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﹁
い
ま
﹂
の
生
き
方
を
問
う

東
長
寺
は
、い
つ
も
そ
の
時
代
の﹁
い
ま
﹂の
生
き
方
を
問
う
て
き
ま
し
た
。

家
族
の
あ
り
方
が
変
わ
り
、核
家
族
の
暮
ら
し
に
慣
れ
た
九
〇
年
代
。

個
人
の
あ
り
方
を
問
い
ま
し
た
。ひ
と
つ
の
答
え
が
、供
養
の
姿
。

家
族
が
守
る
墓
だ
け
で
は
な
く
、個
人
の
永
代
供
養
の
あ
り
方
を
示
し
ま
し
た
。

思
い
が
け
ず
世
界
が
身
近
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
二
〇
〇
〇
年
代
。

祈
り
は
、広
く
人
類
の
間
で
交
わ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

個
人
が
、血
縁
、地
縁
を
超
え
て
つ
な
が
り
を
も
つ
、無
縁
の
縁
を
結
ぶ
意
味
が
、こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

二
〇
一
一
年
。
日
本
に
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
で
す
。

国
を
あ
げ
て
一
瞬
手
を
止
め
て
、そ
し
て
誰
も
が
考
え
ま
し
た
。
今
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

意
識
の
何
か
が
変
わ
り
始
め
て
、あ
る
問
い
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
す
。

　

次
の
世
代
に
、何
か
を
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？

振
り
返
れ
ば
こ
れ
ま
で
は
、他
人
の
こ
と
に
か
ま
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
成
長
の
時
代
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
今
、私
た
ち
は
、生
き
る
力
を
次
の
世
代
へ
、別
の
地
域
へ
伝
え
て
ゆ
く
、

ひ
と
つ
の
循
環
が
大
切
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
が
ま
た
、自
分
に
還
っ
て
く
る
こ
と
を
。

│
そ
れ
は
、未
来
へ
の
回え
こ
う向
と
い
う
姿
。

東
長
寺
は
文
由
閣
と
新
た
な
縁
の
会
の
仕
組
み
を
立
ち
上
げ
ま
す
。そ
の
背
景
に
は
、

伝
統
を
活
か
し
、次
世
代
の
文
化
を
創
造
す
る
文
化
支
援
、

他
の
地
域
と
の
循
環
を
は
か
る
地
方
寺
支
援
、

の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
未
来
へ
の
回
向
の
、ひ
と
つ
の
取
り
組
み
で
す
。

い
ま
を
生
き
る
私
た
ち
の
想
い
の
循
環
に
向
け
て

●   

次
世
代
の
文
化
を
創
造
す
る
文
化
支
援

●   

都
市
と
地
域
と
の
循
環
を
は
か
る
地
方
寺
支
援

平
成
元（
一九
八
九
）年

開
創
四
百
周
年
記
念
事
業
と
し
て
現
伽
藍
を
建
立
。

現
代
の
都
市
寺
院
の
あ
る
べ
き
姿
、新
し
い
価
値
を
示
す
。

文
禄
三（一
五
九
四
）年

熊
谷
の
東
竹
院
第
四
世
、雪
庭
春
積
和
尚
に
よ
り
開
創
。

平
成
二
十
七（
二
〇
一
五
）年

文
由
閣
建
立
・
新
縁
の
会
の
立
ち
上
げ

新
た
な
活
動
拠
点
と
な
る
檀
信
徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂の
建
立
と
と
も

に
新
た
な
縁
の
会
の
仕
組
み
を
立
ち
上
げ
る
。

平
成
十
三（
二
〇
〇
一
）年

多
宝
塔
の
立
ち
上
げ

同
年
に
起
き
た
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
を
受
け
、分
骨
し
、一
部

を
合
祀
す
る
こ
と
で
、個
人
を
超
え
た﹁
無
縁
の
縁
﹂を
結
ぶ
供
養
の

あ
り
方
を
示
す
と
と
も
に
、合
葬
墓﹁
多
宝
塔
﹂を
立
ち
上
げ
、平
成

十
八
年
よ
り
﹁
千
手
堂
﹂の
募
集
を
開
始
。

平
成
八（
一
九
九
六
）年

東
長
寺
縁
の
会
を
発
足・
羅
漢
堂
の
立
ち
上
げ

開
創
四
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、永
代
供
養
付
き
生
前
個

人
墓﹁
縁
の
会
﹂を
発
足
。
個
人
の
永
代
供
養
の
新
た
な
あ
り
方
を
示

す
と
と
も
に
、縁
の
会
の
納
骨
堂﹁
羅
漢
堂
﹂の
募
集
を
開
始
。
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住
職
挨
拶 

人
々
が
も
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
に
向
け
て

　

年
の
瀬
を
迎
え
、本
年
の
出
来
事
を
さ
ま
ざ
ま
に
振
り
返
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。こ
の
春
、震
災
か
ら
三
年
を
経
て
三
陸
鉄
道
が
全
線
で
運
転
を
再
開

し
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
く
、復
興
の
兆
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。一
方
、御
嶽
山
の
噴
火
や
度
重
な
る
大
雨
台
風
に
は
、自
然
へ

の
畏
敬
の
念
を
常
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
致
し
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
、御
寄
進
が
始
ま
り
ま
し
た
。わ
ず
か
一
カ
月
あ
ま
り
で
一
五
〇
〇

名
を
超
え
る
縁
の
会
会
員
の
皆
さ
ま
よ
り
御
支
援
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
は
、誠

に
心
強
く
、有
り
難
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。御
寄
進
頂
い
た
皆
さ
ま
の
お
名

前
は
、山
内
芳
名
板
に
掲
示
し
、永
劫
に
寺
史
芳
名
帳
に
記
録
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。御
寄
進
を
お
願
い
す
る
に
あ
た
り
、﹁
文
由
閣
﹂の
建
築
詳
細
を
は
じ
め
、

今
後
展
開
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
つ
い
て
五
度
の
説
明
会
を
開
催
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
が
、各
回
と
も
ご
好
意
あ
る
ご
発
言
を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。皆
さ
ま

か
ら
頂
き
ま
し
た
励
ま
し
の
お
言
葉
を
糧
に
、今
後
と
も
精
勤
し
て
参
り
ま
す
。

　

新
堂
建
立
は
僧
侶
に
と
っ
て
一
生
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
の
有
難
い
ご
縁
で

ご
ざ
い
ま
す
。
現
東
長
寺
伽
藍
が
建
立
さ
れ
た
の
が
二
十
六
年
前
、先
代
和
夫

大
和
尚
は
そ
の
機
を
境
に
東
長
寺
住
職
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
先
代
が
歩
ん

だ
足
跡
を
辿
る
よ
う
に
、私
も
同
じ
く
、住
職
就
任
の
機
に
新
堂
建
立
の
任
を

授
か
ら
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。そ
れ
に
は
、ま
さ
に
運
命
、む
し
ろ
宿

命
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
先
代
も
私
も
同
じ
く
三
十
半
ば
で
の

大
事
業
、ど
の
よ
う
な
思
い
で
取
り
組
ん
だ
の
か
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、こ

の
試
練
の
中
で
、先
代
の
教
え
を
受
け
取
れ
る
よ
う
な
予
感
が
致
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
こ
と
は
、檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解

ご
協
力
の
賜
物
と
、重
ね
重
ね
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
三
回
に
わ
た
る
仏
教
文
化
講
座
で
は
、新
堂

﹁
文
由
閣
﹂の
仏
具
制
作
を
担
当
す
る
各
地
伝
統
工
芸
師
を
お
招
き
し
、対

談
形
式
で
開
催
致
し
ま
し
た
。
各
地
の
伝
統
工
芸
の
再
生
を
願
い
、既
存
の
仏

具
屋
に
注
文
す
る
の
で
は
な
く
、実
際
に
現
地
の
作
家
と
話
し
合
い
を
続
け
な

が
ら
仏
具
の
製
作
を
依
頼
し
ま
し
た
。
人
の
手
が
生
み
出
す
表
現
に
は
、人
を

動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー︵
感
動
︶が
あ
る
、と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。
先
人
た
ち
の
知

1

2

［写真提供］
真光寺：写真1│霜田亮祐：写真2│フリックスタジオ：写真3│輪島屋善仁：写真4
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恵
に
よ
っ
て
培
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
に
、さ
ら
な
る
価
値
や
解
釈
を
明
ら
か

に
し
、革
新
的
な
表
現
に
挑
戦
し
続
け
る
こ
と
。こ
れ
こ
そ
本
当
の
意
味
で
の

伝
統
だ
と
強
い
信
念
を
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
と
お
話
さ
せ
て
頂
き
、大
変

刺
激
に
な
り
ま
し
た
。
我
々
宗
門
も
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
立
場
で
あ
る
点

で
は
同
様
で
あ
り
、伝
統
と
は
時
代
に
応
じ
た
革
新
的
な
試
み
を
重
ね
て
き

た
故
に
今
も
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
確
信
致
し
ま
し
た
。
分
野
は
違
っ
て
も
、一

緒
に
文
化
を
耕
し
て
い
き
た
い
と
さ
ら
に
気
概
が
強
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

現
在
、各
地
の
伝
統
工
芸
お
よ
び
地
方
の
自
然
環
境
は
衰
退
の
一
途
を
辿
っ

て
お
り
ま
す
。
東
長
寺
は
、そ
の
土
地
が
も
つ
時
の
流
れ
や
空
間
性
に
焦
点
を

当
て
、今
後
積
極
的
に
文
化
お
よ
び
地
方
の
支
援
活
動
を
行
っ
て
参
り
ま
す
。

人
々
が
も
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、失
わ
れ
ゆ
く
文
化
や
自
然
環
境
の
再
生
へ
と
循

環
的
に
結
ん
で
い
く
こ
と
が
、私
た
ち
の
使
命
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。ま
ず

は
別
府
・
輪
島
・
高
岡
と
い
っ
た
各
地
の
伝
統
文
化
の
保
全
活
動
を
は
じ
め
、千

葉
・
佐
賀
・
気
仙
沼
と
い
っ
た
各
地
方
寺
と
恊
働
し
、里
山
の
再
生
、脊せ
ぶ
り振
の
森

づ
く
り
、被
災
地
復
興
な
ど
の
自
然
環
境
保
全
活
動
を
通
し
て
各
地
の
風
土

の
あ
り
方
を
継
承
転
回
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
東
長
寺
は
伝
法

の
教
え
を
紐
解
き
つ
つ
、常
に
新
た
な
価
値
観
を
提
案
し
て
参
り
ま
す
。

　

住
職
に
な
っ
て
初
め
て
迎
え
る
年
越
し
で
す
。
大
晦
日
に
は
歳
末
法
要
が
ご

ざ
い
ま
す
。
除
夜
の
鐘
を
搗
き
、皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
新
年
を
お
祝
い
し
た
い
と

存
じ
ま
す
。山
内
一
同
、皆
さ
ま
の
ご
参
詣
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

 

合
掌

1 千葉県・真光寺周辺の里山の様子
2 豊かな自然をたたえた佐賀県の脊振山麓
3 別府の竹細工。十一月に行われた仏教文化講座での実演の様子
4 東長寺羅漢堂に納められている輪島塗による厨子と位牌壇

3

4

東
長
寺
住
職    

瀧
澤
遥
風

萬亀山 東長寺東長寺

瓦谷山真光寺真光寺

平磯山平磯山清凉院

迦葉山山清流寺

別府別府（竹細工）

高岡（銅器銅器）

輪島（輪島塗輪島塗）
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五階・慈嶽堂に安置される阿弥陀如
来像。土台と後光を表す光背は、世
界遺産の中尊寺（岩手県）の本堂・本
尊の製作総指揮を務めた京都の吉

田源之丞老舗にて製作が進められ

ている。［写真：海野惶世］
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屋外通路

屋外通路

屋外通路

屋外通路

屋外通路

雨水槽ほか設備機械室

エ
レ
ベ
ー
タ
ー（
E
V
）

五階│慈嶽堂（法堂）

最上階は、法要を営む文由閣の本堂です。東長三十三
世重興慈嶽和夫大和尚の想いを継ぐべく「慈

じがくどう

嶽堂」と名
付けられました。本尊として、平安時代後期に製作された
阿弥陀如来をお祀り致します。日中は、檀家、縁の会を問
わず故人のご法事をおつとめ致します。また、朝のつとめ（朝
課）と夕べのつとめ（晩課）、早朝坐禅会の実施とともに、阿弥
陀諷

ふ ぎ ん

経や地蔵諷経などの本尊諷経および先住忌、龍樹
諷経などの特別法要を行う予定です。檀信徒の皆さまの
みならず、広く一般の方にも参加して頂けますので、皆さま
お誘い合わせの上、ご来山下さい。

四階│龍樹堂（納骨堂）

納骨堂となる四階は、本年逝去した本間龍二へ頂いた皆さ
まの想いを受け継ぎ「龍

りゅうじゅどう

樹堂」と名付けました。お堂の中心
には「大地」や「体内」を意味する地蔵菩薩をお祀りします。
上階にお祀りした極楽浄土の教主・阿弥陀如来、大地を意
味する地蔵菩薩。天と地の間に位置するこの階に皆さまの
足跡を記憶する位牌壇を配し、ご位牌を安置致します。

三階│講堂

文由閣の中層である三階は、文由閣の文化発信拠点とな
る講堂です。講演会や展示会など、檀信徒の皆さまや一般
の方にも参加頂ける行事を執り行って参ります。

二階│承庵（斎場）

檀信徒の皆さまのご葬儀をおつとめさせて頂く葬祭の場で

す。故人の想いを受け継ぐ場として「承
しょうあん

庵」と名付けました。
「承庵」の「承」の字には、前のものを受け継ぐという意味が
あります。葬祭は故人との最後のお別れの場ですが、命は
亡くなっても「生」は決して消滅しません。その生を受け継ぎ、
想いを継承する場となるようおつとめさせて頂きます。

一階│ロビー

全面ガラス張りの空間を彩る竹の天蓋、外に広がる水盤。
新縁の会入会のご案内や、すでにご入会の方のご相談、ま
たお参りの方の喫茶スペースとしてご利用頂けます。

　

東
長
寺
で
は
二
〇
一
五
年
五
月
、新
堂
で
あ
る
文
由
閣
が
竣
工
し
ま
す
。
法

要
を
行
う
法
堂
と
納
骨
堂
が
、階
を
重
ね
て
配
置
さ
れ
る
多
層
建
築
で
す
。

　

そ
の
名
に
は﹁
文
化
﹂の﹁
由
縁
﹂と
な
る
べ
く
想
い
が
込
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ

は
先
人
た
ち
が
築
い
た
文
化
を
、今
の
時
代
に
活
か
し
、未
来
へ
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ

と
。
私
た
ち
は
伝
統
文
化
を﹁
未
来
へ
回
向
﹂し
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
文
由

閣
は
そ
の
ひ
と
つ
の
場
と
な
り
ま
す
。

　

文
由
閣
の
建
築
、内
装
、仏
具
は
い
く
つ
も
の
革
新
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
な
し
得
る
文
化
で
あ
り
、こ
こ
は
そ
れ
を
体
感

で
き
る
場
所
な
の
で
す
。

五階│慈嶽堂（法堂）

四階│龍樹堂（納骨堂）

三階│講堂

二階│承庵（斎場）

一階│ロビー

新
堂
・
文ぶ

ん

ゆ

う

か

く

由
閣 

伽
藍
配
置

1

東長寺は、新しい伝統文化を体現する場をつくります。

文化の由縁となる新堂
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慈
嶽
堂

先
代
住
職
・
慈
嶽
和
夫
の
名
に
由
来
す
る
、新
し
い
法
堂

じ
が
く
ど
う

　

東
長
三
十
三
世
重
興
慈
嶽
和
夫
大
和
尚
の
想
い
を
つ
な
ぐ
べ
く
建
立
さ
れ
た
文
由
閣
の
最
上
階
は﹁
慈

嶽
堂
﹂と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。こ
こ
は
半
面
が
ガ
ラ
ス
壁
で
囲
わ
れ
た
、他
に
類
を
見
な
い
開
放
的
で
優

美
な
本
堂
と
な
り
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
法
要
の
場
で
あ
り
、檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
ご
法
事
、坐
禅
会
、諸
宗

教
活
動
の
場
と
し
て
利
用
致
し
ま
す
。

　

慈
嶽
和
夫
大
和
尚
は
縁
の
会
を
創
設
し
、全
国
に
先
駆
け
て
永
代
供
養
を
お
約
束
す
る
個
人
墓
を
実
現

し
ま
し
た
。そ
の
時
代
と
社
会
情
勢
に
呼
応
し
た
宗
教
の
あ
り
方
を
求
め
、実
践
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
は

寺
院
の
つ
く
り
方
に
も
現
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
仏
教
の
伝
統
様
式
を
現
代
技
術
に
よ
っ
て
形
に
し
て
き
た

羅
漢
堂
の
壮
大
な
位
牌
壇
や
、水
の
苑
の
壁
画
な
ど
に
そ
の
精
神
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　

こ
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、今
の
時
代
を
見
据
え
、先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
未
来
へ
回
向
す
る
姿
勢

を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
の
が
文
由
閣
で
す
。そ
の
本
堂
で
あ
る
慈
嶽
堂
は
、伝
統
文
化
が
今
の
時
代
に
生
き

て
い
る
様
を
あ
ら
ゆ
る
人
に
体
感
し
て
頂
こ
う
と
す
る
空
間
で
も
あ
り
ま
す
。

慈
嶽
堂
で
は
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
し
て
お
祀
り
致
し
ま
す
。こ
の
阿
弥

陀
如
来
像
は
米
国
に
流
出
し
て
い
た
、平
安
時
代
末
期
の
作
品
で
す
。
穏
や

か
で
優
し
い
面
貌
は
こ
の
年
代
の
特
徴
で
、対
面
す
る
人
の
心
を
動
か
す
力

が
あ
り
ま
す
。
先
祖
が
生
み
出
し
た
こ
の
文
化
を
、流
出
さ
せ
る
こ
と
な
く

次
の
世
代
に
伝
え
て
ゆ
き
ま
す
。
光
背
と
台
座
は
、戦
国
時
代
よ
り
仏
具
の

製
作
を
続
け
て
き
た
吉よ

し
だ
げ
ん
の
じ
ょ
う

田
源
之
丞
老
舗
に
よ
っ
て
、仏
像
を
安
置
す
る
厨
子

は
、か
つ
て
羅
漢
堂
の
位
牌
壇
を
手
が
け
た﹁
輪わ

じ
ま

や

ぜ

ん

に

島
屋
善
仁
﹂の
漆
工
芸
に
よ

る
も
の
で
す
。

慈嶽堂［文由閣五階］

子（高岡銅器）

天蓋（別府竹細工）

阿弥陀如来像

厨子（輪島塗）

五具足（高岡銅器）

屋外通路 EV

平
安
時
代
末
期
の
阿
弥
陀
如
来
像
／
輪
島
塗
の
厨
子

［写真］海野惶世：p.08（阿弥陀如来像）
［図版提供］輪島屋善仁：p.09上│大橋重臣・輪島屋善仁：p.09下

文
由
閣
五
階
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五
具
足
に
は
、こ
れ
も
伝
統
工
芸
品
に
指
定
さ
れ

て
い
る
高
岡
銅
器
を
納
め
ま
す
。
着
色
技
術
の

伝
統
工
房
﹁
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・O

rii

﹂

に
よ
る
新
た
な
試
み
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
ま
た

け
い
す子
は
、国
内
で
数
名
し
か
つ
く
り
手
が
い
な
い

と
さ
れ
る
鍛た

ん
ぞ
う造︵

金
属
を
叩
き
延
ば
し
て
成
形
す
る

手
法
︶で
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
、曹
洞
宗
の
両
大
本

山
﹁
永
平
寺
﹂と﹁
總
持
寺
﹂に
納
め
て
い
る
﹁
シ

マ
タ
ニ
昇

し
ょ
う
り
ゅ
う
龍
工
房
﹂に
よ
る
も
の
で
す
。
鍛
造
な

ら
ば
こ
そ
微
細
な
音
を
調
整
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
、完
璧
な
音
色
を
奏
で
る
作
品
で
す
。

別
府
竹
細
工
の
天
蓋

活きた伝統文化を体感して
未来へつなぐ場所

天
蓋
に
は
別
府
の
竹
細
工
職
人
に
よ
る
作
品
を
用

い
ま
す
。
別
府
竹
細
工
は
国
指
定
の
伝
統
工
芸

品
で
も
あ
り
ま
す
。
籠
の
製
作
か
ら
始
ま
っ
た
別

府
竹
細
工
は
、細
く
割
っ
た
竹
を
さ
ま
ざ
ま
な
手

法
で
編
み
込
む
も
の
で
、繊
細
な
デ
ィ
テ
ー
ル
、大

胆
な
造
形
、経
年
変
化
を
楽
し
む
工
芸
で
す
。こ

の
度
、慈
嶽
堂
に
納
め
ま
す
天
蓋
は
、竹
細
工
と

し
て
は
最
大
級
の
も
の
で
、こ
れ
が
寺
院
の
天
蓋
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、お
そ
ら
く
日
本
初
の
試
み

と
な
り
ま
す
。

高岡銅器の五具足と 子
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龍
樹
堂
り
ゅ
う
じ
ゅ
ど
う

地蔵菩薩像

厨子（輪島塗）

位牌壇（輪島塗）

屋外通路 EV

仏画（日本画）

平
安
時
代
後
期
の
地
蔵
菩
薩
像

輪
島
塗
の
厨
子

龍樹堂［文由閣四階］

文
由
閣
四
階

　

お
釈
迦
さ
ま
の
十
四
代
目
の
お
弟
子
さ
ま
に
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
と
い
う
僧

侶
が
お
り
ま
し
た
。通
称﹁
龍
樹
菩
薩
﹂と
呼
ば
れ
、日
本
の
仏
教
の
根
底
と

な
る
大
乗
仏
教
を
体
系
化
し
た
と
い
わ
れ
る
人
物
で
す
。お
釈
迦
さ
ま
の

教
え
か
ら
、空く

う

や
縁
起
と
い
っ
た
概
念
を
導
き
、﹃
中
ち
ゅ
う
ろ
ん
論
﹄と
い
う
書
物
を
残
し

て
い
ま
す
。
中
論
は
仏
教
史
上
最
も
重
要
な
教
え
の
ひ
と
つ
で
、般
若
心
経

の
土
台
と
な
り
ま
し
た
。
文
由
閣
四
階
は
、こ
の
龍
樹
菩
薩
の
名
を
冠
し
た

納
骨
堂
と
な
り
ま
す
。
壁
面
に
沿
っ
て
円
形
に
配
置
さ
れ
た
位
牌
壇
に
囲
ま

れ
た
、静
謐
な
空
間
。こ
こ
に
新
縁
の
会
会
員
の
位
牌
が
納
め
ら
れ
ま
す
。

　

縁
を
説
い
た
の
が
龍
樹
菩
薩
な
ら
、縁
を
結
ん
だ
の
が
本
間
龍
二
。
本
年

二
月
に
亡
く
な
っ
た
縁
の
会
事
務
局
員
で
あ
り
、奇
し
く
も
先
代
住
職
よ

り
龍
樹
の
二
字
を
込
め
た
戒
名﹁
大
孫
龍
樹
信
士
﹂を
授
か
っ
て
お
り
ま
し

た
。
彼
も
ま
た
龍
樹
と
呼
ば
れ
ま
す
。そ
の
意
を
汲
む
よ
う
に
、本
間
龍
二

は
縁
の
会
創
立
当
初
よ
り
多
く
の
ご
縁
を
結
び
ま
し
た
。
ま
さ
に
仏
弟
子

と
し
て
龍
樹
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
功
績
を
残
し
、四
十
九
日
の
折
に
は
皆
さ

ま
よ
り
千
本
を
超
え
る
塔
婆
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
功
徳
を
回
り
得
て
、

未
来
に
回
向
し
て
ゆ
く
新
た
な
縁
の
会
の
充
実
を
、龍
樹
信
士
は
祈
念
し

続
け
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

上
階
に
お
祀
り
し
た
極
楽
浄
土
を
表
す﹁
阿
弥
陀
如
来
﹂に
対
し
て
、龍

樹
堂
中
央
に
は﹁
地
蔵
菩
薩
﹂を
お
祀
り
し
、こ
れ
を
位
牌
壇
が
丸
く
囲
い

ま
す
。
地
蔵
と
は
大
地
の
命
を
育
む
も
の
で﹁
地
﹂を
表
象
す
る
も
の
。
上

階
を﹁
天
﹂と
仰
ぎ
、﹁
地
﹂と
の
間
に
位
牌
壇
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
天
と
地
の
間
の
存
在
こ
そ﹁
人
間
﹂の
語
源
と
も
い
わ
れ
、龍
樹
堂
は
こ

れ
を
表
し
た
空
間
で
も
あ
り
ま
す
。

縁
を
説
い
た
龍
樹
菩
薩
と
、縁
を
結
ん
だ
大
孫
龍
樹
・
本
間
龍
二
に
由
来
す
る
納
骨
堂

［写真］海野惶世：p.10（地蔵菩薩像）
［図版提供］輪島屋善仁：p.10右｜大舩真言：p.11上2点｜輪島屋善仁：p.11下
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龍
樹
堂
の
周
囲
に
は
仏
画
の
壁
面
が
連
な
り
ま

す
。
製
作
は
日
本
画
作
家
の
大お

お
ふ
ね舩
真

 
ま
こ
と言

さ
ん
。

須し
ゅ
み
せ
ん

弥
山
の
ご
と
く
起
伏
を
は
ら
ん
だ
位
牌
壇
の
山

の
向
こ
う
に
無
限
に
広
が
る
風
景
が
、こ
の
仏
画
に

よ
っ
て
生
ま
れ
ま
す
。そ
れ
は
ひ
と
つ
の
景
色
に
佇
み

な
が
ら
、あ
る
観
念
を
身
体
で
感
じ
ら
れ
る
絵
画

で
あ
り
ま
す
。

　

画
の
モ
チ
ー
フ
は
万
物
の
要
素
と
さ
れ
る
五

大

│
地
、水
、火
、風
、空
。こ
れ
ら
自
然
の
構
成

要
素
が
、こ
の
地
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
振
る
ま
い
を

見
せ
る
そ
の
様
を
、自
然
の﹁
態
﹂と
い
う
べ
き
も
の

を
表
し
ま
す
。
人
は
そ
の
自
然
の
態
に
共
鳴
す
る

生
き
物
で
す
。龍
樹
堂
は
、こ
こ
に
居
合
わ
せ
る
す

べ
て
の
人
に
そ
の
共
鳴
を
体
感
し
て
頂
く
空
間
で

す
。ま
た
、こ
の
画
に
は
天
然
の
鉱
物
を
砕
い
て
生

成
し
た
岩
絵
の
具
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、そ
の
一
粒

一
粒
に
実
際
の
地
球
の
歴
史
・
記
憶
が
刻
ま
れ
て

い
る
仏
画
な
の
で
す
。

龍
樹
堂
で
は
地
蔵
菩
薩
を
お
祀
り
致
し
ま
す
。こ
の
地
蔵
菩
薩
像
は
慈
嶽
堂

の
阿
弥
陀
如
来
像
同
様
、米
国
に
流
出
し
て
い
た
平
安
時
代
後
期
の
作
品
で

す
。
穏
や
か
で
優
し
い
面
貌
は
こ
の
年
代
の
特
徴
で
す
が
、特
に
こ
の
菩
薩
像

は
気
持
ち
が
ほ
ぐ
れ
る
柔
和
な
お
顔
が
拝
さ
れ
ま
す
。
先
祖
が
生
み
出
し
た

こ
の
文
化
を
、流
出
さ
せ
る
こ
と
な
く
次
の
世
代
に
伝
え
て
ゆ
き
ま
す
。
仏
像

を
安
置
す
る
厨
子
は
、慈
嶽
堂
同
様
、﹁
輪
島
屋
善
仁
﹂に
よ
る
漆
工
芸
で
す
。

壁
面
に
沿
っ
て
円
形
に
配
置
さ
れ
る
位
牌
壇
も
ま
た
、輪
島
塗
で
製
作
さ
れ
ま

す
。輪
島
塗
で
は
元
来
食
器
な
ど
の
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、こ
こ
に
羅
漢
堂
の
位
牌
壇
同
様
に
最
大
級
の
漆
作
品
が
納
め
ら
れ

ま
す
。C
G
を
製
作
し
た
上
で
の

漆
塗
り
と
い
う
新
し
い
技
術
が
採

用
さ
れ
て
お
り
、そ
こ
に
は
輪
島
塗

の
歴
史
に
は
な
か
っ
た
挑
戦
が
あ

り
ま
す
。こ
れ
は
ま
さ
に
文
化
の

回
向
と
い
え
ま
す
。
東
長
寺
は
こ

れ
に
共
鳴
し
、文
化
支
援
活
動
の

一
環
と
し
て
、こ
の
す
ば
ら
し
い
文

化
を
後
生
に
残
し
て
ゆ
き
ま
す
。

未
来
へ
の
回
向
に
つ
な
が
る
、祈
り
の
空
間

壁面を飾る仏画

「WAVE#90」岩絵具・顔料・麻紙、2012

「WAVE#80-silence-」岩絵具・顔料・麻紙、2009

輪
島
塗
の
位
牌
壇
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四階・龍樹堂に安置される地蔵菩薩像。
柔和な表情と力強い立ち姿。位牌壇を
見渡す、お堂中央のガラス張りの厨子に
入る。［写真：海野惶世（p.13含む）］
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文
由
閣
の
仏
像
は
い
ず
れ
も
平
安
時
代
後
期
に
つ
く
ら
れ
、そ
の
後
、米
国
へ
流
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
後
期
は
、八
九
四
年
に
遣
唐
使
が
廃

止
さ
れ
た
の
を
受
け
、国
風
文
化
が
開
花
し
た
時
代
で
す
。
仏
像
彫
刻
に
お
い
て
も
試
行
錯
誤
が
重
ね
ら
れ
、後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
日
本
固
有

の﹁
和
様
彫
刻
﹂の
完
成
に
至
っ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
、地
蔵
菩
薩
と
も
に
、長
い
歴
史
の
中
で
、多
く
の
人
々
の
祈
り
を
受
け
止
め
て
参
り

ま
し
た
。そ
の
文
化
と
ご
縁
を
、今
を
生
き
る
私
た
ち
が
保
存
し
、未
来
へ
受
け
継
い
で
ゆ
き
ま
す
。

納
骨
堂
で
あ
る
龍
樹
堂
の
中
心
に
は
地
蔵
菩
薩
を
お
祀
り
し
ま
す
。
地
蔵
と
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で﹁
ク
シ
テ
ィ・
ガ
ル
バ
﹂と
言
い
、﹁
大
地
﹂﹁
胎
内
﹂﹁
蔵
﹂を
意
味
し
ま
す
。右
手
に
錫
杖
、左
手

に
は
福
徳
を
表
す
宝
珠
を
持
ち
、人
々
の
救
済
に
あ
た
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
人
間
の
世
界
は
、大

地
と
天
と
の
間
に
あ
り
ま
す
。
大
地︵
地
蔵
菩
薩
︶か
ら
天
に
向
け
て
想
い
を
届
け
る
べ
く
、こ
の
地
蔵

菩
薩
を
囲
ん
で
ご
位
牌
を
安
置
致
し
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
像
─
慈
嶽
堂
─
文
由
閣
五
階

阿
弥
陀
仏
と
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で﹁
ア
ミ
タ
ー
バ︵
無
限
の
光
を
も
つ
者
︶﹂﹁
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス︵
無
限

の
寿
命
を
も
つ
者
︶﹂を
表
し
ま
す
。こ
の
阿
弥
陀
仏
の
支
配
す
る
世
界
が
極
楽
浄
土
で
す
。
ま
た
、

如
来
と
は
、私
た
ち
に
真
理
を
教
え
導
く
者
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
文
由
閣
の
最
上
階
、つ

ま
り﹁
天
﹂で
あ
る
本
堂
に
、す
べ
て
の
者
を
極
楽
浄
土
に
導
く
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
を
お
祀

り
し
ま
す
。

地
蔵
菩
薩
像
─
龍
樹
堂
─
文
由
閣
四
階

見
つ
め
る
ほ
ど
に
癒
や
さ
れ
る
、優
し
い
お
顔
立
ち

角
度
に
よ
っ
て
表
情
と
姿
形
が
変
わ
る
阿
弥
陀
さ
ま

東長寺は、海外に流出した仏像を、国内へ返還・保持します。

日本の文化財を守る

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
流
出
し
て
い
た
仏
像
が
、再
び
国
内
に
還
っ
て
き
ま
し
た
。

文
由
閣
の
仏
像

2
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文
由
閣
の
仏
具
・
装
飾

3

国東半島

別府市
別府湾

国東半島

大分市

宇和海

　

笊ざ
る

や
籠か
ご

な
ど
の
日
用
品
と
し
て
誰
も
が
知
っ
て
い
る
竹
細
工
。
あ
ら
た
め
て

眺
め
て
み
る
と
、実
に
う
ま
く
で
き
て
い
ま
す
。
接
着
剤
も
使
わ
ず
、竹
の
弾
力

で
形
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
す
。美
し
い
カ
ー
ブ
は
こ
の
弾
力
の
表
れ
で
も
あ
り

ま
す
。
別
府
竹
細
工
は
、こ
の
技
術
を
極
め
た
美
術
工
芸
品
の
ひ
と
つ
で
す
。

別
府
に
は
日
本
で
唯
一
、竹
工
芸
の
職
業
訓
練
校
が
あ
り
ま
す

　

九
州
は
日
本
の
竹
林
面
積
の
四
割
を
占
め
る
竹
の
産
地
。
な
か
で
も
大
分

県
は
全
国
の
マ
ダ
ケ
栽
培
の
六
割
を
占
め
ま
す
。こ
の
竹
の
名
産
地
で
産
業
と

し
て
竹
細
工
が
始
ま
っ
た
の
は
室
町
時
代
。
行
商
用
の
籠
が
始
ま
り
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、別
府
は
温
泉
地
と
し
て
名
を
上
げ
各
地
か
ら
湯
治

客
が
集
ま
り
ま
す
。
す
る
と
湯
治
客
が
使
う
飯
籠
、笊
な
ど
の
生
活
用
品
が

つ
く
ら
れ
、土
産
品
と
し
て
も
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
土
産
は
評
判

を
呼
び
、や
が
て
手
の
込
ん
だ
花
籠
も
登
場
し
ま
す
。

　

明
治
に
入
る
と
、土
産
品
の
域
を
超
え
て
工
芸
品
へ
と
発
展
し
て
ゆ
き
ま

す
。
ま
ず
は
別
府
工
業
徒
弟
学
校︵
現
県
立
大
分
工
業
高
校
︶に
竹
籠
科
が
誕

生
。
全
国
か
ら
竹
職
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
近
代
日
本
は
職
人
の
育
成
も
視

野
に
入
れ
て
い
た
の
で
す
。
多
く
の
技
術
者
が
輩
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
、

別
府
に
は
日
本
で
唯
一
の
竹
工
芸
の
職
業
訓
練
校
が
あ
り
、伝
統
工
芸
が
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。こ
こ
で
紹
介
す
る
大
橋
さ
ん
も
卒
業
さ
れ
ま
し
た
。

日
用
品
か
ら
美
術
工
芸
品
へ
転
換
を
図
っ
た
竹
細
工

　

昭
和
三
十
年
代
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
普
及
に
よ
っ
て
、別
府
竹
細
工
は

試
練
を
迎
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
日
用
品
か
ら
美
術

工
芸
品
へ
と
転
換
を
図
る
こ
と
で
危
機
を
脱
し
、さ
ら
に
技
術
が
極
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。一
九
六
七
年
、つ
い
に
竹
細
工
で
初
め
て
人
間
国
宝
が
誕

生
。そ
し
て
一
九
七
九
年
、﹁
別
府
竹
細
工
﹂は
国
の﹁
伝
統
的
工
芸
品
﹂の
認

定
を
受
け
る
に
至
り
ま
す
。
現
在
は
海
外
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
も
人
気
が
あ
り
、

欧
米
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
ア
ー
ト
と
し
て
購
入
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
と
の
こ

と
。
し
か
し
手
放
し
で
喜
べ
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
年
は
イ
ン
テ
リ
ア

雑
貨
ブ
ー
ム
で
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
廉
価
な
竹
製
品
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
、人

件
費
の
か
か
る
国
産
工
芸
は
再
び
産
業
と
し
て
の
危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、文
由
閣
五
階
慈
嶽
堂
の
天
蓋
と
一
階
の
装
飾
に
、こ
の
別
府
竹
細
工

が
用
い
ら
れ
ま
す
。
制
作
は
竹
工
芸
家
の
大
橋
重
臣
さ
ん
。天
蓋
は
竹
細
工
と

し
て
最
大
級
の
も
の
で
、寺
院
に
使
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
本
邦
初
の
造
作
。こ

れ
は
竹
工
芸
の
未
来
の
あ
り
方
を
示
す
、ひ
と
つ
の
試
み
と
な
る
は
ず
で
す
。

別
府
竹
細
工

慈
嶽
堂
天
蓋

オ
オ
ハ
シ
・バ
ン
ブ
ー・ワ
ー
ク
ス



15

も
の
づ
く
り
の

手
仕
事
を
体
感
す
る

東
長
寺
は
、伝
統
工
芸
を
今
に
活
か
し
て
、次
世
代
に
つ
な
げ
ま
す
。

伝
統
技
術
の
捉
え
方
ひ
と
つ
で

違
う
も
の
に
仕
上
が
る
竹
細
工

大
橋
重し
げ
お
み臣［

オ
オ
ハ
シ
・バ
ン
ブ
ー
・ワ
ー
ク
ス
］

　

竹
細
工
は
、笊
な
ど
の
小
さ
な
も
の
か
ら
、イ
ン
テ
リ
ア
装
飾
の
よ
う
な

大
き
な
も
の
ま
で
つ
く
れ
る
こ
と
が
特
長
で
す
。し
か
し
材
料
の
仕
立
て
か

ら
仕
上
げ
ま
で
、す
べ
て
の
工
程
が
手
作
業
。
同
じ
編
み
方
で
同
じ
籠
を
つ

く
っ
て
も
、つ
く
り
手
に
よ
っ
て
微
妙
に
変
わ
り
ま
す
。
何
百
年
も
か
け
て
培

わ
れ
て
き
た
技
術
は
あ
り
ま
す
。し
か
し
、そ
れ
を
ど
う
捉
え
る
か
で
出
来

上
が
り
が
違
う
の
で
す
。
習
っ
た
と
お
り
編
む
だ
け
で
は
な
く
、自
分
は
何

を
つ
く
り
た
い
の
か
頭
で
考
え
抜
い
て
、チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
。そ
の
姿
勢
が
、日

用
品
と
美
術
工
芸
品
の
違
い
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
職
人
の
腕
の
良
さ
は
、

ま
ず
材
料
の
割
り
、剥
ぎ
の
精
度
に
表
れ
ま
す
。そ
の
先
に
、編
み
方
の
組

合
せ
を
ど
う
す
る
か
、ど
の
技
法
を
ど
こ
で
使
う
か
と
い
う
考
え
を
創
造

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
理
詰
め
で
幾
何
学
の
組
合
せ
が
で
き
て
も
、厚
み

で
カ
タ
チ
が
お
か
し
く
な
る
。そ
こ
ま
で
見
越
し
た
技
を
習
得
す
る
に
は
、

五
、六
年
か
か
る
で
し
ょ
う
。

　

慈
嶽
堂
の
天
蓋
で
は
、最
初
に
カ
タ
チ
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、竹
の
組
み
方
に
導
か
れ
て
自
然
に
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
も
の
を
つ

く
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
も
の
。

そ
い
う
も
の
は
時
間
が
経
っ
て
も
飽
き
が
き
ま
せ
ん
。
仮
に
取
り
外
さ
れ
た

と
き
に
、何
か
喪
失
感
を
覚
え
る
よ
う
な
自
然
な
も
の
で
す
。そ
の
た
め
に

い
っ
た
ん
竹
の
常
識
を
忘
れ
て
、新
し
い
自
然
な
編
み
方
の
法
則
の
よ
う
な

も
の
を
生
み
出
せ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

1 四ツ目編みで小さな籠をつくる工程。ま
ずは底を編む。│2 作業風景│3 大橋
さんの照明作品「SHADOW」2010年
制作。竹は影も美しい。│4 道具。その多
くはナイフ類。竹細工専用のもので、これ
らを製作する鍛冶屋も数を減らしている。

1

3

2

［写真提供］
フリックスタジオ：写真1, 4│大橋重臣：写真2 –3

4
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漆
器
は
英
語
で﹁japan

﹂と
表
さ
れ
る
ほ
ど
日
本
を
代
表
す
る
工
芸
で

す
。
生
産
地
は
日
本
各
所
に
あ
り
ま
す
が
、な
か
で
も
輪
島
の
漆
器
は
昔
と

変
わ
ら
ぬ
製
法
を
守
り
、強
靭
さ
と
美
し
さ
が
特
徴
で
す
。
江
戸
時
代
に
は

産
業
化
が
な
さ
れ
全
国
へ
と
販
路
を
広
げ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
理
由
は
独
自
の
下
地
塗
り
の
技
法
に
あ
り
ま
す
。
能
登
特
産
の
珪
藻

土
を
半
炭
化
さ
せ
て
つ
く
ら
れ
た﹁
地じ

の
子こ

﹂を
練
り
合
わ
せ
た
下
地
漆
を

塗
っ
て
い
く
。こ
の
下
地
塗
り
が
他
に
秀
で
て
堅
牢
で
、長
く
使
わ
れ
た
製
品

も
修
理
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、輪
島
塗
は
昔
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
、使

わ
れ
続
け
て
き
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、秋
か
ら
冬
と
寒
冷
期
間
が
長
い
輪
島
は
、漆
器
の
製
作
に
は

必
ず
し
も
恵
ま
れ
た
土
地
柄
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
炭
火
し
か
暖
房
の

な
い
時
代
、漆
器
の
原
料
と
な
る
漆
は
寒
い
と
乾
い
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。そ
う

し
た
期
間
に
、職
人
た
ち
は
自
身
の
創
案
と
試
作
で
腕
を
磨
き
、職
人
た
ち

を
統
べ
る
親
方
衆
は
全
国
を
周
り
、受
注
や
納
品
だ
け
で
な
く
豪
商
・
大
庄

屋
と
い
っ
た
地
方
の
経
済
リ
ー
ダ
ー
た
ち
か
ら
時
代
性
や
文
化
情
報
を
収
集

輪
島
塗

輪
島
屋
善
仁
─
わ
じ
ま
や
ぜ
ん
に

厨
子

位
牌
壇

富山湾

能登半島

輪島市

日本海

し
て
い
き
、輪
島
は
漆
器
を
も
と
に
し
た
文
化
集
積
地
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で

す
。や
が
て
沈
金
・
蒔
絵
と
い
っ
た
加
飾
法
を
含
め
て
意
匠
も
磨
か
れ
、漆
器

の
最
高
峰
と
し
て
、全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

輪
島
塗
の
担
い
手
は
も
は
や
千
人
足
ら
ず

　

東
長
寺
に
は
、こ
の
輪
島
塗
が
多
く
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。こ
れ
ら
を
製
作

し
て
き
た
輪
島
屋
善
仁
で
は
、分
業
に
よ
る
各
工
程
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
リ

レ
ー
に
よ
っ
て
漆
器
は
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
今
日
、輪
島
塗
の
従
事
者
は
千
人
を
切
ろ
う
か
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
減
少
し
、そ
の
継
承
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
漆
器
づ
く
り
は
あ
る
程
度

の
産
業
規
模
が
な
い
と
、漆
な
ど
の
原
材
料
や
道
具
の
生
産
が
立
ち
ゆ
か
な

く
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
後
継
の
技
術
者
を
育
て
る
環
境
そ
の
も
の
が

失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
輪
島
屋
善
仁
は
今
、こ
の
問
題
に
向
き
合
お
う
と

し
て
い
ま
す
。

1
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伝
統
は
革
新
を
繰
り
返
し

時
代
に
適
合
す
る
こ
と
で
、続
い
て
き
た
も
の

　

か
つ
て﹁
漆
の
神
さ
ま
﹂と
言
わ
れ
た
人
間
国
宝
・
故
松
田
権ご
ん
ろ
く六

氏
の
言
葉
が

私
た
ち
に
蘇
り
ま
す
。﹁
伝
統
と
は
常
な
る
変
革
と
創
案
の
連
続
で
あ
る
﹂。

　

東
長
寺
羅
漢
堂
の
大
厨
子
は
輪
島
で
は
過
去
に
な
か
っ
た
平
成
の
厨
子
の

創
案
と
い
え
る
大
作
で
し
た
。
水
の
苑
の
壁
画
は
、紫
外
線
と
粉
塵
に
弱
い
漆

を
屋
外
に
使
う
と
い
う
意
欲
的
な
試
み
に
際
し
て
、﹁
形
あ
る
も
の
は
い
ず
れ

無
に
帰
る
、漆
の
風
化
は
こ
れ
を
佳
と
す
る
﹂と
い
う
先
代
住
職
の
言
葉
が
後

押
し
し
て
く
れ
ま
し
た
。そ
し
て
今
回
、文
由
閣
で
は
大
胆
に
曲
線
構
成
を
採

り
入
れ
た
位
牌
壇
が
製
作
さ
れ
ま
す
。こ
れ
も
輪
島
塗
史
上
な
か
っ
た
構
想

か
ら
C
G
を
使
っ
て
実
現
し
た
大
作
で
す
。

　

漆
を
未
来
に
＝
伝
統
を
未
来
に
継
承
す
る
た
め
の
革
新
。
文
由
閣
は
こ
れ

を
体
現
す
る
場
と
も
言
え
ま
す
。

漆
で
も
の
を
つ
く
る
こ
と
の
意
味

安
藤
五
十
治
［
輪
島
屋
善
仁
］

　

東
長
寺
さ
ま
を
初
め
て
訪
ね
た
際
に
は
、水
の
苑
や
羅
漢
堂
を
目
の
当

た
り
に
し
て
、﹁
今
ま
で
の
概
念
で
こ
の
お
寺
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂

と
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、位
牌
壇
や
厨
子
を
製
作
し
納
め
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
が
、東
長
寺
さ
ま
の
仕
事
で
は
常
に
そ
の
意
義
と
構
成
を
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
羅
漢
堂
の
位
牌
壇
は
、形
は
現
代
の
構
成
で
あ
り
な
が
ら
、

昔
と
変
わ
ら
ぬ
用
と
人
と
の
接
点
を
満
た
し
て
い
る
。こ
れ
は
、つ
く
り
手
に

と
っ
て
た
い
へ
ん
大
き
な
誇
り
で
す
。

　

今
、輪
島
漆
器
の
継
承
に
は
、後
継
者
、原
材
料
、道
具
な
ど
多
く
の
課

題
が
存
在
し
ま
す
。
実
際
、一
定
レ
ベ
ル
以
上
の
質
で
も
の
を
生
み
出
せ
る

工
房
は
暫
時
減
り
、今
で
は
十
を
切
る
の
で
は
な
い
か
。
漆
を
例
に
挙
げ
て

も
毎
年
あ
る
程
度
の
量
を
使
っ
て
い
か
な
い
と
、漆
樹
の
植
栽
・
漆
液
の
採
集

と
使
用
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
素
材
・

技
術︵
人
︶・
意
匠
、こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
向
き
合
い
な
が
ら
時
代
性

を
織
り
込
ん
で
い
く
。そ
し
て
漆
の
可
能
性
を
信
じ
、希
望
を
も
っ
て
一
歩

踏
み
出
す
勇
気
が
大
事
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
在
製
作
中
の
龍
樹
堂
位
牌

壇
は
従
来
の
職
人
技
だ
け
で
は
実
現
不
可
能
な
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

最
新
の
製
作
法
と
伝
統
の
技
と
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
っ
て
初
め
て
具
現
さ

れ
た
と
言
え
ま
す
。

　

時
代
が
伝
統
産
業
を
見
放
す
か
、あ
る
い
は
新
た
な
価
値
の
創
造
で
存
続

が
図
れ
る
か
。
伝
統
工
芸
に
携
わ
る
者
皆
が
迷
う
時
代
に
、幸
い
に
も
私
ど

も
は
東
長
寺
さ
ま
に
ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
。
漆
で
モ
ノ
を
つ
く
る
と
い
う
こ

と
、そ
の
意
味
を
仕
事
を
通
し
て
考
え
る
機
会
を
頂
い
て
い
る
と
受
け
止
め
て

い
ま
す
。
ご
住
職
は
じ
め
皆
さ
ま
の
ご
理
解
の
も
と
、今
、真
摯
に
漆
の
も
の

づ
く
り
に
向
き
合
え
る
こ
と
は
、大
変
幸
せ
な
こ
と
で
す
。

1 漆は、二十年生の木でも1シーズン（六月初旬～十月）で、二百グラム前後しか
採れない。「良い漆がなければ過去を超えることはできない」と、輪島屋善仁では
岩手県二戸地方で日本最大の漆の森を契約栽培し、高品質の純正日本産漆
を使用している。│2 CGをもとに制作された位牌壇の木地。│3 輪島では、木
地全体に漆を染み込ませ、乾かしてから下地塗りの作業に入る。もとの木へ還る
ように漆がしみ込んでゆく。漆の木から託された「命」を器に宿らせる工程であり、
漆器が「再生の器」と言われる理由の一つ。│4 新たな形に現代の技術（コン
ピュータ）と、下地塗り、研ぎ、中塗り、上塗りと、熟練した職人の手業の積み重ねが
進められている。│5 国内最大級となる輪島塗による龍樹堂・位牌壇の3D図。

2 3

4 5

［写真提供］
輪島屋善仁：写真1–5
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仏
具
の
九
〇
％
以
上
が
高
岡
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す

　

仏
具
は
そ
の
精
緻
さ
と
美
し
さ
に
心
が
洗
わ
れ
る
高
度
な
美
術
工
芸
で

す
。
実
は
日
本
の
寺
院
で
使
用
さ
れ
て
い
る
金
属
鋳
物
の
仏
具
の
九
〇
％
以

上
が
、富
山
県
高
岡
市
で
製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
鋳

物
製
造
は
国
内
随
所
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、美
術
工
芸
品
の
産
地
と
な
る

と
、こ
の
高
岡
に
限
ら
れ
ま
す
。原
型
、鋳
造
、研
磨
、着
色
な
ど
分
業
が
進
み
、

産
業
と
し
て
成
立
し
て
い
る﹁
高
岡
銅
器
﹂は
、国
が
指
定
す
る
伝
統
工
芸
品

の
ひ
と
つ
で
す
。

パ
リ
万
博
に
出
展
さ
れ
た
日
本
の
伝
統
工
芸

　

高
岡
銅
器
は
江
戸
初
期
に
加
賀
藩
主
・
前
田
利と
し
な
が長
が
鋳
ち
ゅ
う
ぞ
う
造
師
を
集
め
て
鋳

物
産
業
を
起
こ
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
鍋
、釜
、鍬く

わ

、鋤す
き

な
ど
の
日
用
品
を

生
産
し
ま
し
た
が
、や
が
て
唐か

ら
か
ね金

と
い
わ
れ
る
青
銅
器
の
仏
具
、香
炉
な
ど
も

高
岡
銅
器

モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー・Orii

銘
板

五
具
足

堂
名
板

子︵
け
い
す
︶

シ
マ
タ
ニ
昇
龍
工
房

銅
板
の
新
し
い
色
と
柄
を

生
み
出
せ
る
貴
重
な
機
会

折
井
宏
司
［
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・O

rii

］

　

高
岡
は
分
業
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
着
色
屋
が

い
る
の
は
高
岡
だ
け
で
し
ょ
う
。そ
れ
だ
け
他
の
産
地
に
比
べ
て
発
色
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
多
く
揃
え
て
い
ま
す
。
銅
の
着
色
は
色
数
が
豊
富
で
す
。
色

味
や
明
る
さ
、斑
紋
を
変
え
て
調
整
し
ま
す
が
、そ
こ
に
技
が
あ
り
ま
す
。

う
ち
で
は
銅
板
を
得
意
と
し
て
い
ま
す
が
、こ
の
板
は
小
さ
い
ほ
ど
難
し
い
。

斑
紋
が
生
み
出
す
色
味
の
す
べ
て
を
小
さ
な
ピ
ー
ス
に
表
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
偏
り
を
出
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
薄
い
板
は
薬
品
に

耐
え
ら
れ
ず
着
色
が
難
し
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、独
自
の
技
術
で
豊
富

な
発
色
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。こ
の
技
を
会
得
し
て
い
る
の

は
私
と
妻
だ
け
で
す
。い
つ
か﹁
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
﹂を
継
承
す
る

者
が
現
れ
た
と
き
に
、こ
の
技
は
伝
授
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
。
東
長
寺
の

よ
う
な
仕
事
こ
そ
、新
し
い
色
彩
や
柄
を
生
み
出
せ
る
貴
重
な
機
会
で
す
。

具
体
的
な
仕
事
を
重
ね
て
、伝
統
の
技
は
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

1 

銅
板
の
さ
ま
ざ
ま
な
色
合
い
。
─
2 

稲
の
芯

を
束
ね
た﹁
ネ
ゴ
ボ
ウ
キ
﹂で
磨
く
作
業
。
鉄
漿

︵
オ
ハ
グ
ロ
︶の
輝
き
が
出
る
。
─
3 

金
属
を
硫
酸

銅
と
炭
酸
銅
の
入
っ
た
鍋
で
煮
込
み﹁
煮
色
﹂と

呼
ば
れ
る
色
を
出
す
工
程
。

高岡市

富山湾

富山市

氷見市

射水市

1

2 3
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つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
に
入
り
、廃
刀
令
で
職
を
失
っ
た
職
人
が
集
ま
り
ま
す
。
す
る
と
唐

金
鋳
物
に
彫
金
が
施
さ
れ
、高
度
な
工
芸
品
へ
と
進
化
し
て
ゆ
き
ま
す
。
当

時
ウ
ィ
ー
ン
や
パ
リ
の
万
博
で
も
日
本
の
出
展
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
た
ほ
ど

で
し
た
。
戦
中
に
は
金
属
器
使
用
が
禁
止
さ
れ
、壊
滅
状
態
に
な
り
ま
す
が
、

戦
後
は
ど
の
家
庭
で
も
逼
迫
し
て
い
た
火
鉢
や
瓶び

ん
か
け掛

の
生
産
で
再
び
産
業
に

灯
が
と
も
り
ま
す
。
高
度
成
長
期
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
美
術
工
芸
品
が
求
め

ら
れ
、伝
統
技
法
に
次
々
と
新
し
い
技
術
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
今
な
お
進
化

を
続
け
る
伝
統
工
芸
な
の
で
す
。

　

文
由
閣
の
堂
名
板
、銘
板
、五
階
慈
嶽
堂
の
五
具
足
は
、こ
の
高
岡
銅
器
で

つ
く
ら
れ
ま
す
。
製
作
は﹁
モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・O

rii

﹂の
折
井
宏
司

さ
ん
。
銅
器
の
着
色
を
手
が
け
ま
す
。
着
色
と
い
っ
て
も
ペ
ン
キ
を
塗
る
わ
け
で

は
な
く
、薬
品
の
化
学
反
応
で
美
し
く
発
色
し
た
皮
膜
を
つ
く
る
仕
上
げ
工

程
で
す
。
文
由
閣
の
銘
板
は
銅
板
製
で
す
。
薄
い
ゆ
え
に
薬
品
に
耐
え
ら
れ

ず
、加
工
が
難
し
い
素
材
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
折
井
さ
ん
は
独
自
に
編

み
出
し
た
着
色
技
術
で
こ
れ
に
挑
み
ま
す
。
他
に
は
な
い
銅
の
色
を
、皆
さ
ん

の
目
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

同
じ
く
慈
嶽
堂
に
は

子
が
納
め
ら
れ
ま
す
。ご
家
庭
の
仏
壇
に
は﹁
お
り

ん
﹂と
も
呼
ば
れ
る
小
さ
な
も
の
が
置
か
れ
ま
す
が
、こ
こ
に
納
め
ら
れ
る
の
は

直
径
一
尺
五
寸︵
約
四
五
㎝
︶。こ
ち
ら
は
鋳
物
で
は
な
く
、金
槌
で
叩
い
て
つ
く

る
鍛
造
で
、製
作
は﹁
シ
マ
タ
ニ
昇
龍
工
房
﹂の
島
谷
好
徳
さ
ん
で
す
。
長
く
伸

び
る
う
ね
り
の
音
に

子
の
良
し
悪
し
が
現
れ
る
と
い
わ
れ
、う
ね
り
が
ゆ
っ

た
り
と
、心
地
よ
い
リ
ズ
ム
に
な
る
の
が
良
い
音
色
。こ
の
音
色
は
叩
い
て
調

律
す
る
そ
う
で
す
が
、そ
れ
が
で
き
る
職
人
は
、高
岡
に
も
わ
ず
か
に
三
人
程

度
。
し
か
し
全
国
の
鍛
造

子
の
六
、七
割
が
こ
こ
で
製
造
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
高
度
に
伝
承
の
難
し
い
、伝
統
工
芸
の
ひ
と
つ
で
す
。

［写真提供］
フリックスタジオ：写真1│モメンタムファクトリー・Orii：写真2 –3│シマタニ昇龍工房：写真4 –6

一
子
相
伝
の
調
律
技
術

島
谷
好
徳
［
シ
マ
タ
ニ
昇
龍
工
房
］

　

口
径
一
尺
、二
尺
と
い
う
大
き
な

子
は
、厚
い
黄
銅
板
を
叩
き
出
し
て
つ

く
り
ま
す
。
最
後
に
音
を
調
律
し
ま
す
が
、鋳
物
だ
と
そ
れ
が
で
き
ま
せ

ん
。祖
父
の
代
ま
で
、た
っ
た
一
枚
の
板
か
ら
絞
り
出
し
て
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、た
い
へ
ん
な
労
力
が
か
か
る
上
に
、品
質
に
バ
ラ
ツ
キ
が
出
る
。
叩
き

の
回
数
が
多
い
た
め
金
属
に
無
理
が
く
る
の
で
す
。そ
こ
で
、口
、胴
、底
の

3
つ
の
パ
ー
ツ
に
分
け
て
叩
き
、溶
接
す
る
と
い
う
技
術
を
編
み
出
し
ま
し

た
。
子
と
同
じ
材
で
溶
接
す
る
技
術
も
ま
た
難
し
く
、そ
れ
は
専
門
の
溶

接
師
が
う
け
負
い
ま
す
。
子
製
作
で
最
も
難
し
い
技
術
が
調
律
で
す
。う

ね
り
の
音
が
ゆ
っ
た
り
と
、上
が
っ
て
は
落
ち
る
心
地
の
よ
い
リ
ズ
ム
に
な
る
こ

と
。そ
れ
が
良
い

子
な
の
で
す
が
、音
の
良
さ
、正
し
さ
を
聞
き
分
け
る
耳

を
も
つ
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
私
は
先
代
か
ら
音
を
聞
か
さ
れ
続
け
て

五
年
、よ
う
や
く
調
律
の
叩
き
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。一

人
前
に
な
る
の
に
十
年
は
か
か
る
で
し
ょ
う
。
修
行
期
間
が
長
い
こ
と
か
ら
、

家
族
に
し
か
伝
承
で
き
な
い
の
が
現
実
で
す
。一
子
相
伝
の
世
界
で
す
。

4 シマタニ昇龍工房製作の 子。│5 工房の風景。│6 
金槌で叩くことで板を絞り込み、形を整え、音を調律していく。

4

5 6
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新
堂
文
由
閣
建
立
に
向
け
て
─
仁
王
葉
子
［
東
長
寺
縁
の
会 

賛
助
会
発
起
人
］

　

こ
の
た
び
の
新
堂
建
立
に
あ
た
り
、僭
越
な
が
ら
、一
筆
書
か
せ
て
頂
き
ま
す

こ
と
を
、ど
う
ぞ
お
許
し
下
さ
い
ま
せ
。

　

私
が
縁
の
会
に
入
会
し
ま
し
た
の
は
十
年
前
、二
〇
〇
四
年
六
月
で
し
た
。

四
年
前
に
亡
く
な
っ
た
夫
と
と
も
に
、現
住
職
の
お
父
さ
ま
で
あ
る
和
夫
大
和

尚
さ
ま
か
ら
お
戒
名
を
頂
き
、夫
婦
一
緒
に
終
の
棲
家
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
自
宅
で
遺
骨
と
と
も
に
過
ご
し
た
日
々
を
思
い
返
し
つ
つ
も
、東
長
寺
の

素
晴
ら
し
い
伽
藍
の
中
で
、多
く
の
皆
さ
ま
に
囲
ま
れ
な
が
ら
仲
よ
く
並
ぶ
位

牌
を
見
る
に
つ
け
、と
て
も
嬉
し
く
安
堵
の
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

縁
の
会
と
い
う
新
た
な
お
墓
の
あ
り
よ
う
を
お
つ
く
り
下
さ
り
、私
を
安
心
に

お
導
き
下
さ
っ
た
和
夫
大
和
尚
さ
ま
に
は
心
よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

当
時
、静
岡
に
あ
っ
た
お
墓
の
整
理
や
、夫
の
遺
骨
の
安
置
等
々
、縁
の
会
事

務
局
の
本
間
龍
二
さ
ん
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
、そ
の
温
か
な
お
人
柄
に
す

べ
て
を
お
任
せ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ほ
ど
な
く
し
て
、突
然
、和
夫
大
和

尚
さ
ま
が
あ
の
若
さ
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
、後
継
者
と
な
ら
れ
た
遥
風
さ

ま
は
大
本
山
總
持
寺
へ
御
修
行
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
戻
ら
れ
る
日
を
心
待

ち
に
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、思
い
が
け
ず
本
間
さ
ん
が
お
目
に
か
か
れ
る

場
を
つ
く
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。亡
き
和
夫
大
和
尚
さ
ま
に
そ
っ
く
り
な
面
差
し

に
、と
て
も
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
東
長
寺
さ
ま
へ
の
思
い
を
何
ら
か
の
形
に

と
心
ば
か
り
の
ご
提
案
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
折
、遥
風
さ
ま
か
ら
新
し
い
寺

院
構
想
を
お
聞
か
せ
頂
き
ま
し
た
。
伝
統
を
大
切
に
し
つ
つ
も
、新
た
な
試
み

に
向
か
っ
て
力
強
く
邁
進
し
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
に
大
変
感
動
致
し
ま
し

た
。
昨
年
十
月
、大
本
山
總
持
寺
の
一
日
住
職
を
な
さ
る
と
い
う
大
切
な
儀
式

に
も
参
列
さ
せ
て
頂
き
、そ
の
凛
々
し
い
お
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、東
長
寺

の
明
る
い
未
来
を
確
信
致
し
ま
し
た
。

　

和
夫
大
和
尚
さ
ま
か
ら
遥
風
さ
ま
へ
と
ご
縁
を
つ
な
い
で
下
さ
っ
た
本
間
さ

ん
が
、本
年
二
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
と
お
聞
き
し
た
時
は
、あ
ま
り
に
も
早
く
、

あ
ま
り
に
も
若
く
し
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
と
に
、驚
き
と
と
も
に
残
念

で
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆
さ
ま
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

東
長
寺
の
行
事
の
際
に
は
、い
つ
も
本
間
さ
ん
が
満
面
の
笑
顔
で
迎
え
て
下
さ

り
、何
か
と
話
題
を
見
つ
け
て
は
お
声
を
か
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

新
堂
の
最
上
階
は
先
代
慈
嶽
和
夫
大
和
尚
さ
ま
を
お
祀
り
す
る﹁
慈
嶽

堂
﹂と
名
付
け
ら
れ
、ま
た
四
階
の﹁
龍
樹
堂
﹂は
本
間
龍
二
さ
ん
の
お
戒
名
で

あ
る﹁
龍
樹
﹂か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。お
ふ
た
方
が
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
悲
し
み
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、そ
れ
ぞ

れ
の
お
名
前
が﹁
文
由
閣
﹂に
永
く
留
め
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、私
の
み
な
ら
ず

多
く
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
も
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

新
御
住
職
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
は
、今
後
の
私
た
ち
の
楽
し
み
で
あ
り
、

喜
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。一
会
員
と
し
て
、今
後
と
も
東
長
寺
さ
ま
と
の
御
縁
を

大
切
に
し
て
、来
た
る
春
の﹁
文
由
閣
﹂完
成
を
心
待
ち
に
し
て
お
り
ま
す
。
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収
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仏
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阿
弥
陀
如
来
像
は
像
高
七
二
・
三
㎝
。
頭
髪
を
粒
状
の
螺ら
ほ
つ髪

に
あ
ら
わ
し
、

衣
を
着
け
て
立
つ
姿
で
す
。
左
手
は
垂
下
し
て
、右
手
は
肘
を
屈
し
て
挙
げ
、い

ず
れ
も
親
指
と
人
差
し
指
の
先
を
接
し
て
輪
を
つ
く
り
ま
す
。
来ら

い
ご
う
い
ん

迎
印
と
い
っ

て
、極
楽
の
教
主
阿
弥
陀
如
来
が
往
生
者
を
迎
え
に
来
る
と
き
の
印
で
す
。ヒ

ノ
キ
材
の
割わ

り
は矧

ぎ
造
り
と
い
う
技
法
で
、頭
と
体
の
中
心
の
部
分
は
一
材
製
。

両
耳
の
す
ぐ
後
ろ
を
通
る
線
で
前
後
に
割
っ
た
上
で
、内
部
を
刳
り
抜
い
た

後
、首
回
り
に
鑿の

み

を
入
れ
て
頭
と
体
を
割
り
放
し
、体
部
の
背
面
や
両
体
側
部

に
は
別
の
材
木
を
当
て
て
い
ま
す
。
保
存
状
態
は
か
な
ら
ず
し
も
良
好
で
な

く
、両
手
首
先
、両
足
先
を
は
じ
め
後
か
ら
補
わ
れ
た
部
分
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
表
面
の
漆
箔
、頭
髪
部
の
彩
色
も
補
わ
れ
た
も
の
で
す
。

　

頭
部
の
小
さ
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
な
で
肩
で
奥
行
き
の
薄
い
体
型
、浅
い
衣

の
彫
り
方
な
ど
に
、平
安
時
代
後
期
の
作
風
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
十
一
世
紀

中
頃
に
仏
像
彫
刻
に
お
け
る
和
様
を
完
成
し
た
仏
師
・
定

じ
ょ
う
ち
ょ
う

朝︵
？
～
一
〇
五
七
︶

の
作
風
に
な
ら
う
、い
わ
ゆ
る
定
じ
ょ
う
ち
ょ
う
よ
う

朝
様
の
作
品
で
す
が
、全
体
に
や
や
硬
く
形

式
化
し
た
趣
が
見
ら
れ
る
の
で
、十
二
世
紀
中
頃
な
い
し
後
半
、平
安
最
末
期

の
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。
割
矧
ぎ
造
り
の
技
法
も
そ
れ
に
矛
盾
し
ま
せ
ん
。

　

来
迎
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
平
安
時
代
後
期
以
来
の
浄
土
教
興
隆
の

な
か
で
数
多
く
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
が
、平
安
後
期
に
は
坐

像
が
多
く
、本
像
の
よ
う
な
立
像
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
定
朝
作
の
阿
弥
陀

如
来
立
像
の
遺
品
は
知
ら
れ
ま
せ
ん
が
、定
朝
に
近
い
仏
師
の
作
品
と
し
て

十
一
世
紀
後
半
の
京
都
・
大
蓮
寺
像
、十
二
世
紀
初
め
の
京
都
・
地
蔵
院
像

︵
い
ず
れ
も
国
指
定
重
要
文
化
財
︶な
ど
が
知
ら
れ
ま
す
。
東
長
寺
像
も
そ
れ
ら

と
似
た
姿
で
す
。

　

地
蔵
菩
薩
像
は
像
高
六
六
・
七
㎝
。
頭
を
ま
る
め
た
僧

そ
う
ぎ
ょ
う

形
で
、左
手
に
宝

珠
を
載
せ
、右
手
に
は
錫

し
ゃ
く
じ
ょ
う
杖
を
握
っ
て
立
つ
仏
教
信
者
の
苦
を
代
わ
っ
て
受
け

止
め
る
地
蔵
の
姿
で
す
。
や
は
り
ヒ
ノ
キ
材
で
で
き
て
い
ま
す
が
、一い

ち
ぼ
く
づ
く

木
造
り

と
い
う
技
法
で
、両
手
首
先
や
両
足
先
以
外
は
一
本
の
材
木
か
ら
造
ら
れ
、内

部
も
刳
り
抜
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
表
面
は
漆
塗
り
の
上
に
も
と
は
彩
色
仕
上

げ
で
し
た
が
、剝
落
し
て
黒
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
古
び
た
色
を
補
っ
た
部
分

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、阿
弥
陀
像
の
よ
う
に
新
し
い
表
面
が
像
を
覆
う
わ

け
で
は
な
い
の
で
、製
作
当
初
の
雰
囲
気
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。
両
手
首
先

や
両
足
首
先
が
補
わ
れ
て
い
ま
す
が
、気
に
な
り
ま
せ
ん
。
穏
や
か
で
優
し
い

面め
ん
ぼ
う貌
や
奥
行
き
の
浅
い
体
型
は
、阿
弥
陀
像
と
同
じ
平
安
後
期
の
特
色
で
す

が
、硬
さ
は
な
く
、少
し
遡
る
年
代
の
製
作
で
し
ょ
う
。

　

平
安
時
代
の
立
ち
姿
の
地
蔵
菩
薩
像
の
名
品
も
い
く
つ
か
の
作
例
が
思
い
浮

か
び
ま
す
が
、東
長
寺
像
か
ら
と
く
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、京
都・六ろ

く
は
ら
み
つ
じ

波
羅
蜜
寺

の
像︵
国
指
定
重
要
文
化
財
︶で
し
ょ
う
か
。但た
じ
ま
の
ぜ
ん
じ
く
に
た
か

馬
前
司
国
挙
が
女
色
に
ふ
け
っ
た

罪
で
地
獄
に
堕
ち
た
時
、自
ら
を
救
っ
て
く
れ
た
地
蔵
に
感
謝
す
る
た
め
に
、そ

の
姿
を
定
朝
に
造
ら
せ
た
と
伝
え
ら
れ
る
像
で
、伝
え
は
と
も
か
く
、王
朝
時

代
の
人
々
が
地
蔵
に
求
め
た
優
し
さ
を
見
事
に
具
現
化
し
て
い
ま
す
。
斜
め
に

配
し
た
衣
の
ひ
だ
を
左
腰
あ
た
り
に
集
め
る
処
理
は
東
長
寺
像
と
共
通
し
て

い
ま
す
。
東
長
寺
像
の
由
緒
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、こ
の
よ
う
な
都
の
名
品
に
な

ら
っ
て
造
ら
れ
た
、平
安
後
期
の
佳
品
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

　

二
体
の
仏
像
は
、い
ず
れ
も
平
安
時
代
後
期
の
作
風
を
よ
く
示
し
て
い
ま

す
。そ
の
時
代
の
人
々
の
祈
り
を
受
け
と
め
た
仏
像
が
東
長
寺
に
祀
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、大
変
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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東
長
寺
が
開
創
さ
れ
て
四
百
二
十
年
。
ど
ん
な
道
の
り

を
辿
っ
て
現
在
に
至
る
の
か
、そ
の
歴
史
を
振
り
返
り

ま
す
。
東
長
寺
寺
報『
萬
亀
』V
O
L.

4（
一
九
八
七
年

三
月
）に
掲
載
し
て
い
た
歴
史
の
再
録
で
す
。

　

文
政
八
年
か
ら
十
年︵
一
八
二
五
～
二
七
︶に
か
け
て
、

幕
府
は
諸
寺
院
に
命
じ
て﹁
地
誌
御
調
帳
﹂を
提
出
さ
せ

た
。﹃
文
政
寺
社
書
上
﹄︵
百
二
十
一
冊
︶が
そ
れ
で
あ
る
。

﹃
文
政
町
方
書
上
﹄︵
百
四
十
六
冊
︶と
と
も
に
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
、﹃
寺
社
書
上
﹄は
地
域
別
に
各
々
の
寺
社
の

宗
旨
、建
立
年
月
、所
在
、山
院
号
、本
末
関
係
、宝
物
類

な
ど
を
書
き
上
げ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に﹃
町
方
書
上
﹄は
、各
町
名
主
よ
り
提
出
さ
せ

た
も
の
で
、御
城
、曲
輪
内
か
ら
曲
輪
外
へ
と
向
か
っ
て
江

戸
府
内
の
町
名
の
起
源
、町
名
主
名
、月
行
事
、町
内
の
陰

陽
師
、修
験
僧
な
ど
に
至
る
ま
で
詳
細
に
書
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
東
長
寺
の
門
前
町
屋
は
こ
の﹃
町
方
書
上
﹄に
記

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の﹃
町
方
書
上
﹄に
よ
る
と
、東
長
寺
の
西
側
の
町
を

麹
屋
甚
兵
衛
と
称
す
る
者
が
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
麹

屋
横
町
と
い
い
、東
長
寺
墓
地
の
脇
を
源
慶
寺
に
向
か
う

坂
を
茗
荷
坂
と
い
っ
た
と
記
し
て
い
る
。い
ま
は
す
っ
か
り

忘
れ
ら
れ
た
古
い
呼
称
で
あ
る
。

　

東
長
寺
の﹃
寺
社
書
上
﹄は
文
政
十
年︵
一
八
二
七
︶五

月
に
書
き
上
げ
ら
れ
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
︿
諸
尊
像
﹀

　

本
尊
・
釈
迦
牟
尼
如
来　

木
坐
像　

一
尺
一
寸

　

右
脇　

迦
葉
尊
者　

木
立
像　

一
尺
三
寸

　

左
脇　

阿
難
尊
者　

木
立
像　

一
尺
三
寸

　

達
磨
大
師　

木
坐
像　

二
尺

　

大
権
尊
者　

木
坐
像　

二
尺

が
本
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
釈
迦
三
尊
を
中
心
に
左
右

の
外
陣
に
達
磨
大
師
と
大
権
尊
者
の
尊
像
が
安
置
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。い
ず
れ
も
作
者
不
詳
で
あ
る
。

　

ま
た
、

　
﹁
此
外
阿
弥
陀
、観
音
、出
山
釈
迦
小
像
有
之
候
得
共

檀
方
よ
り
納
候
外
由
来
相
知
不
申
候
﹂

と
記
し
て
い
る
。

　

た
だ
観
音
と
記
す
場
合
、聖
観
世
音
菩
薩
の
こ
と
で
、

阿
弥
陀
如
来
、聖
観
世
音
菩
薩
、出
山
釈
迦
如
来
の
尊
像

が
、檀
家
か
ら
納
め
ら
れ
安
置
さ
れ
て
い
た
。

　
︿
東
長
寺
の
山
門
﹀

　
﹁
中
門　

柱
間
九
尺
五
寸　

東
向

　

但
破
壊
致
候
後
建
直
し
不
申
当　

礎
定
残
有
之
候

　

惣
門　

柱
間
九
尺
九
寸　

東
向

　

右
起
立
年
号
月
日
相
不
申
候
﹂

　

惣
門
は
総
門
と
も
書
き
、禅
宗
寺
院
で
は
表
門
の
こ
と

で
山
門
と
も
い
う
。い
つ
建
立
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
と

記
し
て
い
る
が
、江
戸
府
内
諸
寺
院
の
記
録
を
調
べ
て
い

く
と
、本
堂
や
山
門
は
建
立
さ
れ
て
か
ら
五
十
～
六
十
年

ほ
ど
の
間
隔
で
補
修
を
加
え
、二
百
～
三
百
年
を
経
過
し

た
と
い
う
も
の
も
多
く
、こ
れ
だ
け
の
資
料
で
は
断
定
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、恐
ら
く
元
禄
年
中
ご
ろ
の
建

立
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
中
門
は
破
壊
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
が
後
述
す
る
天
保
十
三
～
四
年︵
一
八
四
二
～

四
三
︶の﹃
境
内
作
事
絵
図
面
﹄に
は
、惣
門
、中
門
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　
︿
扁
額
﹀

　

額　

万
亀
山　
　

堅︵
縦
︶二
尺
三
寸
七
分

　
　
　

玄
龍
筆　
　

横
四
尺
二
寸
五
分

　

相
当
に
大
き
な
扁
額
で
、惣
門
、本
堂
の
い
ず
れ
に
掲

げ
ら
れ
て
い
た
か
の
記
述
は
な
い
が
、﹃
続
府
内
備
考
﹄に

は
中
門
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
玄
龍
筆
﹂と
記
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の
玄
龍
と
は
い
か
な

る
僧
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

東
長
寺
と
深
い
関
わ
り
が
あ
り
、し
か
も
寺
格
が
上
の

寺
院
の
僧
と
み
る
べ
き
で
、本
山
・総
持
寺
、関
三
刹
・
大
中

寺
、本
寺
・
勝
興
寺
い
ず
れ
か
の
僧
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
い
う
関
三
刹
と
は
、幕
府
直
属
と
も
い
え
る
曹

洞
宗
の
大
僧
録
で
関
東
三
か
寺
と
も
い
い
、下
総
・
総
寧

寺
、武
州
・龍
穏
寺
、野
州
・
大
中
寺
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
大
中
寺
が
東
長
寺
の
本
寺
筋
に
あ
た
っ
て
い
る
。

東
長
寺
四
百
二
十
年
の
歴
史
︵
二
︶
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︿
鐘
銘
﹀

　

大
鐘
銘
左
之
通

　

大
日
本
国　

武
蔵
州
豊
嶋
郡
江
府
万
亀
山
東
長
禅

寺
従
二

雪
庭
積
禅
師
挿
草
一

燈
々
相
続
。
堂
宇
法
器
粗

備
。
啻
憾
レ

無
三

華
鯨
之
警
二

晨
昏
一

者
有
レ

年
。
今
茲
元

禄
十
三
庚
辰
孟
秋
、土
肥
氏
豊
知
罹
二

令
妻
山
崎
氏
女
む
す
め

法
如
月
院
楓
屋
貞
紅
大
師
掩
粧
之
憂
一

也
。
土
肥
氏
先

祖
自
レ

剏
二

寺
基
。一
世
僧
務
進さ
し
ず
し
て止

于
憾
レ

越
鋳
二

銅

鐘
一

口
寄
寺
補
二

禅
誦
規
則
之
闕
、一
耑
薦
二

亡
婦
幽
冥

之
福
一

也
。
於
戯
鐘
声
之
最
於
二

佛
事
一

者
、其
徳
不
レ

可
二

声
言
矣
。
予
欲
レ

使
三

此
善
勲
垂
三

不
朽
一

而
乃
為
レ

銘
。

銘
日

　

金
口
木
舌　

説
法
無
窮　

似
春
入
律　

如
月
行
空

　

非
声
々
徹　

千
界
円
通　

不
聞
々
透　

九
有
消
融

　

謝
罪
薦
福　

覚
路
成
功　

齊
規
垂
範　

万
亀
梵
宮

　

祐
民
鎮
国　

号
令
奚
終

　
　

元
禄
十
三
庚
辰
八
月
穀
旦

　
　
　

万
亀
山
東
長
禅
寺
現
住
論
大
通
誌

　
　
　

武
州
江
戸
住

　
　
　
　

治
工　

田
中
丹
波
大
掾
藤
原
重
行　

作

　

日
本
国
、武
蔵
国
豊
嶋
郡
江
戸
府
内
の
万
亀
山
東
長

禅
寺
は
、﹁
雪
庭
春
積
禅
師
が
草
創
し
、い
ら
い
法
灯
を
と

も
し
つ
づ
け
て
き
た
。
堂
宇
の
法
器
も
あ
ら
か
た
整
っ
て
い

る
。し
か
し
梵
鐘
を
朝
に
夕
に
撞
い
て
衆
生
を
い
ま
し
め
る

こ
と
が
か
な
わ
ぬ
と
い
う
う
ら
み
を
有
す
る
年
月
を
送
っ

て
き
た
。
元
禄
十
三
年
の
初
秋
、土
肥
豊
知
の
妻
、法
如

月
院
楓
屋
貞
紅
大
姉
が
没
し
た
。
土
肥
氏
の
先
祖
が
当

寺
を
開
基
し
て
か
ら
、歴
代
住
職
は
い
ろ
い
ろ
と
さ
し
ず
し

て
務
を
は
た
し
て
き
た
日
々
を
懐
し
み
、銅
鐘
一
口
を
鋳

造
し
て
寺
に
寄
せ
、禅
誦
規
則
の
欠
け
た
点
を
補
う
と
と

も
に
、土
肥
氏
の
妻
に
冥
土
の
福
を
供
え
る
。
あ
あ
、鐘
声

は
仏
事
に
お
い
て
は
最
大
の
徳
で
あ
り
、と
や
か
く
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
予
は
こ
の
善
勲
を
不
朽
た
ら
し
め
ん
と
欲

し
て
銘
と
す
る

│
﹂と
い
っ
た
意
味
で
、こ
の
あ
と
に
十
四

行
の
四
言
古
詩︵
古
体
詩
︶が
つ
づ
き
、﹁
万
亀
山
東
長
禅

寺
論
大
通
誌
﹂と
当
時
の
住
職
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
住
職
は
元
禄
の
中
興︵
再
中
興
、重
興
︶の
祖
に
あ

た
り
、東
長
寺
歴
代
簿
の﹁
輪
大
和
尚
﹂で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。﹁
輪
大
和
尚
﹂は
東
長
寺
第
六
世
に
あ
た
り
年
代
的

に
も
符
号
す
る
。

　

寺
院
に
所
蔵
さ
れ
る﹁
過
去
帳
﹂﹁
歴
代
簿
﹂は
、何
代

か
の
う
ち
に
写
し
替
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、こ
の

書
き
写
さ
れ
た
と
き﹁
論
﹂を﹁
輪
﹂と
写
し
誤
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
﹁
論
大
通
誌
﹂を﹁
論
大
通
大
和
尚

4

4

4

4

4

4

誌
﹂と
読
む
こ
と
も

で
き
る
が
、僧
名
を
一
字
も
し
く
は
三
字
で
誌
す
場
合
は

敬
意
の
念
を
も
っ
て
の
こ
と
で
、鐘
銘
な
ど
を
記
す
場
合
、

自
分
自
ら
を
三
字
名
で
記
し
た
例
は
少
な
く
、﹁
論
大
﹂が

﹁
通
誌
﹂し
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
こ
の
梵
鐘
を
鋳
造
し
た
藤
原
重
行
に
関
し
て
の

資
料
は
皆
無
だ
が
、元
禄
年
中
に
お
い
て
相
当
名
の
あ
る

人
で
あ
っ
た
よ
う
で
、多
く
の
梵
鐘
鋳
造
に
た
ず
さ
わ
っ
て

い
る
。四
谷
北
寺
町
の
浄
運
寺
の
梵
鐘
も
藤
原
重
行
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

出典：古地図史料出版株式会社「江戸図正方鑑」（版本者：佐藤四郎右衛）│元禄6年の江戸地図

東長寺

<
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こ
れ
ま
で
、現
在
建
設
中
の
檀
信
徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂の
特
徴
に
つ
い
て
、

地
中
熱
を
利
用
し
た
空
調
設
備
の
特
徴
と
、免
震
装
置
を
導
入
し
た
構
造

デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
を
掲
載
し
て
参
り
ま
し
た
。
今
回
は
、パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
認

定
を
目
指
し
た
意
匠
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
を
説
明
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

多
く
の
皆
さ
ま
は﹁
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
﹂と
い
う
言
葉
を
初
め
て
聞
か
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
こ
で
ま
ず
は﹁
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
﹂と
い
う
も
の
が

ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
の
か
、実
際
に
ど
の
よ
う

な
事
例
が
存
在
す
る
の
か
を
説
明
し
た
後
、こ
の
度
の
檀
信
徒
会
館﹁
文
由

閣
﹂へ
の
導
入
意
図
、そ
の
方
法
な
ど
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は﹁
パ
ッ
シ
ブ
﹂と
は
、ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
英
語
の
辞
書
を

調
べ
て
み
る
と
、名
詞
と
し
て
は﹁
受
動
態
﹂と
あ
り
、形
容
詞
と
し
て
は
、

﹁
自
分
か
ら
は
積
極
的
に
働
き
か
け
な
い
さ
ま
、受
動
的
、消
極
的
﹂と
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
反
意
語
は﹁
ア
ク
テ
ィ
ブ
﹂と
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
皆

さ
ま
に
と
っ
て
は
、﹁
ア
ク
テ
ィ
ブ
の
反
意
語
﹂と
い
う
方
が
馴
染
み
や
す
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
次
は
こ
の
パ
ッ
シ
ブ
に
ハ
ウ
ス
と
い
う
言
葉
を
付
け

る
と
ど
う
な
る
か
。﹁
消
極
的
な
家
？
﹂﹁
受
動
的
な
家
？
﹂と
い
う
訳
語
に

な
っ
て
し
ま
い
、ど
う
に
も
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。そ
こ
で
専
門
家
が
記
し
た
本

の
中
か
ら
抜
粋
し
て
み
ま
す
。﹁
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
は
一
九
九
七
年
に
ド
イ
ツ

の
物
理
学
者
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・フ
ァ
イ
ス
ト
博
士
が
確
立
し
た
省
エ
ネ
基
準

で
す
。フ
ァ
イ
ス
ト
博
士
が
立
ち
上
げ
た
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
研
究
所
で
は
、パ
ッ

シ
ブ
ハ
ウ
ス
の
設
計
ツ
ー
ル
を
開
発
し
、独
自
の
認
定
制
度
を
築
き
上
げ
ま

し
た
。
建
物
の
躯
体︵
外
皮
︶性
能
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、暖
房
設
備
は
最

小
限
と
な
り
、経
済
性
を
維
持
し
な
が
ら
居
住
性
の
高
い
省
エ
ネ
住
宅
を
つ

く
る
の
が
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
の
目
的
で
あ
り
、現
在
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地

域
で
も
、気
候
風
土
に
合
わ
せ
た
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
設
計
の
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
﹂︵﹃
図
解
エ
コ
ハ
ウ
ス
﹄竹
内
昌
義
・
森
み
わ
共
著
︶と
、書
か
れ
て
い

ま
す
。こ
れ
で
も
ま
だ
ピ
ン
と
こ
な
い
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、引
用

中
に
も
あ
っ
た﹁
エ
コ
ハ
ウ
ス
﹂と
い
う
表
現
の
方
が
日
本
で
は
受
け
入
れ
や

す
そ
う
で
す
。

　

パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
の
認
定
を
受
け
た
住
宅
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、同

じ
く﹃
図
解
エ
コ
ハ
ウ
ス
﹄を
参
照
し
て
み
ま
す
。﹁
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
の
躯
体
性

能
は
、住
宅
程
度
の
大
き
さ
で
あ
れ
ば
、六
畳
用
の
エ
ア
コ
ン
一
台
程
度
で
建

物
中
を
冷
暖
房
で
き
る
状
態
に
相
当
し
ま
す
﹂。
ま
た
、﹁
窓
や
換
気
設
備
、

断
熱
工
法
な
ど
の
省
エ
ネ
建
材
の
単
価
が
下
が
っ
て
き
た
こ
と
や
、各
国
の
義

務
基
準
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
建
設
の
た

め
の
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
は
寒
冷
地
の
ド
イ
ツ
語
圏
で
も
五
％
以
下
﹂、と
あ
り
ま

す
。
私
な
り
に
要
約
す
る
と
、﹁
建
設
コ
ス
ト︵
坪
単
価
︶は
従
来
よ
り
上
昇
す

る
が
、そ
れ
に
比
し
て
冷
暖
房
性
能
が
上
が
る
た
め
、冷
暖
房
に
か
か
る
コ
ス

ト︵
電
力
代
︶が
安
く
な
り
、住
宅
に
か
か
る
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
は
安
く
な
る
。

ま
た
空
調
設
備
の
使
用
頻
度
が
低
下
す
る
た
め
、二
酸
化
炭
素
の
排
出
な

ど
も
抑
制
さ
れ
る
﹂と
な
り
ま
す
。
現
在
で
は
エ
コ
住
宅
と
い
え
ば
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
だ
け
が
エ
コ
住
宅
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。し
か
し
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー︵
太
陽
光
や
地
中
熱
な
ど
︶を
利
用
し

た
設
備
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、す
な
わ
ち
ア
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
と
い
う

こ
と
に
な
り
、た
だ
建
物
が
建
っ
て
い
る
だ
け
で
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
が
実
現
す

る
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
と
は
、大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

檀
信
徒
会
館
﹁
文
由
閣
﹂
建
築
設
計
に
つ
い
て
［
Ⅲ
］─
手
島
涼
仁
［
東
長
寺
寺
務
長
］
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新鮮な空気

熱を逃がす窓日射を
入れない
窓と庇

日射を入れる窓
（熱は逃げない）

熱を入れない外皮 熱の逃げない外皮

新鮮な空気
汚れた空気

新鮮な空気

熱を逃がす窓日射を
入れない
窓と庇

日射を入れる窓
（熱は逃げない）

熱を入れない外皮 熱の逃げない外皮

新鮮な空気
汚れた空気

新鮮な空気

熱を逃がす窓日射を
入れない
窓と庇

日射を入れる窓
（熱は逃げない）

熱を入れない外皮 熱の逃げない外皮

新鮮な空気
汚れた空気

　

さ
て
東
長
寺
で
は
、檀
信
徒
会
館
建
設
計
画
中
に
東
日
本
大
震
災
を
経

験
致
し
ま
し
た
。
新
住
職
を
中
心
に
計
画
を
進
め
て
お
り
ま
し
た
が
、こ
の

震
災
と
そ
れ
に
伴
う
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
真
剣
に
受
け
止

め
、新
し
い
建
物
は﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹂と
い
う
も
の
に
対
す
る
回
答
を
皆
さ
ん
に

提
示
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
ひ
と
つ
の
回
答
が
、こ
の
パ
ッ

シ
ブ
ハ
ウ
ス
認
定
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。　

　

現
在
、パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
認
定
を
受
け
て
い
る
建
物
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に

建
設
さ
れ
て
お
り
、木
造
に
限
ら
ず
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス

も
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
は
一
般
住
宅
以
外
に
も
共
同
住
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、公
共

建
築
物
な
ど
も
建
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
住
ま
い
手
か
ら
の
発
熱
も
有
効
利
用

す
る
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
は
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
十
二
℃
に
も
な
る
極
寒
の
地
で
も
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
暖
房
設
備
な
し
で
も
過
ご
せ
る
ほ
ど
で
、そ
の
省
エ
ネ
性
、断

熱
性
、気
密
性
は
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
す
。パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
の
基
準
は
世
界

各
国
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
の
中
で
最
も
厳
し
い
と
言
わ
れ
、基
準
を
満
た

す
た
め
に
は
、窓
や
断
熱
材
、換
気
装
置
の
選
別
、気
密
・
断
熱
の
施
工
技
術

力
、熱
損
失
や
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
計
算
な
ど
高
レ
ベ
ル
な
建
築
設
計
な
ら
び

に
施
工
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
日
本
は
四
季
が
あ
る
独
特
な
気

候
風
土
で
あ
る
た
め
、通
風
や
樹
木
に
よ
る
夏
の
日
射
の
遮
蔽
、土
壁
の
性

能
評
価
な
ど
を
含
む
、日
本
の
気
候
風
土
に
適
応
し
た
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
の
あ

り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
会
館
建
設
に
関
し
ま
し
て
は
、十
月
末
に
お
い
て
も
気
密
性
能
の
計

算
や
そ
れ
に
伴
う
ガ
ラ
ス
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
設
計
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
竣
工
後
、ド
イ
ツ
の
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
研
究
所
に
審
査
を
依
頼
し

認
定
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
順
調
に
進
ん
で
こ
の
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
認
定
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ら
、世
界
初
の
宗
教
建
築
と
な
り
ま
す
。こ
れ
は
日

本
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、世
界
に
誇
れ
る
宗
教
建
築
を
東
長
寺
が
建
立
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
檀
信
徒
の
協
力
が
あ
っ
て
の
快
挙
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

室内への給気

18℃

熱交換換気装置の仕組み
常に熱は高い方から
低い方に向かって動く
性質を利用。

熱交換換気装置

室内からの汚れた空気

20℃

外の新鮮な空気

0℃
室外への排気

2℃

パッシブハウスの夏 パッシブハウスの冬

室内 屋外
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檀
信
徒
会
館
﹁
文
由
閣
﹂ 

工
事
の
進
捗
状
況

　

今
年
一
月
の
着
工
か
ら
、事
故
も
な
く
順
調
に
工
事
は
進
み
、間
も
な
く
一
年
を
迎
え
ま
す
。
極
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
な
い﹁
パ
ッ
シ
ブ
建
築
﹂の
あ
り
よ

う
を
追
求
し
た
挑
戦
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、関
係
者
一
同
、智
慧
と
経
験
を
総
動
員
し
て
、一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
明
年
五
月
の
完
成
に

向
け
て
、ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

八
月

文由閣を力強く支える地下一階の擁
壁、免震基礎工事の実施

大地震の揺れを制御する免震装置
を設置

柱と梁の組み上げ工事開始

仮囲いの向こうに、文由閣の姿が立
ち現れる

九
月

十
月

十
一
月

［写真提供］
松井建設：右列上3点│P3 art and environment：右列下段および左列6点



檀
家
・
縁
の
会
会
員
の
居
住
地
マ
ッ
プ

鶴
見
区

神奈川区

西区

中区南区

保土ケ
谷区

磯子区

金沢区

港
北
区

戸
塚
区港
南
区

旭区

緑区

瀬
谷
区

栄区

泉区

青葉区 都
筑
区 川崎区

幸区

中原区

高津区
多摩区

宮前区
麻生区

横須賀市

平塚市
鎌倉市

藤
沢
市

小田原市

茅ヶ崎市

逗子市

三
浦
市

秦野市

厚木市

大
和
市

伊勢原市

海
老
名
市

座間市

南足柄市

綾
瀬
市

葉山町

寒
川
町

大磯町

二宮町

中
井
町

大井町

松
田
町

山北町

開成町

箱根町

真鶴町湯河原町

愛川町

緑区
中央区

南区

清川村

鶴
見
区

神奈川区

西区

中区南区

保土ケ
谷区

磯子区

金沢区

港
北
区

戸
塚
区港
南
区

旭区

緑区

瀬
谷
区

栄区

泉区

青葉区 都
筑
区 川崎区

幸区

中原区

高津区
多摩区

宮前区
麻生区

横須賀市

平塚市
鎌倉市

藤
沢
市

小田原市

茅ヶ崎市

逗子市

三
浦
市

秦野市

厚木市

大
和
市

伊勢原市

海
老
名
市

座間市

南足柄市

綾
瀬
市

葉山町

寒
川
町

大磯町

二宮町

中
井
町

大井町

松
田
町

山北町

開成町

箱根町

真鶴町湯河原町

愛川町

緑区
中央区

南区

清川村

神
奈
川
県

縁
の
会
の
皆
さ
ま

檀
家
の
皆
さ
ま

99（総数） 1104（総数）

0［家］ 5 10

0［人］ 90 180

0

2

4

0

0

0

0

1

2

23

9

2

3

1

2

2

4

12

0

3

9

3

2

2

0

0

0

1

0

0

9

0

0

0

3

0

3

32

7

1

0

0

2

1

7

3

1

1

2

3

1

1

0

1

1

0

1

11

3

3

10

1

1

5

27

249

57

18

15

40

50

22

47

94

21

15

58

21

10

17

3

1

4

21

12

17

43

3

5

1

44

9

17

471

73

42

14

14

34

25

26

45

12

10

38

26

20

25

11

18

25

13

愛川町
厚木市
綾瀬市

伊勢原市
海老名市
大磯町
大井町

小田原市
鎌倉市
川崎市
麻生区
川崎区
幸区

高津区
多摩区
中原区
宮前区

相模原市
中央区
緑区
南区

座間市
逗子市
茅ヶ崎市
中井町
二宮町
箱根町
秦野市
葉山町
平塚市
藤沢市
真鶴町
三浦市

南足柄市
大和市

湯河原町
横須賀市
横浜市
青葉区
旭区
泉区

磯子区
神奈川区
金沢区
港南区
港北区
栄区

瀬谷区
都筑区
鶴見区
戸塚区
中区
西区

保土ヶ谷区
緑区
南区

0［家］ 5 10 0［人］ 18090



1

5

1

1

0

1

0

0

0

0

9

4

0

0

2

1

0

3

15

0

6

1

2

1

1

2

1

1

0

1

0

5

1

0

1

1

0

0

3

2

4

1

0

1

1

1

2

1

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

75（総数）

36

26

2

28

6

9

1

44

4

2

79

42

21

5

17

14

8

40

210

17

48

7

13

14

18

14

27

33

19

36

5

52

31

9

44

0

1

11

125

19

54

15

1

0

5

7

9

9

21

37

5

3

24

4

8

9

3

9

3

2

1

22

25

上尾市
朝霞市
伊奈町
入間市
小川町
桶川市
越生町
春日部市
加須市
上里町
川口市
川越市
北本市
行田市
久喜市
熊谷市
鴻巣市
越谷市

さいたま市
岩槻区
浦和区
大宮区
北区
桜区

中央区
西区
緑区
南区

見沼区

坂戸市
幸手市
狭山市
志木市
白岡市
草加市
杉戸町
秩父市
鶴ヶ島市
所沢市
戸田市
新座市
蓮田市
鳩山町
羽生市
飯能市

東松山市
日高市
深谷市

富士見市
ふじみ野市
本庄市
松伏町
三郷市
宮代町
三芳町
毛呂山町
八潮市
吉川市
吉見町
寄居町
嵐山町
和光市
蕨市

埼
玉
県

0［家］ 5 10 0［人］ 18090

1203（総数）

縁
の
会
の
皆
さ
ま

檀
家
の
皆
さ
ま0［家］ 5 10

0［人］ 90 180



平
成
二
十
六
年
六
月
末
日
の
デ
ー
タ

千
葉
県

65（総数） 1290（総数）

縁
の
会
の
皆
さ
ま

檀
家
の
皆
さ
ま0［家］ 5 10

0［人］ 90 180

0

4

0

9

0

1

0

4

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

12

1

3

1

1

4

2

0

1

0

1

0

1

1

1

2

5

5

0

1

7

0

1

1

54

6

128

2

13

18

49

12

4

6

128

2

5

14

1

9

13

1

2

3

56

2

2

8

7

2

4

2

202

22

37

37

16

76

14

4

1

1

6

2

51

40

8

11

165

158

2

11

56

2

16

旭市
我孫子市
いすみ市
市川市
一宮町
市原市
印西市
浦安市

大網白里市
大多喜町
御宿町
柏市

勝浦市
香取市
鎌ヶ谷市
鴨川市

木更津市
君津市
鋸南町

九十九里町
栄町

佐倉市
山武市

酒々井町
白井市
白子町
匝瑳市
袖ケ浦市
館山市
千葉市
稲毛区
中央区
花見川区

緑区
美浜区
若葉区

銚子市
長南町
東金市
富里市
長柄町
流山市

習志野市
成田市
野田市
船橋市
松戸市

南房総市
茂原市

八千代市
横芝光町
四街道市

0［家］ 5 10 0［人］ 18090



年
末
年
始 

山
内
行
持
の
ご
案
内

大
掃
除

● 

日　

程
：
十
二
月
十
八
日［
木
］ 

午
後
1
時
よ
り

山
内
の
大
掃
除
を
、皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
年
分
行
持
案
内
に
て
十
九
日
と
ご
案

内
し
て
お
り
ま
し
た
が
、都
合
に
よ
り
、左
記
の
日
程
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ご
都
合
の
つ
く
方
は
、ぜ
ひ
、

ご
参
加
下
さ
い
。

懺
悔
会
・
お
も
ち
つ
き

● 

日　

程
：
十
二
月
二
十
八
日［
日
］ 

午
前
9
時
半
よ
り　

懺
悔
会
は
、一
年
間
の
行
い
を
懺
悔
し
、心
身
と
も
に
清
浄
に
し
て
、来
た
る
一
年
間
の
た
め
の
災
障
消
除

を
祈
念
致
し
ま
す
。
佛
の
名
を
唱
え
な
が
ら
何
度
も
礼
拝
し
、自
分
自
身
を
見
つ
め
る
こ
と
が
主
眼
の

法
要
で
す
。

引
き
続
き
、お
餅
つ
き
を
致
し
ま
す
。
山
内
す
べ
て
の
お
堂
の
お
供
え
餅
を
つ
く
り
ま
す
。
都
会
で
は
少
な
く

な
っ
た
お
餅
つ
き
、杵
を
持
つ
の
は
初
め
て
と
い
う
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、ぜ
ひ
挑
戦
し
て
み
て
下
さ
い
。

つ
き
た
て
の
お
餅
を
召
し
上
が
っ
て
頂
け
ま
す
。

歳
末
年
始
法
要
・
除
夜
の
鐘

● 

日　

程
：
十
二
月
三
十
一
日［
水
］

● 
 

午
後
11
時
15
分
よ
り　

年
末
法
要

● 
 

午
後
11
時
45
分
よ
り　

除
夜
の
鐘

 
 

引
き
続
き　

年
始
法
要
、萬
灯
供
養　

大
般
若
を
転
読
し
、新
年
の
多
幸
を
祈
念
致
し
ま
す
。

ご
自
身
の
み
な
ら
ず
、世
界
の
人
々
の
平
和
を
、ご
一
緒
に
お
祈
り
致
し
ま
し
ょ
う
。

修
正
会
な
ら
び
に
新
年
会
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
七
年
度
修
正
会
法
要
な
ら
び
に
新
年
会
は
、左
記
の
日
程
に
て
開
催
致
し
ま
す
。
新
年
の
お
祝

い
の
ひ
と
と
き
を
お
過
ご
し
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

当
日
は
、新
年
の
祝
祷
と
と
も
に
、ご
長
寿
を
祈
念
し
て﹁
賀
寿
﹂の
お
祝
い
を
致
し
ま
す
。さ
さ
や
か
な
が

ら
、お
祝
い
の
品
を
ご
用
意
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

寒
中
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
、山
内
一
同
お
待
ち
申
し

上
げ
ま
す
。

● 
 

日　

程
：
平
成
二
十
七
年
一
月
十
八
日［
日
］

● 
 

受　

付
：
午
後
12
時
半
よ
り

● 
 

会　

場
：
明
治
記
念
館︵
J
R
信
濃
町
駅
よ
り
徒
歩
5
分
︶港
区
元
赤
坂
二
│
二
│
二
十
三

● 
 

会　

費
：
お
一
人
に
つ
き
一
万
円　

● 
 

定　

員
：
二
〇
〇
名

● 
 

お
申
し
込
み
：
お
電
話
に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。〆
切
り
は
一
月
十
日［
土
］ま
で
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

 

な
お
、賀
寿
に
当
た
ら
れ
る
方
は
事
前
に
お
申
し
付
け
下
さ
い
。

● 
 ﹁

賀
寿
﹂

 

古
希︵
数
え
年
70
歳
︶昭
和
21
年
生
ま
れ

 

喜
寿︵
数
え
年
77
歳
︶昭
和
14
年
生
ま
れ

 

傘
寿︵
数
え
年
80
歳
︶昭
和
11
年
生
ま
れ

 

米
寿︵
数
え
年
88
歳
︶昭
和
3
年
生
ま
れ

 

卒
寿︵
数
え
年
90
歳
︶昭
和
元
年
生
ま
れ

 

白
寿︵
数
え
年
99
歳
︶大
正
6
年
生
ま
れ

 

紀
寿︵
数
え
年
1
0
0
歳
︶大
正
5
年
生
ま
れ

● 
 

お
支
払
い
方
法
：
後
日
郵
便
振
り
替
え
用
紙
を
送
付
致
し
ま
す
。

 

通
信
欄
に
、ご
出
席
者
の
ご
住
所
・
お
名
前
を
記
入
の
上
、一
月
十
五
日［
木
］ま
で
に
お
支
払
い
下
さ
い
。

 

な
お
、キ
ャ
ン
セ
ル
に
伴
う
返
金
は
、一
月
十
日［
土
］ま
で
を
申
し
受
け
日
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

0
1
2
0
│
3
3
5
│
8
5
0
は

年
内
に
て
停
止
致
し
ま
す
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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舞踏音楽劇「古代蓮物語」
原作：田代敬二／演出：草彅馨／語り：谷英
美／舞踏：オソダミホ／ソプラノ：一井優希／テ
ノール：木村壯宏／打楽器：吉田政美／ピアノ：
RIMAKO／美術：伊東謙介・山崎克也／協力：
藝術福祉振興機構グレイス・ソサエティ、忍の行
田の昔ばなし語り部の会

埼玉県行田市で3000年以上前の古代蓮の種
が出土し自然開花しました。1968年に埼玉古墳
群から出土した国宝「金錯銘鉄剣」ととに、古代に
秘められたメッセージを皆さまにお届け致します。

時
程 

内
容 

場
所

14
時  

受
付
開
始 

総
受
付

14
時
30
分  

大
般
若
祈
祷
会 

本
堂

15
時
30
分 

舞
踏
音
楽
劇 

本
堂

16
時
30
分 

お
し
の
ぎ 

食
堂

17
時  

仏
教
文
化
講
座 

羅
漢
堂

18
時
30
分  

萬
灯
供
養 

本
堂

縁
の
会
｜
大
般
若
祈
祷
会
の
ご
案
内

● 
日　

程
： 

平
成
二
十
七
年
二
月
一
日［
日
］

縁
の
会
の
皆
さ
ま
の
繁
栄
と
山
門
の
興
隆
を
願
う
大
般
若
祈
祷
会
を
、先
の
通
り
厳
修
致
し
ま
す
。

玄
奘
三
蔵
法
師
が
天
竺
よ
り
伝
え
た﹁
大
般
若
経
六
百
軸
﹂の
金
文
を
転
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、諸
願
成

就
・
災
障
消
除
・
諸
縁
吉
祥
を
祈
る
も
の
で
す
。な
お
、当
山
の
大
般
若
経
は
、檀
信
徒
の
手
に
よ
り
一
字
一
字

写
経
さ
れ
た
寺
宝
の
経
文
で
す
。お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、ご
参
列
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

当
日
は
、願
い
主
の
お
名
前
と
願
い
事
を
書
い
た
御
札
を
ご
祈
祷
致
し
ま
す
。

左
記
ご
参
照
の
上
、願
文
を
お
選
び
下
さ
い
。

● 
 

御
祈
祷
料　

一
願
に
つ
き　

五
千
円
︵
当
日
、受
付
に
て
お
納
め
下
さ
い
︶

● 
 

願
文
例

 

心
願
成
就︵
心
に
あ
る
願
い
事
が
か
な
い
ま
す
よ
う
に
︶ 

家
内
安
全︵
家
族
が
安
ら
か
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
︶

 

交
通
安
全︵
交
通
事
故
に
あ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
︶ 
商
売
繁
盛︵
商
売
が
う
ま
く
い
き
ま
す
よ
う
に
︶

 

火
盗
消
除︵
火
事
や
盗
み
に
あ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
︶ 
傷
病
治
癒︵
病
気
や
怪
我
が
治
り
ま
す
よ
う
に
︶

 

身
体
健
全︵
健
康
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
︶ 

学
業
成
就︵
学
業
が
成
就
し
ま
す
よ
う
に
︶

 

仏
道
精
進︵
仏
道
に
勤
し
み
皆
が
幸
せ
に
な
り
ま
す
よ
う
に
︶

● 

参
列
の
お
申
し
込
み
な
ら
び
に
願
文
は
一
月
二
十
五
日［
日
］ま
で
に
、

 

お
電
話
も
し
く
は
F
A
X
、ハ
ガ
キ
に
て
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

● 
 

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ︵
午
前
9
時
│
午
後
5
時
︶

 

東
長
寺
︵
代
表
︶：
0
3
│

3
3
4
1
│

9
7
4
6
─
F
A
X
：
0
3
│

3
3
4
1
│

2
1
5
0

 

縁
の
会
事
務
局
：
0
3
│

3
3
5
3
│

6
8
7
4
─
F
A
X
：
0
3
│

3
3
5
3
│

7
0
2
7

● 
 

日
程
表

開
山
忌

左
記
の
日
程
に
て
、開
山
忌
法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

東
長
寺
を
開
か
れ
た
雪
庭
春
積
大
和
尚
な
ら
び
に
、開
山
堂
に
お
祠
り
さ
れ
て
い
る
方
々
の
ご
供
養
を

致
し
ま
す
。

● 

日　

程
： 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
二
日［
日
］ 

午
前
11
時
よ
り

● 

会　

場
：
開
山
堂

縁
の
会
｜
説
明
会 

御
寄
進
、檀
信
徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂、新
縁
の
会
に
つ
い
て

現
在
東
長
寺
に
お
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
事
業
、活
動
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。つ
き
ま
し
て
は
、来
年
以
降
も

引
き
続
き
、縁
の
会
会
員
の
皆
さ
ま
に
詳
細
を
ご
案
内
す
る
機
会
を
設
け
た
く
、左
記
日
程
に
て
ご
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。
檀
家
さ
ま
向
け
説
明
会
は
、別
途
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

● 
 

説
明
内
容

 

御
寄
進
に
つ
い
て︵
寄
進
の
目
的
、使
途
、監
査
な
ど
︶

 

檀
信
徒
会
館
﹁
文
由
閣
﹂の
建
築
説
明︵
主
に
用
途
︶

 

新
縁
の
会
の
仕
組
み
に
つ
い
て︵
現
在
の
縁
の
会
と
の
相
違
、入
会
金
の
使
途
︶

● 
 

日　

時 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
九
日［
月
］ 

午
前
10
時
30
分
～
︵
1
時
間
半
程
度
︶ 

定
員
50
名

 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日［
火
］ 

午
前
10
時
30
分
～
︵
1
時
間
半
程
度
︶ 

定
員
50
名

 

四
月
以
降
も
説
明
会
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

 

日
程
な
ど
の
詳
細
は
、次
号
で
ご
案
内
致
し
ま
す
。

● 
 

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ︵
ど
ち
ら
も
午
前
9
時
│
午
後
5
時
︶

 

東
長
寺
︵
代
表
︶：
0
3
│

3
3
4
1
│

9
7
4
6

 

縁
の
会
事
務
局
：
0
3
│

3
3
5
3
│

6
8
7
4

● 
 

そ
の
他

 
説
明
会
は
、ご
法
事
そ
の
他
の
関
係
上
、す
べ
て
平
日
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

 

土
日
祝
日
に
ご
希
望
の
方
は
、ご
連
絡
下
さ
い
。

 

人
数
が
あ
る
程
度
集
ま
り
ま
し
た
ら
、日
時
を
設
定
し
て
実
施
致
し
ま
す
。



﹇
各
種
教
室
の
ご
案
内
﹈

坐
禅
会

● 
 

毎
週
土
曜
日 

 

※
年
内
・一
月
は
お
休
み
し
、翌
年
二
月
よ
り
お
つ
と
め
し
ま
す
。

● 

時　

間
：
午
後
6
時
│
午
後
7
時
半

● 

服　

装
：
坐
禅
を
行
い
や
す
い
服
装

写
経
会

● 
 

毎
月
第
2
・
第
4
木
曜
日  

※
十
二
月
は
第
二
木
曜
日
の
み

● 

時　

間
：
午
後
2
時
半
│
午
後
3
時
半

● 

持　

物
：
手
に
な
じ
ん
だ
小
筆
が
あ
れ
ば
ご
持
参
下
さ
い
。

お
経
の
唱
和
と
経
典
講
読
の
会

毎
月
一
回
、第
三
金
曜
に
お
経
と
仏
教
讃
歌
の
ご
指
導
を

し
て
お
り
ま
す
。
左
記
日
程
を
ご
参
照
の
上
、お
誘
い
合

わ
せ
の
上
、ご
参
加
下
さ
い
。

● 

12
月
19
日［
金
］

● 

1
月
16
日［
金
］

● 

2
月
20
日［
金
］

● 

3
月
20
日［
金
］

● 

時　

間
：
午
後
1
時
│
午
後
2
時

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
東
長
寺
本
堂

折
り
紙
教
室

● 

講
師
：
湯
浅
信
江
先
生
［
お
茶
の
水
・
お
り
が
み
会
館
］

● 

12
月
18
日［
木
］

● 

1
月
15
日［
木
］

● 

2
月
19
日［
木
］

● 

3
月
19
日［
木
］

● 

時　

間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

受
講
料
：
三
、〇
〇
〇
円
［
材
料
費
・
お
茶
代
込
み
］

● 
会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

行
持
案
内
︵
平
成
二
十
六
年
十
二
月
│
平
成
二
十
七
年
三
月
︶

仏
教
文
化
講
座

元
旦
を
除
く
毎
月
一
日
は
、羅
漢
堂
に
て
左
記
の
要
領
で
仏
教
文
化
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、広
く
一
般
の
方
に
も
参
加
し
て
頂
け
ま
す
の
で
、皆
さ
ま
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、ご
来
山
下
さ
い
。な
お
、参
加
費
は
無
料
で
す
。

● 

毎
月
一
日   

開
場
：
午
後
4
時
半
／
開
講
：
午
後
5
時

● 

2
月
1
日［
日
］ 

﹁
文
由
閣
の
構
造
・
意
匠
・
設
備
﹂ 

谷
川
充
丈
氏
［
ア
ラ
ッ
プ
・シ
ニ
ア
構
造
エ
ン
ジ
ニ
ア
］

● 

3
月
1
日［
日
］ 

﹁
文
由
閣
と
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
﹂ 

森
み
わ
氏
［
キ
ー
ア
ー
キ
テ
ク
ト
代
表
］

● 

4
月
1
日［
水
］ 

﹁
文
由
閣
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
﹂ 
霜
田
亮
祐
氏
［
ヒ
ュ
マ
ス
代
表
］

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

0
1
2
0
│
3
3
5
│
8
5
0
は

年
内
に
て
停
止
致
し
ま
す
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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水
彩
画
同
好
会

● 
12
月
11
日［
木
］

● 

1
月
8
日［
木
］・
26
日［
月
］

● 

2
月
12
日［
木
］・
23
日［
月
］

● 

3
月
12
日［
木
］・
23
日［
月
］

● 

時　

間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

碁
縁
の
会［
囲
碁
の
会
］

● 

12
月
11
日［
木
］

● 

1
月
8
日［
木
］・
22
日［
木
］

● 

2
月
12
日［
木
］・
26
日［
木
］

● 

3
月
12
日［
木
］・
26
日［
木
］

● 

時　

間
：
午
後
1
時
よ
り

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

● 

連
絡
先
：
0
4
2
│

5
6
3
│

0
6
3
4［
担
当 

貝
］

　
　
　
　

   
0
4
2
│

4
6
7
│

3
0
8
1［
担
当 

三
橋
］

長
麺
会
［
そ
ば
打
ち
同
好
会
］

● 

12
月
8
日［
月
］

● 

1
月
26
日［
月
］

● 

2
月
23
日［
月
］

● 

3
月
23
日［
月
］

● 

時　

間
：
午
前
10
時
よ
り

● 

参
加
費
：
一
、五
〇
〇
円

● 

会　

場
：
東
長
寺
一
階　

食
堂

● 

連
絡
先
：
0
4
2
│

5
5
7
│

4
6
3
2［
担
当 

横
山
］

 

　
　
　
　

0
4
2
│

9
4
2
│

3
9
3
0［
担
当 

舟
木
］

観
世
流
謡
曲
教
室
の
ご
案
内

● 

講
師
：
中
島
志
津
夫
先
生
［
観
世
流
能
楽
師
］

● 
12
月
4
日［
木
］・
11
日［
木
］

● 

1
月
22
日［
木
］・
29
日［
木
］

● 

2
月
5
日［
木
］・
19
日［
木
］

● 

3
月
5
日［
木
］・
12
日［
木
］

● 

時　

間
：
午
後
1
時
半
よ
り

● 

受
講
料
：
六
、〇
〇
〇
円
［
月
毎
］

● 

会　

場
：
書
院
二
の
間

う
た
ご
え
茶
房 ＂
ゆ
り
か
ご
＂

● 

1
月
5
日［
月
］

● 

2
月
2
日［
月
］

● 

3
月
2
日［
月
］

● 

時　

間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

参
加
費
：
五
〇
〇
円
［
ワ
ン
ド
リ
ン
ク
付
］

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

コ
ー
ラ
ス
同
好
会
・
法
律
相
談
会

都
合
に
よ
り
、当
分
の
間
お
休
み
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

仏
教
讃
歌
を
歌
う
会

● 

12
月
19
日［
金
］

● 

1
月
16
日［
金
］

● 

2
月
20
日［
金
］

● 

3
月
20
日［
金
］

● 

時　

間
：
午
後
2
時
│
午
後
4
時

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

秋
彼
岸
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
の
報
告

秋
彼
岸
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
の
売
上
げ
は
、三
六
万
一
五
三
一
円
と
な
り
ま
し
た
。

お
買
い
上
げ
頂
い
た
方
は
も
ち
ろ
ん
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
方
や
、手
作
り
の
作
品
を
ご
提
供
下
さ
っ
た
方
、寄
付
を
下
さ
っ
た
方
等
々
、

多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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新
縁
の
会
の
ご
案
内
︵
東
長
寺
が
提
案
す
る
新
し
い
樹
林
葬
の
形
︶

千
手
堂︵
分
骨
と
い
う
新
し
い
仕
組
み
︶

　

平
成
十
八︵
二
〇
〇
六
︶年
十
一
月
、羅
漢
堂
が
予
定
募
集
数
の
八
五
〇
〇
人
に
達
し
た
こ
と
か
ら
、坐

禅
堂
を
改
装
し
た﹁
千
手
堂
﹂で
の
募
集
を
始
め
ま
し
た
。こ
こ
で
は
一
つ
の
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
羅
漢
堂
で
の
納
骨
方
法
は
関
東
地
方
で
一
般
的
に
火
葬
後
に
収
骨
す
る
骨
壺

︵
高
さ
八
寸
︶の
ま
ま
お
預
か
り
し
て
お
り
ま
し
た
が
、山
内
議
論
を
重
ね
、一
部
の
遺
骨
を
千
手
堂
で
お

預
か
り
し
、残
り
は
総
墓︵
多
宝
塔
︶へ
の
合
葬
と
い
う
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。こ
れ
に
は
大
き
く
二
つ
の
理

由
が
あ
り
ま
す
。一
つ
は
納
骨
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
物
理
的
問
題
、い
ま
一
つ
が
、供
養
の
対
象
が
遺
骨
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
宗
教
的
な
問
題
か
ら
出
た
結
論
で
あ
り
ま
す
。

羅
漢
堂︵
墓
地
か
ら
納
骨
堂
へ
︶

　

平
成
八︵
一
九
九
六
︶年
六
月
、東
長
寺
縁
の
会
は﹁
永
代
供
養
付
き
生
前
個
人
墓
﹂と
い
う
こ
れ
ま
で

に
な
い
新
し
い
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、葬
送
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
ま
し
た
。
そ
の
特

徴
は
、①
自
分
自
身
の
意
志
で
生
前
に
遺
骨
の
埋
葬
場
所
を
決
め
る
、②
一
代
限
り
の
お
墓
で
あ
る
こ

と
、③
永
代
供
養
を
約
束
す
る
こ
と
、④
室
内
の
納
骨
堂
で
あ
る
こ
と
、の
四
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。そ
の
ど
れ
も
が
当
時
は
新
し
い
仕
組
み
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、そ
し
て
現
在
で
は
多
く
の
寺

院
で
、あ
る
い
は
公
共
の
墓
地
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

千
手
堂

羅
漢
堂

羅
漢
堂

従
来
型
墓
地

家族単位から
個人単位へ

分骨をして納骨残りは合葬 従来型の墓地から
納骨堂へ
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龍
樹
堂︵
両
墓
制
～
祀
り
墓
と
参
り
墓
と
い
う
仕
組
み
︶

　

平
成
二
十
六︵
二
〇
一
四
︶年
十
二
月
、千
手
堂
が
予
定
募
集
数
の
三
七
〇
〇
人
に
達
す
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
現
在
建
設
中
の
檀
信
徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂内
に
新
し
い
納
骨
堂
を
建
立
す
る

こ
と
を
決
定
致
し
ま
し
た
。
新
し
い
納
骨
堂
の
名
称
は
、龍
樹
堂
と
な
り
ま
す
。
羅
漢
堂
か
ら
千
手
堂

へ
、そ
し
て
龍
樹
堂
へ
。
縁
の
会
の
納
骨
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
応
答
し
た
納
骨
方
法
を
提
案
し
て
参

り
ま
し
た
。こ
の
龍
樹
堂
は
両
墓
制
と
い
う
も
の
を
ご
提
案
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

墓
地︵
納
骨
堂
︶は
、祭
祀
と
埋
葬︵
納
骨
︶と
い
う
二
つ
の
役
割
を
有
し
て
お
り
ま
す
が
、日
本
に
は
か
つ
て
、

そ
の
二
つ
の
役
割
を
分
離
さ
せ
る
両
墓
制
と
呼
ば
れ
る
仕
組
み
が
存
在
し
て
お
り
、現
在
で
も
一
部
の
集
落

で
現
存
し
て
お
り
ま
す
。
東
長
寺
の
こ
の
度
の
提
案
は
、単
な
る
こ
れ
ま
で
の
両
墓
制
の
復
活
で
は
な
く
、そ

の
考
え
は
踏
襲
し
つ
つ
も
、そ
こ
に
新
し
い
価
値
観
を
導
入
し
、都
市︵
都
市
の
寺
院
＝
参
り
墓
︶と
地
方︵
地
方
の

寺
院
＝
祀
り
墓
︶が
と
も
に
永
続
的
に
発
展
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

　

首
都
圏
で
は
、今
後
死
亡
者
数
の
増
加
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、そ
れ
は
す
な
わ
ち
墓
地
不
足

に
直
結
致
し
ま
す
。
し
か
し
高
密
度
化
し
て
い
る
都
市
に
お
い
て
は
、新
規
に
墓
地︵
納
骨
堂
︶の
整
備
は

難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。一
方
、地
方
で
は
檀
家
の
減
少︵
後
継
者
不
足
︶が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、そ

れ
は
す
な
わ
ち
寺
院
経
営
の
先
行
き
の
不
安
に
直
結
し
ま
す
。そ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
手
法
が
今
回

導
入
予
定
の
両
墓
制
と
い
う
も
の
で
す
。
東
長
寺
の
新
縁
の
会
に
入
会
さ
れ
た
方
の
遺
骨
を
地
方
に
埋

葬
す
る
こ
と
が
、東
長
寺
で
の
納
骨
ス
ペ
ー
ス
の
省
ス
ペ
ー
ス
化
に
つ
な
が
り
、そ
し
て
地
方
の
寺
院
の
経

営
が
安
定
に
つ
な
が
る
と
い
う
構
図
で
す
。

新
縁
の
会
入
会
手
続
き
に
つ
い
て

※
正
式
な
お
申
し
込
み
は
、文
由
閣
納
骨
堂
の﹁
納
骨
堂
経
営
許
可
﹂が
下
り
て
か
ら
と
な
り
ま
す
。
予
定
は
、明
年
五
月
頃
の
予
定
で
す
。

※
但
し
、明
年
一
月
よ
り
東
長
寺
檀
信
徒
の
ご
紹
介
に
限
り
ま
し
て
、お
受
付
致
し
ま
す︵
実
際
の
ご
納
骨
は
、許
認
可
後
と
な
り
ま
す
︶。

※
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、寺
務
長︵
手
島
︶ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

祀り墓（地方寺院の樹林葬墓苑） 参り墓（東長寺文由閣内納骨堂）

龍
樹
堂

千
手
堂



平成27年
東長寺年分行持

1月  1日［木・祝］ 年始法要・三朝祈祷

 18日［日］ 修正会・新年会

 26日［月］ 高祖降誕会

2月  8日［日］ 大般若祈祷会

 15日［日］ 釈尊涅槃会

 22日［日］ 開山忌

3月 18日［水］～24日［火］ 春彼岸会

 21日［土・祝］ 春期彼岸会法要

4月  8日［水］ 釈尊降誕会・花まつり

5月 26日［火］ 山門大施食会・護持会総会

6月 14日［日］ 観音供養祭

7月 13日［月］ 盂蘭盆会法要

9月 20日［日］～26日［土］ 秋彼岸会

 23日［水・祝］ 秋期彼岸会法要

11月 21日［土］ 太祖降誕会

12月  8日［火］ 釈尊成道会

 28日［月］ 懺悔会・もちつき

 31日［木］ 歳末法要・除夜の鐘


