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永
年
の
念
願
だ
っ
た
金
堂
ま
ち

な
み
保
存
会
の
拠
点
が
「
金
堂
ま

ち
な
み
保
存
交
流
館
」
と
し
て
こ

の
十
一
月
二
十
九
日
に
、
東
近
江

市
・
東
近
江
教
育
委
員
会
主
催
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
金
堂
ま
ち
な
み
保
存
会
共

催
で
開
館
の
式
典
が
多
く
の
関
係

者
ご
参
会
の
も
と
盛
大
に
挙
行
さ

れ
ま
し
た
。 

平
成
十
六
年
よ
り
合
併
を
経
て
、

足
か
け
五
年
、
思
い
起
こ
せ
ば
当

保
存
会
結
成
時
か
ら
あ
っ
た
「
商

人
屋
敷
を
拠
点
に
」
と
の
信
念
が

旧
五
個
荘
町
か
ら
東
近
江
市
に
引

き
継
が
れ
、
行
政
の
暖
か
い

ご
支
援
の
も
と
、
こ
こ
に
実

現
で
き
ま
し
た
こ
と
無
上
の

悦
び
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。 

庭
の
整
備
等
の
課
題
は
残

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ひ
と
ま

ず
強
固
な
地
盤
の
ス
タ
ー
ト

台
に
立
つ
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
今
後
は
、
金
堂
ま
ち
な

み
保
存
交
流
館
活
用
運
営
委

員
会
で
、
昼
夜
を
分
か
た
ず

献
身
的
に
検
討
い
た
だ
い
た

諸
施
策
を
実
施
し
て
い
く
の

が
私
達
に
課
せ
ら
れ
た
責
務

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
こ
か
ら
金
堂
町
の
未
来
像
を

描
き
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
取

り
組
み
が
出
来
る
も
の
と
確
信
を

し
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
更
な
る

会
員
の
皆
様
の
ご
助
言
、
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 さ

て
、
す
で
に
ご
承
知
の
通
り

本
年
は
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造

物
群
保
存
地
区
選
定
十
周
年
の
記

念
す
べ
き
年
で
す
。
実
質
平
成
十

一
年
よ
り
始
ま
っ
た
伝
建
事
業
も

順
調
に
進
み
、
金
堂
町
独
自
の
素

晴
ら
し
い
ま
ち
な
み
が
修
理
・
修

景
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

こ
う
し
た
背
景
の
中
、
私
達
金

堂
ま
ち
な
み
保
存
会
の
結
成
時
か

ら
の
活
動
の
軌
跡
を
振
り
返
り

「
金
堂
ま
ち
づ
く
り
の
あ
ゆ
み
」

と
題
し
た
記
念
誌
の
発
刊
を
企
画

い
た
し
ま
し
た
。 

専
門
分
野
に
詳
し
い
会
員
の
皆

様
の
協
力
を
得
て
編
集
委
員
会
を

結
成
、
大
変
な
ご
苦
労
を
お
か
け

し
な
が
ら
本
年
中
を
目
途
に
現
在

最
後
の
追
い
込
み
に
入
っ
て
い
ま

す
。 内

容
は
出
来
上
が
っ
て
か
ら
の

お
楽
し
み
で
す
が
、
会
員
の
皆
様

に
も
「
住
民
の
声
」
と
し
て
貴
重

な
投
稿
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
こ

と
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
年
は
特
に
二
つ
の
大
き
な
意

義
の
あ
る
事
業
が
重
な
り
、
ひ
と

し
お
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
慶
び
を
会
員
の
皆
様
と
共

に
共
有
し
、
来
年
度
の
更
な
る
飛

躍
に
繋
げ
た
い
と
念
じ
て
い
ま
す
。 

 
(

理
事
長 

西
村 

實) 
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九
月
二
十
七
日
に
日
野
町
で
東

近
江
地
域
づ
く
り
講
座
が
開
催
さ

れ
、
西
村
理
事
長
が
「
町
並
み
保

存
と
活
用
」
と
題
し
て
金
堂
ま
ち

な
み
保
存
会
の
活
動
に
つ
い
て
二

時
間
講
演
い
た
し
ま
し
た
。 

参
加
者
は
日
野
町
の
ま
ち
な
み

保
存
会
の
方
を
始
め
、
東
近
江
各

地
で
保
存
活
動
を
展
開
し
て
い
る

方
々
で
し
た
。
特
に
興
味
を
持
た

れ
た
テ
ー
マ
は
、
次
世
代
の
育
成

と
修
理
修
景
で
、
日
野
町
も
旧
家

が
取
り
壊
さ
れ
る
、
空
き
家
が
増

加
し
て
い
る
等
同
じ
悩
み
を
持
た

れ
て
い
ま
し
た
。 

今
回
講
演
会
場
と
な
っ
た
、
日

野
ま
ち
か
ど
「
感
応
館
」
は
日
野

商
人
の
行
商
の
主
力
商
品
と
な
っ

た
「
万
病
感
応
丸
」
の
創
始
者
正

野
法
眼
玄
三
の
薬
店
で
、
喫
茶
コ

ー
ナ
ー
も
あ
り
、
観
光
案
内
の
拠

点
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
も
交
流
館
の
活
用
の
参
考

に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

十
一
月
十
三
日
に
は
丹
波
篠
山

か
ら
町
並
み
保
存
会
の
方
々
五
〇

名
が
来
訪
さ
れ
、
交
流
会
館
で
理

事
長
よ
り
保
存
会
活
動
に
つ
い
て

説
明
の
後
、
金
堂
町
の
視
察
を
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
十
六
日
に
は
隣

の
近
江
八
幡
市
か
ら
保
存
会
、
行

政
の
関
係
者
が
来
訪
さ
れ
、
保
存

会
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
取
得
等
に
つ
い
て
意

見
交
換
会
を
持
ち
ま
し
た
。 

い
ず
れ
の
地
区
も
地
元
活
性
化

に
向
け
熱
心
に
活
動
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
後
私
た
ち
の
活
動
の
参
考

に
な
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。 

（
野
村 

勝
彦
） 

幕
末
の
金
堂
・ 

―
皇
女
和
宮
下
向
と 

高
松
隊
騒
動
― 

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
黒
船

が
浦
賀
に
来
航
し
て
以
来
、
国
内

は
開
国
と
攘
夷
、
尊
王
と
佐
幕
に

大
き
く
揺
れ
ま
し
た
が
、
金
堂
村

も
こ
の
騒
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

き
ま
し
た
。 

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、
皇
室

と
将
軍
家
の
融
合
の
た
め
仁
孝
天

皇
の
皇
女
和
宮
（
か
ず
の
み
や
）

と
徳
川
家
茂
の
婚
儀
が
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。
そ
の
前
年
十
月
、
中

山
道
を
江
戸
へ
下
向
す
る
和
宮
に

は
、
四
一
〇
〇
人
を
超
え
る
多
く

の
人
び
と
が
同
行
し
て
い
ま
す
。 

街
道
筋
の
警
護
を
命
じ
ら
れ
た

大
和
郡
山
藩
で
は
、
家
臣
だ
け
で

は
不
足
の
た
め
領
内
か
ら
苗
字
帶

刀
を
許
さ
れ
た
者
を
召
集
。
金
堂

村
か
ら
も
人
足
一
二
七
人
と
、
外

村
宗
兵
衛
・
外
村
市
郎
兵
衛
な
ど

が
陣
笠
を
被
り
羽
織
袴
装
束
で
槍

持
１
人
を
従
え
、
醒
ヶ
井
宿
か
ら

垂
井
宿
ま
で
の
警
護
に
出
向
い
て

い
ま
す
。
ま
た
、
同
行
の
人
び
と

の
夜
具
を
金
堂
村
か
ら
二
二
〇
枚
、

外
村
家
か
ら
五
〇
枚
提
供
し
て
い

ま
す
。 

慶
應
４
年
（
一
八
六
八
）
一
月

三
日
、
幕
府
軍
と
薩
摩
・
長
洲
軍

の
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
が
起
こ
り
、

戊
辰
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ

の
頃
、
官
軍
（
朝
廷
軍
）
を
名
乗

る
愛
知
郡
松
尾
寺
村
の「
赤
報
隊
」

な
ど
の
偽
官
軍
が
横
行
し
、
豪
商

に
金
品
を
強
要
す
る
こ
と
が
多
く

あ
り
ま
し
た
。 

一
月
十
九
日
、
館
林
藩
士
（
群

馬
県
）
岡
谷
繁
実
（
し
げ
ざ
ね
）

な
ど
が
公
卿
高
松
実
村
（
さ
ね
む

ら
）
を
担
い
で
挙
兵
し
た
「
高
松

隊
」
が
金
堂
村
の
弘
誓
寺
に
入
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
実
村
の
父
保

実
の
養
女
が
弘
誓
寺
に
嫁
い
で
い

た
関
係
で
、
兵
や
軍
資
金
の
調
達

が
目
的
で
し
た
。
寺
側
で
は
歓
迎

し
、
門
徒
か
ら
数
百
両
の
献
金
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
金
堂
の

商
人
た
ち
が
官
軍
勝
利
の
時
勢
を

敏
感
に
感
じ
た
と
も
、
長
居
さ
れ

る
と
困
る
た
め
、
厄
介
払
い
し
た

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
松
隊

は
、
こ
の
後
彦
根
藩
か
ら
武
器
や

兵
の
提
供
を
受
け
甲
府
ま
で
進
軍

し
ま
し
た
が
、
朝
廷
の
許
可
を
得

て
い
な
い
偽
官
軍
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
、
二
月
に
処
分
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 
 
 
 

（
林 

純
） 

金
堂
の
歴
史
再
発
見 

編
集
後
記 

現
在
、
金
堂
ま
ち
な
み
保
存
会

記
念
誌
（
あ
ゆ
み
）
の
編
集
作

業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
記
念

誌
は
発
行
団
体
が
箔
付
け
の

た
め
に
作
る
も
の
だ
と
か
、
そ

の
時
の
歴
史
を
都
合
よ
く
記

述
す
る
も
だ
と
い
う
意
見
は

昔
か
ら
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今

回
の
記
念
誌
は
皆
様
の
言
葉

に
な
ら
な
い
意
思
が
書
き
残

さ
れ
た
貴
重
な
も
の
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
お
手
元
に
届

く
ま
で
、
お
楽
し
み
に
お
待
ち

下
さ
い
。（
福
地 

真
一 

） 

会場となった日野まちかど「感応館」

保
存
会
交
流
活
動 


