
お
釈
迦
様
の
御
真
骨
が
眠
る

　
　
　
　
　日
本
唯
一
の
お
寺
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骨
を
仏
教
国
で
あ
る
タ
イ

国
（
当
時
シ
ャ
ム
国
）
の
王

室
へ
寄き

贈ぞ
う

し
、
そ
れ
が
さ
ら

に
セ
イ
ロ
ン
（
現
ス
リ
ラ
ン

カ
）、
ビ
ル
マ
（
現
ミ
ャ
ン

マ
ー
）、
日
本
へ
も
分ぶ
ん

与よ

さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

か
く
し
て
、一
九
〇
〇
年
（
明

治
三
十
三
年
）、
日
本
仏
教

各
宗
の
代
表
が
協
議
し
て
、

奉ほ
う

迎げ
い

の
使
節
団
を
結
成
し
、

タ
イ
国
王
か
ら
御
真
骨
を
拝は
い

受じ
ゅ

し
、
日
本
に
持
ち
帰
り
ま

し
た
。
御
真
骨
奉
安
の
寺
院

創
建
は
候
補
地
の
選
定
を

巡
っ
て
難
航
を
極
め
ま
し
た

が
、
官
民
挙あ

げ
て
の
強
力
な

誘ゆ
う

致ち

運
動
が
功こ
う

を
奏そ
う

し
、
名

古
屋
市
に
建こ
ん

立り
ゅ
うさ
れ
る
こ
と

こ
の
度
、
常と
き
わ
い

磐
井
慈じ

祥し
ょ
う

法ほ
っ

主し
ゅ

が
日
本
で
唯
一
、
釈
し
ゃ
く

尊そ
ん

の

御ご

真し
ん

骨こ
つ

を
奉ほ
う

安あ
ん

す
る
名
古
屋

市
千
種
区
覚か
く

王お
う

山ざ
ん

日に
っ

泰た
い

寺じ

の

第
三
十
五
世
住
職
に
就
任
さ

れ
ま
し
た
。
任
期
は
三
年
間

で
す
。

釈
尊
入に
ゅ
う

滅め
つ

後
、
そ
の
御
真

骨
を
八
つ
に
分
け
て
各
地
に

奉
安
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
が
、一
八
九
八
年
（
明

治
三
十
一
年
）、
イ
ン
ド
北

部
で
「
こ
れ
は
世せ

尊そ
ん

な
る
仏ぶ
っ

陀だ

の
舎し
ゃ

利り

を
収お
さ

め
る
器う
つ
わ
で
あ

る
」
と
刻き
ざ

ま
れ
た
壷つ
ぼ

が
発
見

さ
れ
、
中
に
収
め
ら
れ
た
遺

骨
が
釈
尊
の
御
真
骨
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

イ
ン
ド
政
府
は
こ
の
御
真

第
三
十
五
世
住
職
就
任

覚
王
山
日
泰
寺

覚
王
山
日
泰
寺
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一
、
ふ
た
た
び
「
不
退
の
く
ら
い
」

  

を
考
え
よ
う

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

と
い
う
こ
と

栗
原

廣
海

連載第7回前
回
は
、「
不
退
の
く
ら
い
す
み
や
か

に
」
の
「
和
讃
」
を
拝
読
し
て
お
わ
り
ま

し
た
が
、
今
回
も
「
和
讃
」
の
拝
読
を
と

お
し
て
「
不
退
の
く
ら
い
」
を
も
う
少
し

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

聖
人
は
、『
正
し
ょ
う

像ぞ
う

末ま
っ

法ぽ
う

和わ

讃さ
ん

』
の
第

二
十
七
首
に
、

真し
ん

実じ
つ

信し
ん

心じ
ん

を
う
る
ゆ
え
に

　
　

す
な
わ
ち
定
じ
ょ
う

聚じ
ゅ

に
い
り
ぬ
れ
ば

　
　

補ふ

処し
ょ

の
弥み

勒ろ
く

に
お
な
じ
く
て

　
　

無む

上じ
ょ
う

覚か
く

を
さ
と
る
な
り

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。「
定
聚
」
は
、

よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
正
し
ょ
う

定じ
ょ
う

聚じ
ゅ

」
と
言

い
ま
す
。「
必
ず
さ
と
り
を
開
い
て
仏

に
な
る
こ
と
が
正
し
く
定
ま
っ
て
い
る

人
々
の
集
ま
り
、
仲
間
」
の
こ
と
で
、
こ

れ
ら
の
人
た
ち
に
仲
間
入
り
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
つ
ま
り
「
不
退
の
位
」
を
得

る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
、
別
の
ご
著
書

の
な
か
で
聖
人
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
。
真
実
信
心
を
得
て
入
る
こ
と
が
で
き

る
こ
の
「
正
定
聚
」
と
い
う
位
、
つ
ま
り

「
不
退
の
位
」
は
、
補
処
の
弥
勒
と
同
じ

位
で
、
次
の
生
に
は
必
ず
最
高
の
さ
と
り

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
る
の

で
す
。

聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
が
続
き
ま
す
ね
。

「
補
処
」
と
い
う
の
は
「
一い
っ

生し
ょ
う

補ふ

処し
ょ

」
の

略
語
で
す
。
一
度
だ
け
、
こ
の
迷
い
の
世

界
に
生
を
受
け
る
が
、
次
の
世
に
は
必
ず

仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
菩
薩
の
最
高
の

位
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
、
こ
の
あ
と
説
明

に
決
し
、
こ
こ
に
一
九
〇
四
年
（
明
治

三
十
七
年
）、
覚
王
山
日
泰
寺
が
誕
生
し

ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
覚
王
と
は
釈
尊

の
こ
と
で
、
日
は
日
本
、
泰
は
タ
イ
の

こ
と
で
、
ま
さ
に
仏
教
を
絆き
ず
な

に
し
た
日

タ
イ
友
好
の
お
寺
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

日
泰
寺
は
、
成
立
の
経け
い

緯い

か
ら
特
定

の
宗
派
に
属ぞ
く

せ
ず
、
日
本
仏
教
各
宗

の
管か
ん

長ち
ょ
う
が
交
代
で
住
職
を
勤つ
と

め
る
決

ま
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
田
派
で

は
、
二
十
三
世
堯ぎ
ょ
う

祺き

上
人
が
一
九
四
九

年
（
昭
和
二
十
四
年
）
か
ら
六
年
間
、

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
か
ら

三
年
間
の
二
回
に
わ
た
っ
て
住
職
を
勤

め
ら
れ
、
今
回
は
三
回
目
の
御
縁
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

我
が
国
で
唯
一
の
釈
尊
の
御
真
骨
を

奉
安
す
る
名め
い

刹さ
つ

の
住
職
を
法
主
殿
が
お

勤
め
に
な
る
こ
と
は
大
変
名
誉
な
こ
と

で
、
高
田
派
門
末
に
と
っ
て
も
喜
ば
し

い
限
り
で
す
。

今
回
の
法
主
殿
の
御
就
任
を
機き

縁え
ん

に

挙こ
ぞ

っ
て
お
参
り
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。
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こ
ん
な
厳
し
い
修
行
を
経
て
、
い
ま
、

最
高
位
の
一
段
手
前
の
、
次
の
生
に
は
必

ず
最
高
の
さ
と
り
に
到
達
す
る
こ
と
が
約

束
さ
れ
た
「
一
生
補
処
の
位
」、「
等と
う

覚か
く

」

と
も
言
わ
れ
る
位
に
お
ら
れ
る
の
が
弥
勒

菩
薩
な
の
で
す
。
こ
の
弥
勒
菩
薩
と
、「
な

も
あ
み
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
聞
き
信
じ
、
称

え
て
「
正
定
聚
・
不
退
の
位
」
に
つ
い
て

い
る
人
と
が
同
じ
で
あ
る
と
聖
人
は
お
示

し
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

お
念
仏
の
智
慧
と
徳
の
パ
ワ
ー
が
ど
れ

ほ
ど
の
も
の
か
、「
正
定
聚
・
不
退
の
位
」

に
つ
か
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が

ど
れ
ほ
ど
す
ご
い
こ
と
な
の
か
、
そ
の
パ

ワ
ー
、
す
ご
さ
は
と
て
も
言
葉
で
あ
ら
わ

せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
高
田
派
鑑
学
・
誓
元
寺
住
職
）

の
上
に
さ
ら
に
二
段
あ
る
の
で
す
。
厳

し
い
修
行
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
一
段
上
が

れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
階
段
を
上
が

る
の
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
智
慧
を
み
が
き
、
徳
を
身
に
つ

け
る
、
想
像
を
絶
す
る
厳
し
い
修
行
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
自
己
中
心
の
心
を
捨

て
て
物
質
的
・
精
神
的
に
他
の
人
に
施

す
、
規
律
正
し
い
生
活
を
実
践
す
る
、
怒

り
や
怨
み
を
な
く
し
て
安
穏
な
心
の
状
態

を
目
指
す
、
仏
道
を
勇
敢
に
実
践
し
続
け

る
、
智
慧
を
得
る
た
め
に
精
神
を
集
中
さ

せ
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
の
の
あ
り
の
ま

ま
を
見
抜
く
智
慧
を
身
に
つ
け
る
、
こ
れ

ら
の
実
践
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ

れ
ら
を
、
三さ
ん

祇ぎ

百ひ
ゃ
く

大だ
い

劫こ
う

と
い
う
、
は
か

り
知
れ
な
い
長
い
長
い
年
月
の
間
、
幾
度

と
な
く
生
ま
れ
変
わ
り
を
繰
り
返
し
な
が

ら
修
行
し
て
階
段
を
の
ぼ
り
、
よ
う
や
く

「
妙
み
ょ
う

覚か
く

」
と
い
う
五
十
二
段
目
の
最
高
位

に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

す
る
、菩
薩
が
の
ぼ
る
五
十
二
の
階
段
の
、

あ
と
一
段
で
仏
に
な
れ
る
と
い
う
五
十
一

段
目
の
位
で
す
。
こ
の
位
に
お
ら
れ
る
の

が
弥
勒
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
仏
に
な
る
こ
と
が
定
ま
っ
て
そ
こ
か

ら
退
転
す
る
こ
と
の
な
い
、
補
処
の
弥

勒
菩
薩
と
同
じ
位
」
と
聞
く
と
、「
そ
れ

は
す
ご
い
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
な
」
と
は
思

う
で
し
ょ
う
が
、
ど
れ
ほ
ど
す
ご
い
こ
と

な
の
か
、
な
か
な
か
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん

ね
。
で
も
そ
の
す
ご
さ
は
ハ
ン
パ
な
い

の
で
す
。

さ
と
り
を
目
指
し
て
修
行
す
る
人
の

こ
と
を
菩
薩
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
菩

薩
が
さ
と
り
に
い
た
る
階
段
は
、
さ
き

ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
全
部
で

五
十
二
段
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
修

行
の
深
ま
り
具
合
に
よ
っ
て
五
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
段
ず

つ
あ
っ
て
、
合
計
五
十
段
、
そ
し
て
そ

二
、
菩
薩
の
修
行

三
、
お
念
仏
の
智
慧
と
徳



前
で
し
っ
か
り

と
手
を
合
わ
せ
、

緋ひ

色い
ろ

の
袴は
か
ま

を
は

き
、
ふ
っ
く
ら

と
し
た
立
ち
姿

を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
像
は
昭
和

五
十
四
年
に
如
来
堂
裏
よ
り
解

体
さ
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
、

京
都
の
佛
師
に
よ
っ
て
復
元
さ

れ
ま
し
た
。（

教
学
院
第
三
部
会
）

「
高
田
本
山
の
聖
徳
太
子
」

聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ
②

如
来
堂
の
斜
め
前
に
太た
い

子し

堂ど
う

が
あ
り
ま
す
。
中
に
入
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
扉
の
間
か
ら

覗の
ぞ

く
と
、
高
さ
八
〇
㎝
ほ
ど
の

太
子
の
木
像
が
ご
安
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
太
子
孝
養

像
と
似
て
お
り
ま
す
が
「
真し
ん

俗ぞ
く

二に

諦た
い

像ぞ
う

」
と
称
さ
れ
、「
袈け

裟さ

」

や
「
柄え

香ご
う

炉ろ

」
が
「
真し
ん

」
を
、

上
に
羽
織
っ
て
い
る
「
袍ほ
う

」
が

「
俗ぞ
く

」
を
象
徴
し
、
世せ

俗ぞ
く

の
中

に
真
実
を
説
か
れ
た
太
子
の
生

涯
を
表
し
て
い
ま
す
。

こ
の
像
は
聖
人
七
百
五
十
回

の
ご
遠
忌
に
当
た
り
、
福
井
県

の
高
田
派
寺
院
・
教
き
ょ
う

林り
ん

寺じ

住
職
、

佛ぶ
っ

師し

で
も
あ
る
三み

浦う
ら

世せ

雄お

氏
が

一
年
掛
り
で
作
成
さ
れ
た
も
の

で
す
。

本
山
宝ほ
う

物も
つ

館か
ん

（
現
在
建
設
中
）

に
高
さ
七
〇
㎝
ほ
ど
の
可
愛
ら

し
い
姿
の
太
子
像
が
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
太
子
が
二
歳
の
時
、

二
月
十
五
日
（
釈
し
ゃ
く

尊そ
ん

入に
ゅ
う

滅め
つ

の
日
）

の
あ
け
ぼ
の
。
誰
に
教
わ
る
こ

と
も
な
く
、
東
の
空
に
向
か
い

手
を
合
わ
せ
「
南
無
佛
」
と
称と
な

え
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
太
子
の

手
か
ら
佛ぶ
っ

舎し
ゃ

利り

が
こ
ぼ
れ
落
ち

た
と
伝
わ
り
ま
す
。（
そ
の
時

の
佛
舎
利
は
現
在
、
法ほ
う

隆り
ゅ
う

寺じ

の

寺じ

宝ほ
う

と
し
て
水す
い

晶し
ょ
うの
塔と
う

に
納
め

ら
れ
大
切
に
さ

れ
て
い
ま
す
。）

こ
の
太
子
像

は
鎌
倉
時
代
後

期
に
作
ら
れ
た

も
の
で
、
上
半

身
は
裸
で
胸
の

十六歳孝養絵像

十六歳真俗二諦像

二歳南無佛太子像

親
鸞
聖
人
は
生
涯
に
わ
た
り
聖
徳
太
子
を
篤あ
つ

く
敬う
や
ま

わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
心
か
ら
全
国
の
真
宗
寺
院
に
聖
徳
太
子
の
お
姿
が
ご
安
置
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
高
田
本
山
の
太
子
様
を
ご
案

内
し
ま
す
。

十
六
歳
孝き
ょ
う

養よ
う

絵え

像ぞ
う

十
六
歳
真し
ん

俗ぞ
く

二に

諦た
い

像ぞ
う

二
歳
南な

無む

佛ぶ
つ

太た
い

子し

像ぞ
う

津
市
指
定
文
化
財

本
山
境け
い

内だ
い

に
入
ら
れ
て
、
左

手
に
そ
び
え
る
如に
ょ

来ら
い

堂ど
う

に
上
が

る
と
、
内な
い

陣じ
ん

正
面
に
阿
弥
陀
如

来
の
木
像
、
右
側
に
七し
ち

高こ
う

僧そ
う

、

左
側
に
聖
徳
太
子
の
絵
軸
が
ご

安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
内

陣
の
荘
し
ょ
う

厳ご
ん

は
聖
人
が
弥
陀
の
本ほ
ん

願が
ん

が
七
高
僧
そ
し
て
太
子
を
通

じ
て
届
け
ら
れ
た
と
感
得
さ
れ

た
弥み

陀だ

回え

向こ
う

の
は
た
ら
き
を
表

し
て
い
ま
す
。

太
子
は
髪
を
美み

豆づ

良ら

に
結ゆ

い
、
色し
き

衣え

に
七し
ち

条じ
ょ
う

袈げ

裟さ

を
身
に

つ
け
、
胸
元
に
両
手
で
柄え

香ご
う

炉ろ

を
持
っ
た
凛り

り々

し
い
立
ち
姿
で

描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
太

子
が
十
六
歳
の
時
に
父
・
用よ
う

明め
い

天て
ん

皇の
う

の
病
気
平へ
い

癒ゆ

を
願
い
、
夜

を
徹
し
て
念
じ
ら
れ
た
と
い
う

伝
説
に
よ
る
も
の
で
、「
孝
き
ょ
う

養よ
う

像ぞ
う

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

高田本山だより
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以
外
の
法
宝
物
も
２
０
０
０
点

以
上
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の

真
筆
文
書
は
、
真
宗
10
派
の
中

で
も
っ
と
も
所
有
し
て
お
り
、

４
割
強
を
高
田
本
山
が
所
有

し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
し
て
沢

山
の
法
宝
物
が
高
田
本
山
に
残

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

か
つ
て
、
高
田
本
山
が
ま
だ
無

量
寿
院
（
第
十
世
真
慧
上
人
建

立
）
と
よ
ば
れ
た
時
代
の
こ
と

で
す
。

親
鸞
聖
人
自
ら
が
建
立
さ
れ

た
栃
木
県
真
岡
市
に
あ
る
専
修

寺
が
兵
火
に
よ
り
焼
失
し
た

際
、
多
数
の
法
宝
物
が
こ
の
高

田
本
山
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
幾
多
の

特
別
法
要

事
務
局
だ
よ
り

『
西さ
い

方ほ
う

指し

南な
ん

抄し
ょ
う』

親
鸞
聖
人
が
師
匠
で
あ
る
法

然
上
人
の
法
語
・
消
息
・
行
状

記
な
ど
を
、
収
集
し
た
書
物
で
、

上
中
下
の
３
巻
が
あ
り
ま
す
。

『
三さ
ん

帖じ
ょ
う

和わ

讃さ
ん

』

「
浄
土
和
讃
」「
浄
土
高
僧
和

讃
」「
正
像
末
法
和
讃
」
の
３
帖

か
ら
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
言
葉

で
佛
・
菩
薩
や
高
僧
の
お
徳
を

た
た
え
た
讃
歌
で
あ
り
ま
す
。

高
田
本
山
の
宝
物
館
に
あ
る

法
宝
物
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

宝
物
と
い
う
と
金
銀
財
宝
を

思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
高
田
本
山
で
い
う
宝
物

と
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教

え
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に

南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
分
か

り
や
す
く
説
か
れ
た
書
物
や
仏

さ
ま
を
描
い
た
掛
軸
な
ど
が
高

田
本
山
で
は
法
宝
物
と
呼
ば
れ

ま
す
。

宝
物
館
の
中
に
は
、
親
鸞

聖
人
直
筆
の
書
物
で
あ
り
ま

す
『
西
方
指
南
抄
』
や
『
三
帖

和
讃
』
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
国

宝
と
な
っ
て
お
り
、
今
日
ま
で

大
切
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
以
外
に
も
、
親
鸞
聖

人
直
筆
と
さ
れ
る
書
物
や
消
息

（
手
紙
）
も
多
数
収
蔵
し
て
お

り
、
歴
代
上
人
が
書
か
れ
た
教

典
の
解
説
や
天
皇
家
か
ら
の
御

手
紙
な
ど
も
宝
物
館
に
収
め
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

法
宝
物
の
中
に
は
国
・
県
・

市
指
定
が
約
４
１
６
点
、
そ
れ

宝
物
館
の
宝
物
と
は
何
か

第2回

時
が
過
ぎ
て
も
、
高
田
本
山
で

は
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
守
り
、

大
切
に
法
宝
物
を
守
り
続
け
て

き
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を

守
っ
て
き
た
由
緒
あ
る
寺
院
と

し
て
の
功
績
を
称
え
、
多
く
の

方
々
か
ら
法
宝
物
の
寄
進
を
頂

い
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
自

身
の
目
で
体
感
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

只
今
、
特
別
法
要
事
務
局
で

は
新
宝
物
館
建
設
に
あ
た
り
、

御
懇
志
を
受
け
付
け
て
お
り

ま
す
。
御
懇
志
を
進
納
さ
れ
ま

し
た
す
べ
て
の
方
の
お
名
前
を

墨
書
し
て
、
貴
重
な
法
宝
物
と

一
緒
に
宝
物
館
に
奉
納
致
し

ま
す
。

ま
た
、
新
宝
物
館
で
は
名
称

募
集
を
し
て
お
り
ま
す
。
命
名

者
に
は
賞
品
と
し
て
、
宝
物
館

入
館
無
料
パ
ス
ポ
ー
ト
を
進
呈

致
し
ま
す
。
あ
な
た
の
考
案
し

た
名
称
が
新
宝
物
館
に
命
名
さ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
奮
っ

て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

三帖和讃

国宝

西方指南抄
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　　　　　※当日消印有効
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わ
賑
で
ま
夜
深
、
び
並
が
店

。
す
ま
い

と
け
か
し
こ
お
、
も
に
他

般
る
れ
ば
呼

舟
石

谷
三
、
や

の
り
か
ゆ
人
聖
御
ど
な
庵
草

行
同
御
、
り
あ
数
多
が
跡
史

よ
す
ま
り
賜
を
拝
参
ご
の
様

。
す
ま
げ
上
し
申
内
案
御
う

１
２
３
〒

‒

１
１
５
４

二
八
四
一
田
高
市
岡
真
県
木
栃

】
Ｌ
Ｅ
Ｔ
【

５
８
２
０

‒

５
７

‒

３
０
１
０

】
Ｘ
Ａ
Ｆ
【

５
８
２
０

‒

５
７

‒

３
６
１
０

」
影
御
の
身
等
「
れ
ら
え
伝

、
像
座
人
聖
鸞
親
る
れ
ば
呼
と

智
顕
に
左
、
人
上
佛
真
に
右

、
し
座
が
）
文
重
国
に
共
（人
上

に
れ
そ
が
影
御
の
人
上
代
歴

。
す
ま
い
て
い
続

金
造
木
も
に
他
は
に
内
境

れ
わ
言
と
一
本
日
で
ｍ
三
塗
箔

安
を
）
文
重
県
（
像
槃
涅
る

が
人
聖
御
、
堂
槃
涅
る
す
置

る
れ
ら
え
伝
と
た
れ
さ
拝
崇

）
文
重
県
（
像
子
太
佛
無
南

願
勅
、
堂
子
太
る
す
置
安
を

梵
る
あ
の
銘
の
起
縁
寺

鐘
の

鐘
楼

鼓
る
す
有
を
鼓
太
大
、

楼

。
す
ま
び
並
ち
建
が
ど
な

祖
は
に
西
堂
来
如

廟

史
国
（

京
が
人
上
智
顕
、
り
あ
が
）
跡

、
び
偲
を
人
上
智
顕
た
ま

る
れ
ら
え
伝
と
た
れ
ら
め
始

一
月
八
年
毎
が
」
ち
ま
田
高
「

さ
催
開
て
け
か
に
日
二
、
日

、
れ
訪
が
者
拝
参
の
勢
大
、
れ

露
ぶ
及
に
舗
店
百
は
に
内
境

介
紹
の
寺
修
専
寺
本

専
寺
本

修
寺

人
聖
鸞
親
は

で
院
寺
の
一
唯
た
れ
さ
立
建
が

専
、
り
あ

修
念
仏

道
本
根
の

ま
り
あ
で
地
聖
た
れ
さ
と
場

た
者
奉
信
や
弟
門
の
く
多
た

、
き
聞
を
話
お
の
人
聖
御
が
ち

。
す
で
の
た
し
仏
念
ら
す
た
ひ

あ
で
点
拠
の
教
布
の
人
聖
御

田
高
て
し
と
心
中
を
こ
こ
、
り

も
で
中
、
れ
さ
成
形
が
徒
門真

佛

顕
・

智

聖
御
、
は
人
上
両

宗
真
期
初
で
い
継
を
後
の
人

的
心
中
に
展
発
持
護
の
団
教

。
た
し
ま
れ
さ
た
果
を
割
役
な

真
世
十
第
）
年
六
正
寛
（
年
五
六
四
一

慧

張
拡
線
教
が
人
上

が
寺
修
専
の
つ
二
、
れ
さ
移
に
田
身
一
国
勢
伊
を
基
寺
め
た
の

）
年
四
十
二
和
昭
（年
九
四
九
一
。
た
し
ま
り
な
と
と
こ
る
す
立
並

野

本
を
田
高

し
た
い
を
介
紹
の
寺
本
の
そ
。
た
し
ま
り
な
に
う
よ
ぶ
呼
と
寺

。
す
ま

経
を
年
〇
〇
八
ら
か
れ
そ

内
境
の
坪
万
二
約
も
在
現
た

伽
、
は
に

藍

ち
建
と
然
整
が

偲
が
時
往
の
人
聖
御
び
並

ば

。
す
ま
れ

と
る
渡
を
橋
乗
下
、
門
正

な
厚
重
る
わ
伝
ら
か
期
創
草茅

葺
屋
根

）
文
重
国
（
門
総
の

け
抜
り
通
を
れ
そ
、
り
あ
が

総
な
厳
荘
と
る

欅

の
り
く
づ

楼
門

ま
り
あ
が
）
文
重
国
（

代
時
戸
江
は
に
軒
面
正
。
す

公
筆
名
の

猷
法
親
王

な
筆
の

扁
の
」
山
田
高
「
る

額

仰
が

正
の
門
楼
。
す
ま
れ
ら
見
ぎ

）
文
重
国
（
堂
来
如
は
に
面

え
迎
お
ら
自
人
聖
御
り
あ
が

一
「
身
分
の
佛
寺
光
善
た
し

て
れ
さ
置
安
が
」
佛
尊
三
光

の
代
七
に
で
ま
今
。
す
ま
い

た
る
い
て
れ
さ
拝
御
が
皇
天

と
」
佛
尊
三
光
一
拝
天
「
め

佛
秘
。
す
ま
い
て
れ
さ
称
尊

開
御
に
毎
年
七
十
、
て
し
と

回
次
の
目
回
十
二
、
れ
さ
扉

れ
さ
定
予
に
年
〇
三
〇
二
は

立
前
お
は
段
普
。
す
ま
い
て

拝
参
を
）
文
重
県
（
尊
本
ち

。
す
ま
来
出
が
と
こ
る
す

び
そ
に
奥
手
右
の
堂
来
如

御
る
え

影
堂

、
は
）
文
重
国
（

造
建
財
化
文
の
級
大
最
内
県

中
、
く
高
が
価
評
て
し
と
物

と
姿
お
の
歳
六
十
七
は
に
央

高田本山だより
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命
輝
く

真
宗
の
肝
要
に
触
れ
る

最
新
刊

親
鸞
さ
ん
は
な
ぜ
神
を

拝
ま
な
か
っ
た
の
か

野
世
信
水
著

定
価
３
３
０
０
円（
税
込
）

北
村
文
雄
著

定
価
１
１
０
０
円（
税
込
）

親
鸞
の
念
仏
の
最
も
本
質
的
な
部
分

で
あ
る
神
祇
不
拝
。

そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
仏
教
の

本
質
と
は
何
か
、
戦
争
や
天
皇
制
な

ど
を
含
め
、
今
日
を
生
き
る
者
と
し

て
の
課
題
を
追
求
す
る
。

真
宗
の
教
え
を
、
で
き
る
だ
け
平
易

な
表
現
で
総
合
的
に
解
説
し
た
手
引

書
。
主
な
内
容
と
し
て
、「
真
宗
に
お

け
る
行
・
信
」「
七
高
僧
の
教
義
概
観
」

「
真
宗
別
伝
・
真
意
を
尋
ね
て
」
な
ど
。

ー
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　
　
　
　
「
神
道
」を
問
う
ー

い
う
大
き
さ
で
、
表
具
を
入

れ
る
と
高
さ
約
六
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
、
と
て
も
大
き
な

も
の
で
す
。
江
戸
後
期
の
作

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
作
者
は
は
っ
き
り
と
し

て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
畳
十
八
畳
分
の
大
き

さ
も
然さ

る
こ
と
な
が
ら
極ご
く

彩さ
い

色し
き

に
塗
り
こ
ま
れ
た
力
強
い

上
部
と
、
繊
細
な
筆
遣
い
の

中
に
も
奇
抜
な
構
想
の
下
部

が
不
思
議
と
調
和
し
て
独
特

の
世
界
観
を
作
り
出
し
て
い

る
の
も
魅
力
の
ひ
と
つ
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
是
非
こ
の

機
会
に
拝
観
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

十
五
日
（
火
）、
十
九
日

（
土
）
～
二
十
一
日
（
月
・
祝
）

は
絵
解
き
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。（
拝
観
料
不
要
）
詳

し
く
は
Ｈ
Ｐ
な
ど
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

三
月
十
五
日
の
涅
槃
会
に

合
わ
せ
て
、
佛
涅
槃
図
の
展

示
を
今
年
も
三
月
十
五
日
か

ら
三
月
二
十
一
日
ま
で
展
示

し
ま
す
。

涅
槃
図
と
は
、
横
に
な
っ

て
い
る
お
釈
迦
様
を
中
心
に

菩
薩
や
羅ら

漢か
ん

、
諸し
ょ

天て
ん

、
僧
、

衆
生
な
ど
の
ほ
か
、
動
物
に

到
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
と

し
生
け
る
も
の
（
一
切
衆
生
）

が
お
釈
迦
様
を
取
り
囲
み
、

嘆
き
悲
し
む
入
に
ゅ
う

滅め
つ

の
情
景
を

描
い
た
仏
画
の
こ
と
で
す
。

高
田
本
山
の
佛
涅
槃
図

は
、
絵
の
部
分
が
縦
約
五

メ
ー
ト
ル
五
十
、
横
が
約
四

メ
ー
ト
ル
、
畳
十
八
畳
分
と

県
内
最
大
級
の
大
涅
槃
図
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三
月
十
五
日

　
　

涅
槃
会

※
涅
槃
図
公
開
二
十
一
日
迄

三
月
十
八
日
～
二
十
四
日

　
　
讃
佛
会

三
月
十
九
日
～
四
月
三
日

　
　
写
生
大
会

四
月
六
日
～
十
一
日

　
　
千
部
法
会

四
月
八
日

　
　
釈
迦
三
尊
仏
法
会

※
山
門
特
別
拝
観
（
法
会
後
）

四
月
九
日
・
十
日

　
　
十
万
人
講
法
会

四
月
十
一
日

　
　
戦
没
者
追
弔
法
会

五
月
六
日
～
八
日

　
　
堯
祺
上
人
御
正
当

五
月
二
十
一
日

　
　
親
鸞
聖
人
降
誕
会

　
　
初
参
式

五
月
二
十
二
日

　
　
お
待
ち
受
け
法
会

●  

行
事
案
内

※
涅
槃
図
公
開
・
山
門
特
別
拝
観
・
初
参
式

な
ど
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
変
更
ま
た

は
中
止
に
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
三
月
中
学
生
教
化
合
宿
は
中
止
い
た
し

ま
す
。

※
変
更
・
中
止
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
詳
し
く

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

(http://w
w

w
.senjuji.or.jp)
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と
は
違
い
、
は
じ
め
に
逮
夜
参

詣
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

逮
夜
の
説
教
師
で
あ
っ
た
戸
田

恵
信
師
を
第
一
会
議
室
に
お
招

き
し
て
、
質
問
に
答
え
て
い
た

だ
き
、
よ
り
詳
し
く
み
教
え
を

紐ひ
も

解と

い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
月
十
五
日
（
土
）
に
恒
例

の
お
七
夜
婦
人
連
合
会
初
夜
参

詣
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
三
重
県

各
地
か
ら
集
わ
れ
た
お
同
行
様

は
、
婦
人
連
合
会
以
外
の
参
詣

者
も
多
く
加
わ
っ
て
、
初
夜
が

始
ま
る
午
後
四
時
三
十
分
に
は

約
百
人
が
御
影
堂
に
集
ま
り
ま

し
た
。

初
夜
勤
行
で
は
法
主
殿
が
報

恩
講
式
の
初
段
・
二
段
・
三
段

を
御ご

通つ
う

読ど
く

さ
れ
ま
し
た
。
続
い

て
亀
山
市
正
念
寺
住
職
梅
林
久

高
師
の
お
説
教
を
聴
聞
し
て
午

寺
院
名

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

参
詣
の
際
や
、
行
事
等
に
ご
参
加
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
引
き
続
き
感
染
防
止
対

策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
状
況
に
よ
り
各
種
行
事
が
中
止
ま
た
は
内
容
が
変

更
さ
れ
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　

２
８
１
９

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

YouTube チャンネル
を開設いたしました。
ホームページのリンク
からご覧ください。

専修寺
YouTube
チャンネル

今
年
の
報
恩
講
（
お
七
夜
）
は

多
人
数
が
集
ま
る
行
事
以
外
は

開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

本
年
も
成
人
の
日
に
合
せ
て

お
七
夜
は
た
ち
の
集
い
（
旧
新

成
人
の
つ
ど
い
）
を
開
催
い
た

し
ま
し
た
。
御
影
堂
で
の
中
陣

参
詣
後
、
賜し

春し
ゅ
ん

館か
ん

に
お
い
て
、

こ
こ
ま
で
育
て
て
い
た
だ
い
た

ご
恩
を
胸
に
、
一
人
の
社
会
人

と
し
て
の
抱
負
を
短
冊
に
書
い

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
月
十
二
日
に
（
水
）
お
七
夜

婦
人
連
合
会
が
約
五
十
名
の
参

詣
の
も
と
御
影
堂
に
於
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

お
日
中
に
参
詣
し
て
、
豊
橋

市
正
太
寺
住
職
大
河
戸
悟
道
師

の
お
説
教
を
聴
聞
し
ま
し
た
。

一
月
十
三
日
（
木
）
に
開
催
さ

れ
た
お
七
夜
坊
守
会
は
、
例
年

後
七
時
前
に
法
会
が
終
了
し
ま

し
た
。
御
影
堂
を
後
に
帰
路
を

ゆ
く
方
々
の
笑
顔
が
印
象
的
で

し
た
。

恒
例
の
お
七
夜
献
書
展
は

七
四
三
点
の
出
品
が
あ
り
、
例

年
通
り
廊
下
に
展
示
し
ま
し

た
。
今
回
は
最
優
秀
賞
で
あ
る

高
田
本
山
賞
を
各
学
年
一
名
と

し
た
為
受
賞
の
難
度
が
よ
り
上

が
り
ま
し
た
。

の
の
さ
ま
を
描
こ
う
展
に
今

年
は
十
五
園
か
ら
四
一
一
点
の

ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
園
児
た

ち
の
愛
ら
し
い
の
の
さ
ま
（
仏

様
）
に
心
癒
さ
れ
ま
し
た
。




