
    
 

          

 

磐
田
市
の
千
手
寺
様
（
臨
済
宗
妙

心
寺
派
）
は
平
成
二
九
年
六
月
よ
り

始
ま
っ
た
本
堂
の
新
築
工
事
が
終
わ

り
、
三
月
七
日
に
落
慶
式
と
本
尊
様

の
開
眼
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
法

要
で
は
京
都
の
清
水
寺
貫
主
森
清
範

猊
下
が
導
師
を
務
め
ら
れ
、
本
堂
内

に
ご
住
職
方
の
読
経
が
響
き
渡
り
見

事
な
式
典
で
し
た
。 

式
典
終
了
後
に
は
檀
家
の
皆
さ
ん

が
楽
し
み
に
し
て
い
た
森
清
範
猊
下 

   

に
よ
る
法
話
が
あ
り
、
笑
い
を
交
え
た
わ
か

り
や
す
い
お
話
し
で
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間

が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

千
手
寺
様
の
本
尊
様
で
あ
る
千
手
観
音
菩

薩
に
次
の
よ
う
な
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

駿
河
国
手
越
宿
（
現
在
の
静
岡
市
手
越
）
に

住
む
長
者
夫
婦
は
子
宝
に
恵
ま
れ
ず
、
千
手

寺
の
本
尊
様
の
千
手
観
音
菩
薩
に
祈
願
し
て

女
の
子
を
授
か
り
ま
し
た
。
夫
婦
は
千
手
観

音
菩
薩
に
感
謝
し
、
娘
に
千
手
と
名
付
け
ま

し
た
。
美
し
く
成
長
し
た
千
手
は
源
頼
朝
公

の
官
女
に
な
り
、
北
条
政
子
付
の
女
房
と
し

て
仕
え
ま
す
。
そ
し
て
源
平
の
戦
い
で
捕
虜

に
な
り
、
鎌
倉
へ
送
ら
れ
た
平
重
衡
に
出
会

い
、
重
衡
の
処
刑
後
は
尼
に
な
り
、
熊
野
御

前
を
頼
っ
て
白
拍
子
村
（
磐
田
市
）
に
庵
を

結
び
二
四
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
重
衡
の
菩
提

を
弔
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
の
磐
田

市
野
箱
に
あ
る
傾
城
塚
が
千
手
の
墓
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
千
手
観
音
菩
薩
様
も
長
い
年
月
が
経

ち
傷
み
も
激
し
く
な
っ
た
た
め
、
本
堂
が
新

し
く
な
る
の
に
合
わ
せ
仏
師
の
澤
元
陽
子
氏

が
修
復
い
た
し
ま
し
た
。
澤
元
陽
子
氏
に
よ

れ
ば
、
こ
の
千
手
観
音
菩
薩
様
は
桧
の
寄
木

造
り
で
、
特
徴
か
ら
平
安
時
代
に
造
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

              

本
堂
の
建
設
は
千
手
寺
の
檀
家
の
皆
様
に

と
っ
て
は
長
い
間
の
念
願
が
か
な
っ
て
の
こ

と
で
す
。
こ
の
千
手
寺
様
が
地
域
の
皆
様
に

愛
さ
れ
、
地
域
の
様
々
な
活
動
の
中
心
と
な

り
、
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
今
後
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
含
め
い
い
お
付

き
合
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。 

心 ゆ た か に 
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浜
松
市
新
橋

町
の
大

通
院
様

（
臨
済
宗
方
広
寺
派
）
の
本
堂
が

一
月
に
完
成
し
、
三
月
三
一
日
に

落
慶
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
昨
年

の
四
月
の
地
鎮
式
か
ら
始
ま
り
、

五
月
の
上
棟
式
と
順
調
に
工
事

を
す
す
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
大

通
院
様
は
四
二
ケ
寺
の
末
寺
を

持
っ
て
い
ま
す
が
、
本
堂
が
老
朽

化
し
た
た
め
末
寺
の
ご
寺
院
が

費
用
を
負
担
し
落
慶
式
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
新
し
い
本
堂
は
折
り
上
げ
格
天
井 

の
中
央
部
分
に
は
龍
が
描
か
れ
て
お
り
、
荘 

厳
さ
を
増
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
軒
が
大
き 

く
張
り
出
し
、
屋
根
は
寄
棟
の
銅
板
葺
き
で 

バ
ラ
ン
ス
が
よ
い
本
堂
に
仕
上
が
っ
て
い
る 

と
思
い
ま
す
。
弊
社
と
し
て
も
大
通
院
様
の 

本
堂
の
再
建
工
事
に
携
わ
る
こ
と
で
、
末
寺 

の
ご
寺
院
の
住
職
方
の
再
建
に
た
い
す
る
想
い 

に
ふ
れ
頭
が
さ
が
る
思
い
で
し
た
。
今
後
も 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
含
め
て
長
い
お
付
き
合
い 

を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
努
力
い
た
し
ま
す
。 

 

   

平
成
二
九
年
八
月
か
ら
工
事
を
進
め
て
き
た
、
瑞
雲
院
様
（
浜
松
市
天

竜
区
春
野
町
・
曹
洞
宗
）
の
鐘
楼
保
存
修
理
工
事
が
三
月
で
終
了
し
ま
し

た
。
浜
松
市
指
定
有
形
文
化
財
で
、
建
立
よ
り
二
六
七
年
た
ち
初
め
て
の

全
解
体
修
理
工
事
を
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
暖
か
く
な
っ
た
三
月

の
下
旬
に
仮
設
の
素
屋
根
を
撤
去
す
る
と
、
以
前
の
波
う
っ
た
屋
根
の
軒

廻
り
も
綺
麗
な
総
反
り
に
戻
り
、
屋
根
瓦
や
袴
腰
の
板
も
一
新
し
創
建
当

時
の
姿
に
よ
み
が
え
り
ま 

し
た
。 

 

工
事
は
特
定
非
営
利
活 

動
法
人
静
岡
県
伝
統
建
築 

技
術
協
会
（
万
匠
会
）
の 

設
計
監
理
の
も
と
に
行
わ 

れ
一
度
す
べ
て
解
体
し
、 

そ
の
部
材
は
将
来
の
保
存 

に
支
障
が
な
い
か
ぎ
り
再 

使
用
し
ま
し
た
。
そ
し
て 

新
規
材
料
を
使
用
す
る
場 

合
に
お
い
て
も
従
来
の
技 

法
・
工
法
を
尊
重
し
万
匠 

会
の
担
当
者
と
協
議
し
な 

が
ら
行
い
ま
し
た
。
ま
た 

継
手
・
仕
口
・
曲
線
・
表 

面
加
工
等
は
残
存
資
料
が
あ
る
も
の
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
踏
襲
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
四
月
二
五
日
に
は
落
慶
式
の
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

末 
寺 

の 

力 

で 

本 

堂 

再 

建 

全 

解 

体 

修 

理 

で 

甦 

る 

鐘 

楼 



「
お
寺
も
働
き
方
改
革
」 

 
 

 
 

 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
時
間
外
労
働
の
上
限
」 

二
〇
一
九
年
五
月
、
元
号
が
平
成
か
ら
令
和

に
変
わ
り
ま
し
た
。
新
元
号
の
発
表
は
、
四
月
一

日
に
あ
り
ま
し
た
が
、
同
日
か
ら
「
働
き
方
改
革

関
連
法
」
も
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
働
き
方
改

革
関
連
法
は
、
一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、
有
給
休
暇
の
確
実
な

取
得
、
正
社
員
と
非
正
規
社
員
の
間
の
待
遇
差
の

禁
止
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
る
為
、
寺
族
運
営
が

大
半
を
占
め
る
お
寺
の
世
界
で
は
、
無
関
係
な
法

案
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
本
山

や
、
宗
務
庁
（
所
）
な
ど
の
職
員
で
な
い
限
り
、

残
業
や
有
給
休
暇
と
い
っ
た
概
念
は
馴
染
み
の
薄

い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
宗
教
行
為
に
対
す
る
お

布
施
は
、
労
働
の
対
価
で
無
い
事
は
、
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
寺
院
運
営
に
お
い
て
は
、
僧

侶
や
職
員
（
寺
族
も
含
む
）
が
そ
の
寺
院
に
労
務

を
提
供
し
、
報
酬
を
得
る
労
働
契
約
が
存
在
し
ま

す
。
予
て
か
ら
、
僧
侶
は
修
行
者
か
労
働
者
か
曖

昧
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
二
〇
一
七
年
四
月
に

真
宗
大
谷
派
で
は
、
本
山
東
本
願
寺
境
内
の
施
設

で
、
修
行
者
と
し
て
長
時
間
職
務
に
就
い
て
い
た

僧
侶
二
名
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
未
払
の
残
業

代
と
し
て
六
六
〇
万
円
を
支
払
っ
た
事
が
、
ニ
ュ

ー
ス
で
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。
宗
教
法
人
に
お
け
る

労
働
基
準
法
の
適
用
に
つ
き
ま
し
て
は
「
宗
教
上

の
儀
式
、
布
教
等
に
従
事
す
る
者
、
教
師
、
僧
職

者
等
で
修
行
中
の
者
、
信
者
で
あ
っ
て
何
等
の
給

与
を
受
け
ず
奉
仕
す
る
者
等
は
労
働
基
準
法
上
の

労
働
者
で
な
い
」
と
国
が
通
達
（
昭
和
二
七
年
二

月
五
日
、
基
発
四
九
）
を
出
し
て
お
り
ま
す
が
、

真
宗
大
谷
派
と
し
て
は
、
労
働
者
と
結
論
付
け
て

残
業
代
を
支
払
っ
た
と
言
う
事
に
な
り
ま
す
。 

 

今
回
の
「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
は
、
こ
れ

ら
労
働
者
の
「
時
間
外
労
働
の
上
限
」
を
、
月
四

五
時
間
、
年
三
六
〇
時
間
を
原
則
と
し
、
健
康
の

確
保
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
、
少
子
化
の
解
消
が

望
め
る
よ
う
、
長
時
間
労
働
を
抑
制
す
る
為
の
法

案
で
す
。
大
企
業
は
本
年
四
月
か
ら
、
中
小
企
業

は
来
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
雇
用
す
る
側
は
、
時
間
外
労
働
の
基
準

を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
は
、
労
働
基
準
法

第
三
二
条
違
反
と
な
り
、
六
箇
月
以
下
の
懲
役
又

は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
と
な
り
ま
す
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
方

は
、
社
会
保
険
労
務
士
、
も
し
く
は
労
働
基
準
監

督
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

「
年
５
日
の
年
次
有
給
休
暇
取
得
」 

 

今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
は
、
会
社
勤
め

の
方
は
一
〇
連
休
だ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ

う
で
す
が
、
ご
寺
院
で
一
〇
連
休
を
取
ら
れ
た
方

は
、
殆
ど
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

企
業
に
よ
っ
て
は
、
従
業
員
を
分
散
し
て
休

ま
せ
た
り
、
取
引
先
に
合
わ
せ
て
就
業
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
有
っ
た
様
で
す
。
労
働
者
は
休
日
勤
務

を
行
っ
た
場
合
、
代
休
を
取
得
で
き
ま
す
が
、
こ

れ
と
は
別
に
任
意
で
計
画
的
に
休
暇
を
取
得
す
る

事
を
有
給
休
暇
（
有
休
）
と
言
い
ま
す
。
労
働
基

準
法
で
は
、
継
続
勤
務
年
数
が
六
ケ
月
以
上
の
労

働
者
は
、
原
則
と
し
て
一
〇
日
の
年
次
有
給
休
暇

（
六
ケ
月
の
う
ち
八
割
以
上
出
勤
し
た
場
合
）
を

取
得
で
き
ま
す
。
こ
の
有
休
で
す
が
、
日
本
は
他

の
先
進
国
に
比
べ
て
取
得
率
が
著
し
く
低
く
、
今

回
の
「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
で
は
、
「
雇
用
す

る
側
は
、
一
〇
日
以
上
の
有
休
が
付
与
さ
れ
た
労

働
者
に
は
、
必
ず
五
日
の
有
休
を
取
得
さ
せ
る
こ

と
」
と
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
は
、
有
休
の
消
化

は
個
人
の
意
思
を
尊
重
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
必
ず
五
日
は
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、

所
定
の
条
件
を
超
え
る
場
合
（
週
四
日
勤
務
は
勤

続
三
年
六
ケ
月
以
上
、
週
三
日
勤
務
は
勤
続
五
年

六
ケ
月
以
上
）
に
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
と

同
様
に
有
休
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

来
年
か
ら
は
、
正
社
員
と
非
正
規
社
員
の
間

の
不
合
理
な
待
遇
差
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。
ご
寺
院

で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
、
有
期
雇
用
労
働

者
、
派
遣
労
働
者
が
働
い
て
い
る
場
合
、
待
遇
に

注
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 
 



ふ
く
ら
は
ぎ
が
第
二
の
心
臓
と
呼
ば
れ
て

い
る
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
心
臓
が

送
り
出
し
体
の
隅
々
ま
で
巡
っ
た
血
液
は
、

静
脈
を
通
っ
て
心
臓
に
戻
り
ま
す
。
し
か
し
、

心
臓
か
ら
最
も
遠
い
足
の
先
で
は
血
液
の
勢

い
が
弱
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ふ
く

ら
は
ぎ
の
筋
肉
が
収
縮
す
る
こ
と
に
よ
る
筋

ポ
ン
プ
作
用
で
血
液
を
力
強
く
心
臓
に
押
し

戻
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
働
き
か

ら
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
筋
ポ
ン
プ
の
作
用
が
衰
え
て
し
ま
う

理
由
の
一
つ
が
、
筋
力
の
低
下
や
運
動
不
足

に
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
疲
れ
が
と
れ
な

い
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る
、
肩
こ
り
や
腰
痛
が
あ
る
、

脚
が
む
く
む
、
食
べ
る
量
は
少
な
い
の
に
体

重
が
増
え
る
な
ど
体
の
代
謝
が
落
ち
て
し
ま

う
な
ど
で
す
。
代
謝
と
は
、
外
か
ら
取
り
入
れ

た
も
の
を
体
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る
仕

組
み
の
こ
と
で
、
代
謝
が
落
ち
て
い
る
と
体

の
中
の
循
環
が
う
ま
く
い
か
ず
、
体
の
隅
々

に
必
要
な
栄
養
が
物
質
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い

き
わ
た
ら
な
い
た
め
、
疲
労
や
肥
満
、
こ
り
や

冷
え
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
不
調
の
原
因
に
な
り

ま
す
。
ふ
く
ら
は
ぎ
の
筋
肉
が
凝
り
固
ま
っ

て
血
流
が
滞
る
と
全
身
の
血
流
が
悪
く
な
り
、

代
謝
ダ
ウ
ン
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ふ
く
ら
は

ぎ
の
状
態
と
全
身
の
健
康
状
態
に
は
相
関
関

係
が
あ
り
、
ふ
く
ら
は
ぎ
が
パ
ン
パ
ン
に
硬

か
っ
た
り
、
し
こ
り
が
あ
っ
た
り
、
冷
た
か
っ

た
り
、
柔
ら
か
す
ぎ
て
弾
力
の
な
い
人
は
、
全

身
の
機
能
が
落
ち
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。 

 

そ
れ
で
は
ふ
く
ら
は
ぎ
の
状
態
を
チ
ェ
ッ

ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
全
部
当
て
は
ま
れ
ば

理
想
的
な
ふ
く
ら
は
ぎ
で
、
一
つ
で
も
当
て

は
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
改
善
が
必
要
で

す
。 

□
手
の
ひ
ら
よ
り
冷
た
く
な
く
、
温
か
い 

□
柔
ら
か
く
て
弾
力
が
あ
る 

□
皮
膚
に
ハ
リ
が
あ
り
、
押
さ
え
て
気
持
ち

い
い 

□
コ
リ
コ
リ
し
た
し
こ
り
が
な
く
、
中
ま
で

柔
ら
か
い 

□
指
を
離
す
と
同
時
に
、
元
の
状
態
に
戻
る 

 

次
に
改
善
す
る
ふ
く
ら
は
ぎ
パ
ン
パ
ン
法

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

一
、
床
に
座
り
膝
を
立
て
る
（
足
首
に
力
を
い 

 
 

れ
な
い
よ
う
に
） 

二
、
ふ
く
ら
は
ぎ
を
両
手
で
挟
む
よ
う
に
手 

の
ひ
ら
で
叩
く 

三
、
叩
く
部
位
は
手
の
ひ
ら
の
親
指
の
付
け

根
、
痛
い
と
感
じ
る
程
度
に
力
を
入
れ
る
。 

四
、
左
右
均
等
に
叩
く 

五
、
ふ
く
ら
は
ぎ
の
裏
側
は
手
を
グ
ー
に
し

て
甲
の
部
分
で
パ
ン
チ
す
る
よ
う
に
叩
く 

以
上
の
よ
う
に
両
足
で
五
分
程
度
、
筋
肉
が

柔
ら
か
い
お
風
呂
上
り
に
行
う
の
が
勧
め
で

す
。 

 

そ
し
て
次
に
誰
で
も
一
度
は
経
験
が
あ
る

こ
む
ら
返
り
で
す
が
、
こ
む
ら
と
は
ふ
く
ら

は
ぎ
の
こ
と
で
す
。
こ
む
ら
返
り
は
、
ふ
く
ら

は
ぎ
の
筋
肉
が
以
上
に
収
縮
し
て
起
こ
る
症

状
で
す
。
こ
む
ら
返
り
の
原
因
は
脱
水
や
血

流
不
足
に
よ
り
、
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
の
バ
ラ
ン

ス
の
崩
れ
に
よ
っ
て
お
こ
り
ま
す
。
ま
た
就

寝
中
に
お
こ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
足
の
甲

と
す
ね
が
一
直
線
に
な
る
状
態
が
、
長
時
間

続
き
、
感
覚
器
官
の
働
き
が
鈍
く
な
る
か
ら

で
す
。
こ
む
ら
返
り
が
お
き
た
時
は
、
ス
ト
レ

ッ
チ
や
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
と
快
方
に
向
か

い
ま
す
。
ふ
く
ら
は
ぎ
が
痛
い
場
合
は
、
脚
を

伸
ば
し
て
座
り
、 

足
の
指
先
を
手
前 

に
ゆ
っ
く
り
引
き 

寄
せ
る
。
そ
し
て 

立
ち
上
が
り
足
を 

前
後
に
ず
ら
し
て 

ア
キ
レ
ス
腱
を
伸
ば
す
と
い
い
で
し
ょ
う
。 

知って得する  ふくらはぎの話 


