
現
在
、
本
徳
寺
に
は
お
仏
壇
が

七
つ
あ
る
。
本
堂
、蓮
如
堂
、廟
堂
、

内
道
場
、
書
院
、
茶
所
、
そ
し
て

庫
裏
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ

る
と
他
に
三
つ
あ
っ
た
ら
し
い
。
一

つ
は
門
徒
宿
泊
所
の
解
体
と
共
に

世
話
役
に
引
き
取
ら
れ
、
一
つ
は

近
縁
の
お
寺
の
お
内
仏
と
し
て
、

そ
し
て
、
総
会
所
は
本
堂
と
し
て

飾
磨
の
お
寺
に
移
設
さ
れ
た
と
聞

く
。過

去
に
お
い
て
最
大
十
の
ご
本

尊
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
だ
け
あ
る
と
お
給
仕
も

お
世
話
も
大
変
で
あ
る
。
勿
論
、

住
職
一
人
で
は
無
理
で
、
本
堂
・

蓮
如
堂
は
別
に
し
て
、
他
は
総
て

法
務
員
や
世
話
役
・
同
行
の
報
恩

行
に
よ
る
。
と
り
わ
け
茶
所
と
庫

裏
は
建
物
を
含
め
、
そ
の
管
理
・

運
営
は
世
話
役
・
同
行
の
維
持
で

あ
っ
た
。

本
徳
寺
は
中
世
由
来
の
念
仏
道

場
を
起
源
と
す
る
。
時
代
の
変
遷

を
経
る
中
で
、
お
寺
の
形
態
も
変

化
し
て
き
た
。
一
般
に
は
庫
裏
は

住
職
の
住
ま
い
と
思
わ
れ
て
い
る

が
、
本
徳
寺
の
場
合
、
世
話
役

の
食
堂
や
宿
泊
に
利
用
さ
れ
て
い

た
。
茶
所
は
講
員
の
休
憩
所
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
経
堂
の

裏
の
池
に
残
存
す
る
石
柱
に
残
さ

れ
た
二
十
五
の
講
社
名
か
ら
も
推

察
さ
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の

檀
家
制
以
前
で
は
、
こ
れ
ら
庫
裏

や
茶
所
は
、
同
行
門
徒
に
よ
る
講

組
織
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
行
は
、
本
堂
・
蓮
如
堂
と
住

職
の
仏
間
で
あ
る
内
道
場
で
は
毎

日
欠
か
さ
ず
朝
事
が
勤
ま
る
。
蓮

如
堂
で
の
ご
法
話
を
含
め
る
と1

時
間
半
の
お
勤
め
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
廟
堂
は
英
賀
保
に
あ
る
た

め
常
駐
の
法
務
員
が
住
職
の
代
行

で
お
給
仕
を
す
る
。

一
年
三
六
五
日
、
毎
日
と
も
な

る
と
相
当
の
覚
悟
と
努
力
が
必
要

だ
。
し
か
し
、
あ
り
難
い
こ
と
に

こ
の
日
常
に
な
れ
て
し
ま
う
と
そ

れ
ほ
ど
ス
ト
レ
ス
は
な
い
。
そ
の
上
、

三
呫
和
讃
の
繰
り
読
み
を
通
し
て

毎
回
新
し
い
発
見
が
あ
る
の
で
飽

き
る
こ
と
は
な
い
。
最
後
に
、
参

本
徳
寺
の
お
仏
壇

本
徳
寺
・
大
谷
昭
仁

ご
参
詣
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま

し
て
は
日
頃
よ
り
本
徳
寺
の
維
持

に
ご
協
力
頂
き
感
謝
す
る
次
第
で

す
。
年
頭
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め

て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
知
事
選
で
は
前
代
未
聞

の
逆
転
劇
が
あ
り
ま
し
た
。
善
し

悪
し
は
別
に
し
て
、
既
得
権
を

も
っ
た
従
来
型
組
織
が
新
興
の
デ

ジ
タ
ル
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
ネ
ッ
ト
勢

力
に
大
敗
す
る
と
い
う
歴
史
的
な

転
換
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し

た
。
娑
婆
世
界
は
確
実
に
変
化
の

真
っ
只
中
に
あ
る
よ
う
で
す
。

お
寺
も
娑
婆
に
身
を
置
く
以
上
、

こ
の
新
し
い
時
勢
の
動
向
を
避
け

て
通
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

核
家
族
化
と
少
子
化
に
よ
る
伝

統
的
な
本
末
関
係
・
檀
家
制
度
の

崩
壊
、
葬
儀
と
法
事
に
重
き
を
置

く
供
養
の
商
品
化
、
骨
事
業
に
シ

フ
ト
し
た
永
代
納
骨
な
ど
、
こ
れ

ら
従
来
の
既
得
権
に
依
存
し
た
経

営
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
つ

有
り
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
当
方

に
は
そ
れ
を
回
避
す
る
妙
案
が
見

当
た
り
ま
せ
ん
。

諸
苦
毒
中
・
我
行
精
進
を
い
た

だ
い
て
進
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

娑
婆
の
迷
い
道
を
信
心
の
智
慧
を

頂
い
て
、
生
き
ぬ
い
て
往
こ
う
と

思
い
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
ご

教
導
く
だ
さ
い
。

亀
山
本
徳
寺

拝
者
に
蓮
如
堂
で
和
讃
の
お
味
わ

い
を
語
る
の
が
楽
し
み
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
は
庫
裏
や
茶
所

の
お
仏
壇
は
普
段
使
用
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
そ
の
た
め
傷
み
が
進
ん

で
も
修
復
に
は
相
当
な
費
用
が
か

か
り
、
今
の
お
寺
の
会
計
で
は
負

担
が
多
い
た
め
長
ら
く
手
入
れ
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
。
幸
い
な
こ
と
に

こ
の
お
仏
壇
の
お
洗
濯
が
あ
る
ご

門
徒
の
懇
念
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
昨
年
半
年
掛
け
て
全

面
修
理
を
し
、
今
年
御
正
忌
報

恩
講
の
ご
満
座
の
日
に
入
仏
式
を

行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

私
が
こ
の
お
寺
の
住
持
に
携
わ
っ

て
、
本
堂
内
陣
、
蓮
如
堂
、
内

道
場
の
修
理
に
続
き
四
度
目
の
仏

壇
修
復
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
奇
特

な
門
信
徒
の
ご
懇
念
に
よ
る
。
今

後
、
庫
裏
に
お
け
る
仏
事
が
営
ま

れ
、
門
徒
・
同
行
の
勤
行
が
盛
ん

に
な
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と

は
な
い
。
有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
。

新

春
敬

白


