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東
堂
老
師
は
、
九
十
五
歳
の

高
齢
で
あ
る
が
、
四
月
二
日
に

行
わ
れ
た
、
永
平
寺
第
八
十
世

南
澤
道
人
新
禅
師
様
の
晋
山

式
に
、
特
に
、
新
禅
師
様
の
道

友
の
代
表
と
し
て
出
席
を
依

頼
さ
れ
て
、
四
月
一
日
、
松
山

空
港
出
発
、
羽
田
経
由
、
小
松

空
港
着
。
芦
原
〝
つ
る
や
〟
に

投
宿
、
翌
日
、
本
山
差
し
廻
し

の
車
で
永
平
寺
へ
上
山
、
妙
高

台
に
迎
え
ら
れ
た
。

　

随
行
は
村
上
住
職
、
金
岡
監

録
、
三
宅
俊
尚
士
の
三
名
で

あ
っ
た
。

　

二
日
、
新
禅
師
様
、
永
平
寺

山
門
到
着
。
晋
山
式
礼
は
、
仏

殿
、
承
陽
殿
他
山
内
行
事
と
し

て
行
わ
れ
た
。

　

二
日
午
後
二
時
よ
り
、
晋
山

開
堂
式
が
行
わ
れ
た
。
大
擂
鼓

の
轟
く
中
で
、
大
禅
師
上
殿
せ

ら
れ
た
。

　

諸
疏
宣
読
が
行
わ
れ
、

　

永
平
寺
山
内
を
代
表
し
て

　

山
門
疏
は
、御
山
監
院
老
師
。

　

全
国
寺
院
を
代
表
し
て

　

門
葉
疏
は
、
宇
治
興
聖
寺
堂

長
吉
川
圓
良
老
師
。

　

全
国
寺
院
を
代
表
し
て

　

道
旧
疏
は
、瑞
應
寺
東
堂
楢
崎

通
元
老
師
が
宣
読
せ
ら
れ
た
。

　

宣
読
了
っ
て
、新
禅
師
様
は
、

須
弥
壇
下
に
進
ま
れ
、
下
語
、

登
座
、
三
香
を
焚
か
れ
、
各
問

訊
が
有
り
、
白
槌
師
証
白
、
大

問
答
が
行
わ
れ
、
各
法
語
が
あ

り
降
壇
さ
れ
、

　

総
持
寺
紫
雲
台
猊
下
賀
偈
、

宗
務
総
長
等
各
祝
辞
が
有
っ

て
、
猊
下
退
堂
、
監
院
老
師
謝

辞
、
晋
山
開
堂
式
が
無
事
円
成

せ
ら
れ
た
。

　

大
法
要
了
っ
て
、
宿
所
〝
つ

る
や
〟
に
帰
り
、
三
日
、
小
松

空
港
出
発
、
羽
田
経
由
し
て
松

山
空
港
に
帰
着
、
午
後
四
時
瑞

應
寺
へ
無
事
帰
山
せ
ら
れ
た
。

　

御
高
齢
の
東
堂
老
師
に
は
、

多
忙
な
三
日
間
で
あ
っ
た
が
、

無
事
、
大
役
を
果
た
さ
れ
て

ホ
ッ
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

随
行
の
三
名
も
、
東
堂
老
師

の
御
老
体
と
健
康
に
留
意
し
、

介
護
し
な
が
ら
の
難
値
、
難
遇

の
大
法
要
に
参
列
で
き
た
こ

と
は
幸
甚
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

特
に
コ
ロ
ナ
禍
中
、
感
染
拡

大
を
考
慮
し
宗
門
要
職
者
や

関
係
者
ら
に
限
定
し
て
執
り

行
わ
れ
た
。

　

御
山
監
院
老

師
始
め
諸
役
寮

師
、
山
内
大
衆

は
、
感
染
症
拡

大
を
留
意
し
対

応
策
を
講
じ
て

行
わ
れ
た
。

　

五
月
は
、
上

旬
に
連
日
休
日

が
続
い
て
、
何

か
と
外
出
が
し

た
い
季
節
で
す

が
、
コ
ロ
ナ
感

染
症
の
拡
大
傾

向
で
あ
り
ま

す
。
不
要
不
急
の
用
事
や
行
事

は
自
粛
、
ウ
イ
ル
ス
の
拡
大
を

予
防
し
て
各
自
用
心
を
。

　

中
旬
に
は
、
入
制
行
事
が
あ

り
夏
安
居
の
季
節
で
あ
り
ま
す
。

　

道
の
芽
生
え
の
増
長
す
る

こ
と
は
春
の
苗
の
如
く
、
一
日

一
日
成
長
し
て
行
く
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

東
堂
老
師
・

　

 

永
平
寺
晋
山
式
に
随
喜

─
コ
ロ
ナ
禍
中
に
て
─

住 

職　

村
　
上
　
德
　
存

永平寺において
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 　

昨
年
は
ウ
イ
ル
ス
、
い
わ
ゆ
る

新
型
コ
ロ
ナ
の
跳
梁
跋
扈
で
、
殆

ど
の
こ
と
が
滅
茶
苦
茶
に
な
っ
て

し
ま
い
、
一
年
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
今
年
に
な
っ
て
も
感
染
者
は

一
向
減
ら
ず
、
そ
の
上
、
変
異
し

た
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
者
も
出

て
き
て
い
る
。
感
染
力
が
七
割
方

強
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ま
た
ま
た
最
初
は
首
都
圏
中
心

に
、
日
を
置
か
ず
全
国
十
一
都
府

県
に
拡
大
さ
れ
て
緊
急
事
態
宣
言

が
発
表
さ
れ
た
。
既
に
二
週
間
を

過
ぎ
て
い
る
が
一
向
減
少
の
兆
し

は
見
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
期
限

延
長
が
見
え
て
き
て
い
る
。
規
制

を
受
け
て
い
る
飲
食
店
な
ど
は
存

亡
の
危
機
で
あ
る
。

　

毎
日
こ
の
感
染
者
数
が
発
表
さ

れ
て
い
る
が
、
私
は
こ
れ
に
大
い

に
違
和
感
を
感
じ
る
し
、
胡
散
臭

さ
さ
え
覚
え
る
。

　

こ
の
と
こ
ろ
毎
日
、
全
国
で

数
千
人
、
東
京
都
な
ど
千
人
以

上
続
き
、
愛
知
県
で
も
三
百
人

か
ら
四
百
人
前
後
で
あ
る
。
と

　

以
前
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、

九
十
八
％
が
無
症
状
だ
と
言
い
、

あ
と
の
二
％
の
内
、
〇
・
一
％
は

重
症
化
し
、
あ
と
は
、
中
等
症
と

軽
症
だ
と
聞
い
た
。
こ
の
割
合
が

正
し
い
か
ど
う
か
、
私
に
は
確
か

め
よ
う
が
な
い
が
、
も
し
、
こ
れ

が
本
当
な
ら
、
五
千
人
中
、
問
題

に
な
る
の
は
二
％
の
百
人
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
割
合
が
正
し

い
も
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い

が
、
数
字
の
大
き
さ
ば
か
り
を
言

う
の
で
な
く
、
中
身
を
正
確
に
教

え
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
よ
ら
し

む
べ
し
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
で
は

い
け
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

こ
れ
も
聞
い
た
話
し
で
真
偽
の

程
は
確
か
で
な
い
。
こ
れ
に
限
ら

ず
、
コ
ロ
ナ
流
行
以
後
は
何
が
本

当
で
何
が
嘘
か
分
か
ら
な
い
こ
と

が
多
い
。
こ
れ
も
そ
の
内
の
一
つ

だ
け
れ
ど
も
、
最
近
の
英
国
の
様

子
に
つ
い
て
、
友
人
が
英
国
に
滞

在
し
て
い
る
と
い
う
人
の
言
う
こ

と
な
の
だ
が
、
こ
の
と
こ
ろ
の
爆

発
的
増
加
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
一

種
の
脅
か
し
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー

ス
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

か
も
知
れ
な
い
な
と
思
っ
た
り
、

や
っ
ぱ
り
本
当
な
の
か
と
思
っ
た

り
す
る
。

こ
ろ
が
、
こ
の
数
字
の
中
身
は

余
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
漸
く
、

年
代
別
の
感
染
者
数
を
発
表
し

て
三
十
代
・
二
十
代
の
人
の
感

染
者
の
多
さ
が
強
調
さ
れ
は
じ

め
、
そ
う
言
う
人
々
に
警
告
を

発
し
て
い
る
よ
う
な
お
も
む
き

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
等ひ

と

し

並な

み
に
感
染
者
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
。
感
染
し
て
も
無
症
状

の
人
も
沢
山
居
る
。
勿
論
、
中

等
症
・
重
症
者
も
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
一
緒
く
た
に
し
て
感
染

者
数
と
し
て
発
表
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
、
い
た
ず
ら
に

感
染
者
数
の
多
さ
を
言
っ
て
、

国
民
を
脅
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
て
仕
方
が
な
い
。
発
表
自
体

に
対
し
て
文
句
を
言
う
の
で
は

な
い
。
そ
の
中
身
を
キ
チ
ン
と

し
て
欲
し
い
の
だ
。

 
 

思
い
や
り
を
忘
れ
ず
に

　

先
日
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
お
り

ま
し
た
ら
、
思
春
期
の
子
供
に
つ

い
て
の
番
組
で
、
司
会
の
方
が
専

門
家
の
先
生
に
「
思
春
期
の
子
供

と
ど
う
い
う
ふ
う
に
向
き
合
え

ば
良
い
か
」
と
尋
ね
る
と
、
そ
の

先
生
は
「
先
ず
一
つ
目
は
、
し
っ

か
り
話
を
聞
き
、同
意
す
る
こ
と
。

二
つ
目
は
、
親
が
聞
く
こ
と
を
８

割
に
し
、
話
す
の
は
２
割
に
留
め

る
こ
と
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
褒

め
る
こ
と
よ
り
認
め
る
こ
と
」
と

仰
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
あ
る
日
の
こ
と
、
在

宅
介
護
で
お
世
話
に
な
っ
て
い

る
訪
問
介
護
の
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん

に
、
介
護
で
大
切
に
し
て
い
る

こ
と
を
尋
ね
る
と
「
い
く
ら
認

知
症
が
進
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
、
あ
や
ふ
や
な
言
動
を
さ
れ

て
い
て
も
、
ま
ず
は
相
手
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
最
初
の
仕
事

で
す
。」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て

き
ま
し
た
。

　

こ
の
お
二
人
の
話
を
伺
っ
た

と
き
、
私
は
曹
洞
宗
の
経
典
「
修

証
義
」
の
中
の
一
文
を
思
い
出

し
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
他
を
し

て
自
に
同
ぜ
し
め
て
後
に
自
を

し
て
他
に
同
ぜ
し
む
る
道
理
あ

る
べ
し
」
と
い
う
文
言
で
す
。

年
代
や
境
遇
を
問
わ
ず
、
自
分

が
自
分
以
外
の
人
と
接
す
る
と

き
に
、
ま
ず
は
相
手
の
こ
と
を

素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
。
次

に
相
手
の
反
応
や
受
け
止
め
方

を
考
え
る
こ
と
。
そ
し
て
最
後

に
自
分
の
考
え
や
思
い
を
伝
え

よ
と
の
お
示
し
で
す
。
現
代
の

言
葉
で
要
約
す
れ
ば
「
思
い
や

り
の
心
を
忘
れ
ず
に
」
と
い
う

意
味
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
先

程
の
ラ
ジ
オ
で
の
子
供
へ
の
接

し
方
然
り
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
の

接
し
方
然
り
で
す
ね
。

　

今
、
こ
の
思
い
や
り
が
失
わ

れ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
や
り
取

り
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
密
集
・

密
接
・
密
閉
の
三
密
を
避
け
る

た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使

う
人
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
イ

私
の
仏
教　
コ
ロ
ナ
患
者
数
の
発
表
！

文
学
博
士　

田
　
島
　
毓
　
堂

三才図絵李鋼
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ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
や
り
取
り

は
、
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ

と
を
そ
の
場
で
、
そ
の
ま
ま
、

そ
の
瞬
間
に
、
世
界
中
に
発
信

で
き
て
し
ま
う
た
め
、
不
用
意

な
発
信
が
不
快
感
を
も
た
せ
た

り
、
深
く
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
逆
に
、

不
用
意
な
発
信
が
非
難
さ
れ
、

槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
り
す
る
こ

と
も
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
相
手

の
立
場
に
立
ち
、
相
手
の
思
い

を
受
け
止
め
て
、
相
手
を
慮
り

な
が
ら
発
信
す
る
「
思
い
や
り
」

が
何
よ
り
大
切
で
す
ね
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
ら
ず
、

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
は
、
マ
ス

ク
に
遮
ら
れ
て
相
手
の
表
情
や

雰
囲
気
を
感
じ
と
る
こ
と
が
困

難
に
な
り
ま
し
た
。
人
と
人
と

の
ふ
れ
合
い
、
人
と
人
と
の
生

の
繋
が
り
が
つ
く
づ
く
あ
り
が

た
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
お
互
い

の
息
遣
い
を
感
じ
な
が
ら
気
持

ち
を
通
わ
せ
ら
れ
る
、
マ
ス
ク

を
外
し
て
満
面
の
笑
顔
で
話
し

合
え
る
、
そ
ん
な
日
が
早
く
来

る
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。

 

高
知
県
予
岳
寺　

濱
田
道
圓
師

�

令
和
三
年
三
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

　

私
も
仏
道
に
身
を
置
く
も
の

と
し
て
、
釈
尊
の
教
え
、
両
祖

様
の
教
え
、
祖
師
方
の
お
姿
を

実
践
し
、
次
代
に
伝
え
て
い
け

る
よ
う
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

瑞
應
寺
専
門
僧
堂

 

副 

悦　

古
川　

承
久

�

令
和
三
年
四
月
一
日
～
十
日

 

自 

在 
 

              
 

～
こ
だ
わ
り
を
捨
て
る
　

　

今
年
も
早
い
モ
ノ
で
四
月
と

な
り
、
真
新
し
い
ラ
ン
ド
セ
ル

を
背
負
っ
た
ピ
カ
ピ
カ
の
小
学

一
年
生
の
姿
を
目
に
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
可
愛
く
て
好

い
も
の
で
す
ね
。
ま
だ
ま
だ
新

型
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
強
い
ご
時

世
で
す
が
、
普
段
の
生
活
の
中

で
出
会
う
、
小
さ
な
喜
び
を
大

切
に
し
て
過
ご
し
た
い
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
今
日
か
ら
四
回
に

渡
っ
て
、
仏
教
語
講
座
…
と
言

う
と
偉
そ
う
に
聞
こ
え
る
の
で

す
が
、
普
段
私
た
ち
が
何
気
な

く
使
っ
て
い
る
言
葉
の
中
か

ら
、
こ
れ
が
仏
教
用
語
な
の
？

と
思
わ
れ
る
も
の
を
紹
介
し
て

ま
い
り
ま
す
。

 

恩
送
り

　

妹
が
家
族
で
帰
省
し
て
き
て

い
た
あ
る
日
、
急
に
甥
っ
子
が

そ
う
め
ん
流
し
を
や
り
た
い
と

言
い
始
め
た
。

　

内
心
、
や
れ
や
れ
と
思
い
つ

つ
も
裏
山
に
行
き
、
竹
を
伐
っ

た
。
母
と
義
弟
の
手
伝
い
も
あ
っ

て
立
派
な
竹
の
流
し
台
が
出
来

上
が
っ
た
。
半
日
が
か
り
の
仕

事
に
な
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち

の
笑
顔
に
苦
労
が
報
わ
れ
た
思

い
が
し
た
。

　

は
し
ゃ
ぐ
子
ど
も
た
ち
を
見

な
が
ら
、
自
分
た
ち
が
幼
か
っ
た

頃
に
、
や
は
り
父
と
叔
父
が
同
じ

よ
う
に
そ
う
め
ん
流
し
を
し
て

く
れ
た
時
の
こ
と
を
妹
と
話
し

合
っ
た
。
そ
の
時
の
楽
し
か
っ
た

記
憶
が
あ
っ
た
か
ら
こ
う
や
っ

て
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

　

す
で
に
父
も
叔
父
も
他
界
し

て
お
り
、
恩
を
直
接
返
す
こ
と

は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

次
の
世
代
へ
送
る
こ
と
は
出
来

る
。
い
つ
か
こ
の
子
た
ち
が
大

き
く
な
っ
た
時
に
、
ま
た
次
の

世
代
に
繋
げ
て
く
れ
れ
ば
、
目

に
見
え
な
く
と
も
故
人
の
姿
は

伝
わ
っ
て
い
く
。

　

今
回
は
其
の
一
、「
自
在
」
で

す
。
こ
の
言
葉
、自
由
自
在
と
か
、

自
在
に
操
る
な
ど
と
、
何
で
も

思
い
通
り
に
動
か
し
た
り
、
意

の
ま
ま
に
操
る
こ
と
が
出
来
る

と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

私
は
子
供
の
頃
よ
く
、
人
を

ラ
ジ
コ
ン
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の

よ
う
に
自
由
自
在
に
操
っ
て
み

た
い
な
あ
っ
て
考
え
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
ん
な

こ
と
出
来
る
訳
が
無
い
で
す
よ

ね
。
当
然
、
夢
見
物
語
で
し
た
。

人
は
、
玩
具
や
機
械
と
違
っ
て
、

ポ
チ
ッ
と
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た

り
、
ボ
タ
ン
や
レ
バ
ー
を
回
す

だ
け
で
は
動
か
な
い
ん
で
す
。

人
は
心
で
し
か
動
か
さ
れ
な
い

ん
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
に
、
随

分
大
人
に
な
っ
て
か
ら
気
付
か

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
「
自
在
」
と
い
う
言
葉

で
す
が
、
仏
教
で
は
、『
心
が
悩

み
苦
し
む
こ
と
か
ら
解
き
放
た

れ
て
、
思
う
が
ま
ま
に
行
え
る

力
』
を
自
在
と
言
う
の
だ
そ
う
で

す
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
力
が
お

釈
迦
さ
ま
や
菩
薩
さ
ま
に
は
備

わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
こ
の
自
在
と
い
う
言

葉
の
つ
く
菩
薩
さ
ま
が
、
か
の

般
若
心
経
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

皆
さ
ん
お
気
づ
き
で
し
ょ
う

か
？
そ
う
で
す
、
冒
頭
の
「
観
自

在
菩
薩
」
で
す
。
観
自
在
菩
薩
さ

ま
は
世
の
中
の
す
べ
て
の
モ
ノ

を
こ
だ
わ
り
の
な
い
心
で
、
思

う
が
ま
ま
に
観
る
こ
と
が
出
来

る
優
れ
た
力
を
持
つ
と
さ
れ
、

観
音
さ
ま
と
も
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

と
か
く
私
た
ち
は
、
人
の
目

を
気
に
し
た
り
、
人
と
比
べ
て
、

こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん

だ
と
、
何
か
に
縛
ら
れ
た
よ
う

な
日
送
り
に
な
り
が
ち
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
、
何
か
に
縛
ら
れ

る
と
い
う
、
と
ら
わ
れ
や
、
こ

だ
わ
り
や
、
欲
望
か
ら
離
れ
れ

ば
、
心
が
軽
や
か
に
な
り
ま
す
。

人
の
言
葉
に
振
り
回
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
自
分
で
考
え
、
自
分

の
意
志
で
、
正
し
い
行
い
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

こ
そ
が
「
自
在
」
な
ん
で
す
ね
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
ギ
ス
ギ
ス
し
た

気
持
ち
に
な
り
が
ち
な
毎
日
で

す
が
、
自
在
な
心
で
、
軽
や
か

に
す
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

 

高
知
県
浄
貞
寺　

伊
藤
正
賢
師
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令
和
三
年
四
月
十
一
日
～
二
十
日
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■   

大
本
山
永
平
寺
第
八
十
世
南
澤
道

人
不
老
閣
猊
下
晋
山
開
堂
式
禮

　

四
月
二
日
（
金
）
に
、
大
本
山

永
平
寺
に
於
い
て
、
南
澤
不
老

閣
猊
下
の
晋
山
開
堂
式
禮
に
て
、

楢
崎
通
元
東
堂
が
道
舊
疏
師
を

勤
め
た
。
村
上
德
存
堂
長
、
金
岡

潔
宗
監
録
が
随
伴
し
た
。

■ 

仏
生
会

　

四
月
八
日
（
木
）
は
、
お
釈
迦

様
の
降
誕
の
日
。
暁
天
坐
禅
、
僧

堂
内
朝
課
罷
に
法
堂
上
殿
、
仏
生

会
を
勤
修
。
出
班
焼
香
、
香
湯
を

以
て
誕
生
仏
灌
浴
。
釋
尊
御
降
誕

の
聖
日
を
祝
っ
た
。

　

当
日
法
堂
に
て
、
ひ
か
り
幼
稚

園
入
園
式
・
進
級
式
が
行
わ
れ
、

花
御
堂
の
誕
生
仏
に
甘
茶
を
か

け
、
親
子
と
も
に
花
祭
り
を
お
祝

い
し
た
。

■ 

金
毘
羅
上
殿
祈
祷

　

四
月
廿
一
日
（
水
）（
旧
三
月

十
日
）
は
毎
年
恒
例
、
当
山
鎮
守

金
毘
羅
大
権
現
様
の
春
大
祭
日
。

今
年
も
昨
年
と
同
様
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

為
、
邦
楽
奉
納
、
催
し
物
等
は
中

止
。
山
主
導
師
の
も
と
、
一
山
大

衆
、
役
寮
、
総
代
様
の
み
で
上
殿
、

大
般
若
祈
祷
を
厳
修
。
未
だ
収
束

が
見
え
ず
、
不
安
が
募
る
毎
日
で

あ
る
が
、
山
内
一
同
、
当
山
檀
信

徒
他
、
苦
難
に
向
か
わ
れ
て
い
る

す
べ
て
の
方
々
の
御
心
が
少
し
で

も
和
ら
ぐ
こ
と
を
祈
っ
た
。

　
四
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

四　

日　

日
曜
参
禅
会

六　

日　

参
玄
会
（
八
日
迄
）

八　

日　

釈
尊
降
誕
会

十
五
日　

祝
祷

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

金
毘
羅
春
大
祭

丗　

日　

略
布
薩

　
五
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

二　

日　

日
曜
参
禅
会

六　

日　

参
玄
会
（
七
日
迄
）

十
四
日　

  

配
役
行
茶
・
首
座
入
寺
式

　
　
　
　

楞
厳
会
啓
建

　
　
　
　

  

土
地
堂
念
誦
・
庫
司
点
湯

十
五
日　

  

祝
祷
・

　
　
　
　

小
参
・
人
事
行
礼

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

　
銀
杏
感
謝
録

　

愛
媛
県　
　

網
干
一
義 

殿

　

愛
媛
県　
　

藤
田
博
子 

殿

　

愛
媛
県　
　

山
口
泰 

殿

　

兵
庫
県　
　

正
入
寺 

殿

　

福
岡
県　
　

太
養
院 

殿

　

広
島
県　
　

東
光
寺 

殿

　

長
崎
県　
　

妙
本
寺 

殿

　

岐
阜
県　
　

正
宗
寺 

殿

　

鳥
取
県　
　

玉
泉
寺 

殿

　

山
口
県　
　

成
海
寺 

殿

　

岩
手
県　
　

福
蔵
寺 

殿

　

北
海
道　
　

天
龍
寺 

殿

�

（
令
和
三
年
二
月
廿
四
日
受
付
迄
）

　

善
行
と
は
何
か
？
そ
れ
は
、
他
者

の
時
間
を
増
や
す
こ
と
だ
と
思
う
。

誰
か
の
替
り
に
香
炉
を
均
し
た
り
、

寮
舎
の
掃
除
を
し
た
り
、
飯
台
の
片

づ
け
を
行
う
こ
と
で
、
誰
か
の
時
間

が
増
え
る
。
増
え
た
時
間
を
使
っ

て
、
そ
の
誰
か
が
、
さ
ら
に
別
の
誰

か
の
時
間
を
増
や
す
。

　

皆
で
皆
の
時
間
を
増
や
す
こ
と

で
、
巡
り
巡
っ
て
自
分
自
身
の
時

間
が
増
え
る
。

　

誰
か
の
為
に
進
ん
で
何
か
し
て

い
こ
う
と
思
う
。

 

〈
堂
行
寮　

宏
真
〉

當
山
廿
九
世

大
玄
一
光
大
和
尚
廿
七
回
忌
法
要

令
和
四
年
五
月
廿
八
日
（
土
）　
逮 

夜

令
和
四
年
五
月
廿
九
日
（
日
）　
正 

當

　

並
び
に

瑞
應
寺
宝
物
館
（
白
眉
殿
）
落
慶
法
要
厳
修
の
予
定

仏生会


