
　
当
別
院
は
真
宗
大
谷
派
に
属
し
、
慶
長
６
（1601

）

年
に
本
願
寺
第
12
世
教
如
上
人
の
開
創
の
寺
院
で
す
。
　
　
　

　
別
院
の
は
じ
ま
り
は
、
教
如
上
人
に
従
っ
て
、
信
任
の

厚
か
っ
た
佛
照
寺
祐
恵
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
大
で

あ
り
ま
し
た
の
で
、
建
立
の
初
め
よ
り
祐
恵
が
留
守
居
役

（
住
職
）
と
な
り
、
彼
の
子
孫
（
11
代
ま
で
）
が
受
け
継

い
で
、
そ
の
整
備
と
発
展
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
別
院
を

近
年
ま
で
親
し
く“

佛
照
寺
さ
ん”

と
呼
ん
だ
の
も
、
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
も
と
も
と
本
願
寺
と
大
阪
の
関
係
は
、
直
接
的
に
は
本

願
寺
第
８
世
蓮
如
上
人
か
ら
で
あ
り
、
上
人
の
建
立
さ
れ

た
石
山
坊
舎（
大
阪
城
付
近
）は
、や
が
て「
石
山
本
願
寺
」

と
な
り
ま
し
た
。
有
名
な
石
山
合
戦
で
本
願
寺
門
徒
の
信

仰
の
強
力
さ
を
内
外
に
示
し
た
の
で
、
儒
学
者
の
頼ら
い
さ
ん
よ
う

山
陽

は
「
南
無
六
字
城
」
と
讃
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　　
10
年
間
も
続
い
た
石
山
合
戦
が
終
わ
り
、
本
願
寺
は
天

正
13
（1585

）
年
に
大
阪
天
満
川
崎
へ
移
り
、
天
正
19

（1591

）
年
に
京
都
堀
川
へ
移
っ
て
行
き
ま
し
た
が
、
別

院
は
そ
の
川
崎
本
願
寺
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
慶

長
13
年
（1608

）
年
に
現
在
の
地
へ
と
別
院
は
移
転
し

て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
入
り
、
大
阪
が
三
郷
（
南
組
、
北
組
、
天

満
組
）
に
行
政
区
画
さ
れ
る
と
、
天
満
組
の
宗
旨
人
別
帳

（
人
口
調
査
）
の
巻
納
め
寺
院
と
し
て
、
社
会
的
に
寄
与

す
る
と
共
に
、
お
講
を
通
し
て
北
区
の
精
神
文
化
の
殿
堂

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
次
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
】　
　
　
　

ROKUJIJO
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昭
和
20
年
の
戦
火
に
よ
る
焼
失
以
前
の
本
堂

�1�¬���Ã

�y

8���É�Ã	n�“

��������　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�Ö�H

���s
�y
�1�¬���Ã�Ö

　
今
号
よ
り
一
面
に
、「
天
満
別
院 

崇
敬

寺
院
巡
り
」
と
題
し
て
、
ま
ず
は
天
満
別

院
の
由
緒
・
沿
革
に
つ
い
て
掲
載
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
は
当
別
院
の
崇

敬
寺
院
１
２
０
ヶ
寺
を
順
不
同
に
巡
ら
せ

て
い
た
だ
き
、
同
じ
宗
派
の
お
寺
で
も

様
々
な
由
緒
・
沿
革
が
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
だ
け
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
崇
敬
寺
院
の
皆
様
方
に
は
お

手
数
お
掛
け
し
ま
す
が
、
何
卒
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　  (

H)

編
集
後
記
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今
　
今
　
今

た
っ
た
今
死
ん
で
も
　

生
き
甲
斐
は
あ
っ
た
か
　
　
　
　

�!�!�!�!�!�!�!
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◆
晨
朝(

お
あ
さ
じ)

に
参
り
ま
し
ょ
う

〜
ア
ミ
ダ
さ
ま
が
あ
な
た
を
待
っ
て
ま
す
〜

　　
天
満
別
院
で
は
、
毎
朝
７
時
45
分
か
ら
本

堂
に
て
お
勤
め
が
あ
り
ま
す
。

　
お
勤
め
の
本
は
別
院
で
用
意
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
土
曜
日
、
日
曜
日
に
は
職
員
に
よ
る

感
話
が
あ
り
ま
す
。
感
話
と
は
職
員
が
日
頃

感
じ
た
こ
と
を
10
分
程
度
で
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
で
す
。

　
ど
な
た
様
で
も
お
参
り
い
た
だ
け
ま
す

の
で
１
日
の
始
ま
り
を
ぜ
ひ
晨
朝(

お
あ
さ

じ)

か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
皆
様
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。



輪
番
雑
感

　
新
元
号
「
令
和
」
か
ら
感
じ
る
こ
と
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
輪
番
　
武
宮
　
信
勝

　
厳
し
い
寒
さ
を
の
り
越
え
、
穏
や
か

な
春
の
日
差
し
に
促
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
花
が
一
斉
に
咲
き
ほ
こ
ろ
ぶ
時
節
と

な
り
ま
し
た
。
新
元
号
「
令
和
」
が
施

行
さ
れ
、
な
ん
で
も1300

年
の
奈
良

の
昔
、
公
翁
に
し
て
一
流
の
歌
人
、
大

伴
旅
人
が
九
州
・
大
宰
府
の
公
邸
で
、

招
か
れ
た
31
名
の
酒
宴
の
席
で
述
べ
た

挨
拶
の
言
葉
「
初
春
の
令
月
に
し
て
、

気
叔
く
風
和
ぎ
、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披

き
、
欄
は
珮
後
の
香
を
薫
ら
す
」
は
日

本
最
古
の
歌
集
『
万
葉
集
』
を
典
拠
と

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
安
倍
晋
三
首
相
は
記
者
会
見
で
「
厳

し
い
寒
さ
の
後
に
見
事
に
咲
き
誇
る
梅

の
花
の
よ
う
に
、
一
人
ひ
と
り
の
日
本

人
が
、
明
日
へ
の
希
望
と
共
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
花
を
大
き
く
咲
か
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
し
た
日
本
で
あ
り
た
い

と
の
願
い
を
込
め
た
」と
述
べ
て
い
る
。
　

　
皇
位
継
承
前
の
元
号
発
表
は
憲
政
史

上
初
め
て
、
し
か
も
、
中
国
の
古
典
か

ら
で
な
く
、初
め
て
国
書
か
ら
の
典
拠
。

「
黒
衣
」
の
存
在
等
な
ど
、
聞
け
ば
聞

く
ほ
ど
驚
く
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
問
題

は
元
号
の
改
定
に
よ
っ
て
社
会
・
人
間

の
生
き
方
が
直
ち
に
変
わ
る
も
の
で
は

◆
別
院
院
議
会
開
催
の
ご
報
告

　　
去
る
３
月
30
日
（
土
）、
天
満
別
院

責
任
役
員
会
及
び
院
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
左
記
の
通
り
議
案
の
審
議
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
記

・2018

年
度 

経
常
部
及
事
業
部
会
計

                          

第
二
次
補
正
予
算

・2019

年
度 

教
化
事
業
目
標
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　   

重
点
的
施
策

・2019

年
度 

経
常
部
及
事
業
部
会
計

                                    

当
初
予
算

・
別
院
就
業
規
則
の
改
正

・
別
院
諸
会
場
使
用
冥
加
金
の
改
定
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
全
議
案
、
両
会
と
も
全
会
一
致
で
可

決
承
認
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
い

た
し
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
つ
で
も

別
院
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。尚
、

門
徒
会
の
皆
様
に
は
、後
日
改
め
て「
六

字
城
」折
込
に
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

◆
合
唱
団
「
み
の
り
」
始
動
！！

　
天
満
別
院
で
は
、
去
る
４
月
20
日

（
土
）
の
午
後
2
時
か
ら
合
唱
団
『
み

の
り
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

 

『
み
の
り
』
の
活
動
は
、
今
年
度
か
ら

の
取
組
み
で
初
め
て
の
活
動
で
し
た
。
　

　
輪
番
挨
拶
に
始
ま
り
、
お
勤
め
の
後

に
は
皆
さ
ん
の
自
己
紹
介
が
な
さ
れ
、

村
上
奈
津
子
先
生
指
導
の
も
と
、
ま
ず

は
仏
教
讃
歌
を
、
そ
の
後
、
童
謡
を
歌

い
ま
し
た
。
終
始
、
和
や
か
な
雰
囲
気

の
中
で
会
は
終
わ
り
ま
し
た
。

　
次
回
は
５
月
18
（
土
）
の
午
後
2
時

に
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
男
女

問
わ
ず
関
心
の
あ
る
方
、
未
経
験
の
方

で
も
大
丈
夫
で
す
。
参
加
費
は
無
料
で

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　（
讃
歌
練
習
18
名
の
方
々
）

◆
４
月 

定
例
法
話
開
催
の
報
告

　
今
月
の
定
例
法
話
に
は
、
多
田
孝
圓

師
（
第
７
組 

圓
乘
寺
住
職
）
を
お
招

き
し
、「
い
の
ち
の
願
い
に
生
き
る
」

と
い
う
講
題
を
通
し
て
お
話
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
師
は
今
の
時
代
、
除
災
招
福
は
罪
福

の
信
者
と
い
わ
れ
、
親
鸞
聖
人
は
念
佛

の
教
え
で
は
な
い
と
戒
め
て
お
ら
れ
、

「
夜
が
あ
け
て
太
陽
が
あ
が
る
の
か
、

太
陽
が
あ
が
っ
て
夜
が
あ
け
る
の
か
」

と
い
う
覚
如
上
人
の
「
執
持
鈔
」
を
引

用
さ
れ
て
、「
如
来
さ
ま
の
光
に
照
ら

さ
れ
て
我
身
の
闇
が
破
れ
る
」
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
千
歳
の
闇
室

に
、
光
も
し
し
ば
ら
く
至
れ
ば
す
な
わ

ち
明
朗
な
る
が
ご
と
し
」『
教
行
信
証
』

と
述
べ
ら
れ
、
私
達
は
誰
と
比
べ
よ
う

も
な
い
、一
人
ひ
と
り
尊
い
「
い
の
ち
」

を
い
た
だ
い
て
い
る
「
存
在
の
尊
さ
」

に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
「
お
内
仏
の
あ
る
生
活
」

を
取
り
戻
す
こ
と
で
す
。

　
師
は
「
亡
き
人
の
御
恩
を
い
た
だ
い

て
、
私
に
か
け
ら
れ
て
い
る
い
の
ち
の

願
い
に
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
穏

や
か
に
し
て
温
か
い
御
法
話
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

報
告

答
え

　
お
墓
は
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て

様
々
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
真
宗

門
徒
は
、
墓
石
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

ま
た
は
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
あ
り
ま

す
「
倶
会
一
処
」（
倶
に
一
つ
の
処
に

会
す
る
）
と
い
う
言
葉
を
正
面
に
刻
み

ま
す
。
一
般
的
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
○

○
家
」
を
意
味
す
る
文
字
は
、
台
座
の

部
分
な
ど
に
刻
み
ま
す
。

　
お
墓
は
、
大
切
な
人
と
の
つ
な
が
り

　
明
治
43
（1910

）
年
、
親
鸞
聖
人

６
５
０
回
御
遠
忌
の
時
、
第
22
世
現
如

上
人
の
御
染
筆
に
よ
る
『
六
字
城
』
の

額
が
、
本
堂
正
面
に
揚
げ
ら
れ
ま
し
た

が
、
ま
さ
し
く
別
院
が
石
山
本
願
寺
以

来
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

証
拠
で
す
。

　
し
か
し
誠
に
残
念
に
も
、
昭
和
20

（1945

）
年
６
月
の
空
襲
に
あ
っ
て
灰

燼
に
帰
し
ま
し
た
が
、戦
後
い
ち
早
く
、

昭
和
25
（1950

）
年
に
仮
本
堂
を
建

立
し
、
昭
和
34
（1968

）
年
に
大
阪

読
売
テ
レ
ビ
の
発
足
に
あ
た
り
、
テ
レ

ビ
局
に
境
内
を
分
割
貸
与
し
、
そ
の
翌

年
、
昭
和
35
（1969

）
年
に
本
堂
の

復
興
が
出
来
ま
し
た
。

　
以
来
31
年
、
本
堂
の
み
の
状
態
で
　
　

今
日
に
及
び
ま
し
た
が
、
蓮
如
上
人

５
０
０
回
御
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、別
院
の
機
能
を
充
実
い
た
す
べ
く
、

有
縁
の
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
、
本
堂

及
び
諸
施
設
の
整
備
に
着
手
、
平
成
12

（2000

）
年
５
月
に
今
の
本
堂
・
庫
裏

の
再
建
を
見
る
に
至
り
ま
し
た
。

　
平
成
27
（2015

）
年
10
月
に
は
親

鸞
人
7
５
０
回
御
遠
忌
を
厳
修
し
、
昨

年
（2018

）
年
10
月
に
は
、
門
首
後

継
者 

大
谷
暢
裕
師 

御
参
修
の
も
と
に

報
恩
講
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

を
感
じ
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、「
教

え
と
の
出
遇
い
の
場
」
で
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
大
切
な
人
と
の
関
係
性

か
ら
、
迷
う
こ
と
な
く
「
特
別
」
を
感

じ
る
墓
石
に
手
を
合
わ
せ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
周
り
に
あ
る
、
自
分
と
は
関

係
が
な
い
と
感
じ
る
「
そ
の
他
多
く
の

墓
石
」
と
も
、
地
面
で
は
し
っ
か
り
と

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　　
私
た
ち
は
、
目
の
前
の
関
心
事
に
心

を
奪
わ
れ
ま
す
が
、私
と
い
う
存
在
は
、

永
遠
の
過
去
か
ら
誰
一
人
途
切
れ
る
こ

と
な
く
届
け
ら
れ
た
い
の
ち
を
生
き
、

今
、
現
に
踏
み
し
め
て
い
る
大
地
に
支

え
ら
れ
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

墓
石
に
、
限
り
な
き
い
の
ち
と
光
を
意

味
す
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
刻
む
こ

と
に
は
、
お
墓
参
り
を
ご
縁
に
、
永
遠

の
歴
史
と
、
限
ら
れ
た
一
つ
の
家
系
に

と
ど
ま
ら
な
い
広
大
無
辺
な
る
つ
な
が

り
に
包
ま
れ
支
え
ら
れ
続
け
て
い
る
自

分
に
出
遇
い
、
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く

れ
る
は
た
ら
き
に
手
を
合
わ
す
こ
と
が

願
わ
れ
て
い
ま
す
。

  (

第
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墓
石
の
文
字
は
南
無
阿
弥
陀
仏
？

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
平
成

最
後
」
と
か
「
令
和
最
初
」
と
か
と
い

う
言
葉
が
蔓
延
し
て
い
る
。た
だ
一
つ
、

確
か
な
こ
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間

で
あ
る
私
は
私
で
あ
っ
て
何
ら
元
号
に

よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
令
和
」
は
平
和
に
な
ら
し
め
よ
と
い

う
言
葉
に
も
読
め
る
。
親
鸞
聖
人
が
聖

徳
太
子
を
「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
」
と

仰
が
ら
れ
た
。
そ
の
太
子
の
17
条
憲
法

「
和
ら
か
な
る
を
も
っ
て
貴
し
」
と
し
、

そ
こ
に
至
る
ご
精
神
は
、「
篤
く
三
宝

を
敬
え
。
三
宝
と
は
仏・法・僧
な
り
。」

に
依
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
今
の
私
の
「
令
和
」
の
と
ら
え
か
た

は
、
生
活
の
中
で
、
ど
こ
ど
こ
ま
で
も

阿
弥
陀
仏
の
御
命
令
と
し
て
、
三
宝
に

帰
依
し
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま

す
。何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
私
が
仏・

法
・
僧
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真

に
「
念
仏
者
」
と
し
て
誕
生
せ
し
め
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
念
仏
者
の

誕
生
と
は
、
生
き
づ
ま
り
の
多
い
私
の

生
活
が
、生
き
づ
ま
ら
な
く
て
も
い
い
、

見
直
し
の
人
生
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
更
に
申
す
な
ら
ば
、
そ

の
こ
と
に
依
っ
て
の
み
世
の
中
が
安
穏

な
る
社
会
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
と
い

た
だ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
さ
し
く
、
〜
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
、
世

の
中
安
穏
な
れ
〜
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
こ
う
す
る
の
？　
第
２
回 

Q&A

２３


