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こ
の
た
び
御
影
堂
・
如
来
堂
が
新
た
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

待
ち
に
待
っ
た
両
御
堂
の

国
宝
指
定
、
歓
喜
極
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。
数
年
前
に
西
本

願
寺
の
両
堂
が
国
宝
指
定
に

な
っ
た
の
で
、
専
修
寺
も
近

い
う
ち
に
と
は
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
県
や
市
の
ご
協
力

も
あ
り
、
思
い
の
外
ス
ム
ー

ズ
に
事
が
運
び
、
十
月
二
十

日
に
国
宝
指
定
の
答
申
が
な

さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

も
う
四
十
数
年
も
前
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
高
田
高
校

は
当
時
、
生
徒
全
員
で
毎
月

本
山
参
詣
を
し
て
い
ま
し

た
。
御
影
堂
で
皆
で
の
お
参

り
中
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
一

人
が
私
に
向
か
っ
て
「（
御

影
堂
は
）
重
文
で
は
今
一
つ

だ
な
。
や
は
り
国
宝
で
な
い

と
な
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
私
は
御
影
堂
が
過
小

評
価
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、

即
座
に
抗
議
の
意
図
を
込
め

て
「
ゆ
く
ゆ
く
国
宝
に
な
る

予
定
だ
よ
」
と
返
し
ま
し

た
。
す
る
と
、
ク
ラ
ス
メ
ー

ト
も
一
応
納
得
し
た
よ
う
で

し
た
。
勿
論
、
何
の
根
拠
も

何
の
見
込
み
も
な
く
「
ゆ
く

ゆ
く
国
宝
」
と
強
弁
し
た
の

で
す
が
、
爾
来
四
十
数
年
に

し
て
私
の
出
ま
か
せ
の
強
弁

が
よ
う
や
く
現
実
と
な
っ
た

こ
と
で
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
、「
国
宝
専

修
寺
」
と
銘
打
っ
て
ア
ピ
ー

ル
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
こ

れ
は
専
修
寺
に
と
っ
て
も
高

田
派
に
と
っ
て
も
大
き
な
武

器
と
な
り
ま
す
。
今
ま
で
ど

れ
だ
け
多
く
の
人
々
が
専
修

寺
を
横
目
に
見
て
、
お
伊
勢

参
り
に
行
き
来
し
た
か
知
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
か

ら
は
お
伊
勢
参
り
の
つ
い
で

に
国
宝
専
修
寺
に
も
お
参
り

し
て
行
こ
う
と
い
う
動
き
が

出
て
来
る
で
し
ょ
う
。
東
海

北
陸
を
地
盤
と
す
る
ロ
ー
カ

ル
教
団
の
本
山
だ
っ
た
専
修

寺
が
全
国
区
の
名
刹
へ
と
昇

格
し
た
こ
と
に
も
な
り
、
こ

の
上
な
い
快
挙
だ
と
言
え
ま

し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

喜
ん
で
ば
か
り
も
い
ら
れ
ま

せ
ん
。
高
田
派
関
係
者
一
同

自
覚
を
新
た
に
し
て
国
宝
専

修
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
言
動
に

努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
御
堂
建
立
に
尽

く
さ
れ
た
堯
秀
・
堯
朝
上
人

の
お
気
持
ち
を
受
け
継
い
で

両
堂
を
未
来
に
伝
え
て
ゆ
く

責
務
の
重
さ
を
痛
感
す
る
と

こ
ろ
で
す
。

真
宗
高
田
派
　
法
主
　
常
磐
井
慈
祥

国宝に指定答申されたニュースが流れた翌日には虹がかかり

御影堂・如来堂を祝福するような風景がひろがりました。
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三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
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真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
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寺
院
名

　

国
宝
に
な
る
御
影
堂
で
新

成
人
を
迎
え
ま
せ
ん
か
？

　

高
田
本
山
で
は
お
七
夜
期

間
中
の
平
成
三
十
年
一
月

十
三
日
に
「
お
七
夜
新
成
人

の
つ
ど
い
」
を
開
催
い
た
し

ま
す
。
大
人
へ
の
一
歩
を
、

ほ
と
け
さ
ま
の
も
と
で
は
じ

め
ま
し
ょ
う
。

特
別
拝
観
の
お
問
い
合
わ
せ

は
本
山
宗
務
院
広
報
課
ま
で

お
気
軽
に
ど
う
ぞ

一
月
二
十
六
日
は
文
化
財
防
火
デ
ー

み
ん
な
で
守
ろ
う
文
化
財

国
宝
答
申
記
念

　

特
別
講
演
の

　
　

お
知
ら
せ

平
成
三
十
年
一
月
九
日　

午
後
１
時
４
０
分
よ
り
御
影
堂
に
て

　
「
高
田
本
山
専
修
寺
の
伽
藍
の
特
色
と
価
値
」

　
　
　
　
　

三
重
大
学
大
学
院　

工
学
研
究
科
教
授

　
　
　
　
　

専
修
寺
御
影
堂
・
如
来
堂
調
査
委
員
会
委
員
長

　

専
修
寺
の
御
影
堂
・
如
来

堂
が
新
し
く
国
宝
に
指
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

木
造
建
築
と
し
て
は
規
模
と

言
い
、
構
造
的
な
立
派
さ
と

言
い
、
東
海
地
方
随
一
で
あ

り
ま
す
。
約
三
万
坪
の
境
内

地
の
中
心
に
そ
び
え
立
つ
二

つ
の
御
堂
の
景
観
は
真
宗
の

本
山
と
し
て
大
い
に
誇
り
得

る
建
物
で
あ
り
ま
す
。

　

報
恩
講
に
は
こ
の
お
堂
が

参
詣
者
で
埋
ま
り
、
雅
楽
と

声
明
の
声
が
一
杯
に
響
き
渡

り
、
荘
厳
さ
が
演
出
さ
れ
ま

す
。
堂
内
に
入
る
と
そ
の
大

き
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
頭
が
下

が
る
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、

心
静
か
に
お
参
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

御
影
堂
は
三
百
五
十
年

前
、
如
来
堂
は
二
百
七
十
年

前
の
建
築
で
す
。
当
時
の

人
々
が
ど
ん
な
思
い
で
こ
の

建
物
を
建
て
た
の
か
、
そ
の

歴
史
を
偲
ん
で
い
る
次
第
で

す
。
調
査
に
よ
っ
て
棟
梁
の

名
前
や
木
材
の
産
地
、
建
築

に
か
か
わ
っ
た
人
た
ち
の
詳

し
い
様
子
が
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
の
こ

の
建
物
に
托
し
た
志
が
今
も

生
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま

す
。

　

如
来
堂
の
昭
和
大
修
理

は
、
八
年
の
歳
月
と
十
五
億

円
を
か
け
て
平
成
二
年
に
完

成
。
御
影
堂
の
平
成
大
修
理

国
宝
指
定
を
喜
ぶ
　
宗
務
総
長
　
安
藤
光
淵

も
八
年
の
歳
月
と
三
十
億
円

の
費
用
を
か
け
て
平
成
二
十

年
に
完
成
。
そ
う
し
た
大
修

理
を
経
て
現
在
の
威
容
を

保
っ
て
い
ま
す
。
木
造
建
築

は
五
十
年
、
ま
た
は
百
年
ご

と
の
大
修
理
に
よ
っ
て
よ
み

が
え
り
、
長
い
年
月
を
生
き

て
き
た
の
で
す
。
考
え
て
み

れ
ば
そ
の
時
々
の
檀
信
徒
の

皆
さ
ん
の
援
助
に
よ
っ
て
こ

の
威
容
が
保
た
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

皆
さ
ん
と
共
に
、
こ
の
国

宝
指
定
を
喜
び
、
今
後
と
も

国
宝
、
重
要
文
化
財
の
保

存
、
維
持
に
、
ま
た
公
開
、

活
用
に
一
層
努
力
を
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

講
師

菅
原
洋
一　
先
生


