
傾
い
た
本
堂
の
建
て
起
こ
し
、
耐
震
工
事

宮
殿
修
理
、
仏
さ
ま
の
修
理
、
仏
具
の
修
理

等
を
行
う
こ
と
を
正
式
に
決
定
し
ま
し
た
。

工
事
期
間
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
で
す
。

修
理
修
繕
費
用
概
算
三
千
万
円
の
調
達
に

つ
い
て
は
、
再
度
審
議
し
護
持
委
員
会
に
提

案
し
ま
す
。

＊
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
立
ち
上

げ
で
す
が
、
現
在
の
所
ハ
ー
ド
ル
が
高

く
難
航
し
て
い
ま
す
。

『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』
と
い
う
絵
巻
物
語
り

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵
巻
物
語
り
は
、
親
鸞

聖
人
の
曾
孫
で
あ
る
覚
如
上
人
が
制
作
さ
れ

か
く
に
ょ

た
も
の
で
、
聖
人
の
生
涯
に
お
け
る
主
要
な

出
来
事
が
、
文
章
と
絵
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
章
は
『
御
伝
鈔
』
（
ご
で
ん
し
ょ
う
）
、
絵

を
『
御
絵
伝
』（
ご
え
で
ん
）
と
い
い
ま
す
。

第
一
回
本
堂
修
繕
実
行
委
員
会
報
告

珠
洲
市
文
化
財

西
光
寺
蔵
「
御
絵
伝
」
に
つ
い
て

浄
土
真
宗
の
寺
院
で
は
、
最
重
要
行
事
で

あ
る
「
報
恩
講
」
に
て
、
『
御
絵
伝
』
を
余
間

（
参
詣
席
か
ら
向
か
っ
て
左
）
に
お
か
け
し

『
御
伝
鈔
』
を
拝
読
し
ま
す
。

西
光
寺
蔵
の
「
御

絵
伝
」
は
、
蓮
如
時

代
の
文
明
三
年
（
一

四
七
一
年
・
五
五
二

年
前
）
本
願
寺
よ
り

下
付
さ
れ
た
も
の
で

す
。
裏
書
に

釈
蓮
如
（
花
押
）

文
明
三
歳
六
月
廿

五
日

と
あ
り
ま
す
。

こ
の
御
絵
伝
は
蓮
如
上
人
が
、
光
徳
寺
（
も

と
河
北
郡
倉
月
庄
木
越
村
、
現
在
七
尾
市
）

に
下
付
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
の
ち
、
寛
永

三
年
（
一
六
二
六
年
・
三
八
一
年
前
）
に
西

光
寺
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
第
十
三
代
門
主
宣

如
の
加
筆
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

西
光
寺
蔵
の
御
絵
伝
は
石
川
県
に
現
在
ま

で
残
っ
て
い
る
文
明
期
以
前
の
親
鸞
絵
伝
四

例
の
う
ち
の
一
つ
で
、
珠
洲
市
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
長
い
間
使
用
し
て
き
た
汚
れ
や

破
損
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
劣
化
を
防

ぐ
た
め
に
新
し
い
御
絵
伝
を
使
用
し
て
い
ま

す
。

御絵伝 令和 4年西光寺報恩講

十
一
月
六
日
（
月
）

一
時
よ
り

逮
夜
の
お
勤
め

法
話

十
一
月
七
日
（
火
）

一
時
よ
り

大
逮
夜
の
お
勤
め

お
お
た
い

や

法
話

『
御
伝
鈔
』
拝
読

ご

で
ん
し
ょ
う

十
一
月
八
日
（
水
）

一
時
よ
り

結
願
日
中
の
お
勤
め

け
ち
が
ん
に
つ
ち
ゆ
う

法
話

法
話

諸
岡

敏
先
生
（
輪
島
市
門
前
）

◎

地
震
被
害
で
本
堂
が
使
え
な
い
の
で
、お

勤
め
は
、広
間
で
行
い
ま
す
。

◎

お
斎
（
オ
コ
サ
マ
）
は
、会
場
等
の
都
合
で

今
年
も
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎

本
年
度
報
恩
講
の
お
参
り
は
、三
日
間
と

も
午
後
一
時
か
ら
で
す
の
で
、ロ
ー
ソ
ク
料

等
の
受
付
も
午
後
か
ら
と
な
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

西
光
寺
護
持
委
員
会

報
恩
講
の
ご
案
内
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月
６
日
（
月
）
午
後
一
時
か
ら

11
◆
逮
夜
の
お
勤
め
と
法
話

月
７
日
（
火
）
午
後
一
時
か
ら

11
◆
大
逮
夜
の
お
勤
め
と
法
話

お
お
た
い

や

両
日
と
も
、
お
勤
め
は
「
正
信
偈
・
真
四

句
目
下
」
で
す
。

緑
の
本
・
同
朋
唱

和
勤
行
集
を
使
い

ま
す
。
お
持
ち
の

方
は
ご
持
参
下
さ

い
。◆

法
話
終
了
後
『
御
伝
鈔
』
拝
読

ご

で
ん
し
ょ
う

例
年
な
ら
、
本
堂
を
暗
く
し
、

裃

を
着

か
み
し
も

け
た
二
人
の
門
徒
さ
ん

が
大
き
な
朱
ロ
ー
ソ
ク

の
灯
り
を
さ
さ
げ
て
、

そ
の
後
ろ
に
は
、
『
御

伝
鈔
』
が
入
っ
た
箱
を

持
っ
た
門
徒
さ
ん
で

「
練
り
出
し
」
を
行
い

ね

ま
す
が
、
今
年
は
行
わ

ず
直
接
御
伝
鈔
を
拝
読

し
ま
す
。

月
８
日
（
水
）
午
後
一
時
か
ら

11◆
結
願
日
中
・
法
話

け
ち
が
ん
に
つ
ち
ゆ
う

御伝鈔拝読

報
恩
講

お
参
り
の
し
お
り

お
勤
め
は
赤
本

『
正
信
偈
・
同
朋

唱
和
』
を
皆
さ
ん

と
共
に
勤
め
ま
す
。

和
讃
は
、
黄
色

わ

さ
ん

の
本
・
「
西
光
寺
報

恩
講
八
日
結
願
日
中

念
仏
・
和
讃
」
を

使
い
ま
す
。

＊
緑
の
本
・
赤
本
・
黄
色
の
本
は
、
広
間

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

○
お
供
え
に
つ
い
て

今
年
は
、
広
間
で
縮
小
し
て
報
恩
講
を
行

い
ま
す
の
で
、
全
門
徒
さ
ん
へ
の
お
供
え
配

布
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

最
終
日
お
参
り
の
方
に
は
、
お
供
え
を
お

配
り
し
ま
す
。

○
お
か
ざ
り
米
並
び
に
野
菜
代
に
つ
い
て

例
年
春
の
お
講
と
報
恩
講
の
お
講
の
お
か

ざ
り
米
並
び
に
野
菜
代
と
し
て
五
〇
〇
円
集

め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
本
年
度

は
集
金
し
ま
せ
ん
の
で
ご
承
知
置
き
下
さ
い
。

今
年
も

月
中
旬
よ
り
、
岩
坂
町
内
を
皮

10

切
り
に
、
ご
門
徒
の
お
宅
へ
一
軒
一
軒
お
参

り
す
る
在
家
報
恩
講
（
通
称
お
と
り
こ
し
）

お
取
越
し
の
案
内

と
り
こ
し

に
回
っ
て
い
ま
す
。

■

お
内
仏
を
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。
仏
具
も

磨
き
ま
し
ょ
う
。

年
一
回
の
お
取
越
で
す
、
お
仏
壇
の
お
掃

除
は
念
入
り
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

真
鍮
製
品
の
輪
灯
や
仏
具
は
真
鍮
磨
き
で

ピ
カ
ピ
カ
に
な
る
ま
で
磨
き
ま
し
ょ
う
。
こ

れ
を
古
来
「
お
み
が
き
」
と
言
っ
て
家
族
で

行
う
大
切
な
準
備
で
し
た
。

■

ロ
ー
ソ
ク
は
で
き
れ
ば
赤
の
和
ロ
ー
ソ

ク
を
用
意
下
さ
い
。
無
け
れ
ば
白
の
和
ロ

ー
ソ
ク
で
も
洋
ロ
ー
ソ
ク
で
も
結
構
で
す
。

■

打
敷
を
か
け
、
お
も
ち
・
お
菓
子
、
果

う
ち
し
き

物
等
あ
る
物
で

結
構
で
す
か
ら

仏
様
に
お
供
え

し
て
下
さ
い
。

月

日
（
金
）、
今
年
度
最
後
の
法
和
会

10

10

が
開
か
れ
ま
し
た
。

「
そ
ん
か
と
く
か
人
間
の
も
の
さ
し

う
そ

か
ま
こ
と
か

仏
さ
ま
の
も
の
さ
し

」
と
い
う

テ
ー
マ
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
桜
井
俊
彦
氏
著
書
の
『
や
わ
ら
か
子
ど

も
法
話
』
の
中
に
、『
十
円
玉
の
話
』
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
。

今
年
最
後
の
法
和
会
開
か
れ
る

打敷
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「
知
的
障
害
の
子
ど
も
た
ち
が
入
っ
て
い

る
あ
る
施
設
で
働
い
て
い
た
お
じ
さ
ん
が
、

ひ
と
り
の
子
ど
も
を
呼
ん
で
き
て
、
財
布
か

ら
六
枚
の
硬
貨
を
出
し
て
言
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
一
円
玉
、
五
円
玉
、
十
円
玉
、

五
十
円
玉
、
百
円
玉
、
五
百
円
玉
だ
ね
。
好

き
な
も
の
を
あ
げ
る
か
ら
、
ど
れ
か
一
つ
を

選
ん
で
ご
ら
ん
、
と
。

お
じ
さ
ん
は
、
五
百
円
玉
を
選
ぶ
を
思
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
子
が
選
ん
だ
の
は

十
円
玉
で
し
た
。

お
じ
さ
ん
は
、
尋
ね
ま
し
た
。

ど
う
し
て
、
十
円
玉
を
選
ん
だ
の
？

す
る
と
、
そ
の
子
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
お
母
さ
ん
の
声
が
聞
け
る
か
ら
、

と
。施

設
に
あ
る
公
衆
電
話
は
、
十
円
玉
で
し

か
か
け
ら
れ
な
い
も
の
で
し
た
。

そ
の
公
衆
電

話
で
、
お
母
さ

ん
の
声
を
聞
く

こ
と
を
、
そ
の

子
は
、
一
番
の

楽
し
み
に
し
て

い

た

の

で

し

た
。
」

「
わ
た
し
た

ち
は
、
お
金
の

価
値
を
、
金
額
が
大
き
い
か
、
少
な
い
か
、 法和会 10月 10日

で
決
め
て
い
ま
す
。

で
も
、
そ
の
お
金
の
価
値
で
は
代
え
ら
れ

な
い
、
心
の
価
値
を
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
」

と
、
著
書
の
桜
井
俊
彦
さ
ん
は
、
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
ま
す
。

五
百
円
玉
を
選
ぼ
う
と
す
る
の
は
、
わ
た

し
た
ち
「
人
間
の
も
の
さ
し
」
で
す
。

損
か
得
か
と
い
う
比
較
の
中
で
し
か
、
は

か
れ
な
い
も
の
さ
し
を
持
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。し

か
し
、
十
円
玉
に
そ
の
意
味
を
見
つ
け

る
と
い
う
物
差
し
は
、「
仏
さ
ま
の
も
の
さ
し
」

で
す
。
」

そ
し
て
、
法
話
の
最
後
に
千
手
観
音
の
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
私
た
ち
は
、
千
手
観
音
の
よ
う
に
生
き

れ
ば
い
い
ん
で
す
。

千
手
観
音
像
に
は
、
た
い
て
い
四
十
二
本

の
手
が
付
い
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
ど
の
手

も
、
い
ろ
ん
な
向
き
に
伸
び
て
、
い
ろ
ん
な

こ
と
を
し
て
い
ま
す
ね
。

で
す
が
、
真
ん
中
の
二
本
の
手
だ
け
は
、

身
体
の
中
心
で
合
掌
し
て
い
ま
す
。

ど
う
生
き
て
も
い
い
し
、
何
を
し
て
も
い

い
ん
で
す
。
四
十
本
の
手
は
。

『
そ
ん
か
と
く
か

人
間
の
も
の
さ
し
』

を
な
く
す
こ
と
が
出
来
な
い
私
を
、
い
つ
も

照
ら
し
て
破
っ
て
く
だ
さ
る
は
た
ら
き
『
う

そ
か
ま
こ
と
か

仏
さ
ま
の
も
の
さ
し
』
に
出

会
っ
て
い
た
ら
、
ま
た
本
当
に
頭
が
下
が
る

と
い
う
こ
と
が
一
回
で
も
自
分
の
中
に
あ
っ

た
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
が
大
事
で
す
。
」

ど
う
ぞ
お
寺
に
足
を
運
ん
で
、
「
仏
さ
ま
の

も
の
さ
し
」
に
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
い
。

来
年
も
、
４
月
よ
り

月
ま
で
月
一
回
、

10

法
和
会
を
開
き
ま
す
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
西
光
寺
の
宗
派
経
常
費
御
依
頼

並
び
に
教
区
費
に
つ
き
ま
し
て
、
奥
能
登
地

震
に
よ
る
被
害
状
況
に
鑑
み
、
免
除
と
な
り

ま
し
た
。

私
た
ち
の
宗
門
・
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願

寺
）
は
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
か
ら
の
懇
志
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

毎
年
、
本
山
よ
り
門
徒
数
に
応
じ
て
各
お

寺
に
宗
派
運
営
費
が
割
り
当
て
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
を
「
本
山
上
が
り
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
西
光
寺
は
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま

の
ご
理
解
と
御
協
力
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら

れ
た
本
山
上
が
り
を
毎
年
完
納
す
る
こ
と
が

で
き
て
お
り
ま
す
。

誠
に
有
り
難
い
こ
と
と
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。 今

年
は
本
山
上
が
り
を
集
め
ま
せ
ん

令
和
五
年
度
宗
派
経
常
費
御
依
頼
額

〇
円

令
和
五
年
度
能
登
教
区
費

〇
円
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あ
る
家
で
の
法
事
の
お
話
で
す
。

お
経
を
読
み
御
文
を
拝
読
し
終
わ
っ
た
時
、

お

ふ
み

若
い
人
が
隣
り
に
座
っ
て
い
た
年
配
の
人
に

問
い
か
け
ま
し
た
。

「
お
経
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
何
で
み
ん
な

頭
を
下
げ
た
の
」

「
御
文
さ
ん
は
、
頭
を
下
げ
て
聞
く
も
ん

や
」「

御
文
さ
ん
て
、
な
ん
か
知
ら
ん
け
ど
、

頭
を
畳
に
す
り
つ
け
る
よ
う
に
し
て
聞
か
な

い
か
ん
の
か
？

本
当
は
足
の
し
び
れ
を
と

る
た
め
に
や
っ
と
る
の
じ
ゃ
な
い
の
？
」

「
何
を
言
っ
と
る
。
昔
か
ら
こ
う
や
っ
て

お
参
り
す
る
こ
と
に
な
っ
と
る
ん
や
」

御
文
さ
ん
と
い
う
の
は
、
親
鸞
さ
ん
か
ら

数
え
て
八
代
目
の
蓮
如
さ
ん
が
、
真
宗
の
教

え
を
正
し
く
受
け
と
め
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
か
ら
、
各
地
に
い
る
真
宗
門
徒
の
方
た
ち

に
書
か
れ
た
お
手
紙
で
す
。

こ
の
御
文
さ
ん
を
、
私
達
の
先
祖
は
大
切

に
聞
い
て
き
ま
し

た
。も

ち
ろ
ん
、
大
切

に
聞
い
て
き
た
わ
け

で
す
が
、
頭
を
畳
に

す
り
つ
け
る
姿
勢
で

聞
く
の
で
は
な
く
、

お文箱

な
ぜ
頭
を
下
げ
る
の
？

軽
く
頭
礼
を
す
る
程
度
に
頭
を
下
げ
て
聞
い

て
き
ま
し
た
。

人
間
の
知
恵
と
は
、
人
間
の
方
か
ら
未
知

な
る
も
の
を
学
び
、
覚
え
、
理
解
す
る
こ
と

で
あ
り
、
知
識
、
教
養
、
学
問
の
世
界
で
す
。

そ
し
て
知
恵
が
つ
け
ば
つ
く
ほ
ど
偉
く
な

り
、
賢
く
な
り
頭
が
上
が
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
仏
さ
ま
の
智
慧
と
は
、
仏
さ
ま
の

方
か
ら
私
を
照
ら
し
、
め
ざ
め
さ
せ
、
心
の

闇
を
破
っ
て
く
だ
さ
る
働
き
で
す
か
ら
、
仏

さ
ま
の
智
慧
に
遇
え
ば
遇
う
ほ
ど
、
私
の
愚

か
さ
、
恥
ず
か
し
さ
、
罪
業
の
深
さ
に
気
づ

か
さ
れ
、
頭
が
下
が
る
ば
か
り
で
す
。

人
間
は
知
恵
が
つ
け
ば
偉
く
な
り
、
賢
く

な
る
の
で
頭
が
上
が
り
、
仏
法
を
聞
く
耳
が

な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
素
直
に
仏
さ
ま
の
教

え
に
耳
が
傾
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

頭
を
下
げ
な
い
と
、
声
は
聞
こ
え
て
も
、

教
え
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
。

「
私
達
は
何
を
生
き
る
よ
り
所
と
す
る
の

か
」
を
仏
法
に
開
き
、
自
分
の
生
き
る
道
を

点
検
す
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。ど

う
ぞ

お

寺
の
お
参
り
に

ご

参

詣

下

さ

い
。

人
間
の
知
恵
と
仏
さ
ま
の
智
慧

鸞恩くん（らんお
んくん）
本願寺公式キャラ
クター

＝
編
集
後
記
＝

あ
た
り
ま
え
の
幸
せ
を

あ
た
り
ま
え
だ
か
ら
気
づ
か
な
い

あ
た
り
ま
え
の
幸
せ
は

失
く
し
た
人
だ
け
が
知
っ
て
い
る

作
者
は
長
年
、
股
関
節
症
と
い
う
病
気
を

わ
ず
ら
い
、
数
度
の
手
術
を
重
ね
て
い
る
方

で
す
。（
股
関
節
症
と
は
、
股
関
節
が
し
だ
い

に
壊
れ
て
ゆ
き
、
し
ま
い
に
は
歩
く
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
症
状
だ
そ
う
で

す
。）歩

く
、
走
る
、
行
き
た
い
所
へ
行
け
る
。

そ
れ
は
で
き
る
人
に
と
っ
て
は
何
で
も
な
い

「
あ
た
り
ま
え
」
の
こ
と
で
す
。
あ
た
り
ま

え
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
が
大
き
な
幸
せ
で

あ
り
喜
び
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
眼
を
向
け
よ
う
と
さ
え
し
て

い
ま
せ
ん
。

考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど
多

く
の
こ
と
を
「
あ
た
り
ま
え
」
に
し
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

歳
を
重
ね
る
こ
と
で
若
さ
を
知
り
、
病
に

伏
し
て
健
康
の
あ
り
が
た
さ
を
知
る
。
私
た

ち
は
失
っ
て
初
め
て
失
っ
た
も
の
の
大
切
さ

を
知
る
よ
う
で
す
。

今

座
骨
神
経
痛
で
痛
み
止
め
の
薬
を
飲

み
な
が
ら
お
取
越
に
回
っ
て
い
ま
す
が
、
あ

ら
た
め
て
こ
の
詩
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

当
た
り
前
の
日
常
は
本
当
は
有
り
難
い
こ

と
だ
ら
け
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏


