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戦
後
復
興
か
ら
現
代
へ

　

７
、
常
円
寺
祖
師
堂
の
再
建

三
十
七
世
及
川
真
学
上
人
の
最
後
の
悲
願

　

時
代
が
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
移
っ
た
平
成
三
年
（
一

九
九
一
）
正
月
、
檀
信
徒
に
向
け
て
次
の
よ
う
な
文
章

が
発
せ
ら
れ
た
。

　
　

常
圓
寺
祖
師
堂
建
設
の
趣
旨　
　
　
　
　
　
　
　

　

常
圓
寺
三
十
七
世　
　

及
川
真
学

　

平
成
三
年
を
迎
え
謹
ん
で
新
春
年
頭
の
御
祝
詞
を
申

し
上
げ
、
あ
わ
せ
て
貴
家
の
年
中
安
泰
と
御
清
祥
を
祈

念
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
当
山
は
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
九
月
の

創
立
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
約
四
百
年
前
か
ら
続
い
て
い

る
寺
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
間
、
度
々
の
盛
衰
が
あ
り
ま

し
た
が
、
昭
和
二
十
年
の
大
戦
で
諸
堂
が
悉
く
焼
失
し

ま
し
た
こ
と
と
、
都
市
区
画
整
理
で
境
内
地
、
墓
地
等

の
地
形
が
変
わ
っ
た
こ
と
、又
、多
数
の
檀
信
徒
の
方
々

の
住
居
が
戦
災
で
遠
隔
の
地
に
移
転
し
た
こ
と
等
が
最

も
大
き
い
変
化
で
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
後
四
十
五
年
の
間
に
熱
心
な
檀
信
徒
の

御
協
力
に
よ
っ
て
諸
堂
も
ほ
と
ん
ど
旧
に
復
し
、
信
徒

の
数
も
増
加
し
米
国
へ
新
し
い
お
寺
を
建
立
す
る
こ
と

が
で
き
る
ほ
ど
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
は
仏
祖
の
冥
加
は
も
と
よ
り
で
あ
り
ま
す
が
、
矢

張
り
変
わ
ら
な
い
檀
信
徒
の
護
山
護
持
の
ご
協
力
と
共

に
、
又
、
異
常
に
変
貌
し
た
新
宿
の
土
地
柄
の
せ
い
で

も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
当
山
は
戦
前
の
姿
以
上
に
ま
で
発
展
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
た
だ
一
つ
祖
師

堂
の
再
建
が
出
来
て
お
り
ま
せ
ん
。
ご
承
知
の
方
も
あ

る
と
思
い
ま
す
が
戦
前
に
は
祖
師
堂
が
あ
っ
て
胎は
ら

蔵
ご
も
り

の
お
祖
師
様
を
お
祀
り
し
て
あ
り
ま
し
た
（
天
保
十
二

年
＝
一
八
四
一
、
江
戸
鼠
山
感
応
寺
が
幕
命
に
よ
り
撤

去
さ
れ
た
と
き
、
本
堂
は
鎌
倉
妙
本
寺
に
、
祖
像
は
成

子
常
円
寺
に
鼓
楼
は
池
上
本
門
寺
に
移
さ
れ
た
も
の
で

す
）。
こ
の
度
の
大
戦
の
と
き
も
、
こ
の
祖
像
は
八
王

子
の
近
村
に
疎
開
し
て
あ
り
ま
し
た
の
で
無
事
に
お
守

り
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
戦
後
今
日
ま
で
当
山
の
納
骨

堂
に
仮
安
置
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
像
を
立
派
な
祖

師
堂
に
安
置
し
て
給
侍
す
る
こ
と
が
私
の
最
後
の
お
勤

め
と
思
っ
て
新
祖
師
堂
の
建
立
を
発
願
い
た
し
ま
し
た
。

　
「
戦
後
」
と
い
う
言
葉
の
実
感
が
徐
々
に
薄
れ
、
戦

災
で
灰
燼
に
帰
し
た
常
円
寺
も
復
興
し
、
そ
の
寺
基
の

安
定
と
共
に
、
熊
谷
に
幼
稚
園
を
開
園
し
、
ア
メ
リ
カ

サ
ン
ノ
ゼ
に
妙
覚
寺
別
院
を
建
立
す
る
な
ど
、
こ
の
新

宿
の
寺
外
に
も
発
展
し
て
い
く
な
か
で
、
真
学
上
人
に

と
っ
て
大
き
な
悲
願
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
祖
師

堂
の
再
建
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
よ
り
「
胎
蔵
の
祖
師
」
と
し
て
信
仰
を
集

め
た
祖
師
像
（『
福
聚
山
史
』
第
９
～
12
回
）
は
幸
い

に
し
て
戦
災
を
免
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
お
像
を

安
置
す
る
お
堂
の
再
建
が
実
現
で
き
な
い
で
い
た
。
平

成
二
年（
一
九
九
〇
）七
月
頃
よ
り
、そ
の
計
画
が
役
員
・

総
代
会
に
議
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
進
め
ら
れ
て
い
っ

た
が
、
何
は
と
も
あ
れ
課
題
は
、
そ
の
建
設
資
金
で
あ

る
。
そ
の
建
設
費
は
約
六
割
を
お
寺
が
積
年
こ
の
再
建

事
業
の
た
め
積
み
立
て
た
資
金
で
賄
い
、
残
り
四
割
は

檀
信
徒
の
寄
付
を
募
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
寄
付
勧
募

に
あ
た
っ
て
は
、
東
京
都
の
許
可
が
必
要
と
な
り
、
平

成
三
年
（
一
九
九
一
）
三
月
二
十
六
日
に
申
請
し
、
同

年
四
月
十
九
日
に
「
募
金
許
可
」
が
お
り
て
い
る
。

　

ま
た
、
祖
師
堂
の
の
べ
床
面
積
は
六
三
一
坪
と
さ
れ

た
が
、境
内
で
の
用
地
確
保
に
あ
た
り
、平
成
二
年
（
一

九
九
〇
）
十
月
、
新
宿
区
に
「
常
円
寺
児
童
公
園
」
の

返
還
を
求
め
て
い
る
。
当
時
、
境
内
に
は
遊
具
が
設
置

さ
れ
児
童
公
園
と
し
て
開
放
し
て
お
り
、
そ
の
場
所
も

用
地
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
の
祖
師
堂
建
設
の
趣
旨
書
で
は
、
再

建
さ
れ
る
お
堂
の
名
称
が
「
祖
師
堂
及
国
際
会
館
」
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
趣
は
先
の
文
に
続
け
て
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
た
。

　

し
か
し
、
又
翻
っ
て
考
え
ま
す
と
、
こ
の
貴
重
と

も
言
え
る
新
宿
の
土
地
の
建
物
は
祖
師
堂
だ
け
で
な

く
、
も
っ
と
多
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
よ
い
と
い
う

意
見
も
あ
り
ま
す
の
で
、
地
上
八
階
建
地
下
二
階
に
し

て
、
本
来
の
宗
教
活
動
に
ふ
さ
わ
し
い
建
物
を
建
て
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
地
上
一
階
、
二
階
は
祖
師
堂

と
納
骨
霊
碑
殿
に
、
地
下
一
階
は
大
ホ
ー
ル
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
檀
信
徒
や
地
域
社
会
の
皆
様
に
広
く
開
放

し
て
、
葬
儀
や
そ
の
他
の
会
合
・
集
会
に
利
用
し
て
い

た
だ
き
、
納
骨
殿
は
墓
地
の
な
い
方
や
一
時
的
に
遺
骨

の
保
管
を
求
め
て
い
る
方
に
も
利
用
い
た
だ
く
計
画
で

す
。
そ
の
他
の
階
は
仏
教
を
勉
強
す
る
国
際
留
学
生
や

宗
門
の
学
生
寮
と
し
て
便
宜
を
与
え
、
又
、
図
書
室
等

を
設
け
て
仏
教
を
中
心
と
し
た
文
化
活
動
の
た
め
に
活

用
し
て
い
た
だ
く
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

地
上
八
階
、
地
下
二
階
建
て
の
ビ
ル
と
し
て
再
建
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
祖
師
堂
は
、
そ
の
屋
上
に
鐘
楼
堂

も
設
置
さ
れ
、
本
来
の
礼
拝
施
設
と
し
て
機
能
す
る
他

に
、
副
都
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
新
宿
の
地
と
い
う

特
性
を
生
か
し
、
ホ
ー
ル
や
会
議
室
、
ま
た
寄
宿
施
設

を
備
え
、
檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
さ
ら
に
は
国
内
外
を
問

わ
ず
、
幅
広
い
人
々
に
開
放
さ
れ
た
施
設
と
し
て
新
生

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
事
業
の
最
中
、
平
成
四
年
（
一
九

九
二
）
三
月
十
九
日
、
三
十
七
世
及
川
真
学
上
人
は
、

そ
の
完
成
を
み
る
こ
と
な
く
遷せ
ん
げ化

す
る
。
後
事
は
、
住

職
を
継
承
し
た
及
川
真
介
上
人
に
引
き
継
が
れ
、
平
成

四
年
（
一
九
九
二
）
十
月
八
日
に
完
成
す
る
。
そ
の
完

成
に
あ
た
り
、
真
介
上
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

師
父
が
建
立
を
発
願
い
た
し
ま
し
た
祖
師
堂
が
完
成

い
た
し
ま
し
た
。
ひ
と
え
に
皆
様
方
の
御
芳
情
御
援
助

の
た
ま
も
の
と
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
イ
ン
ド
で

は
宗
教
が
盛
ん
で
、
人
々
が
集
う
場
を
ア
シ
ュ
ラ
ム
と

言
い
ま
す
。
草
ぶ
き
の
お
堂
の
こ
と
で
す
。
ま
た
ア
ー

ラ
ー
マ
と
も
言
い
ま
す
。
い
こ
い
の
園
の
こ
と
で
す
。

新
ら
し
く
出
来
た
祖
師
堂
が
質
素
で
は
あ
っ
て
も
集
う

人
々
の
心
の
や
す
ら
ぎ
の
場
と
な
る
こ
と
と
願
っ
て
止

み
ま
せ
ん
。
六
、
七
、
八
階
は
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
、

ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
の
留
学
生
が
止
宿
し
て
勉
学
す
る
場

と
し
て
提
供
い
た
し
ま
す
。
常
円
寺
も
い
よ
い
よ
国
際

色
豊
か
な
お
寺
に
な
る
で
し
ょ
う
。
世
界
的
な
視
野
に

立
っ
た
情
報
が
集
ま
っ
て
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り

ま
す
。　
　
　
　
（『
常
円
寺
祖
師
堂
落
慶
の
し
お
り
』）

　

本
年
平
成
二
十
四
年
、
祖
師
堂
は
建
設
か
ら
二
十
年

を
迎
え
る
。
こ
の
間
、
本
来
の
礼
拝
施
設
と
し
て
の
機

能
に
加
え
、
寄
宿
舎
と
し
て
長
期
、
短
期
に
か
か
わ
ら

ず
祖
師
堂
を
利
用
し
た
入
居
者
は
の
べ
百
人
以
上
に
の

ぼ
る
。
ま
た
、
会
議
室
や
ホ
ー
ル
は
数
多
く
の
会
や
催

し
物
に
連
日
利
用
さ
れ
て
き
た
。
各
階
の
施
設
や
活

用
の
あ
り
か
た
は
、
近
々
で
は
大
震
災

の
被
災
者
受
け
入
れ
な
ど
、
こ
の
二
十

年
の
時
代
の
動
き
、
社
会
の
動
き
に
あ

わ
せ
た
変
化
を
し
て
き
た
が
、
今
後
も

建
設
当
初
の
趣
旨
が
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
、

多
く
の
人
に
開
放
さ
れ
た
交
流
の
場
と

し
て
提
供
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
37
回

福
聚
山
史

祖
師
堂
建
立
に
あ
た
り
揮
毫
さ
れ
た
棟
札
。真
学
上
人
の
絶
筆
本
尊
で
あ
る
。




