
ど
う
ば
ん
ほ
っ
け

長
谷
寺
に
伝
わ
る
銅
板
法
華

せ
っ
そ
う
ず

説
相
図
（
国
宝
）
の
下
段
に
三

め
い
ぶ
ん

一
九
文
字
（
漢
文
）
の
銘
文
が

打
ち
出
さ
れ
て
あ
り
、
文
章
の

格
調
も
高
い
し
、
字
も
ま
た
し

っ
か
り
し
た
立
派
な
文
字
で
長

そ
う
そ
う

谷
寺
の
草
創
に
つ
い
て
述
べ
て

あ
る
。
前
半
の
部
分
は
こ
の
山

ぶ
ざ
ん

が
古
く
か
ら
豊
山
と
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
、
最
後
に
、

ど
う
み
ょ
う

い
ぬ

（
川
原
寺
の
高
僧
）
道
明
が
戌

ど
し歳

の
七
月
上
旬
に
、
八
十
人
ほ

え
ん
じ
ょ

あ
す
か
き
よ
み
は
ら

ど
の
援
助
を
得
て
飛
鳥
浄
御
原

の
天
皇
の
た
め
に
こ
の
銅
板
を

つ
く

た
て
ま
つ

む
す

造
り
奉
る
、
と
結
ん
で
い
る
。

す
い
こ
う

こ
れ
か
ら
推
考
す
る
と
、
こ
の

ど
う
ば
ん

ぶ
ざ
ん

銅
板
が
は
じ
め
て
豊
山
の
上
に

ま
つ祀

ら
れ
た
の
は
西
暦
六
八
六
年
、

て
ん
む

み

よ

天
武
天
皇
の
御
代
の
こ
と
で
あ

る
。
で
は
一
体
だ
れ
が
こ
の
た

く
み
な
漢
文
を
つ
く
っ
た
の
か
、

が
ん
し
ゅ

だ
れ
が
何
の
た
め
に
願
主
に
な

っ
た
の
か
な
ど
考
え
る
と
、
古

代
へ
の
ロ
マ
ン
が
か
き
た
て
ら

れ
る
。
そ
の
後
、
堂
塔
が
整
備

か
い
さ
ん

と
く
ど
う
し
ょ
う
に
ん

さ
れ
、
開
山
の
徳
道
上
人
は
、

し
ょ
う
む

ち
ょ
く

奈
良
時
代
、
聖
武
天
皇
の
勅
を

ほ
う

こ

奉
じ
て
像
高
十
メ
ー
ト
ル
を
超

ぞ
う
り
ゅ
う

え
る
観
音
像
を
造
立
し
た
。

ぎ
ょ
う
き

七
三
三
年
（
天
平
五
）
行
基
が

か
い
げ
ん

開
眼
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ

の
後
何
回
か
の
火
災
に
あ
っ
た

が
そ
の
つ
ど
頭
部
の
お
顔
の
何

面
か
が
残
り
、
そ
れ
ら
を
ま
た

た
い
な
い

お
さ

新
し
い
お
像
の
胎
内
に
納
め
て

り
や
く

そ
う

き
て
い
る
の
で
、
ご
利
益
は
創

け
ん
と
う
じ

こ
と

建
当
時
と
少
し
も
異
な
ら
な
い
。

げ
ん
ぞ
ん

む
ろ
ま
ち

現
在
の
お
像
は
室
町
時
代
の
も

の
で
、
す
で
に
五
〇
〇
年
が
た

っ
て
い
る
。と

く
ど
う

さ
い
ご
く

な
お
、
徳
道
上
人
は
西
国
三

れ
い
じ
ょ
う

そ

し
き

十
三
番
の
霊
場
を
組
織
し
た

こ
う
ろ
う
し
ゃ

あ
お

功
労
者
と
仰
が
れ
て
い
る
。

草
創
が
六
八
六
年
と
す
れ
ば
、

奈
良
の
大
き
い
お
寺
と
ほ
ぼ
同

時
代
で
、
初
代
の
お
観
音
さ
ま

だ
い
ぶ
つ

が
で
き
た
の
も
奈
良
の
大
仏
さ

ま
と
同
時
代
で
あ
る
。
長
谷
寺

は
日
本
の
最
古
の
お
寺
の
一
つ

な
の
で
あ
る
。

ぶ
ざ
ん

あ
す

そ
れ
以
前
か
ら
豊
山
は
、
飛

か

せ
い
ち

鳥
平
野
の
最
も
重
要
な
聖
地
と

そ
じ
ん

さ
れ
て
い
て
、
日
本
の
祖
神
で

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

い

あ
る
天
照
大
神
は
、
現
在
の
伊

せ
じ
ん
ぐ
う

う
つ

は

せ

勢
神
宮
に
移
る
前
は
、
長
谷
の
山

ま
つ

上
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

あ
ま
て
ら
す

天
照
が
ま
つ
ら
れ
た
場
所
に

巨
大
な
観
音
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
、

さ
ら
に
こ
の
お
寺
が
一
五
八
八

せ
ん
に
ょ
そ
う
じ
ょ
う

に
ゅ
う
ざ
ん

年
専
誉
僧
正
の
入
山
で
真
言

こ
う
ぼ
う
だ
い
し

宗
の
寺
院
と
な
り
、
弘
法
大
師

し
そ
う
た
い
け
い

く
わ

の
思
想
体
系
が
加
わ
り
、
さ
ら

に
三
千
数
百
と
い
う
真
言
寺
院

だ
ん
し
ん
と

そ
ざ
ん

と
数
百
万
の
檀
信
徒
の
祖
山
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

長
谷
寺
は
観
音
信
仰
の
メ
ッ

カ
で
あ
り
、
同
時
に
大
師
信
仰

の
マ
ン
ダ
ラ
の
寺
で
あ
り
、
四

季
に
咲
き
乱
れ
る
桜
、
ぼ
た
ん
、

あ
じ
さ
い
、
も
み
じ
な
ど
に
い

は
な

て
ら

ろ
ど
ら
れ
る
花
の
寺
な
の
で
あ

る
。

西
国
第
八
番

豊
山

長
谷
寺

日
本
人
の
心
の
ふ
る
里
に
立
つ
観
音
さ
ま

真
言
宗
豊
山
派
管
長
／
化
主

加
藤
精
一

西
国
巡
礼
慈
悲
の
道
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御
本
尊
／
十
一
面
観
世
音
菩
薩

開
基
／
徳
道
上
人

い
く
た
び
も

ま
い
る
こ
こ
ろ
は

は
つ
せ
で
ら

や
ま
も
ち
か
い
も

ふ
か
き
た
に
が
わ

観音風光
◆
浄
財
勧
募
の
お
願
い

長
谷
寺
で
は
、
文
化
財
保
全
の

為
に
、
観
音
経
偈
三
十
三
万
巻
写

経
の
勧
進
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
納
経
料

観
音
経
偈
文
一
巻

一
千
円
也

●
写
経
作
法
等
一
式

一
千
円
也

●
清
書
用
紙（
十
枚
一
組
）一

千
円
也

「
写
経
」
の
淨
行
を
も
っ
て
、
文

化
財
の
保
全
に
ご
協
賛
を
賜
り
た

く
、
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

主
な
年
中
行
事

一
月
一
日

本
尊
開
帳
法
要
「
万
燈
会
」

一
月
一
日
〜
七
日

仁
王
会
・
修
正
会

一
月
二
十
八
日
よ
り

星
祭
り

二
月
三
日

節
分
会

二
月
八
日
〜
十
四
日

修
二
会

二
月
十
四
日

だ
だ
お
し
法
要

三
月
彼
岸

春
季
彼
岸
会

四
月
下
旬
〜
五
月
上
旬

ぼ
た
ん
祭
り

六
月
中
旬
〜
七
月

あ
じ
さ
い
祭
り

九
月
彼
岸

秋
季
彼
岸
会

十
月
上
旬
〜
十
一
月
下
旬

も
み
じ
祭
り

西国三十三所札所会ホームページ http: //www.saikoku33.gr.jp
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は

せ

で
ら

豊
山

長
谷
寺

真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
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