
平
成
二
十
年
度
、
観
音
像

の
修
復
が
終
わ
っ
た
年
か
ら
、

檀
家
の
皆
様
に
も
案
内
を
始

め
ま
し
た
喜
三
郎
墓
前
祭
を
、

今
年
も
例
年
通
り
開
催
致
し

ま
す
。

墓
前
祭
は
、
松
本
喜
三
郎

顕
彰
会
が
中
心
と
な
り
開
催

し
て
い
た
の
で
す
が
、
観
音

像
の
百
年
に
一
度
の
修
復
を

機
会
と
し
て
、
檀
家
の
方
々

に
も
ご
縁
を
結
ん
で
戴
き
た

く
、
修
復
に
関
し
て
の
寄
進

を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
そ

の
際
、
修
復
記
念
の
點
眼
法

要
を
墓
前
祭
の
日
に
行
い
ま

し
た
。
観
音
様
の
縁
日
は
本

来
十
月
十
八
日
で
す
が
、
当

日
に
同
じ
松
本
喜
三
郎
作
の

来
迎
院
安
位
の
聖
観
音
像
の

観
音
祭
が
開
か
れ
て
い
ま
し

た
の
で
、
浄
国
寺
の
谷
汲
観

音
様
の
供
養
祭
は
墓
前
祭
の

四
月
二
十
九
日
に
開
催
す
る

事
に
致
し
ま
し
た
。

松
本
喜
三
郎
墓
前
祭

谷
汲
観
音
供
養
大
祭

日
程
詳
細
は
左
下
を
ご
覧

下
さ
い
。

松
本
喜
三
郎
翁
は
、
文
政

八
年
、
熊
本
市
の
現
在
の
迎

町
に
生
ま
れ
、
若
い
頃
か
ら

造
り
物
に
長
け
て
い
て
、
二

十
四
歳
で
大
阪
に
登
り
、
そ

の
後
上
京
、
浅
草
で
活
人
形

師
と
し
て
興
業
も
手
が
け
、

一
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し

ま
し
た
。
江
戸
幕
府
の
寺
請

制
度
か
ら
言
う
と
、
松
本
家

は
、
浄
国
寺
の
正
式
な
檀
家

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
墓

は
浄
国
寺
に
有
り
、
喜
三
郎

翁
自
身
も
現
在
浄
国
寺
墓
地

の
松
本
家
の
お
墓
に
眠
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
当
寺

安
置
の
谷
汲
観
音
像
は
、
本

人
に
と
っ
て
も
会
心
の
作
だ
っ

た
ら
し
く
、
見
世
物
興
行
に

は
別
途
に
一
体
作
り
、
こ
の

観
音
像
は
最
初
か
ら
仏
像
と

し
て
浅
草
の
伝
法
院
に
祀
ら

れ
ま
し
た
。
後
年
、
喜
三
郎

翁
本
人
が
熊
本
に
帰
ら
れ
た

後
に
、
「
ど
う
し
て
も
、
谷

汲
観
音
像
だ
け
は
手
許
に
置

き
た
い
」
と
望
ま
れ
、
伝
法

院
と
の
交
渉
の
末
、
陸
路
、

行
列
を
組
ん
で
浄
国
寺
に
入

ら
れ
ま
し
た
（
そ
の
時
、
熊

本
市
春
日
の
来
迎
院
の
縁
者

が
交
渉
に
苦
労
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
感
謝
の
意
で

来
迎
院
に
は
聖
観
音
像
を
喜

三
郎
翁
が
造
り
寄
進
さ
れ
ま

し
た
）
。
長
い
間
、
見
世
物

興
行
の
人
形
と
い
う
こ
と
で
、

下
世
話
な
物
と
し
て
芸
術
作

品
と
い
う
視
点
で
は
捉
え
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
人

形
師
の
平
田
剛
陽
氏
の
評
価

等
を
経
て
、
近
年
、
脚
光
を

浴
び
る
よ
う
に
な
り
、
熊
本

市
現
代
美
術
館
の
展
示
か
ら

人
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
特
に
昨
年
十
月
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
衛
星
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

で
放
映
さ
れ
た｢

男
前
列
伝
」

か
ら
、
土
日
に
は
必
ず
参
詣

者
が
来
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
「
折
角
な
ら
、
拝

観
料
を
と
っ
た
ら
？
」｢

御
守

り
や
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
た
ら
？
」

と
言
っ
て
下
さ
る
方
も
お
ら

れ
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
こ

れ
だ
け
の
作
品
で
す
の
で
多

く
の
方
に
知
っ
て
戴
き
た
い

と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
す

が
、
観
光
地
に
し
た
い
と
は

思
い
ま
せ
ん
。

谷
汲
観
音
は
西
国
三
十
三
箇

所
観
音
霊
験
記
の
第
三
十
三

話｢

谷
汲
寺
縁
起
」
に
書
か
れ

て
い
る
も
の
で
、
観
音
様
が

人
間
の
巡
礼
の
姿
を
借
り
て

人
の
前
に
現
れ
救
済
し
た
と

い
う
お
話
し
で
す
。

観
音
様
は
、
正
し
く
は
観
世

音
菩
薩
と
い
い
ま
す
。
般
若

心
経
の
最
初
に
出
て
く
る
観

自
在
菩
薩
も
観
音
様
の
こ
と

で
す
。
本
来
は
悟
り
を
開
き

仏
の
世
界
（
涅
槃
）
に
渡
る

べ
き
仏
様
で
す
が
、
敢
え
て

娑
婆
（
我
々
の
苦
し
み
に
満

ち
た
世
界
）
に
留
ま
り
、
他

者
を
涅
槃
に
渡
す
事
を
自
分

の
務
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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松
本
喜
三
郎
墓
前
祭

谷
汲
観
音
像
供
養
大
祭

松
本
喜
三
郎
墓
前
祭
（
百
二
十
一
回
忌
）

谷
汲
観
音

供
養
大
祭

日
時

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
九
日
（
金
）

午
後
二
時
よ
り

入
場
無
料

法
要
終
了
後

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
他
の
宗
教
か
ら
見
た
日
本
の
仏
教
と
禅
」

真
命
山
諸
宗
教
対
話
・
交
流
セ
ン
タ
ー

フ
ラ
ン
コ
・
ソ
ッ
ト
コ
ル
ノ
ラ
神
父

観
音
大
祭

記
念
奉
納
音
楽
会

同
日

夜
七
時
よ
り

演
奏

鈴
木
良
雄
ト
リ
オ

（
東
京
の
ジ
ャ
ズ
の
重
鎮
に
よ
る

円
熟
し
た
演
奏
を
お
楽
し
み
下
さ
い
）

協
力
金

三
千
円
（
一
部
は
東
日
本
大
震
災
義
捐
金

に
さ
せ
て
戴
き
ま
す

）



そ
し
て
、
何
も
見
返
り
を
考
え

ず
他
の
人
の
た
め
に
善
行
を
す

る
事
を
菩
薩
行
と
言
い
ま
す
。

い
つ
の
間
に
か
、
何
で
も
貨
幣

価
値
に
換
算
し
て
対
価
報
酬
を

求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
今
の
日

本
に
こ
そ
、
菩
薩
行
は
必
要
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
東

日
本
の
大
震
災
で
被
害
に
遭
わ

れ
た
方
に
は
、
心
よ
り
お
見
舞

申
し
上
げ
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。
た
だ
、
今
回

の
震
災
を
契
機
と
し
て
日
本
人

が
少
し
菩
薩
行
に
目
が
向
い
た

来
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
見

返
り
を
期
待
せ
ず
に
、
何
か
人

の
た
め
に
自
分
が
で
き
る
事
を

行
う
事
は
、
我
々
が
最
も
大
切

に
し
た
い
所
で
す
。

毎
年
、
喜
三
郎
墓
前
祭
の
時

は
、
音
楽
会
を
開
催
し
て
き
ま

し
た
。
喜
三
郎
翁
は
興
業
師
で

も
あ
っ
た
か
ら
、
人
が
集
っ
て

楽
し
む
姿
を
御
供
え
す
る
事
は

供
養
に
な
る
は
ず
だ
と
言
う
私

の
勝
手
な
解
釈
に
よ
る
も
の
で

す
。
一
昨
年
の
九
月
に
浄
国
寺

で
演
奏
を
し
て
く
れ
た
ベ
ー
ス

の
鈴
木
良
雄
氏
が
、
そ
の
直
後

｢

南
里
文
雄
賞
」
と
い
う
日
本
人

ジ
ャ
ズ
マ
ン
の
栄
誉
あ
る
賞
を

受
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
記
念

演
奏
会
の
時
に
、
今
度
は｢

あ
な

た
の
都
合
に
合
わ
せ
て
、
あ
な

た
の
好
む
メ
ン
バ
ー
で
九
州
ツ

ア
ー
を
組
ん
で
あ
げ
る
よ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
最
初
は
冗
談

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
本

当
に
実
現
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

決
し
て
難
解
な
ジ
ャ
ズ
で
は
な

く
、
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
ナ
ン
バ
ー
を
、
円

熟
し
た
技
術
で
、
そ
れ
こ
そ
、

ご
機
嫌
な
演
奏
を
披
露
し
て
く

れ
ま
す
。
絶
対
に
損
は
し
ま
せ

ん
。
新
し
く
床
を
貼
り
替
え
、

音
響
の
効
果
も
良
く
な
っ
た
お

寺
の
本
堂
で
素
敵
な
ジ
ャ
ズ
を

お
楽
し
み
下
さ
い
。

鈴
木
良
雄
ト
リ
オ

鈴
木
良
雄

ベ
ー
ス

山
本

剛

ピ
ア
ノ

セ
シ
ル
・
モ
ン
ロ
ー

ド
ラ
ム

ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
曲
を

堪
能
し
て
下
さ
い
。

演
奏
奉
納
料

一
人
三
千
円

（
チ
ャ
ー
ジ
料

一
部
は
震
災
義
捐
金
に

致
し
ま
す
）

浄
国
寺
に
は
、
入
っ
て
左
側

の
建
物
の
二
階
に
納
骨
堂
が
あ

り
ま
す
。
現
在
地
に
移
転
し
た

時
に
境
内
に
墓
地
を
造
る
事
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
一
部
は

裏
の
丘
に
あ
る
浄
国
寺
墓
地
と

境
内
地
に
納
骨
堂
を
造
り
ま
し

た
。
十
数
年
前
に
、
坐
禅
堂
も

兼
ね
た
座
敷
と
納
骨
堂
は
一
棟

に
ま
と
め
て
、
二
階
が
納
骨
堂

で
下
が
法
事
に
も
使
用
で
き
る

座
敷
と
い
う
建
物
に
し
ま
し
た
。

そ
の
際
納
骨
檀
を
新
た
に
大
理

石
風
の
大
き
い
物
に
変
更
し
、

元
か
ら
あ
っ
た
木
製
の
納
骨
檀

か
ら
、
順
次
移
っ
て
い
た
だ
き

木
製
の
納
骨
檀
は
一
時
預
か
り

等
に
も
使
用
し
て
い
ま
す
。
新

た
に
造
っ
た
大
理
石
風
の
納
骨

檀
も
、
あ
と
数
基
し
か
残
っ
て

い
な
い
状
態
で
、
同
じ
規
格
で

増
設
す
る
計
画
も
し
て
お
り
ま

す
。
一
方
で
、
「
永
代
供
養
の

納
骨
堂
は
、
お
い
く
ら
で
す
か
？
」

と
い
う
質
問
を
受
け
る
事
が
多

く
な
り
ま
し
た
。
先
祖
の
供
養

は
子
孫
の
務
め
で
、
寺
に
任
せ

る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
私

も
思
い
、
「
供
養
で
き
る
人
が

い
る
間
は
、
そ
の
人
が
し
て
下

さ
い
。
も
し
、
供
養
で
き
な
い

よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
ら
、
合

祀
し
て
寺
で
供
養
し
ま
す
」
と

答
え
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
現
在
は
、

「
家
」
の
制
度
も
変
わ

り
、
一
族
の
墓
と
い
う
考
え
か

ら
家
族
の
墓
（
納
骨
堂
）
と
い

う
風
に
変
化
し
、
更
に
子
ど
も

が
居
な
い
と
か
、
全
員
娘
で
嫁

い
で
い
っ
た
ら
自
分
の
墓
を
管

理
で
き
な
い
と
い
う
状
況
も
増

え
て
き
ま
し
た
。
夫
婦
二
人
だ

か
ら
、
大
き
い
納
骨
檀
は
い
ら

な
い
、
ま
た
合
祀
さ
れ
る
の
も

辛
い
、
二
人
と
も
居
な
く
な
っ

た
ら
お
寺
で
き
ち
ん
と
管
理
し

て
く
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と

納
骨
檀
が
で
き
な
い
か
と
い
う

相
談
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
時

代
と
共
に
供
養
の
形
が
変
わ
っ

て
も
、
安
心
し
て
自
分
の
人
生

を
全
う
し
た
い
と
い
う
気
持
ち

は
大
切
だ
と
思
い
、
二
階
の
納

骨
堂
に
永
代
供
養
型
の
納
骨
檀

を
設
置
し
ま
し
た
。
ご
遺
骨
を

百
体
ほ
ど
個
別
に
収
め
、
扉
に

位
牌
を
並
べ
て
収
め
ま
す
。
お

詣
り
に
来
ら
れ
た
時
は
、
そ
の

位
牌
を
真
ん
中
の
お
釈
迦
様
の

所
に
供
え
礼
拝
す
る
よ
う
な
形

に
な
り
ま
す
。
無
論
、
永
代
供

養
に
な
り
ま
す
か
ら
、
命
日
等

は
寺
の
勤
行
中
に
務
め
ま
す
。

今
月
二
十
三
日
に
は
、
設
置
完

了
予
定
で
す
。
納
骨
堂
は
、
平

日
は
朝
八
時
か
ら
夕
方
五
時
ま

で
は
い
つ

で
も
開
け

て
い
ま
す
。

大
き
い
納

骨
檀
は
、

必
要
じ
ゃ

な
い
と
考

え
ら
れ
た

方
は
、
一

度
検
討
さ

れ
て
も
良

い
か
と
存

じ
ま
す
。

ま
た
、
今

ま
で
の
納

骨
檀
も
更

に
増
設
の

計
画
も
し

て
い
ま
す
。
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