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令
和
五
年
五
月
中
旬
よ
り
始
ま
っ
た
龍
源
寺
伽
藍
屋
根
の
工

事
で
す
が
、十
月
上
旬
を
も
っ
て
無
事
終
了
と
な
り
ま
し
た
。工

事
中
は
大
き
な
事
故
も
な
く
、人
的
な
被
害
は
一
切
な
い
ま
ま
の

終
了
と
な
っ
た
こ
と
が
何
よ
り
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
先
号
で
お
伝
え
し
た
通
り
、物
価
上
昇
に
よ
る
大
幅
な
工
費

の
上
昇
と
い
う
こ
と
で
苦
慮
す
る
場
面
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、予

定
通
り
に
普
請
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

お
寺
に
限
ら
ず
こ
の
物
価
上
昇
に
よ
り
予
算
が
立
て
ら
れ
ず
、

工
事
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
工
事
が
出
来
た
こ
と
自
体
が
よ

か
っ
た
で
す
。

　
ま
た
、ほ
と
ん
ど
の
檀
信
徒
が
本
堂
を
使
用
し
て
の
葬
儀
や

法
事
と
い
う
状
況
の
中
、お
寺
を
利
用
す
る
方
々
に
は
大
変
な
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
し
た
。葬
儀
の
た
め
に
工
事
の
中
断
と
い
う

こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、あ
ら
た
め
て
工
事
へ
の
ご

理
解
と
ご
協
力
の
賜
物
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
ス
テ
ン
レ
ス
素
材
と
な
っ
た
屋
根
は
今
後
五
十
年
以
上
、龍
源

寺
の
伽
藍
を
豪
雪
か
ら
護
り
続
け
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。こ
の

度
の
工
事
は
檀
信
徒
以
外
の
御
寺
院
や
知
人
縁
者
か
ら
も
御
寄

付
や
御
見
舞
い
を
頂
戴
し
ま
し
た
。現
在
、本
堂
に
こ
の
屋
根
普

請
の
寄
付
単
の
作
成
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。次
世
代
か
ら
も

そ
の
時
代
時
代
の
人
々
が
お
寺
を
護
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と

を
感
じ
て
も
ら
え
る
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　
工
事
に
関
係
し
た
す
べ
て
の
人
々
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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境
内
、
倒
木
被
害

t a p
の
子
ど
も
達
と
坐
禅

鍵
和
田
家
、
七
五
三

剣
道
の
子
ど
も
た
ち
と
坐
禅

赤
山
義
塾
現
地
学
習
に

上
越
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
来
寺

　
令
和
四
年
末
、龍
源
寺
歴
代
住
職
墓

地
に
て
倒
木
被
害
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。こ

れ
を
受
け
て
屋
根
工
事
の
最
中
、境
内
に

て
倒
木
の
可
能
性
の
あ
る
杉
の
木
を
伐

採
致
し
ま
し
た
。

　
周
辺
住
民
に
危
害
が
な
か
っ
た
の
は
幸

い
で
し
た
が
、引
き
続
き
境
内
の
護
持
に

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
毎
年
恒
例
、十
日
町
市
川
治
小
学
校

六
年
生
が
龍
源
寺
で
学
ぶ
赤
山
義
塾
の

現
地
学
習
に
今
年
は
上
越
市
の
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
さ
ん
が
来
寺
さ
れ
ま
し
た
。当

時
赤
山
義
塾
で
も
教
え
ら
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う「
学
び
」と「
行
い
」の
一
致
を
少

し
で
も
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
な

が
ら
学
び
の
場
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
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令
和
六
年
六
月
九
日（
日
）に
龍
源
寺
伽
藍
屋
根
落
慶
大
般
若
祈
祷
会
を
厳
修
し
ま

す
。合
わ
せ
、三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
を
お
招
き
し
、和
太
鼓
集
団「
鼓く

す司
」に
よ
る
和

太
鼓
の
演
奏
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。総
勢
七
〜
八
名
に
よ
る
圧
巻
の
演
奏
が
期
待

さ
れ
ま
す
。こ
の
度
の
工
事
完
了
は
龍
源
寺
檀
信
徒
に
と
っ
て
の
大
き
な
慶
事
で
ご
ざ

い
ま
す
。皆
様
と
共
に
工
事
の
無
事
完
了
を
祝
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
合
わ
せ
、全
国
曹
洞
宗
青
年
会
に
て
企
画
さ
れ
た
映
画「
典
座-T

EN
ZO

-

」主
演
の

三
重
県
曹
洞
宗
四
天
王
寺
御
住
職・倉
島
隆
行
老
師
を
お
迎
え
し
て
の
講
演
会
も
企

画
し
て
お
り
ま
す
。

　
檀
信
徒
の
皆
様
大
勢
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
令
和
五
年
十
月
二
十
一
日・二
十
二
日
、

龍
源
寺
の
隣
寺
で
あ
る
大
龍
院
さ
ま
に

て
御
開
山
さ
ま
の
四
五
〇
回
忌
並
び
に

大
龍
院
二
十
二
世
大
聖
和
貴
大
和
尚
さ

ま
の
晋
山
結
制
に
龍
源
寺
三
世
代
に
て

随
喜
し
て
参
り
ま
し
た
。大
龍
院
さ
ま
に

と
っ
て
は
一
世
一
代
の
大
法
要
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
が
、龍
源
寺
住
職
は
総
都

管
と
い
う
法
要
全
体
を
取
り
仕
切
る
役

を
、龍
源
寺
副
住
職
は
知
殿
と
い
う
法
要

の
裏
方
の
責
任
者
を
、副
住
職
長
男・龍

禅
沙
弥
は
昨
年
の
円
通
寺
さ
ま
に
引
き

続
き
弁
事
と
い
う
首
座
和
尚
に
お
付
き

の
役
を
そ
れ
ぞ
れ
勤
め
て
参
り
ま
し
た
。

龍
禅
沙
弥
に
お
き
ま
し
て
は
首
座
法
戦

式
に
て
大
き
な
声
で
堂
々
と
勤
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　
大
龍
院
さ
ま
は
龍
源
寺
よ
り
二
十
年

以
上
前
に
開
創
さ
れ
た
お
寺
で
、龍
源
寺

開
創
以
来
、四
四
〇
年
以
上
の
お
付
き
合

い
で
す
。こ
の
度
、檀
信
徒
が
一
丸
と
な
っ

て
大
事
な
法
要
が
勤
ま
っ
た
こ
と
に
あ
ら

た
め
て
祝
意
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

龍
源
寺
伽
藍
屋
根
落
慶
大
般
若
祈
祷
会
、

並
び
に
鼓
司
に
よ
る
和
太
鼓
演
奏
開
催
の
ご
案
内

大
龍
院
さ
ま
、
御
開
山
四
五
〇
回
忌
・
晋
山
結
制
随
喜

和太鼓集団「鼓司」
公式サイト

施工中
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大
本
山
總
持
寺
祖
院
に
て
、
龍
源
寺
二
十
二
世
重
興
大
嶽
豊
成
大
和
尚
入
祖
堂
建
牌

永
平
寺

瑞
龍
寺

　
令
和
五
年
六
月
十
四
日
、石
川
県
は
能
登
半
島

に
あ
る
大
本
山
總
持
寺
祖
院
に
て
龍
源
寺
二
十
二

世
重
興・大
嶽
豊
成
大
和
尚
入
祖
堂
の
た
め
、位

牌
の
開
眼
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。先
代
三
回
忌

の
折
、龍
源
寺
住
職
が
横
浜
市
鶴
見
区
の
大
本
山

總
持
寺
御ご

し
ょ
う
き

征
忌
に
お
い
て
焼し

ょ
う
こ
う
し

香
師
を
勤
め
る
際
、

現
在
の
貫か

ん
し
ゅ首・石い
し
づ
き
し
ゅ
う
こ
う
だ
い
ぜ
ん
じ
げ
い
か

附
周
行
大
禅
師
猊
下
導
師
の
も

と
、入
祖
堂
に
お
け
る
位
牌
の
開
眼
法
要
が
勤
ま

り
ま
し
た
が
、今
回
で
大
本
山
總
持
寺
と
大
本
山

總
持
寺
祖
院
の
両
方
に
先
代
住
職
の
位
牌
が
安

置
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。先
代
住
職
は
總

持
寺
祖
院
に
て
修
行
し
た
因
縁
か
ら
こ
の
度
の
こ

と
は
計
画
さ
れ
ま
し
た
。本
堂
で
あ
る
大
祖
堂
に

安
置
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
皆
様
、足
を
運
ぶ
機
会

が
あ
り
ま
し
た
ら
手
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
け
た
ら

幸
い
で
す
。

　
合
わ
せ
、曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
と
富
山
県
国

宝
第
一
号
で
あ
る
曹
洞
宗
瑞
龍
寺
も
参
拝
致
し
ま

し
た
。北
陸
の
曹
洞
宗
の
名
刹
を
参
拝
す
る
良
き

旅
と
な
り
ま
し
た
。

總持寺祖院山門

總持寺祖院香積台 大祖堂にて開眼法要

仏殿 唐門 中雀門

仏殿 ( 国宝 )山門 ( 国宝 )法堂（国宝）
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大だ
い
た
く
さ
ん
り
ゅ
う
し
ょ
う
じ

澤
山
龍
昌
寺

　
津
南
町
芦
ヶ
崎
集
落
に
あ
る
大

澤
山
龍
昌
寺
は
、開
創
慶
長
十
二
年

（
一
六
〇
七
）、一
説
に
慶
長
十
四
年

（
一
六
〇
九
）。慶
長
八
年
に
徳
川
家
康

が
征
夷
大
将
軍
に
任
命
、慶
長
十
九
年

に
は
大
坂
冬
の
陣
が
開
戦
さ
れ
た
が
、そ

の
間
の
頃
に
開
創
さ
れ
た
寺
院
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
津
南
町
船
山
集
落
に
あ
る
深
見
山
龍

源
寺
が
本
寺
で
あ
る
が
、龍
昌
寺
開
創

の
謂
れ
は
不
明
。龍
昌
寺
御
開
山
と
二

世
が
龍
源
寺
の
二
世
と
三
世
で
あ
る
こ

と
か
ら
、龍
源
寺
の
隠
寮（
隠
居
寺
）と

し
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
一つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。

　
今
ま
で
に
二
度
、龍
昌
寺
七
世
と

十
四
世
の
時
代
に
伽
藍
が
建
て
替
え
ら

れ
て
い
る
。そ
の
つ
ど
芦
ヶ
崎
村
内
で
建

立
地
が
変
わ
り
、今
の
場
所
に
あ
る
現

在
の
伽
藍
は
弘
化
元
年（
一
八
四
四
）に

庫
裡
、弘
化
二
年（
一
八
四
五
）に
本
堂
が

建
立
さ
れ
た
。

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
に
、後
に
龍
源
寺
で

赤
山
義
塾
を
開
講
す
る
高
橋
赤
山
氏
に

龍
源
寺
と
龍
昌
寺
に
つ
い
て

　
現
在
、龍
源
寺
副
住
職
が
会
長
を
勤
め
て
い
る
曹
洞

宗
新
潟
県
第
一
宗
務
所
第
八
教
区
青
年
僧
侶
の
会
に

て
、会
長
任
期
中
の
特
別
事
業
と
し
て『
越
後
妻
有
ふ

る
さ
と
の
お
寺
』と
い
う
冊
子
を
鋭
意
作
成
中
で
す
。

妻
有
地
域
内
に
三
十
一
あ
る
曹
洞
宗
寺
院
の
紹
介
を

中
心
と
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、そ
の
中
で

副
住
職
は
龍
源
寺
と
龍
源
寺
末
寺・龍
昌
寺
様
の
文
章

を
作
成
し
ま
し
た
。檀
信
徒
の
皆
様
に
も
理
解
い
た
だ

き
た
い
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、こ
こ
に
掲
載

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

深し
ん
け
ん
ざ
ん
り
ゅ
う
げ
ん
じ

見
山
龍
源
寺

　
津
南
町
船
山
集
落
に
あ
る
深
見
山
龍

源
寺
は
開
創
天
正
十
年（
一
五
八
二
）、一

説
に
天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）。天
正
十

年
と
い
え
ば
、か
の
有
名
な
本
能
寺
の
変

が
あ
っ
た
年
で
あ
る
。

 

上
越
市
浦
川
原
区
顕け

ん
し
ょ
う
じ

聖
寺
の
僧
侶
が

こ
の
地
方
へ
新
た
な
寺
院
建
立
の
た
め

訪
ね
た
と
こ
ろ
、す
で
に
現
在
龍
源
寺
の

隣
寺
で
あ
る
大
龍
院
が
あ
っ
た
。縁
が
な

さ
そ
う
だ
と
頸
城
の
方
へ
帰
る
途
上
、

現
在
の
龍
源
寺
開
基
檀
徒
で
あ
る
桑
原

氏
の
先
祖
に
、「
私
の
土
地
を
提
供
す
る

か
ら
是
非
お
寺
を
始
め
て
ほ
し
い
」と
懇

願
さ
れ
、龍
源
寺
は
開
創
さ
れ
た
。桑
原

氏
の
口
伝
に
よ
る
と
、こ
の
時
の
僧
侶
が

青
紫
の
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。龍
源
寺
本
寺・顕
聖
寺
御
開

山
で
あ
る
快か

い
あ
ん
み
ょ
う
け
い

庵
妙
慶
大
和
尚
に
は
、自

分
の
被
っ
て
い
た
青
頭
巾
を
鬼
に
被
せ
、

『
証し

ょ
う
ど
う
か

道
歌
』の
句
に
よ
っ
て
鬼
を
成
仏
さ

せ
た
と
い
う
逸
話
が
伝
わ
っ
て
お
り（
江

戸
時
代
後
期
の
読
本『
雨う

げ
つ
も
の
が
た
り

月
物
語
』内
に

著
さ
れ
て
い
る『
青
頭
巾
』）、顕
聖
寺
門

下
の
僧
侶
が
青
頭
巾
を
用
い
て
い
た
と

い
う
特
徴
が
龍
源
寺
開
基
の
口
伝
と
合

わ
せ
て
鑑
み
る
と
大
変
興
味
深
い
。

　
現
在
の
庫
裡
は
正
徳
元
年（
一
七
一一
）

建
築
の
三
百
年
を
超
え
る
木
造
古
建

築
で
、現
在
も
囲
炉
裏
を
焚
く
な
ど

往
時
の
様
相
が
見
て
と
れ
る
。
本
堂

は
一
度
火
災
に
よ
っ
て
半
焼
し
た
と
伝

わ
っ
て
お
り
、現
在
の
も
の
は
明
和
五
年

（
一
七
六
七
）に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、

二
百
五
十
年
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
四
四
〇
年
ほ
ど
の
歴
史
の
中
で
特
筆

す
べ
き
点
は
、安
政
三
年（
一
八
五
六
）よ

り
明
治
三
年（
一
八
七
〇
）ま
で
開
講
さ

れ
て
い
た
赤せ

き
ざ
ん
ぎ
じ
ゅ
く

山
義
塾
の
存
在
で
あ
る
。

長
岡
藩
よ
り
故
あ
っ
て
脱
藩
し
て
秋
山

郷
に
逃
れ
て
い
た
文
武
両
道
の
才
人・高

橋
赤
山
氏
を
迎
え
開
講
さ
れ
た
こ
の
塾

か
ら
は
、明
治
維
新
後
の
国
や
地
域
の

発
展
に
貢
献
し
た
数
多
く
の
逸
材
を
排

出
し
た
。明
治
曹
洞
宗
を
代
表
す
る
僧

侶
の
一
人
で
あ
る
星
見
天
海
老
師
、経

済
人・福
島
甲
子
三
氏
、国
会
議
員・桑

原
重
正
氏
、県
会
議
員・島
田
茂
氏
な
ど

錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。

　
他
、『
北ほ

く
え
つ
せ
っ
ぷ

越
雪
譜
』の
著
者・鈴
木
牧
之

に
よ
る『
秋あ

き
や
ま
き
こ
う

山
記
行
』に
も
秘
境・秋
山

郷
の
住
人
の
菩
提
寺
と
し
て
龍
源
寺
の

名
前
が
登
場
し
て
い
る
。

秋
山
郷
で
出
会
い
、新
し
く
建
立
さ
れ

た
龍
昌
寺
に
住
ま
わ
せ
た
。そ
の
部
屋

は
現
在
で
も「
先
生
部
屋
」と
呼
ば
れ
、

「
廬ろ

り
ゅ
う
く
つ

龍
窟
」と
い
う
部
屋
名
が
残
っ
て
い

る
。龍
源
寺
に
は「
先
生
屋
敷
」と
呼
ば

れ
る
地
名
が
残
っ
て
い
る
が
、と
も
に
高

橋
赤
山
氏
の
足
跡
を
窺
わ
せ
る
事
例
で

あ
る
。

　
明
治
元
年(

一
八
六
八)

、戊
辰
戦
争
の

最
中
、官
軍
が
善
光
寺
街
道
を
進
軍
。

芦
ヶ
崎
村
に
あ
っ
た
宿
を
利
用
。し
か
し

食
糧
難
の
状
態
。折
し
も
龍
昌
寺
で
は

十
五
世
住
職
の
結
制
修
行
中
で
食
糧
が

龍
昌
寺
に
集
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

官
軍
に
差
し
出
す
羽
目
に
な
っ
た
と
い

う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。そ
の
修
行
に
は

星
見
天
海
老
師
も
随
行
長
と
い
う
役
で

随
喜
さ
れ
た
。

　
ま
た
、龍
昌
寺
所
蔵
の
涅
槃
図
は
、

津
南
町
相
吉
集
落
に
あ
っ
た
谷
口

山
相
慶
寺
と
い
う
寺
院
が
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）に
廃
寺
に
な
っ
た
際
に
龍

昌
寺
へ
と
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、そ
の
ご

本
尊
は
津
南
町
大
井
平
集
落
の
善
福
寺

に
納
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

大澤山 龍昌寺 深見山 龍源寺


