
    

西
隠
寺
様
（
臨
済
宗
方
広
寺
派
・
山
上

敏
之
住
職
）
で
は
か
ね
て
よ
り
本
堂
・
書

院
の
新
築
工
事
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
こ
の
度
完
成
い
た
し
ま
し
た
。
本

体
工
事
は
昨
年
末
に
は
完
成
し
て
引
渡

し
も
済
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
外

構
工
事
や
造
園
工
事
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。 以

前
の
本
堂
は
老
朽
化
が
激
し
く
、
材

木
に
腐
り
が
入
っ
て
お
り
耐
震
工
事
も

で
き
な
い
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
ま
た
書

院
を
は
じ
め
他
の
建
物
も
随
分
と
傷
ん

で
い
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
古
い
も
の
は

取
り
壊
し
て
本
堂
・
書
院
・
外
ト
イ
レ
の

新
築
工
事
が
決
定
し
ま
し
た
。 

 

本
堂
の
間
口
は
七
間
二
尺
五
寸
・
奥
行

六
間
で
四
三
・
五
坪
、
書
院
と
廊
下
は
四

九
坪
に
な
り
ま
す
。 

特
徴
と
し
て
は 

・
本
堂
の
脇
間
は
椅
子
席
を
要
望
す
る
檀 

 

家
さ
ん
が
多
い
た
め
桧
の
板
張
り
に 

し
ま
し
た
。 

・
角
度
の
緩
い
ス
ロ
ー
プ
を
設
け
、
大
玄 

 

関
内
も
段
差
を
な
く
し
た
の
で
、
駐
車 

 
 

  

場
や
境
内
か
ら
本
堂
～
位
牌
堂
～
書
院
と
、
足

の
不
自
由
な
方
や
車
椅
子
の
方
が
不
自
由
な
く

移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

・
檀
家
の
皆
様
が
多
用
途
に
使
用
で
き
る
よ
う
な 

空
間
や
部
屋
作
り
を
し
ま
し
た
。 

・
で
き
る
だ
け
無
垢
材
を
使
い
、
長
期
的
に
み
て 

補
修
費
が
少
な
く
て
済
む
仕
上
を
施
し
て
あ
り 

ま
す
。 

・
外
ト
イ
レ
は
広
く
多
目
的
に
使
用
で
き
、 

ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

・
参
道
側
か
ら
水
汲
み
場
と
桶
棚
を
確
保
し
、 

軒
庇
を
多
く
取
っ
て
い
る
た
め
雨
の
時
も
安
心 

し
て
お
墓
参
り
が
で
き
ま
す
。 

 

お
寺
を
訪
れ
た
す
べ
て
の
人
が
不
自
由
な
く
公

平
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
障
が
い
者
、

高
齢
者
の
方
々
が
安
全
に
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ

う
に
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、「
す
べ
て
の
人
に
や

さ
し
い
使
い
勝
手
の
よ
い
本
堂
」
を
テ
ー
マ
に
、

計
画
段
階
か
ら
住
職
や
建
設
委
員
の
皆
様
と
検
討

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
骨
格
に
は
桧
の
七
寸
柱
を

軸
に
強
固
な
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
安
心
し
て
末

永
く
使
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。 

              

心 ゆ た か に 
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西
隠
寺
様
の
本
堂
・
書
院
が
完
成 

（
浜
松
市
浜
北
区
） 

段 差 の な い 玄 関 
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鬼 

瓦 

開 

眼 

法 

要 
 
 

光
福
寺
様
（
浜
松
市･

真
宗
高
田
派
） 

 

現
在
本
堂
の
建
築
が
進
ん
で
い
る
浜
松
市
の

光
福
寺
様
で
鬼
瓦
の
開
眼
法
要
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
関
係
者
が
集
ま
り
建
築
中
の
本
堂
内
に
鬼

瓦
の
仮
組
を
し
て
、
ご
住
職
の
読
経
か
ら
始
ま

り
参
列
者
が
ご
焼
香
を
し
て
手
を
合
わ
せ
ま
し

た
。
そ
の
後
並
べ
た
鬼
瓦
の
前
で
記
念
撮
影
を

し
、
め
っ
た
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
鬼
瓦
の

大
き
さ
を
体
感
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
鬼
瓦
は
獅
子
口
（
し
し
ぐ
ち
）
と
い
う
種

類
で
、
寺
紋
で
あ
る
葵
の
御
紋
を
中
央
と
経
の

巻
き
に
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
鬼
瓦
が
屋
根

の
上
に
上
が
り
、
こ
れ
か
ら
光
福
寺
様
を
災
害

や
災
難
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。  

 

春
風
の
中
で
上
棟
式 

 
 

 

竹
林
寺
様
（
浜
松
市･

曹
洞
宗
） 

   

          

三
月
二
七
日
の
日
曜
日
に
竹
林
寺
様
で
は
本

堂
・
位
牌
堂
の
上
棟
式
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
午

後
三
時
か
ら
本
寺
の
龍
泉
寺
・
桐
畑
守
道
老
導

師
に
よ
る
上
棟
式
の
法
要
が
始
ま
り
、
そ
の
後

本
堂
棟
梁
の
小
澤
・
位
牌
堂
棟
梁
の
木
村
と
大

工
の
武
田
が
工
匠
の
儀
を
執
り
行
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
餅
投
げ
に
は
檀
家
の
方
々
や
近
隣
の
住

民
が
大
勢
集
ま
り
、
皆
さ
ん
帰
り
に
は
餅
や
お

菓
子
を
袋
い
っ
ぱ
い
に
詰
め
て
笑
顔
で
帰
っ
て

い
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
安
全
に
配
慮
し
工

事
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

和
様
の
須
弥
壇
が
完
成 

延
命
寺
様
（
浜
松
市
北
区･

曹
洞
宗
） 

 

浜
松
市
北
区
三
ケ
日
町
の
延
命
寺
様
で
は
本

堂
新
築
工
事
と
合
わ
せ
て
、
須
弥
壇
と
ヒ
ナ
壇

も
依
頼
を
い
た
だ
き
三
月
に
納
入
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
自
社
製
作
に
よ
り
工
事
の
段
取

り
も
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
、
新
し
い
本
堂
に
新
し

い
須
弥
壇
が
組
上
り
ま
し
た
。 

 

新
し
い
須
弥
壇
は
弊
社
で
二
十
年
位
乾
燥
さ

せ
た
良
質
の
無
垢
の
ケ
ヤ
キ
材
を
使
用
い
た
し

ま
し
た
。
巾
は
八
尺
七
寸
・
高
さ
三
尺
三
寸
で
ス

リ
漆
仕
上
で
す
。
ま
た
ヒ
ナ
段
も
同
じ
く
ケ
ヤ

キ
材
で
巾
七
尺
一
寸
・
高
さ
八
寸
三
段
で
ス
リ

漆
仕
上
に 

な
っ
て
い 

ま
す
。 

こ
の
須
弥 

壇
も
本
堂 

と
同
じ
よ 

う
に
末
永 

く
使
用
し 

て
い
た
だ 

け
る
こ
と 

を
嬉
し
く 

思
い
ま
す
。 

左から弊社社長・本寺  龍泉寺様の桐畑御

住職・竹林寺桐畑御住職・棟梁の小澤克郎  



「
固
定
資
産
税
」 

 
 

 
 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

五
月
に
入
り
ま
す
と
、
固
定
資
産
税
の
納
税

通
知
書
が
送
ら
れ
て
く
る
時
期
か
と
思
い
ま
す
。

固
定
資
産
税
は
、
賦
課
期
日
（
一
月
一
日
）
に
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
さ
れ
る
地
方

税
で
す
。
納
税
義
務
所
は
、
当
該
固
定
資
産
を

所
有
す
る
法
人
及
び
個
人
に
な
り
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
所
有
者
と
し

て
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方
に
な
り
ま
す
。
ち
な

み
に
納
税
当
事
者
（
固
定
資
産
の
所
有
者
）
は
、

こ
の
台
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。 

納
付
時
期
は
市
区
町
村
（
東
京
二
三
区
は
東

京
都
）
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
天
峰
建
設

さ
ん
の
所
在
す
る
袋
井
市
は
、
六
月
一
日
が
一

回
目
の
納
付
期
限
で
す
。
年
四
回
の
納
付
期
日

が
あ
り
、
納
付
期
限
の
一
〇
日
前
ま
で
に
納
税

者
に
納
税
通
知
書
を
送
付
す
る
事
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
法
人
の
境
内
地
及
び
境
内

建
物
は
非
課
税
で
あ
る
事
は
、
皆
さ
ん
に
と
っ

て
は
周
知
の
事
実
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
阪
府

貝
塚
市
で
、
五
二
年
に
わ
た
り
境
内
地
に
課
税

を
し
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
市
は
境
内

地
の
一
部
（
約
五
〇
〇
〇
㎡
）
を
、
個
人
の
宅
地

と
し
て
課
税
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
偶
然
、

課
税
資
料
を
見
た
職
員
が
、
間
違
い
に
気
づ
い

た
そ
う
で
す
。 

本
来
で
あ
れ
ば
課
税
さ
れ
な
い
境
内
地
に
、

五
二
年
間
、
間
違
え
た
ま
ま
課
税
し
て
い
た
の

で
す
。
当
然
、
市
側
は
間
違
い
を
認
め
て
、
過
去

二
十
年
分
（
返
還
期
間
は
二
十
年
が
最
高
、
最

高
裁
判
決
）
の
納
税
額
に
還
付
加
算
金
を
合
わ

せ
た
、
五
，
二
〇
〇
万
円
を
返
還
す
る
と
発
表

し
ま
し
た
。 

そ
も
そ
も
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
、

境
内
地
及
び
、
境
内
建
物
は
非
課
税
で
す
が
、

あ
く
ま
で
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に

供
す
る
境
内
建
物
及
び
、
境
内
地
に
限
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
新
た
に
境
内
地
及
び
境
内
建
物

と
し
て
取
得
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
新
規

に
取
得
し
た
土
地
や
建
物
を
境
内
地
及
び
境
内

建
物
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
証
明
を
し
て

も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
証
明
書

を
添
付
し
て
非
課
税
申
請
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
申
請
を
お
こ
な
う
と
固
定
資
産

税
の
他
、
「
登
録
免
許
税
（
登
録
時
の
み
の
税

金
）
」
、「
不
動
産
取
得
税
（
取
得
時
の
み
の
税
金
）
」

が
非
課
税
に
な
り
ま
す
。
話
は
戻
り
ま
す
が
、

行
政
も
絶
対
間
違
え
な
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
ご
寺
院
は
大
丈
夫
だ
と
は
思
い
ま
す

が
、
一
度
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
さ
れ

る
こ
と
を
お
勧
め
致
し
ま
す
。 

「
納
骨
堂
も
課
税
？
」 

地
方
で
は
過
疎
化
や
少
子
高
齢
化
の
影
響
に
よ

り
人
口
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
反
対
に
一
極
集

中
に
よ
り
、
関
東
で
は
人
口
が
増
加
し
て
お
り

ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
地
方
の
ご
寺
院
か
ら
「
都

内
に
納
骨
堂
を
作
り
た
い
」
と
い
っ
た
相
談
を

受
け
る
事
が
あ
り
ま
す
。
人
口
の
多
い
東
京
な

ら
ば
需
要
が
あ
る
と
見
込
ん
で
の
事
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
収
骨
で
き

る
納
骨
堂
は
、
現
代
の
建
築
事
情
か
ら
も
、
利

に
叶
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
こ
の
納
骨
堂

で
す
が
、
当
然
の
こ
と
宗
教
施
設
で
す
の
で
、

固
定
資
産
税
は
非
課
税
申
請
に
よ
っ
て
非
課
税

な
筈
で
す
が
、
東
京
の
赤
坂
に
あ
る
ご
寺
院
で
、

今
年
の
三
月
に
固
定
資
産
税
を
納
め
る
よ
う
、

東
京
都
か
ら
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
納
骨
堂

は
、
二
年
前
に
金
沢
に
あ
る
宗
教
法
人
が
開
い

た
施
設
で
す
が
、
機
械
式
納
骨
堂
に
よ
っ
て
、

三
，
七
〇
〇
基
を
収
納
で
き
る
規
模
だ
そ
う
で

す
。
永
代
使
用
料
は
、
一
基
一
五
〇
万
円
、
毎
年

の
護
持
会
費
は
、
一
八
，
〇
〇
〇
円
で
永
代
に

わ
た
り
供
養
す
る
そ
う
で
す
。 

 

こ
の
納
骨
堂
の
販
売
に
お
い
て
は
、「
お
仏
壇

の
は
せ
が
わ
」
が
委
託
を
受
け
て
お
こ
な
っ
て

お
り
、
建
物
内
で
営
業
を
認
め
て
い
ま
す
。
課

税
さ
れ
た
根
拠
と
し
て
は
、
宗
教
法
人
が
専
ら

そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
境
内
建
物
及
び
、
境

内
地
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？ 



 

今
回
は
豊
臣
秀
吉
が
九
州
に
行
っ
た
時
に

食
べ
、
そ
の
甘
さ
に
喜
ん
だ
と
い
う
話
が
あ

る
か
ぼ
ち
ゃ
の
は
な
し
で
す
。
か
ぼ
ち
ゃ
の

原
産
地
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
、
メ
キ
シ
コ
の

洞
窟
で
は
紀
元
前
七
千
年
～
五
千
五
百
年
前

の
地
層
か
ら
種
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
十
七
世
紀
で
カ
ン
ボ

ジ
ア
か
ら
き
た
の
で
か
ぼ
ち
ゃ
の
名
前
が
つ

き
ま
し
た
。
こ
の
時
の
か
ぼ
ち
ゃ
が
日
本
か

ぼ
ち
ゃ
に
な
り
ま
す
。 

日
本
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
か
ぼ
ち
ゃ
に
は

三
種
類
あ
り
、
こ
の
日
本
か
ぼ
ち
ゃ
と
江
戸

末
期
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
西
洋
か
ぼ
ち
ゃ
、

そ
し
て
ペ
ポ
か
ぼ
ち
ゃ
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。
ペ
ポ
か
ぼ
ち
ゃ
に
は
そ
う
め
ん
か
ぼ

ち
ゃ
・
ズ
ッ
キ
ー
ニ
・
ス
キ
ャ
ロ
ー
ブ
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
日
本
か
ぼ
ち
ゃ
は
粘
質
で
ね
っ

と
り
と
し
て
醤
油
と
の
相
性
が
い
い
の
で
日

本
料
理
に
向
い
て
お
り
、
四
〇
年
位
前
ま
で

は
主
流
で
し
た
が
、
食
生
活
の
洋
風
化
と
と

も
に
日
本
か
ぼ
ち
ゃ
は
少
な
く
な
り
、
現
在

は
ほ
と
ん
ど
が
西
洋
か
ぼ
ち
ゃ
（
別
名
栗
か

ぼ
ち
ゃ
）
に
な
り
ま
し
た
。
西
洋
か
ぼ
ち
ゃ
は

甘
み
が
強
く
、
粉
質
で
ほ
く
ほ
く
し
た
味
わ

い
が
特
徴
で
す
。 

緑
黄
色
野
菜
でβ

カ
ロ
チ
ン
（
ビ
タ
ミ
ン

Ａ
）・
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
・
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
等
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
中
で
もβ

カ
ロ
チ
ン

（
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
）
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
は
風
邪
・
Ｃ
型
肝
炎
な
ど
の

感
染
症
や
ガ
ン
な
ど
の
免
疫
力
低
下
に
よ
っ

て
発
症
す
る
病
気
の
抑
制
に
効
果
的
な
よ
う

で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。β

カ
ロ
チ
ン
は
粘

膜
な
ど
の
細
胞
を
強
化
し
て
免
疫
力
を
高
め

る
働
き
が
あ
り
ま
す
。
免
疫
力
が
高
ま
る
と

外
か
ら
侵
入
し
て
く
る
有
害
な
細
菌
や
ウ
ィ

ル
ス
を
撃
退
し
抗
が
ん
作
用
も
高
ま
り
ま
す
。

さ
ら
にβ

カ
ロ
チ
ン
は
身
体
を
酸
化
か
ら
守

る
抗
酸
化
作
用 

も
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
か
ぼ 

 

ち
ゃ
を
切
る
と 

中
に
は
種
が 

い
っ
ぱ
い
あ
る 

の
は
皆
さ
ん
よ 

く
知
っ
て
い
る 

と
思
い
ま
す
が
、 

こ
の
種
を
捨
て
ず
に
手
を
加
え
る
と
お
い
し

い
お
つ
ま
み
に
な
り
、
こ
の
種
に
も
良
質
の

脂
肪
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
か
ぼ
ち
ゃ
の
種

の
処
理
の
仕
方
を
紹
介
し
ま
す
。 

①
き
れ
い
に
水
洗
い
す
る
。
ワ
タ
が
の
こ
ら

な
い
よ
う
に
。 

②
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
ふ
き
と
る
。 

③
ザ
ル
な
ど
に
の
せ
て
一
週
間
位
乾
燥
さ

せ
る
。
触
っ
て
み
て
表
面
の
薄
皮
が
パ
リ
パ

リ
剥
が
れ
る
く
ら
い 

④
縦
に
し
て
片
側
を
キ
ッ
チ
ン
ハ
サ
ミ
で

細
く
切
り
落
と
す
。 

⑤
切
込
み
を
入
れ
た
所
を
め
く
り
緑
色
の

種
の
中
を
と
り
だ
す
。 

種
の
調
理
方
法
で
一
番
か
ん
た
ん
な
の
は

オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
で
炒
め
て
塩
で
味
を
調
え

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
フ
ラ
イ
パ
ン
に
チ
ー
ズ

を
薄
く
広
げ
て
焼
き
、
チ
ー
ズ
が
溶
け
た
ら

か
ぼ
ち
ゃ
の
種
を
乗
せ
る
。
チ
ー
ズ
が
少
し

焦
げ
た
ら
取
り
出
し
冷
ま
せ
ば
か
ぼ
ち
ゃ
の

種
の
チ
ー
ズ
せ
ん
べ
い
の
出
来
上
が
り
で
す
。 

他
に
も
焼
き
菓
子
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
に
も
使
え

ま
す
。 

知って得する  かぼちゃの話 


