
楽
寺
と
い
ふ　

是こ
れ

又ま
た

堂
塔
あ
り
し
に
当
寺

頽た
い
は
い廃

の
後
浄
土
宗
と
な
る　

当
寺
よ
り
勝

楽
寺
の
辺
に
堂
塔
の
名
田で

ん
ち地

の
字あ

ざ

に
の
こ

れ
り
」
と
勝
楽
寺
を
奥
ノ
院
と
位
置
づ
け
、

大だ
い
も
ん
ざ
か

門
坂
、
塩し

お
い
り
で
ら

入
寺
、
踊お

ど
り
ど
う堂

な
ど
堂
塔
の
名

が
残
る
地
名
を
数
多
く
挙
げ
て
い
ま
す
。

伝
承
で
は
、
満
願
寺
は
平
安
時
代
末
期

に
創
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
後
に
退
転
し
て

廃
寺
と
な
り
、
室
町
時
代
に
は
白
樫
氏
が

そ
こ
に
居
城
を
構
え
て
い
ま
し
た
。
現
存

す
る
満
願
寺
は
白
樫
氏
の
没
落
後
、
寛
文

12
年
（
１
６
７
２
）
に
不
動
院
と
い
う
山

伏
が
旧
名
の
満
願
寺
を
寺
号
と
し
て
当
地

で
再
建
し
た
も
の
で
す
。
勝
楽
寺
も
平
安

時
代
末
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
、
室
町
時
代

に
は
衰
退
し
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に

は
ま
す
ま
す
荒
廃
し
ま
し
た
が
、
享
保
11

年
（
１
７
２
６
）
に
深
専
寺
第
十
八
世
住

職
顕け

ん

空く
う

上
人
に
よ
っ
て
本
堂
が
再
建
さ
れ

ま
し
た
。
寺
運
の
衰
勢
や
往
時
の
地
形
的

条
件
、
平
安
後
期
の
仏
像
群
が
継
承
さ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、『
紀
伊

続
風
土
記
』
編
さ
ん
当
時
の
寺
院
の
勢
力

か
ら
満
願
寺
と
勝
楽
寺
の
伝
承
が
混
同
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
い

ま
す
。
確
か
に
『
紀
伊
続
風
土
記
』
が
書

か
れ
た
の
は
、
お
堂
が
運
ば
れ
て
い
っ
た

醍
醐
寺
に
伝

わ
る
『
義ぎ

え
ん演

准じ
ゅ

后ご
う

日
記
』に
は
、

湯
浅
に
あ
っ
た

お
堂
を
解
体
し

て
運
び
、
醍
醐

寺
の
金
堂
と
し

て
再
建
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
「
紀
州
ユ
ア
サ
ノ
本
宮
」、「
紀

州
湯
浅
ノ
本
堂
」
と
あ
る
だ
け
で
、
湯
浅

の
ど
こ
に
あ
る
何
と
い
う
名
前
の
お
寺
の

お
堂
だ
っ
た
の
か
ま
で
は
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。
で
は
、
お
堂
が
建
っ
て
い
た
場
所

を
知
る
手
掛
か
り
は
も
う
他
に
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
末
期
の
天
保
10
年
（
１
３
８

９
）
に
発
行
さ
れ
た
『
紀き

い伊
続し

ょ
く

風ふ

ど

き

土
記
』

の
満
願
寺
の
条
に
「
村
の
東
南
の
端
に
あ

り
伝
え
い
ふ　

後ご
し
ら
か
わ
い
ん

白
河
院
の
勅ち

ょ
く
が
ん
し
ょ

願
所
に
し

て
光こ

う

秀し
ゅ
う

上し
ょ
う
に
ん人
の
開か

い
き基
な
り　

昔
は
七し

ち
ど
う堂

伽が
ら
ん藍
三
十
六
坊
あ
り
し
に　

天
正
の
頃
高

野
山
木も

く
じ
き食

興こ
う
ざ
ん山

豊ほ
う

太た
い
こ
う閤

に
乞
ひ
て　

本
堂

は
山や

ま
し
ろ城
国の

く
に

醍
醐
に
移
し
本
尊
は
高
野
山
へ

と
り　

二に
お
う王
は
熊
野
那
智
山
へ
引
移
せ
り

と
い
ふ
」
と
、
醍
醐
寺
に
関
す
る
記
述
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
奥
院
を
別
所
山
勝

慶
長
3
年
（
１
５
９
８
）
か
ら
２
４
０
年

が
経
っ
て
か
ら
で
、
記
述
を
裏
付
け
る
よ

う
な
遺
構
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
湯

浅
に
あ
っ
た
お
堂
は
、
満
願
寺
や
勝
楽
寺

の
周
辺
に
建
っ
て
い
た
と
す
る
説
が
今
の

と
こ
ろ
有
力
で
す
が
、
全
く
違
う
場
所
に

あ
っ
た
可
能
性
も
大
い
に
残
っ
て
い
ま
す
。

お
堂
が
あ
っ
た
場
所
は
わ
か
ら
な
い
ま

ま
で
す
が
、
４
０
０
年
以
上
の

時
を
経
て
今
も
醍
醐
寺
に
建
っ

て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
醍
醐
寺
に
は
、

平
成
25
年
６
月
に
新
た
に
国
宝

に
指
定
さ
れ
た
『
醍だ

い

ご

じ

醐
寺
文も

ん
じ
ょ書

聖し
ょ
う
ぎ
ょ
う

教
』
と
い
う
６
９
，
３
８

３
点
に
の
ぼ
る
古
文
書
を
は
じ

め
多
く
の
史
料
が
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
研
究
が
進

み
、
新
た
な
史
実
が
判
明
す
れ

ば
、
醍
醐
寺
か
ら
湯
浅
町
に
連

絡
す
る
と
約
束
し
て
く
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
お
堂
が
建
っ

て
い
た
場
所
は
謎
に
包
ま
れ
た

ま
ま
で
す
が
、
皆
さ
ん
が
普
段

通
っ
て
い
る
場
所
の
す
ぐ
そ
ば

に
、
も
し
か
し
た
ら
立
派
な
お

堂
が
建
っ
て
い
た
か
も
と
想
像

し
て
み
る
の
も
、
ロ
マ
ン
が
あ
っ
て
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『
醍
醐
寺
金
堂
の
移
築
記
念
日
条
例
』

の
解
説
を
４
回
に
わ
た
り
連
載
し
て
き
ま

し
た
。
最
初
に
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
５

月
３
日
を
記
念
日
と
す
る
条
例
は
、
湯
浅

町
を
「
ふ
る
さ
と
の
発
展
の
た
め
に
尽
力

す
る
優
れ
た
人
材
が
育
ま
れ
る
ま
ち
」
に

す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
湯
浅
町

の
歴
史
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
て
、
少
し
で

も
何
か
感
じ
る
気
持
ち
が
芽
生
え
た
な

ら
、
条
例
の
目
的
に
一
歩
近
づ
い
た
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

『
醍
醐
寺
金
堂
の
移
築
記
念
日
条
例
』
最
終
話

　
　
　

醍
醐
寺
に
運
ば
れ
て
い
っ
た

湯
浅
の
お
堂
を
さ
が
し
て　
　

満願寺と勝楽寺周辺に残る堂塔の名の地名
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