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大
勝
寺
は
本
勝
寺
に

三
日
三
晩
の
法
論

紺
屋
五
郎
右
衛
門

こ
う

　

 

や

ご

ろ

え

も

ん

　
一
階
部
分
は
、
建
築
当
初

か
ら
地
域
の
方
に
も
活
用
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
を

構
想
し
、
周
辺
住
民
の
方
や

修
学
旅
行
、
観
光
で
北
野
を

訪
れ
る
方
に
も
仏
教
や
佛
立

信
心
に
触
れ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
「
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
内
容
を
じ
っ
く

り
と
見
て
い
た
だ
き
、
今
後

の
本
審
査
を
迎
え
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
今
後
、
本
審
査

が
有
識
者
の
方
々
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す

が
「
新
た
な
建
築
物
の
中
で

は
非
常
に
工
夫
を
凝
ら
さ
れ

て
い
る
」
と
い
う
所
感
を
も

っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
で
、

今
後
の
審
査
に
期
待
が
寄
せ

ら
れ
ま
す
。

　
去
る
一
月
九
日
、
佛
立
会

館
に
京
都
市
の
方
が
来
館
さ

れ
、
審
査
準
備
の
調
査
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
清
水

建
設
の
建
築
担
当
者
立
ち
会

い
の
も
と
で
、
詳
細
説
明
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
京
都
市
で
は
「
広
く
市
民

に
情
報
を
発
信
し
、
京
都
に

ふ
さ
わ
し
い
環
境
配
慮
建
築

物
を
普
及
・
啓
発
す
る
こ
と

を
目
的
」
と
し
て
、
平
成
二

十
四
年
度
か
ら
「
京
都
市
環

境
配
慮
建
築
物
顕
彰
制
度
」

が
創
設
さ
れ
、
第
一
回
「
京

（
み
や
こ
）
環
境
配
慮
建
築

物
」
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
開
催

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
の
一
般

建
築
物
部
門
に
本
門
佛
立
宗

佛
立
会
館
が
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ

れ
た
の
で
す
。

　
京
都
市
で
新
設
さ
れ
た
顕

彰
制
度
は
、
平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年

十
一
月
三
十
日
ま
で
に
新
築
、

増
築
ま
た
は
改
修
の
工
事
が

完
成
し
た
建
築
物
が
対
象
と

な
っ
て
い
て
、
現
在
約
四
十

〜
五
十
件
の
応
募
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
は
じ
め
て
の
取
り
組
み
の

中
で
単
純
な
数
値
審
査
で
は

な
く
具
体
的
な
構
想
や
構
造
、

周
囲
と
の
調
和
な
ど
を
見
極

め
て
審
査
を
行
う
よ
う
に
、

工
夫
を
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

　
中
で
も
佛
立
会
館
は
、
京

都
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
に
配

慮
さ
れ
た
建
築
物
と
い
う
面

で
審
査
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

審
査
項
目
に
は
、
高
い
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
性
に
由
来
す
る
長

寿
命
化
、
自
然
環
境
の
積
極

的
利
用
、
周
辺
環
境
や
地
域

の
歴
史
性
へ
の
配
慮
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し

た
内
容
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　
佛
立
会
館
は
、
京
都
と
和

の
テ
イ
ス
ト
を
取
り
入
れ
た

外
観
と
な
っ
て
お
り
、
清
水

建
設
の
技
術
が
ふ
ん
だ
ん
に

活
用
さ
れ
、
メ
イ
ン
ス
ペ
ー

ス
に
柱
を
な
く
し
間
仕
切
り

を
可
変
式
に
し
て
用
途
に
応

じ
て
ス
ペ
ー
ス
を
変
更
で
き

る
仕
様
と
な
り
、
フ
レ
キ
シ

ビ
リ
テ
ィ
ー
（
柔
軟
性
・
融

通
性
）
の
高
い
構
造
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
色
ヶ
浜
で
の
ご
奉ほ

う

公こ
う

を
終お

え
、
村
の
人
々
と
別わ

か

れ
を
告つ

げ
、
門
祖
聖
人
は
船
で
敦
賀
の
浜
に
向む

か

わ
れ
た
ん
だ
。

　
こ
の
船
に
乗の

っ
て
い
た
呉ご

服ふ
く

商し
ょ
う

の
紺
屋
五
郎
右

衛
門
は
、
船
の
中
で
門
祖
聖
人
が
色
ヶ
浜
で
多
く

の
人
々
を
助た

す

け
た
こ
と
を
知
り
、
御
題
目
の
ご
信し

ん

心じ
ん

に
大た

い

変へ
ん

な
興き

ょ
う

味み

を
持も

っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
も

っ
と
た
く
さ
ん
ご
信
心
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
、
門
祖
聖
人
に
敦
賀
の
自
分
の
家
に

お
泊と

ま
り
い
た
だ
き
、
お
話
し
て
下
さ
る
よ
う
お

願ね
が

い
さ
れ
た
ん
だ
。

　
紺
屋
五
郎
右
衛
門
は
、
門
祖
聖
人
の
穏お

だ

や
か
な

お
人ひ

と

柄が
ら

や
御
題
目
の
ご
信
心
の
尊と

う
と

さ
に
引
か
れ
、

早
々
に
先せ

ん

祖ぞ

の
宗し

ゅ
う

旨し

を
変か

え
て
御
題
目
の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

に
な
る
こ
と
を
誓ち

か

わ
れ
た
ん
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、
紺
屋
五
郎
右
衛
門
の
家
は
、
先
祖

代だ
い

々だ
い

真
言
宗
の
大
勝
寺
と
い
う
お
寺
の
有ゆ

う

力り
ょ
く

な
檀だ

ん

家か

（
信
者
）
だ
っ
た
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
こ
の
大

勝
寺
の
住
職
の
円
海
法
印
は
、
紺
屋
五
郎
右
衛
門

を
呼よ

び
つ
け
大
変
強
く
怒お

こ

っ
た
ん
だ
。

　
紺
屋
五
郎
右
衛
門
は
、
も
う
す
で
に
御
題
目
の

ご
信
者
に
な
る
こ
と
を
決き

め
て
い
た
ん
だ
け
ど
、

あ
ま
り
に
円
海
法
印
が
反は

ん

対た
い

す
る
の
で
、「
門
祖

聖
人
と
法
論
（
ど
ち
ら
の
教
え
が
正
し
い
か
意い

見け
ん

を
戦た

た
か

わ
せ
る
こ
と
）
し
て
、
あ
な
た
が
お
勝か

ち
に

な
れ
ば
、
お
詫わ

び
し
て
真
言
宗
に
戻も

ど

り
ま
す
。
し

か
し
、
あ
な
た
が
負ま

け
た
な
ら
、
ど
う
ぞ
私わ

た
し

の
こ

と
を
あ
き
ら
め
て
下
さ
い
」
と
お
願
い
し
た
ん
だ
。

　
大
勝
寺
の
住
職
・
円
海
法
印
は
、
こ
の
申も

う

し
出で

に
「
そ
の
旅た

び

僧そ
う

の
日に

ち

隆り
ゅ
う

（
門
祖
聖
人
）
と
や
ら
を

呼よ

べ
。
す
ぐ
に
勝し

ょ
う

負ぶ

を
し
て
や
る
！
」
と
、
紺
屋

五
郎
右
衛
門
に
命め

い

じ
た
ん
だ
。

　
結け

っ

局き
ょ
く

、
呉
服
商
の
紺
屋
五
郎
右
衛
門
の
件け

ん

は
、

門
祖
聖
人
と
大
勝
寺
の
住
職
・
円
海
法
印
が
、
法

論
を
し
て
決け

っ

着ち
ゃ
く

を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。

　
門
祖
聖
人
は
、
自
ら
大
勝
寺
の
円
海
法
印
の
も

と
に
出で

向む

か
れ
、
そ
こ
で
三
日
三
晩
に
わ
た
る
大

法
論
が
展て

ん

開か
い

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。

　
こ
の
法
論
の
間
、
大
勝
寺
の
僧そ

う

侶り
ょ

や
檀
家
（
信

者
）
た
ち
も
、
み
な
集あ

つ

ま
っ
て
興き

ょ
う

味み

深ぶ
か

く
こ
の
法

論
を
真し

ん

剣け
ん

に
聞
い
て
い
た
ん
だ
。
ま
た
紺
屋
五
郎

右
衛
門
も
門
祖
聖
人
の
傍

か
た
わ
らで
お
給き

ゅ
う

仕じ

に
あ
た
り
、

紺
屋
五
郎
右
衛
門
の
妻つ

ま

も
三
度ど

の
食し

ょ
く

事じ

を
自じ

宅た
く

か

ら
運は

こ

び
、
門
祖
聖
人
に
お
供く

養よ
う

さ
れ
た
ん
だ
。

　
や
が
て
三
日
目
の
夜
、
大
勝
寺
の
住
職
・
円
海

法
印
は
、
突と

つ

然ぜ
ん

、
自
分
の
真
言
宗
の
お
数じ

ゅ

珠ず

を
切

り
、
潔

い
さ
ぎ
よく
負ま

け
を
認み

と

め
、
そ
の
場
で
御
題
目
を
唱と

な

え
ら
れ
た
ん
だ
。

　
法
論
に
敗や

ぶ

れ
た
円
海
法
印
は
、
即そ

く

座ざ

に
門
祖
聖

人
の
お
弟で

子し

と
な
り
、
真
言
宗
の
教
え
を
捨す

て
て

御
題
目
を
弘
め
る
僧
侶
に
な
る
こ
と
を
誓
わ
れ
た

ん
だ
。
ま
た
、
円
海
法
印
の
弟
子
で
あ
っ
た
円え

ん

珠じ
ゅ

、

覚か
く

円え
ん

、
照し

ょ
う

円え
ん

の
三
人
も
改か

い

宗し
ゅ
う

。
紺
屋
五
郎
右
衛
門

を
は
じ
め
大
勝
寺
の
檀
家
（
信
者
）
も
、
皆み

な

お
寺

を
あ
げ
て
御
題
目
の
ご
信
者
に
な
っ
た
ん
だ
。

　
門
祖
聖
人
は
、
円
海
法
印
に
正し

ょ
う

法ほ
う

院い
ん

日に
ち

従じ
ゅ
う

と
新

た
な
名
前
を
授さ

ず

け
ら
れ
、
大
勝
寺
も
「
本
勝
寺
」

と
名
前
を
改あ

ら
た

め
ら
れ
た
ん
だ
よ
。

　
色い

ろ

ケが

浜は
ま

か
ら
敦つ

る

賀が

に
戻も

ど

ら
れ
た
門も

ん

祖そ

聖し
ょ
う

人に
ん

。

こ
こ
で
真し

ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

の
大だ

い

勝し
ょ
う

寺じ

住じ
ゅ
う

職し
ょ
く

・
円え

ん

海か
い

法ほ
う

印い
ん

と

い
う
人
と
、
三
日
三
晩
の
法ほ

う

論ろ
ん

を
さ
れ
た
ん
だ
。

そ
し
て
門
祖
聖
人
は
こ
の
法
論
に
勝
た
れ
、
お
寺

も
信
徒
も
全
部
が
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信
心
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
ん
だ
。
今
回
は
敦つ

る

賀が

地
方
の
ご
弘
通
の

お
話
。

円
海
法
印
と
三
日
三
晩
の
法
論
を

敦
賀
の
ご
弘
通

つ
る

　が

ぐ

　づ
う

敦賀『本勝寺』の門前

京
都
環
境
配
慮
建
築
物
顕
彰
に

佛
立
会
館
が
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
る「非常に工夫を凝らされている」と好所感を持っていただけたようだ

清水建設の担当者が会館内を説明


