご
祈
祷
も
行
い
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
、
末
永
く
お
使
い
く
だ
さ
い
。

ご
応
募
の
締
切
は
一
月
末
日
ま
で
！

『
異
評
　
司
馬
遼
太
郎
』岩

倉
博
・
著

角
田
市
出
身
で
長
泉
寺
の
檀
信
徒
で
も
あ

る
著
者
は
、
業
務
の
傍
ら
個
人
で
ミ
ニ
冊
子

を
発
行
し
、
精
力
的
な
文
筆
活
動
を
続
け
て

い
る
方
で
す
。
長
年
に
わ
た
る
研
究
・
執
筆

の
成
果
を
単
行
本
に
ま
と
め
た
本
書
で
は
、

大
衆
意
識
に
対
す
る
歴
史
小
説
の
影
響
に
つ

い
て
鋭
い
批
評
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

司
馬
遼
太
郎
と
い
え
ば
　
「
国
民
的
人
気
作

家
」
　
と
も
い
え
る
大
作
家
で
す
が
、
司
馬
作

品
の
　
「
功
」
　
は
多
く
語
ら
れ
る
の
に
　
「
罪
」

を
論
じ
ら
れ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
に
危
機
感
を
抱
い
た
著
者
は
、

司
馬
作
品
の
歴
史
観
に
は
不
十
分
性
が
あ
り
、

も
っ
と
功
罪
両
面
で
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と

提
言
し
て
い
ま
す
。

何
ご
と
も
偏
っ
た
視
点
だ
け
で
は
正
し
い

判
断
は
で
き
ま
せ
ん
。
不
安
定
な
国
際
情
勢

の
中
、
右
傾
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
日
本
の
現

在
を
見
つ
め
な
お
す
良
い
き
っ
か
け
に
な
る

本
だ
と
思
い
ま
す
。
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