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昭
和
五
十
八
年
は
当
寺
が
天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）
麓
村
浦
之
原
に
堂
宇

を
建
立
し
て
か
ら
四
百
年
目
に
相
当
し
、
親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
法
要
に
併

せ
て

「当
寺
開
創
四
百
周
年
記
念
法
要
」
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。
そ
の
お
待
ち

受
け
と
し
て
、
本
紙
２
号
で
は
当
寺
開
創
の
縁
起
を
た
ず
ね
、
往
時
の
歴
史
を

ふ
り
か
え
る
記
事
を
特
集
し
て
み
ま
し
た
。

安
達
左
衛
門
尉
兼
道
、
親
鸞
聖
人
御
染
筆
の
尊
像
を
授
け
ら
る

親
鸞
聖
人
が
常
陸
国
笠
間
の
郡
稲
田
の
郷
で

一
向
専
修
の
法
義
を
弘
め
て
お

ら
れ
た
時
、
聴
聞
す
る
道
俗
男
女

の
中
に
安
達
左
衛
門
尉
兼
道
と
い
う
浪
人
が

あ

っ
た
。
兼
道
は
も
と
都
の
人
で
あ

っ
た
が
、
故
あ

っ
て
筑
波
山
麓
に
住
み
宿

縁
浅
か
ら
ず
聖
人
の
化
導
に
あ
い
、
他
力
の
法
義
を
よ
ろ
こ
び
、
聖
人
に
帰
依

し
て
常
随
給
仕
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
そ
の
後
貞
永
元
年

（
一
二
三
二
）
八

月
、
聖
人
が
京
都
に
お
帰
り
に
な
る
際
、　
天
「
を
か
ぎ
り
何
れ
の
時
に
か
逢
ひ

奉
る
べ
き
」
と
兼
道
は
聖
人
の
お
衣
の
袖
に
す
が

っ
て
深
く
別
れ
を
悲
し
み
涙

に
む
せ
ん
だ
。
聖
人
時
に
感
涙
の
あ
ま
り
即
座
に
お
筆
を
と
ら
せ
ら
れ
阿
弥
陀

如
来
の
尊
像
を
染
筆
し
て
兼
道
に
授
け
ら
れ
た
。
∧
こ
の
方
便
法
身
尊
像
は
今

に
当
寺
の
寺
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
２
ペ
ー
ジ
の
写
真
∨
聖
人
は
兼
道

に

「
か
た
じ
け
な
く
も
我
ら
が
身
代
り
に
無
上
殊
勝

の
願
を
建
立
し
救
わ
ず
ば
お
く
ま
じ
と
誓
ひ
給
ひ
、

正
覚
す
で
に
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
り
給

へ
る
尊

像
を
授
く
る
に
よ

っ
て
、
こ
の
の
ち
親
鸞
恋
し
く
ば

こ
の
尊
像
を
ね
ん
ご
ろ
に
給
仕
し
奉
る
べ
し
」
と
仰

せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
兼
道
は
終
生
こ
の
尊
像
を
安
置

し
て
恭
敬
尊
重
し
た
。

道
西
、
尊
像
に
蓮
如
上
人
御
裏
書
を
受
く

兼
道
の
子
安
達
左
兵
衛
は
商
人
と
な
り
羽
州
庄
内

塩
越
村
に
居
住
し
て
い
た
が
、
左
兵
衛
の

一
子
が
出

家
し
て
道
西
と
号
し
た
。
道
西
は
父
祖
伝
来
の
尊
像

を
奉
じ
て
真
宗
の
法
義
を
弘
通
し
て
い
た
。
康
正
元

年

（
一
四
五
五
）
本
願
寺
蓮
如
上
人
が
宗
祖
聖
人
の

旧
跡
巡
拝
の
た
め
羽
州
に
御
下
向
に
な
り
三
月
二
十

四
日
こ
の
尊
像
を
拝
覧
さ
れ
、
渇
仰
の
あ
ま
り
み
ず

か
ら
お
筆
を
下
し
お
裏
書
を
与
え
、
支
証
の
た
め
御

印
を
下
し
給
う
た
。
そ
の
後
上
人
は
御
経
回
を
終
わ

り
文
明
三
年

（
一
四
七

一
）
越
前
の
吉
崎
に
隠
居
し

給
う
た
が
、
道
西
は
上
人
を
慕

っ
て
吉
崎

へ
参
り
数

日
御
教
化
を
受
け
帰
国

の
途
次
、
加
州
石
川
郡
松
野

木
村
明
専
寺
に
し
ば
ら
く
逼
留
し
て
い
た
が
、
そ
の

地
の
領
主
は
織
田
信
長
の
幕
下
だ

っ
た
の
で
道
西
は

退
け
ら
れ
、
明
専
寺
も
兵
火
に
焼
き
払
わ
れ
た
た
め

こ
の
尊
像
を
負

い
奉
り
戦
禍
を
避
け
信
州
戸
隠
の
辺

に
し
ば
ら
く
居
住
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
な
お
ま
た

信
越
の
乱
お
こ
り
、
ひ
そ
か
に
の
が
れ
て
下
越
後
岩

船
に
居
住
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
当
寺
の
開
基
延

定
房
祐
善
は
能
登
国
、
柏
原
の
人
で
あ

っ
た
が
天
正
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年
間
戦
禍
を
避
け
て
越
後
に
移
住
し
法
義
弘
通
の
た

め
こ
こ
か
し
こ
経
回
し
て
い
た
が
、
奇
し
く
も
道
西

に
師
事
し
と
も
に
教
化
に
つ
と
め
た
。

当
寺
開
基
祐
善
、
尊
像
を
授
け
ら
る

道
西
老
境
に
お
よ
び
死
期
も
近
づ
い
た
の
で
、
朝

夕
給
仕
し
て
い
た
弟
子
の
祐
善
に
父
祖
伝
来
の
尊
像

を
授
け
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
祐
善
は
宿
縁
を
よ
ろ

こ
び
尊
像
を
恭
敬
し
法
義
弘
通
に
は
げ
ん
だ
。
そ
の

後
し
ば
し
ば
弥
彦
の
麓
を
往
返
し
て
い
る
う
ち
に
聞

く
者
こ
れ
に
帰
依
し
、
拝
す
る
者
信
を
生
じ
た
。
そ

こ
で
こ
の
地
の
同
行
は
祐
善
を
こ
の
地
に
と
ど
め
る

こ
と
に
な
り
天
正
十
二
年
当
寺
を
建
立
し
こ
の
尊
像

を
奉
安
し
た
。
以
来
退
転
な
く
今
に
伝
来
す
る
と
こ

ろ
と
な

っ
た
。
∧
当
寺
蔵
本
尊
縁
起
に
拠
る
∨

祐
善
、
能
登
か
ら
海
路
間
瀬
浜
に
上
陸

開
基
延
定
房
祐
善
は
能
登
国
柏
原
の
人
で
天
正
の

こ
ろ
そ
の
地
に
戦
乱
が
あ
り
矢
弾
の
中
を
の
が
れ
よ

う
と
す
る
と

一
弾
は
袈
裟
を
か
す
め
て
落
ち
、
次
の

弾
は
法
衣
の
袖
を
貫
こ
う

と
す
る
と
袖
が
う
ず
巻
い

て
弾
を
包
み
辛
く
も
難
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
。
戦
禍
を
の
が
れ
て

海
路
越
後
国
蒲
原
郡
間
瀬

村
の
浜
に
上
陸
し
た
時
祐

善
に
供
奉
し
て
同
じ
船
で

越
後
に
移
住
し
た
信
徒
が

あ

っ
た
。

祐
善
に
供
奉
し
て
移
住
し
た
信
徒

▽
武
石
金
五
郎
　
弥
彦
村
　
麓
　
　
▽
森
田
源
五
兵

衛
　
観
音
寺
、
後
に
弥
彦
　
▽
渡
辺
定
四
郎
　
曽
根

後
に
函
館
、
能
登
屋
と
号
す
　
▽
田
中
伊
之
助
　
升

潟
村
大
関
、
後
に
曽
根
　
▽
山
本
作
兵
衛
　
升
潟

▽
加
藤
善
九
郎
　
和
納
村
本
町
　
後
に
津
右
衛
門
と

称
す
　
▽
棚
橋
弥
次
兵
衛
　
浜
首
、
後
に
東
京
　
以

上
の
七
人
と
伝
え
る
が
、

こ
の
ほ
か
次
の
二
人
が
供

奉
し
た
と
い
う
十
人
説
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
・

▽
星
野
作
右
衛
門
　
一化
見
　
▽
小
森
曽
右
衛
門
　
升

潟
村
浦
村
、
後
に
新
潟
、
庄
八
と
称
す
　
▽
加
賀
谷

卯
之
七
　
寺
泊
町
磯
町
、
能
登
屋
と
号
す
。

能
登
国
柏
原
と
当
寺
の
山
号

当
寺
は
古
く
か
ら
柏
原
山
を
山
号
と
し
、
寺
族
は

柏
原

（
か
し
わ
ば
ら
）
を
姓
と
す
る
。
開
基
祐
善
の

在
所
を
か
た
ど

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
伝
え
る
。
当

寺
の
古
記
録
と
し
て
は
第
十
世
恵
因
の
集
録

一
巻
が

あ

っ
た
が
昭
和
十
五
年
の
大
火
に
焼
失
し
た
。
以
上

は
現
住
職
が
古
記
録
や
□
伝
の
記
憶
を
た
ど

っ
て
集

録
し
た

「
見
聞
拾
遺
集
」

（昭
和
３３
）
に
拠
る
。

昭
和
四
十
八
年
弥
彦
村
誌
を
読
ま
れ
た
和
嶋
俊
二

氏

（石
川
県
珠
洲
市
在
住
、
地
名
研
究
家
）
か
ら
当

寺

へ
照
会
の
手
紙
が
あ
り
、
能
登
の
柏
原
は
珠
洲
市

宝
立
町
柏
原
で
あ
る
こ
と
を
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

地
名
の
由
来
は
地
内
の
式
内
社
、
加
志
波
良
比
古
神

社
か
ら
こ
の
名
を
と

っ
た
と
い
わ
れ
、
加
志
原

・
橿

原
と
も
書
く
。
∧
角
川
、
日
本
地
名
大
事
典
∨

な
お
中
世
に
は
加
賀
を
中
心
に
能
登
、
越
前
、
越

中
に

一
向

一
揆
の
蜂
起
が
あ
り
、
開
基
祐
善
が
能
登

の
戦
禍
を
の
が
れ
て
海
路
越
後
を
め
ざ
し
た
の
は
、

大
胆
な
推
断
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
上
杉
謙
信
が
天

正
五
年

（
一
五
七
七
）
九
月
七
尾
城
を
占
領
し
て
能

登
を
領
国
の
な
か
に
併
呑
し
た
時
で
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
裏
づ
け
る
資
料
に
乏

し
く
後
日
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Y
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一

転
派
の
こ
と
　
当
寺
は
開
基
以
来
真
宗
大
谷
派
末

寺
で
あ

っ
た
が
、
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
、
当
寺
第

四
世
祐
西
の
時
代
）
信
仰
上
の
こ
と
で
信
州
、
越
後

の
約
百
力
寺
と
と
も
に
仏
光
寺
派
に
転
派
し
、
そ
の

後
も
当
時
の
歴
史
を
保

っ
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

当
時
ま
で
御
本
尊
は
絵
像
を
安
置
し
て
い
た
が
、
元

禄
二
年

（
一
六
八
九
）
六
月
十
四
日
、
仏
光
寺
第
二

十
代
随
如
上
人
の
木
仏
尊
像
の
御
裏
書
を
頂
き
、
お

木
像
を
御
本
尊
と
し
て
奉
安
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

七
世
祐
照
　
七
代
目
住
職
の
時
代
に
正
意
安
心
に

帰
し
、
安
心
を
改
め
た
日
が
六
日
で
あ

っ
た
の
で
こ

の
住
職
を

「
六
日
老
僧
」
と
称
し
た
。
こ
の
時
以
来

写
真
は
当
寺
寺
宝
、
右
か
ら
親
鸞
聖
人
御
筆
の
十
字
名

号
と
、
蓮
如
聖
人
御
筆
の
六
字
名
号

正
し
い
法
義
相
続
の
た
め
和
語
宝
典
を
読
ん
で
質
疑

応
答
す
る
間
法
活
動
が
寺
の
庫
裡
で
、
ま
た
老
門
徒

が
頭
と
な

っ
て
在
家
の
宅
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
を
後
に

「お
寄
り
」
と
名
づ
け
る
。

八
世
理
教

．
若
く
し
て
上
洛
、
宗
余
乗
を
学
び
自

坊
に
帰
り
父
を
し
て
正
意
に
帰
せ
じ
め
た
。
中
島
大

蓮
寺
実
相
と
と
も
に
寺
泊
聖
徳
寺
円
雅
に
師
事
、
寝

食
を
忘
れ
て
法
義
を
研
さ
ん
し
、　
つ
い
に
疲
労
の
あ

ま
り
床
に
臥
し
た
。
当
時
聖
徳
寺
に
い
た
志
ん
女
は

後
の
心
光
寺
坊
守
で
看
護
に
当
た
り
、
ま
の
あ
た
り

見
聞
し
た
と
こ
ろ
を
感
激
し
て
人
に
語

っ
た
と
か
。

か
く
て
教
化
は
実
を
結
び
寺
泊
、
中
島
、
麓
、
船
越

河
間
と
お
寄
り
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

十
世
恵
因
　
文
筆
に
長
じ
書
を
能
く
し
当
寺
の
重

要
古
記
録
の
編
集
、
過
去
帳
の
作
成
等
歴
世
中
で
も

功
労
者
と
い
え
る
。
第
十

一
世
恵
空
が
本
山
褒
賞
を

受
け
た
答
礼
に
上
洛
中
病
没
、
門
徒
総
代
竹
之
内
松

右
衛
門
が
上
洛
、
東
山
本
廟
に
広
福
寺
墓
を
建
て
遺

骨
を
納
め
て
帰

っ
た
。

十

一
世
恵
空
　
本
山
で
堂
衆
を
務
め
て
い
た
折
に

九
州
長
崎
に
飢
饉
が
あ
り
、
弘
教
使
お
そ
れ
て
差
向

を
命
じ
ら
れ
て
も
辞
退
す
る
者
が
続
出
し
た
。
時
に

恵
空
苦
難
に
身
を
挺
し
特
命
を
も

っ
て
御
書
を
奉
じ

て
下
向
し
、
困
窮
の
門
末
は
そ
の
化
導
を
大
い
に
喜

ん
だ
。
本
山
房
官
小
幡
大
和
介
を
補
佐
し
て
本
山
の

経
済
的
苦
況
脱
出
に
も
功
が
あ
り
勤
続
十
年
、
本
山

か
ら
の
褒
賞
数
度
に
及
び
随
如
上
人
御
自
作
の
親
鸞

聖
人
御
真
影
、
小
厨
子
入
り
お
木
像
を
拝
受
し
自
坊

え
て
お
錘
ｋ
そ
む
か
ず
、

幼
時
恵
明
と
称
し
た
の
で

村
民
は

「
蜂
で
ハ
ン
ミ
ョ

ウ
、
坊
主
で
エ
ミ
ョ
ウ
」

と
お
そ
れ
た
と
い
う
。
晩

年
は
悠
々
自
適
、
猿
を
愛

し
て
座
辺
に
お
き
命
じ
て

煙
管
を
掃
除
さ
せ
た
と
か
。
布
教
に
妙
を
得
、
平
素

訥
弁
で
も

一
度
高
座
に
上
れ
ば
妙
弁
流
れ
る
が
如
く

凛
と
し
て

一
場
を
圧
し
別
人
の
観
が
あ

っ
た
。

十

二
世
恵
海
　
本
町
広
海
寺
慧
満
の
男
で
養
子
と

て
法
灯
を

つ
い
だ
。
布
教
に
心
血
を
注
ぎ
特
に
宗
祖

の
御
伝
文
の
研
さ
ん
久
し
く
、
日
夜
筆
録
に
つ
と
め

報
恩
講
二
十
九
日
の
講
話
に
は
声
涙
と
も
に
下
り
満

座
を
感
泣
さ
せ
た
。
囲
碁
に
長
じ
ま
た
凧
を
好
み
本

多
清
兵
衛

（清
倫
）
老
人
に
大
凧
の
絵
を
描
か
せ
浦

之
原
で
う
ち
あ
げ
て
興
じ
た
と
い
う
。

十
三
世
法
道
　
十
四
歳
に
し
て
出
雲
崎
万
因
寺
円

訓
社
は
翻
が
い
れ
『
鵜
麒
競
察

居ご法
躍

席 ‐こ
欄
姉
』
は
蛛

び
会
読
の
鬼
と
称
せ
ら
れ
た
。
性
剛
直
、
行
儀
厳
正

世
事
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
。
大
正
十
二

年
東
京
別
院
輸
番
に
赴
任
し
て
三
日
目
関
東
大
震
災

で
堂
宇
が
全
焼
じ
数
年
に
し
て
再
建
、
勤
続
十
五
年

自
坊
に
帰
り
助
講
師
を
授
け
ら
れ
た
。
生
来
茶
を
た

し
な
み
晩
年
は
書
を
楽
し
ん
で
余
生
を
送

つ
た
。

ｙ一

に
帰
り
教
区
年
行
司

果
断
、
奇
智
に
富
み
、

（教
区
長
）
を
務
め
た
。
剛
腹

そ
の
言
行
は

一
見
専
横
に
見



2号 広 福 寺 だ よ り 昭和58年 3月  (4)

柏
原
山
広
福
寺
之
景
　
明
治
三
十
五
年
五
月
名

古
屋
光
彰
館
製
版
の
銅
版
が
残
さ
れ
て
い
ま
し

た
の
で
新
潟
の
旭
光
社
で
拡
大
し
て
印
刷
、
昭

和
十
五
年
の
大
火
で
焼
失
以
前
の
当
寺
の
堂
宇

境
内

の
お
も
か
げ
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
い
た
し

た
く
当
寺
開
創
四
百
周
年
記
念
法
要
の
記
念
品

と
し
て
、
こ
の
ほ
ど
門
信
徒
各
位
に
配
布
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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●
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芳
輝

発
行
所
　
　
広
　
福
　
寺
　
　
０
９
５
９
１
０
３
、．

、新 ）
潟
県
西
蒲
原
郡
弥
彦
村
大
字
麓
６
５
９
０

第
五
世
坊
守
妙
智
　
お
釈
迦
様
の
涅
槃
像
の
寄
進

を
発
起
し
奉
仕
の
尼
二
人
随
喜
し
て
補
佐
し

つ
い
に

巾
七
尺
、
丈
二
間
の
大
幅
涅
槃
像
寄
進
の
大
業
を
な

し
と
げ
以
来
涅
槃
会
に
こ
れ
を
奉
掲
し
て
き
た
が
惜

し
く
も
昭
和
十
五
年
の
大
火
に
焼
失
し
た
。

第
九
世
坊
守
妙
往
　
寺
泊
聖
徳
寺
か
ら
輿
入
れ
の

く
に
女
、
武
芸
に
た
け
柔
道
、
殊
に
長
刀
の
達
人
で

あ

っ
た
。
大
力
で
朝
は
米
俵
を
片
手
に
持

っ
て
掃
除

し
夜
は
長
刀
を
携
え
て
境
内
を
巡
回
し
警
備
に
当
た

っ
た
と
い
う
。
あ
る
時
茶
の
間

へ
長
蛇
が
侵
入
、
住

職
驚
い
て

「配
も
の
な
り
、
速
や
か
に
出
合

へ
」
と

呼
ば
わ
る
と
、
坊
守
待
ち
も
う
け
た
り
と
ば
か
り
に

馳
せ
参
じ
苦
も
な
く
蛇
を
長
刀
に
く
る
く
る
巻
き

つ

け
て
庭
外
に
放

っ
た
と
い
う
。
黒
塗
り
金
蒔
絵
の
長

刀
、
槍
が
保
存
さ
れ
て
い
た
が
昭
和
の
大
火
に
焼
失

し
た
。
輿
入
れ
の
時
持
参
の
欅
材
造
り
の
小
箪
笥
は

今
も
残
さ
れ
て
い
る
。
歴
世
坊
守
中
の
女
傑
。

梵
鐘
供
養
　
正
徳
三
年

（
一
七

一
四
）
第
五
世
祐

円
の
時
代
に
梵
鐘
が
供
養
さ
れ
た
。
こ
の
時
下
通
り

（鱚

・
曽
根

・
升
潟
）
檀
中
の
寄
進
で
杉
角
材
の
鐘

楼
が
建
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
明
治
三
十
四
年
第
十
三

世
法
道
の
時
代
に
再
鋳
、
昭
和
十
七
年
戦
時
金
属
類

特
別
回
収
の
た
め
供
出
、
昭
和
四
十

一
年
篤
志
者
本

間
孝
殿
の
懇
志
上
納
も
あ
り
高
岡
市
で
新
鋳
供
養
し

今
日
に
至

っ
て
い
る
。
戦
前
は
午
前
十

一
時
に
時
の

鐘
を

つ
い
て
村
民
に
親
し
ま
れ
、
報
恩
の
た
め
昭
和

三
年
二
月
、
高
嶋
二
郎
右
衛
門
殿
が
発
起
人
と
な
り

梵
鐘
講
が
結
成
さ
れ
、
今
に
う
け

つ
が
れ
て
い
る
。

＾
】

電

話

０

２

５

６

９

４

一

２

４

３

７
女
性
講
　
本
山
第
二
十
四
世
随
念
上
人
御
裏
方
念

心
尼
公
は
女
性
講
を
結
成
さ
れ
越
後
教
区
末
寺
を
御

巡
教
に
な
り
天
保
十
四
年

（第
十

一
世
恵
空
の
代
）

御
書
が
下
付
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
門
徒
宅
で
講
を
結

び
法
座
を
開
き
、
今
に
う
け

つ
が
れ
て
い
る
。

お
講
　
な
お
江
戸
中
期
以
降

（元
禄
、
寛
保
、
明

和
、
天
明
）
惣
講
中
、
亭
主
お
講
、
女
房
講
、
若
衆

お
講
が
麓
村
内
を
い
く
つ
か
の
組
に
わ
け
、
村
外
の

世
間
は
集
落
ご
と
に
八
日
講
を
結
成
し
今
日
に
至

っ

て
い
る
。
こ
の
日
は
鐘
を

つ
き
太
鼓
を
打

っ
て
開
講

を
知
ら
せ
米
、
野
菜
、　
マ
キ
な
ど
持
ち
寄
り
勤
行
、

御
書
拝
読
、
説
教
が
あ
り
お
と
き
を
頂
き
信
仰
を
固

め
て
き
た
。
∧
文
中
敬
称
略
、
お
許
し
下
さ
い
。
∨

昭
和
十
五
年
の
大
火
と
復
興
　
五
月
二
日
当
寺
か

ら
出
火
、
心
光
寺
は
じ
め
二
十
九
戸
を
類
焼
す
る
大

火
で
堂
字
を
全
焼
す
る
未
曽
有
の
災
禍
に
見
舞
わ
れ

た
が
、
衆
恩
を
う
け
大
河
津
村
町
軽
井
中
村
家

の
家

屋
を
購
入
し
て
仮
堂
を
造
営
し
十

一
月

一
日
御
遷
仏

を
迎
え
た
。
昭
和
二
十
七
年
新
本
堂
再
建
が
発
議
さ

れ
、
広
く
有
縁
の
人
々
の
浄
財
に
よ
り
昭
和
二
十
八

七
月
十
三
日
上
棟
式

（棟
梁
隼
野
孝
之
殿
、
副
棟
梁

武
石
祥
輔
殿
）
、
十

一
月

一
日
御
入
仏
慶
讃
法
要
を

勤
修
し
満
堂
の
参
集
者

一
同
感
泣
の
う
ち
に
新
本
堂

の
落
成
を
随
喜
し
た
。
以
来
約
二
十
年
門
信
徒
各
位

の
御
懇
念
に
支
え
ら
れ
、
本
堂
瓦
葺
工
事
を
は
じ
め

着
々
と
堂
宇
の
整
備
が
続
け
ら
れ
、
本
年
こ
こ
に
御

遠
忌
の
盛
儀
を
迎
え
る
に
至

っ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に

御
同
慶
に
た
え
ま
せ
ん
。

印
刷
　
　
ワ
ノ
ウ
印
刷


