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正
明
寺
経
蔵
に
つ
い
て

　

松
尾
１
区
に
あ
る
正
明
寺
経
蔵

は
、
本
堂
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）

東
側
の
一
段
高
い
場
所
に
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
建
物
は
、
黄お

う
ぼ
く
し
ゅ
う

檗
宗
の
僧
で

あ
る
鉄て

つ
げ
ん
ど
う
こ
う

眼
道
光
か
ら
後ご

み

ず

お

水
尾
上
皇

に
献
上
さ
れ
た
一い

っ
さ
い
き
ょ
う

切
経
が
、
勅
願

寺
で
あ
る
正
明
寺
に
贈
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
建

立
は
元
禄
７
（
１
６
９
４
）
年
に
、

一
切
経
が
３
回
目
の
追つ

い
し賜
を
得

た
こ
と
に
よ
り
始
め
ら
れ
、
元
禄

９
（
１
６
９
６
）
年
に
竣
工
し
ま

し
た
。
そ
の
後
記
録
で
は
天
保
３

（
１
８
３
２
）
年
に
屋
根
の
葺
替
え

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は

現
在
の
よ
う
な
錣し

こ
ろ
ぶ
き葺
形
式
（
上
下

に
段
を
付
け
た
葺
き
方
）
で
は
な

く
、
明
治
時
代
以
降
に
現
在
の
形

に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

建
物
の
大
き
さ
は
、
柱
間
が
間

口
・
奥
行
と
も
に
三
間
で
、
特
徴

と
し
て
内
部
に
合
計
１
８
０
個
の

引
出
し
が
付
く
造
り
付
け
の
棚
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
鉄

眼
一
切
経
の
初
刷
本
が
収
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
や
建
築
年
代
の

古
さ
な
ど
が
評
価
さ
れ
、
平
成
17

年
４
月
20
日
付
で
滋
賀
県
指
定
文

化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
修
理
に
つ
い
て

　

天
保
３（
１
８
３
２
）
年
以
降
は
、

昭
和
４
（
１
９
２
９
）
年
と
昭
和

62
（
１
９
８
７
）
年
に
も
屋
根
の

修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に

昭
和
62
年
の
修
理
は
屋
根
の
他
に
、

柱
や
垂た

る
き木
の
後
ろ
の
化
粧
板
な
ど

木
部
の
部
分
修
理
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
以
後
も
小
規
模
な
修
繕
は
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
経
年
に
よ

る
屋
根
瓦
の
破
損
や
内
部
の
漆
喰

壁
の
剥は

く

落ら
く

、
木
部
の
損
傷
が
目
立
っ

て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
滋
賀
県
の
マ
ザ
ー
レ
イ

ク
滋
賀
応
援
寄
付
金
充
当
事
業
（
近

江
の
名
宝
保
存
継
承
事
業
）
と
し
て

補
助
を
受
け
、
平
成
25
年
11
月
１
日

か
ら
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
よ
う
な
建
物
内
部
の
修

理
は
目
に
触
れ
に
く
い
も
の
で
す

が
、
貴
重
な
文
化
財
を
後
世
に
伝

え
る
た
め
に
は
、
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
大
切
な
事
業
で
す
。

修
理
報
告
会
に

　
　
　

ご
参
加
く
だ
さ
い

　

今
回
行
わ
れ
た
修
理
に
つ
い
て

報
告
を
行
う
、
修
理
報
告
会
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
経
蔵
を
含
め
、
正

明
寺
の
建
造
物
の
特
徴
や
歴
史
な

ど
の
お
話
や
、
滋
賀
県
内
の
文
化

財
建
造
物
修
理
の
例
な
ど
が
わ
か

り
や
す
く
説
明
さ
れ
ま
す
。

と　

き
：
３
月
16
日
（
日
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
か
ら

と
こ
ろ
：
正
明
寺

　
　
　
　
（
日
野
町
松
尾
５
５
６
）

定　

員
：
先
着
70
名

　
　
　
　
（
事
前
申
込
不
要
）

貴重な文化財を 後世に伝えるために
　
　
化
財
は
、
我
が
国
の
長
い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
、
育
ま
れ
、
今
日
ま
で
守
り
伝

　
　
え
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
国
民
の
財
産
で
す
。

　
社
寺
や
民
家
な
ど
の
建
造
物
、
仏
像
、
絵
画
、
書
画
、
そ
の
ほ
か
芸
能
や
工
芸
技

術
の
よ
う
な
「
技
」、
伝
統
的
行
事
や
祭
り
、
あ
る
い
は
長
い
歴
史
を
経
て
今
に
残
る

自
然
の
景
観
、
歴
史
的
な
集
落
、
町
並
み
な
ど
も
文
化
財
に
含
ま
れ
ま
す
。

　
一
般
的
に
は
国
指
定
等
文
化
財
保
護
法
の
保
護
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
し

ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
県
と
し
て
保
存
・
保
護
す
べ
き
と
認
め
た
も
の
を
「
県
指

定
等
の
文
化
財
」
と
し
て
、
市
町
村
と
し
て
認
め
た
も
の
を
「
市
・
町
・
村
指
定
等

の
文
化
財
」
と
し
て
保
護
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
日
野
町
に
は
国
の
指
定
等
の
文
化
財
が
34
件
、
県
の
指
定
等
の
文
化
財
が

14
件
、
町
指
定
の
文
化
財
が
40
件
あ
り
、
こ
れ
ら
の
保
存
修
理
へ
の
補
助
等
を
行
っ

て
い
ま
す
。

正
し
ょ
う
み
ょ
う
じ
き
ょ
う
ぞ
う

明
寺
経
蔵
の

修
理
を
行
い
ま
し
た

▲正明寺経蔵

▲鉄眼一切経とそれを納めた引き出し

文
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旧
正
野
薬
店
に
つ
い
て

　

現
在
、
日
野
ま
ち
か
ど
感
応
館

と
し
て
広
く
皆
さ
ん
に
知
ら
れ
て

い
る
建
物
は
、
江
戸
時
代
以
降
に

製
薬
で
富
を
な
し
た
正し

ょ
う
の
げ
ん
ぞ
う

野
玄
三
氏

の
旧
店
舗
で
す
。
町
で
は
、
旧
店

舗
と
東
蔵
、
そ
し
て
包
装
場
を
平

成
８
年
に
購
入
し
、
公
開
に
向
け

て
の
準
備
を
進
め
ま
し
た
。
ま

た
、
平
成
11
年
11
月
に
は
こ
れ
ら

３
棟
の
建
物
が
国
の
登
録
有
形

文
化
財
（
建
造
物
）
に
登
録
さ

れ
、
日
野
の
薬
業
の
歴
史
を
伝
え

る
拠
点
と
し
て
整
備
す
る
環
境
が

整
い
ま
し
た
。
平
成
16
年
度
に
は

観
光
協
会
の
事
務
所
と
し
て
活
用

す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
ず
店
舗
棟

と
東
蔵
を
改
修
し
ま
し
た
。
続
い

て
損
傷
が
激
し
か
っ
た
包
装
場
の

整
備
に
向
け
て
、
一
旦
解
体
し
再

建
す
る
こ
と
で
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
財
政
事
情

な
ど
の
理
由
で
、
今
日
ま
で
再
建

に
着
手
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
今
回
、
県
の
補

助
金
が
活
用
で
き
る
こ
と
で
、
再

建
へ
の
状
況
が
整
い
、
昨
年
12
月

の
定
例
議
会
に
補
正
予
算
を
提
案

し
、
承
認
が
さ
れ
、
来
年
度
に
再

建
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

再
建
に
当
た
っ
て
は
、
残
存
す

る
資
料
を
も
と
に
、
地
元
を
は
じ

め
近
隣
県
産
の
木
材
を
利
用
し
、

可
能
な
限
り
往
時
の
姿
に
復ふ

く
げ
ん原
を

行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
野
の
薬

業
の
歴
史
を
伝
え
る
資
料
の
展
示

室
と
す
る
一
方
、
製
薬
の
作
業
等

を
体
験
で
き
る
施
設
と
し
て
、
さ

ら
に
は
憩
い
の
場
所
と
し
て
広
く

活
用
し
て
い
た
だ
け
る
施
設
と
な

る
よ
う
に
整
備
を
行
う
予
定
で
す
。

登
録
有
形
文
化
財
と
は

　

登
録
文
化
財
の
制
度
は
、
近
年

の
開
発
等
に
よ
り
、
評
価
を
受
け

る
間
も
な
く
取
り
壊
さ
れ
て
い
く
、

多
く
の
様
々
な
近
代
等
の
文
化
財

建
造
物
を
、
後
世
に
幅
広
く
伝
え

て
い
く
た
め
に
、
平
成
８
年
10
月

１
日
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
制
度
は
届
出
制
と
指
導
・

助
言
等
を
基
本
と
す
る
も
の
で
、

そ
れ
ま
で
の
指
定
制
度
を
補
う
も

の
で
す
。

日
野
町
で
は
、
平
成
10
年
１
月
に

旧
山や

ま
な
か
ひ
ょ
う
え
も
ん

中
兵
右
衛
門
家
（
近
江
日
野

商
人
館
）
の
６
棟
に
続
い
て
、
平

成
11
年
11
月
に
、
旧
正
野
薬
店
店

舗
、
東
蔵
、
そ
し
て
包
装
場
の
３

棟
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
委
員
会
事
務
局　

　

生
涯
学
習
課

　

☎
�
６
５
６
６

貴重な文化財を 後世に伝えるために
旧
正
野
薬
店

包
装
場
を
再
建
し
ま
す

▲旧正野薬店

▲旧正野薬店　看板

▲旧山中兵衛門家（近江日野商人館）
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