
　

一
昨
年
住
職
継
承
の
砌
に
は
、
多
く
の

方
々
の
ご
高
配
を
賜
り
殊
に
有
り
難
く
、

改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
陰
さ
ま

を
も
ち
ま
し
て
、
住
職
就
任
記
念
打※

１

敷
、

並
び
に
水※

２

引
が
約
半
年
の
製
作
期
間
を

経
て
、
こ
の
度
完
成
し
ま
し
た
こ
と
を
ご

報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

京
都
西
陣
織
で
綺
羅
び
や
か
に
織
り

込
ま
れ
た
そ
の
図
柄
は
、
彩
雲
・
二
匹
金

龍
（
打
敷
）、
観
世
流
水
・
散
華
模
様
（
水

引
）。
ま
た
上
卓
に
は
寺
紋
で
あ
る
剣
花

菱
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

▽
打
敷
「
龍
」
を
念
う

　

記
念
の
品
を
打
敷
と
し
た
も
の
の
、
図

柄
や
彩
色
等
思
い
も
よ
ら
ぬ
と
こ
ろ
で

悩
ん
だ
も
の
で
す
。
最
終
的
に
は
山
号

（
龍
向
山
）
に
あ
わ
せ
龍
に
…
…
。

　

龍
と
い
え
ば
禅
寺
等
の
天
井
画
に
よ

く
見
る
も
の
で
、
名
だ
た
る
画
伯
の
迫
力

あ
る
筆
の
跡
を
連
想
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
鋭

く
強
い
爪
、
八
方
睨
み
の
我
等
を
い
す
く

め
る
よ
う
な
眼
、
そ
れ
だ
け
で
も
恐
ろ
し

く
近
寄
り
が
た
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で

す
。
し
か
し
朝
夕
迷
い
惑
い
ぬ
る
我
ら
を

優
し
く
包
み
込
む
鐘
の
音
、
毎
日
観
て
い

る
梵
鐘
の
釣
り
手
に
も
龍り

ゅ
う
ず頭

が
あ
し
ら

わ
れ
て
あ
る
の
で
す
。

　

人
間
の
せ
つ
な
い
欲
求
か
ら
生
じ
た

万
物
の
頂
点
に
あ
る
超
能
力
を
持
す
る

動
物
が
龍
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
其
れ

に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
の
も
至
極
当
然

な
こ
と
と
い
え
ま
す
。
調
べ
て
み
れ
ば
当

寺
に
何
枚
か
の
打
敷
に
は
デ
ザ
イ
ン
は

違
え
ど
も
龍
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
し

た
。
ま
た
他
所
に
て
龍
を
全
面
に
配
し
た

七
条
袈
裟
着
用
の
導
師
も
い
ら
し
た
こ

と
な
ど
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で

特
に
龍
を
意
識
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ

た
私
に
し
て
み
れ
ば
随
分
と
龍
に
は
縁

あ
っ
た
こ
と
に
一
種
の
驚
き
を
感
じ
て

お
り
ま
す
。

　

は
か
ら
ず
も
龍
の
打
敷
を
新
調
す
る

と
な
っ
て
み
れ
ば
自
分
な
り
の
意
義
付

け
が
必
要
か
と
雑
な
想
い
が
よ
ぎ
る
と
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十
月
十
七
、
十
八
日
、
当
寺
報
恩
講
に

於
い
て
、
こ
の
度
完
成
致
し
ま
し
た
住

職
継
承
記
念
打
敷
、
並
び
に
水
引
が
披

露
さ
れ
ま
し
た
。
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こ
ろ
で
す
。
前
卓
の
図
柄
は
、
力
あ
る
龍

に
と
っ
掴
ま
れ
、
揺
る
ぎ
無
く
導
か
れ
行

く
こ
と
。
惑
い
続
け
る
私
達
に
と
っ
て
、

か
け
が
え
の
な
い
一
如
の
世
界
が
こ
と
に

必
要
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
大
事
な
法
が
超
能
力
を
有
す
二
匹

を
も
の
龍
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
、
何
人
も

惑
う
必
要
の
な
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

い
え
ま
す
。
こ
れ
は
私
達
の
心
の
弱
さ
を

見
透
か
さ
れ
、
人
類
に
と
っ
て
尤
も
大
切

な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
易
く
崩
れ
行
く
も

の
と
の
お
心
配
り
の
現
れ
な
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　

加
え
て
上
卓
に
は
浄
光
寺
の
紋
が
処
の

必
要
性
を
明
示
し
、
私
達
具
縛
の
凡
愚
に

こ
そ
咲
く
蓮
台
に
は
阿
弥
陀
仏
が
常
に
微

笑
み
を
も
っ
て
我
ら
の
闇
に
添
い
立
ち
続

け
た
も
う
て
あ
る
の
で
す
。
こ
こ
に
私
達

が
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る
一
つ
の
図
式
が

出
来
上
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
善
導
さ
ま
の
分
け
隔
て
な
く
我

等
を
を
掴
ん
で
離
さ
な
い
と
言
わ
れ
る

「
無む

え
ん
の
う
し
ょ
う
ぶ
つ

縁
能
摂
物
」
の
い
わ
れ
を
聞
か
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
い
た
だ
く
程
龍
の
爪
が
怖
い

も
の
よ
り
大
き
な
慈
し
み
あ
る
、
温
か
み

の
あ
る
も
の
に
映
り
、
有
難
く
も
な
る
の

で
す
。

※
１
本
堂
内
陣
や
仏
壇
の
卓
に
は
さ
む
逆

　
　

三
角
形
の
敷
物
。

※
２
卓
の
脚
部
に
巻
く
囲
い
。
こ
こ
で
は

　
　

前
卓
打
敷
下
の
京
紫
色
の
処
。
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ま
た
卯
辰
山
に
向
か
っ
て
の
龍
向
山
。

京
の
東
山
に
對
し
て
の
對
龍
台
な
ど
と
比

し
て
も
風
流
で
い
ら
し
た
ご
先
祖
に
謝
す

る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
ま
す
。

2

ご本山参拝日帰りバス旅行　11月28日
〜報恩講結願日中参拝と渉成園散策〜

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
祥
月
命
日
で
あ
る

11
月
28
日
、
東
本
願
寺
で
は
報
恩

講
結け

ち
が
ん願

日
中
が
勤
ま
り
ま
す
。「
一
度
ご
本

山
の
報
恩
講
さ
ん
に
お
参
り
し
た
い
」
と

い
う
皆
さ
ん
の
声
に
背
中
を
押
し
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、
午
前
３
時
45
分
、
暗
闇
の

中
バ
ス
は
38
名
を
乗
せ
一
路
京
都
へ
。

　

８
時
過
ぎ
、
時
間
通
り
に
本
願
寺
前
で

下
車
。
修
復
工
事
中
の
山
門
を
く
ぐ
り
抜

け
て
、
御
影
堂
前
で
記
念
撮
影
。
続
い
て

本
堂
の
中
に
入
る
と
既
に
多
く
の
参
拝
者

が
。
親
鸞
聖
人
に
遇
う
為
に
全
国
か
ら
多

く
の
方
が
足
を
運
ば
れ
た
よ
う
で
、
じ
き

満
堂
と
な
り
ま
し
た
。
大
分
後
ろ
に
な
り

ま
し
た
が
、
御ご

し
ん
ね
い

真
影
の
正
面
に
着
座
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

先
ず
、本
多
弘
之
先
生
の
祖そ

と
く
さ
ん
だ
ん

徳
讃
嘆
（
ご

法
話
）
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

御
真
影
に
向
き
合
い
つ
つ
、
我
が
身
と
向

き
合
う
貴
重
な
時
間
を
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。　

　

続
い
て
雅
楽
の
音
色
と
と
も
に
厳
粛
な

雰
囲
気
の
中
、
結
願
日
中
の
お
勤
め
の
は

じ
ま
り
で
す
。
い
よ
い
よ
皆
さ
ん
お
待
ち

か
ね
の
坂ば

ん
ど
う
ぶ
し

東
曲
が
勤
ま
り
ま
す
。
前
後
左

右
に
体
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
揺
り
動
か

し
、
全
身
か
ら
振
り
絞
ら
れ
る
迫
力
あ
る



そ
の
声
と
動
き
に
皆
さ
ん
身
を
乗
り
出
し

興
味
津
々
。　

坂
東
曲
は
、
一
節
に
よ
る
と
聖
人
が

越
後
に
流
罪
に
な
ら
れ
た
際
、
舟

に
揺
ら
れ
な
が
ら
念
仏
さ
れ
た
姿
を
表
現

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う

に
、
親
鸞
聖
人
の
ご
苦
労
を
思
い
出
さ
ず

に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
命
が
け
で

私
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
ご
苦
労
さ
れ
た
お

念
仏
の
教
え
。
そ
れ
を
私
た
ち
は
本
当
に

い
た
だ
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
私
た
ち
は
何
を
喜
び
と
し
何
を

悲
し
み
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
頭
が
下
が
る
思
い
で
参
拝
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

法
要
後
、
本
願
寺
を
後
に
し
、
歩
く
こ

と
５
分
。
あ
っ
と
言
う
間
に
東
本
願
寺
の

別
邸
、
渉し

ょ
う
せ
い
え
ん

成
園
（
枳き

こ
く
て
い

殻
邸
）
に
到
着
。
池

を
臨
む
よ
う
に
隣
り
合
わ
せ
の
二
部
屋

（
臨
池
亭
と
滴
翠
軒
）
に
分
か
れ
て
昼
食

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
紅
葉
真
っ
盛
り
の

お
庭
を
背
景
に
京
都
の
老
舗
料
亭
の
確
か

な
味
に
舌
鼓
を
打
つ
プ
チ
贅
沢
な
一
時
を

過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昼
食
後

は
庭
園
を
散
歩
し
た
り
、
買
い
物
を
し
た

り
と
思
い
思
い
の
時
間
を
過
ご
し
た
後
、

帰
路
に
着
き
ま
し
た
。

　

ど
う
し
て
も
そ
の
派
手
な
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
注
目
が
集
ま
り
、
見
物
で
終
わ
っ

て
し
ま
い
が
ち
な
坂
東
曲
で
す
が
、
そ
こ

に
何
が
表
現
さ
れ
、
何
を
私
た
ち
に
伝
え

よ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
か
聞
き

取
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
。

　

遇
い
難
く
し
て
遇
う
こ
と
の
で
き
た
今

回
の
貴
重
な
ご
縁
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま

す
。
ご
参
加
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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参
加
者
の
声

「
ご
本
山
報
恩
講
参
拝
に
参
加
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

松
島

　悦
子

ご
本
山
の
報
恩
講
に
は
じ
め
て
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
結
願
日
中
で
始
め
に
親
鸞
聖
人
の

恩
徳
を
讃
嘆
し
、
そ
の
教
え
を
い
た
だ
き
坂

東
曲
が
行
わ
れ
、
上
半
身
を
激
し
く
前
後
左

右
に
大
き
く
振
り
な
が
ら
念
仏
を
称
え
ら

れ
、
体
全
体
で
打
ち
込
む
姿
に
只
々
聞
き
と

る
の
に
一
生
懸
命
で
し
た
。

　

御
影
堂
に
上
が
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
折
は

大
勢
の
参
拝
の
方
々
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

身
は
寒
さ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
い
つ
の
間
に

か
寒
さ
も
感
じ
な
く
な
り
、
長
時
間
で
し
た

が
初
め
て
の
経
験
に
て
貴
重
な
場
に
座
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
事
に
感
謝
で
す
。

　

参
拝
を
終
え
外
へ
出
た
時
は
、
さ
わ
や
か

な
風
に
送
ら
れ
ご
本
山
を
後
に
し
ま
し
た
。

　

昼
食
は
渉
成
園
で
い
た
だ
き
、
そ
の
後
庭

園
も
散
策
さ
せ
て
頂
き
、
紅
葉
の
あ
ま
り

の
み
ご
と
さ
に
つ
い
つ
い
立
ち
止
ま
り
又
、

木
々
の
間
に
や
さ
し
い
ピ
ン
ク
の
椿
に
引
き

込
ま
れ
、
し
ば
し
時
間
を
忘
れ
庭
園
の
す
ば

ら
し
さ
に
浸
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

天
候
の
す
ば
ら
し
さ
、
皆
様
の
あ
た
た
か

い
雰
囲
気
の
中
、
感
謝
し
乍
ら
帰
路
に
着
き

ま
し
た
。

　

晩
秋
の
京
都
、
至
福
の
一
日
で
し
た
。

満堂の御影堂

色づく渉成園

渉
成
園
内
の
昼
食
会
場
（
滴
翠
軒
）
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昨
年
に
引
き
続
き
、
今
年
も
報
恩
講
期
間

中
に
合
わ
せ
て
「
浄
光
寺
写
真
展
」
が
本
堂

地
下
礼
拝
堂
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
浅
森
久
雄
、
大
竹
春
夫
、
開

田
隆
人
、
坂
本
茂
吉
、
高
田
進
・
汪
子
、
竹

内
昭
平
、
田
中
一
雄
、
野
関
哲
也
・
悟
・
映

実
子
・
松
島
晋
、山
本
和
之
、吉
田
貞
介
（
五
十

音
順
・
敬
称
略
）
と
住
職
の
十
五
名
。
花
、

風
景
、
人
物
な
ど
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
な
い
作

品
三
十
六
点
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
す
べ
て
が
シ
ャ
ッ

タ
ー
チ
ャ
ン
ス
。
ど
の
花
み
て
も
き
れ
い
だ

な
♪
」。
も
う
二
度
と
戻
っ
て
く
る
こ
と
が

な
い
か
け
が
え
の
な
い
一
瞬
を
、
参
加
者
一

人
ひ
と
り
の
色
で
会
場
を
彩
っ
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

今
回
写
真
展
に
も
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た

吉
田
貞
介
さ
ん

（
金
沢
大
学
名
誉

教
授
・
金
沢
学
院

大
学
名
誉
教
授
）

に
作
品
を
ご
寄
進

い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

吉
田
さ
ん
は
今

回
の
写
真
展
で

も
全
天
球
撮
影

（
三
六
〇
度
撮
影
）

さ
れ
た
鈴
木
大
拙

館
を
出
展
さ
れ
る

な
ど
前
衛
的
な
作

品
を
制
作
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
。　

　

今
回
ご
寄
進
い
た
だ
い
た
作
品
は
、「
祈

り
の
場
・
M
o
n
u
m
e
n
t
」
と
「
祈
り

の
心
・
I
n
v
o
c
a
t
i
o
n
」（
日
本

写
真
芸
術
学
会
誌
〈
創
作
編
〉
掲
載
作
品
）

の
二
点
で
共
に
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
を
駆
使
し
た

宗
教
的
作
品
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
地
下
礼

拝
堂
に
常
設
展
示
し
て
お
り
ま
す
。
是
非
と

も
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
同
じ
く
写
真
展
に
参
加
し
て
く
だ

さ
っ
た
坂
本
茂
吉
さ
ん
が
後
日
、
黄
金
に
色

づ
く
境
内
の
銀
杏
を
撮
影
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
本
堂
に
展
示
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
覧
下
さ
い
。

4

「
浄
光
寺
写
真
展
」

　十
月
十
四
〜
十
九
日

第
二
回

す
べ
て
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス

ど
の
花
み
て
も
き
れ
い
だ
な
♪

左「祈りの心」・右「祈りの場」吉田貞介

き
こ
ま
い
け

毎
月
二
十
八
日
・
午
後
二
時

十
二
月
〜
二
月
・
冬
休
み

　

み
ん
な
で
『
正
信
偈
』
の
お
勤
め
の

練
習
と
お
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
ご
一

緒
に
『
正
信
偈
』
に
学
ん
で
み
ま
せ
ん

か
。
途
中
参
加
、
初
心
者
の
方
も
大
歓

迎
で
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
三
月
よ
り
再
開
し
ま
す
。

◯
テ
キ
ス
ト
『
赤
本
』・『
書
い
て
学

ぶ
親
鸞
の
こ
と
ば 

正
信
偈
』

「
境
内
の
睡
蓮
」
松
島
晋
さ
ん
が
設
置
し
て

下
さ
い
ま
し
た
。
メ
ダ
カ
も
気
持
ち
よ
さ

そ
う
に
泳
い
で
い
ま
す
♪



盂
蘭
盆
会

七
月
十
三
〜
十
六
日

　

毎
年
お
盆
に
は
、
老
若
男
女
、
遠
方
近

方
問
わ
ず
多
く
の
方
々
が
お
墓
参
り
に
訪

れ
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
お
墓
参
り
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ご
先
祖
様
に
遇
う

と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
先
祖
様
に
遇
う
と

い
う
こ
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
遇
う
と

い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
南
無
阿
弥
陀
仏

に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
に
遇

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
金
沢
の
お
盆
の
風
物
詩
と
も

い
え
る
キ
リ
コ
が
、
従
来
の
キ
リ
コ
か
ら

板
状
の
略
式
の
も
の
が
主
流
に
な
り
つ
つ

あ
る
現
状
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
墓

参
り
と
い
う
も
の
が
本
来
の
意
義
を
失
い

形
骸
化
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な

り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
を
想
い
な
が
ら

七
月
の
掲
示
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
わ
ず
か
な
が
ら
で
す
が
闇
夜
に
浮
か

び
あ
が
る
キ
リ
コ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
お

盆
の
意
義
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
盂
蘭
盆
会

と
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
キ
リ
コ
の
灯
り
を
消
し
た
と

し
て
も
、
仏
様
、
そ
し
て
ご
先
祖
様
は
い

つ
も
私
た
ち
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
こ
と
だ
け
は
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

年

中

行

事

追
弔
会

　

八
月
十
三
日
、
旧
盆
に
合
わ
せ
て
「
追

弔
会
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
読
経
前

の
登
高
座
で
は
、
参
詣
者
の
ご
先
祖
様
の

法
名
が
お
一
人
お
一
人
読
み
上
げ
ら
れ
、

亡
き
人
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
ご
先
祖
様

が
結
ん
で
く
だ
さ
っ
た
仏
縁
を
確
か
め
ま

し
た
。

　

ご
法
話
は
、
昨
年
に
引
き
続
き

霊よ
し
か
わ
ひ
で
き

河
秀
樹
（
福
井
県
・
浄
土
真
宗
本
願
寺

派 

玄
性
寺
住
職
）
さ
ん
。
お
な
じ
み
の
法

話
ラ
イ
ブ
形
式
で
、
間
に
ご
法
話
を
挟
み

つ
つ
仏
教
讃
歌
や
Ｊ
Ｐ
Ｏ
Ｐ
な
ど
11
曲
を

披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
美
し

い
音
色
と
や
さ
し
い
歌
声
で
あ
た
た
か
い

雰
囲
気
に
包
み
込
ま
れ
た
本
堂
。
見
事
に

仏
様
の
世
界
を
表
現
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
参
詣
者
の
皆
さ
ん
は
、
大
切
な
人
を

亡
く
し
た
悲
し
み
の
中
か
ら
、
師
が
届
け

ク サ ム ス ビ　

蘭
盆
会

　
　

灯
る
明
か
り
は

　
　

闇
夜
を
照
ら
す

　
　
　
　
　

道
標

7 月の掲示板

　

喜
び
悲
し
み

　
　

す
べ
て
を
包
む

　

六
字
の
ハ
ー
モ
ニ
ー

８
月
の
掲
示
板

て
く
だ
さ
る
仏
様
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

　

尚
、
当
日
の
様
子
を
動
画
投
稿
サ
イ

ト
Y
o
u 

T
u
b
e
で
ご
視
聴
い
た
だ

け
ま
す
。ー

年
中
行
事
ー

一
月
「
修
正
会
」
元
旦
〈
午
前
０
時
〉

三
月
「
お
太
子
さ
ん
」
彼
岸
中
日
〈
午
後
一
時
〉

七
月
「
盂
蘭
盆
」
十
三
日
〜
十
六
日

八
月
「
追
弔
会
」
十
三
日
〈
午
前
十
時
〉

十
月
「
報
恩
講
」
十
七
日
〈
午
後
一
時
半
・
七
時
〉

十
八
日
〈
午
前
十
時
半
〉

十
二
月
「
除
夜
の
鐘
」
大
晦
日
〈
午
後
十
一
時
半
〉

※
毎
月
二
十
八
日
「
き
こ
ま
い
け
」〈
午
後
二
時
〉

5

八
月
十
三
日
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十
月
十
一
日
、「
ほ
ん
こ
さ
ん
」
を
お
迎

え
す
る
為
の
大
切
な
準
備
「
お
み
が
き
」（
仏

具
磨
き
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
お
子
様
か
ら

ベ
テ
ラ
ン
の
方
ま
で
初
参
加
の
方
を
含
め
多

く
方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お

か
げ
さ
ま
で
仏
具
本
来
の
輝
き
を
取
り
戻
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

仏
具
を
磨
か
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
仏

具
の
汚
れ
（
私
た
ち
の
心
の
垢
）
と
向
き
合

い
、
そ
ん
な
私
た
ち
を
ど
こ
ま
で
も
照
ら
し

出
し
て
く
だ
さ
る
仏
様
の
お
は
た
ら
き
を
確

認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
み
が
き
後
の
お
は
ぎ
は
格
別
で
す
！

 

忘
れ
て
い
て
も

　

忘
れ
ら
れ
て
い
な
い

　

う
れ
し
は
ず
か
し
の

　
　
　
　
　

報
恩
講

行
事
の
ご
案
内

　

鈴
木
大
拙
館
館
長

 「
お
太
子
さ
ん
」

三
月
二
十
一
日

午
後
一
時
ヨ
リ

法
話 

木
村
宣
彰
先
生

お
み
が
き

十
月
十
一
日

報
恩
講

十
月
十
七
・
十
八
日

　

十
月
十
七
・
十
八
日
、「
報
恩
講
」
が
執
行

さ
れ
ま
し
た
。
両
日
共
「
お
勤
め
」
〜
「
法

話
」
〜
「
お
斎
」（
食
事
）
の
流
れ
で
進
め
ら

れ
、ご
法
話
に
は
今
年
も
相
馬
豊
師（
白
山
市
・

道
因
寺
住
職
）
の

ご
縁
を
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
今
回
の
ご
法

話
も
当
寺
法
話
録

『
結

く
さ
む
す
び草

』
№
17
（
12

月
1
日
発
行
）
に

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
併

せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

十
七
日
の
夜
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ

『
金
子
み
す
ゞ
慈
し
み
の
詩
』
を
上
映
。
続
い
て

住
職
が
、
童
謡
詩
人
で
あ
る
金
子
み
す
ゞ
さ
ん

が
残
さ
れ
た
詩
を
通
し
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ

て
い
る
仏
様
の
世
界
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
。

　

      

当
寺
の
お
斎
に
は
、
ご
門
徒
さ
ん
に
お

手
伝
い
い
た
だ
い
て
手
作
り
の
お
弁
当
が
振
る

舞
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
い
つ
も
お
赤
飯
や
金

時
豆
の
甘
煮
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か

ご
存
知
で
す
か
？

実
は
親
鸞
聖
人
は

小
豆
が
大
好
物

だ
っ
た
か
ら
で
す
。

各
地
に
小
豆
を
用

い
た
様
々
な
報
恩

講
料
理
が
伝
わ
っ

て
い
ま
す
よ
。

お
誘
い
合
わ
せ
ご
参
詣
下
さ
い
。

ー
平
成
27
年
回
忌
表
ー

一
周
忌
・
・
・
・
・
平
成
26
年
（
２
０
１
４
年
）

三
回
忌
・
・
・
・
・
平
成
25
年
（
２
０
１
３
年
）

七
回
忌
・
・
・
・
・
平
成
21
年
（
２
０
０
９
年
）

十
三
回
忌
・
・
・
・
平
成
15
年
（
２
０
０
３
年
）

十
七
回
忌
・
・
・
・
平
成
11
年
（
１
９
９
９
年
）

〈
二
十
三
回
忌
〉
・
・
平
成
5
年
（
１
９
９
３
年
）

二
十
五
回
忌
・
・
・
平
成
3
年
（
１
９
９
１
年
）

※
〈 

〉
内
の
年
忌
法
要
を
勤
め
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

 
 

法
事
の
ご
依
頼
は
お
早
め
に
。

三
十
三
回
忌
・
・
・
昭
和
58
年
（
１
９
８
３
年
）

〈
二
十
七
回
忌
〉
・
・
平
成
元
年
（
１
９
８
９
年
）

〈
三
十
七
回
忌
〉
・
・
平
成
54
年
（
１
９
7
９
年
）

五
十
回
忌
・
・
・
・
昭
和
41
年
（
１
９
６
６
年
）

12
月
の
掲
示
板

　

無
常
の
風
は

　
　

冷
た
い
け
れ
ど
も

　
　

そ
の
厳
し
さ
か
ら

　
　

仏
の
ぬ
く
も
り
を

　
　
　
　
　
　
　

知
る
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10
月
の
掲
示
板




