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◆表紙解説
年中行事
　六月十七日「観音懺

せん

法
ぼう

会
え

」の準備が整った相国寺方丈
　「白衣観音像（吉山明兆筆）」を中心に、四年ぶりに方丈
に掛けられた伊藤若冲筆「動

どう

植
しょく

綵
さい

絵
え

（複製画）」が室内を
取り囲み、荘厳な雰囲気につつまれ、あとは法要開始を待
つのみとなった。若冲が画いた鳥虫魚貝、花

か

卉
き

草木は観音
菩薩の化身として、そのすべてに仏心が宿っている。
  撮影◎柴田明蘭
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有馬管長を囲む両国の僧侶、関係者

中国佛教協会宗性副会長より有馬管長90歳記念の
墨蹟を拝受

友好記念鐘を撞く有馬管長と宗性副会長

法堂で諷経する僧侶有馬管長の色紙を送る小林老大師

中
国
佛
教
協
会
ご
一
行
　
相
国
寺
表
敬
訪
問

�

令
和
五
年
六
月
七
日
　
　
　
　
　

（
39
ペ
ー
ジ
参
照
）

歓迎交流会で小林老大師の挨拶を受ける一行

撮
影
：
柴
田
明
蘭
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大
分
県
立
美
術
館

「
大
本
山
相
国
寺
と
金
閣・銀
閣
の
名
宝
」展
が
開
催

�

二
〇
二
二
年
十
一
月
二
十
六
日
～
二
〇
二
三
年
一
月
二
十
二
日展示室の様子

（芭蕉図　大光明寺蔵　他）

展示室の様子
（鹿苑寺大書院旧障壁画）

展示室の様子
（萩芒図屏風　相国寺蔵　他）

内覧会関係者鑑賞の様子

内覧会関係者鑑賞の様子

内覧会に先立って行われた法要



67

各班に分かれAEDの実践講習を行う

身近な消火器の取り扱い方法も確認

消火栓の取り扱い方法を学ぶ

消防署員より説明を受ける参加者

講習前に訓示をする佐分宗務総長

相
国
寺
消
防
設
備
講
習
、救
命
講
習

�

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
　
　
　
　
　
　

（
31
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）



京
菓
子
司

　俵屋
吉
富

　店主

　石
原
義
清

菓
子
歳
時
記

「
夏
の
お
菓
子
」

四

89

　
祇
園
祭
が
一
段
落
す
る
と
京
都
は
本
格
的
な
大
暑
と
な
り
ま
す
。
私
自
身
も

俵
屋
吉
富
の
小
川
店
に
行
っ
て
か
き
氷
を
食
べ
る
の
が
い
い
な
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
暑
い
中
で
の
御
茶
席
で
ど
う
い
う
工
夫
を
し
て
気
の
利
い
た
お
菓
子
を
ご

用
意
す
る
の
か
を
考
え
る
の
も
ま
た
菓
子
屋
冥
利
に
尽
き
る
と
思
い
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
い
ま
す
。

　
水
羊
羹
は
さ
ら
っ
と
し
た
食
感
で
夏
に
は
の
ど
越
し
の
い

い
お
菓
子
で
す
が
、
そ
れ
を
涼
や
か
に
風
情
の
あ
る
青
竹
の

節
を
活
か
し
て
お
作
り
す
る
竹
流
し
水
羊
羹
は
夏
の
御
茶
席

に
い
い
涼
感
を
も
た
ら
せ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。
籠
に
竹

笹
を
敷
い
て
少
し
霧
吹
き
で
水
打
ち
し
て
お
出
し
す
る
と
な

お
涼
感
が
増
し
ま
す
。
お
客
様
に
お
出
し
す
る
前
に
竹
の
節

に
き
り
で
羊
羹
が
竹
を
抜
け
る
空
気
穴
を
作
っ
て
お
く
の
が

寛
容
で
す
。

　
今
年
の
俵
屋
吉
富
夏
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
表
紙
の
た
め
に
創
作
し
た
の
が
、「
し

ゃ
ん
ぼ
ん
玉
」
と
い
う
お
菓
子
で
す
。
何
か
新
し
い
お
菓
子

を
と
白
い
軽
羹
に
色
々
な
色
の
水
玉
を
浮
か
せ
る
こ
と
で
少

し
可
愛
ら
し
い
夏
の
お
菓
子
と
な
り
ま
し
た
。

　「
夏
簾
」
は
筋
の
入
っ
た
ガ
ラ
ス
の
上

に
寒
天
を
流
し
込
ん
で
白
あ
ん
に
巻
い
た

お
菓
子
で
す
。
寒
天
の
透
き
と
お
っ
た
透

明
感
を
白
あ
ん
に
巻
き
込
む
こ
と
で
こ
ち
ら
も
見
た
目
の
涼

感
を
演
出
し
て
い
ま
す
。
少
し
冷
や
し
て
お
客
様
に
お
出
し

す
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
キ
ュ
ー
ブ
」
と
名
付
け
た
お
菓
子
は
元
々
七
代
目
の
石

原
留
治
郎
が
寒
天
に
餡
玉
を
浮
か
せ
た
お
菓
子
を
考
案
し
て

い
た
の
を
十
代
目
と
な
る
息
子
が
ア
レ
ン
ジ
し
て
色
々
な
色

の
餡
に
し
て
仕
上
げ
ま
し
た
。

　
次
代
を
超
え
て
少
し
工
夫
す
る
こ
と
で
今
の
楽
し
み
方
を

す
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
御
茶
席
で
お
菓
子
鉢
に
色
と
り

ど
り
の
お
菓
子
が
盛
ら
れ
て
き
た
ら
い
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
に
な

る
と
想
像
し
て
も
笑
顔
に
な
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
暑
い
夏
に
は
暑
い
夏
な
り
の
楽
し
み
方
を
お
菓
子
で
も
で

き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
お
菓

子
で
い
い
夏
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。

水羊羹
夏簾

しゃぼん玉キューブ
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《
特
別
編
》

「
波
紋
」�

植
昭
　
長
岡
造
園
　
長
岡
秀
晃

　
「
本
来
無
一
物
」
を
表
現
し
た
表
方
丈
庭
園
と
、
松
や
モ
ミ
ジ
の
植
栽
を
配
し

た
開
山
堂
庭
園
。

　

雰
囲
気
は
全
く
違
う
両
庭
園
で
す
が
、
ど
ち
ら
に
も
白
砂
が
あ
り
波
紋
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
寺
で
目
に
す
る
「
波
紋
」
の
描
き
方
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　

最
初
に
、
掃
除
と
除
草
を
行
い
ま
す
。
白
砂
の
中
で
は
小
さ
な
草
や
ゴ
ミ
も
目

立
つ
の
で
し
っ
か
り
取
り
去
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
次
に
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
で

使
う
物
と
似
た
ト
ン
ボ
で
白
砂
を
平
ら
に
均
し
ま
す
。
平
ら
に
均
す
こ
と
で
、
波

紋
を
描
く
た
め
の
白
い
「
キ
ャ
ン
バ
ス
」
が
完
成
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
波
紋
描
き
を
使
っ
て
線
を
描
い
て
い
き
ま
す
。
波
紋
描
き
は
ト
ン
ボ

に
鉄
の
歯
を
つ
け
た
も
の
や
、
全
て
木
で
出
来
た
も
の
な
ど
様
々
な
形
が
あ
り
ま

す
。
弊
社
で
使
用
し
て
い
る
の
は
鉄
の
歯
を
付
け
た
タ
イ
プ
の
も
の
で
す
。
少
し

自
重
を
重
く
す
る
こ
と
で
白
砂
へ
の
食
い
つ
き
が
よ
く
、
し
っ
か
り
と
し
た
線
を

描
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
線
を
描
く
と
き
は
直
線
を
描
い
て
か
ら
曲
線
を

描
き
ま
す
。
直
線
は
す
ぐ
に
歪
ん
で
し
ま
う
た
め
難
易
度
が
高
く
、
雑
念
を
な
く

し
て
集
中
し
て
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

表
方
丈
・
開
山
堂
と
も
に
荘
厳
な
建
物
を
引
き
立
て
る
よ
う
に
、
奇
を
て
ら
う

こ
と
な
く
シ
ン
プ
ル
な
模
様
で
仕
上
げ
て
あ
り
ま
す
。
基
本
は
直
線
の
み
で
、
景

石
や
築
山
の
周
り
は
打
ち
寄
せ
る
波
を
表
現
し
た
曲
線
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

相
国
寺
の
庭
園
の
波
紋
は
毎
日
描
き
直
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
拝
観
等
の

際
に
波
紋
を
描
く
作
業
を
見
か
け
た
ら
、
珍
し
い
も
の
が
見
ら
れ
た
と
思
っ
て
少

し
足
を
止
め
て
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　晴れた日は太陽光が白砂に反射して白さが
増して見えます。描いた線が見にくくなるた
め、晴れた日の方が曇りの日よりも波紋を描
く難易度が上がります。中でも真夏の晴れた
日は光も強く、本当に難しいです。

相
国
寺
に
残
る

ガ
ラ
ス
乾
板
⑥

「
放ほ

う

生じ
ょ
う

池ち

・
蓮
」

 
解
説
◎
柴
田
明
蘭

　

六
回
目
は
、総
門
を
入
っ
て
直
ぐ
左
手（
前

号
で
紹
介
し
た
勅
使
門
の
内
側
）
に
広
が
り

六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
葉
を
増
や
し
、
花

を
咲
か
す
「
放
生
池
」
の
蓮
の
写
真
で
す
。

昔
の
写
真
を
見
る
と
池
一
面
に
蓮
の
葉
が
生

い
茂
っ
て
い
ま
す
が
、
今
は
蓮
を
鉢
に
入
れ

た
も
の
を
池
の
各
所
に
バ
ラ
ン
ス
良
く
お
い

て
、
蓮
が
増
殖
し
て
池
を
覆
わ
な
い
よ
う
に

管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

波紋描き作業

　
こ
れ
が
相
国
寺
の
放
生
池
⁉
と
疑
い
た
く
な
る
ぐ
ら
い

蓮
の
葉
が
鬱
蒼
と
池
を
覆
い
、
今
回
の
再
現
撮
影
は
池
の

ど
の
方
向
か
ら
撮
影
さ
れ
た
の
か
を
特
定
す
る
の
が
非
常

に
困
難
で
し
た
。

　
撮
影
さ
れ
た
場
所
を
特
定
す
る
の
に
最
近
話
題
の
Ａ
Ｉ

（
人
工
知
能
）
処
理
に
よ
っ
て
、
カ
ラ
ー
画
像
処
理
を
施

し
た
結
果
、
白
黒
写
真
で
は
気
付
か
な
か
っ
た
池
の
中
央

に
架
か
る
天
界
橋
の
一
部
や
普
廣
院
の
南
端
外
壁
ら
し
き

も
の
を
確
認
（
写
真
赤
丸
印
）
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
時

の
撮
影
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　蓮は自然増殖しないように鉢に入れられた状態
で池に沈められて管理されているので、花が咲く
時期になっても天界橋をや水面を覆うことは無く
寺の景観を保ち、訪れる人に涼を誘います。
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相
国
寺
派
寺
院
各
位
、
檀
信
徒
及
び
相
国
会
会
員
の
皆
様
、
暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
は
本
年
四
月
末
を
も
っ
て
三
期
目
の
宗
務
総
長
と
し
て
の
任
期
を
無
事
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
私
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
寺
務
局
を
は
じ
め
、
相
国
寺
派
、
関

係
者
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
れ
に
先
立
つ
三
月
の
定
期
宗
会
で
さ
ら
に
引
き

続
き
四
期
目
の
宗
務
総
長
に
選
出
い
た
だ
き
ま
し
た
。
又
、
承
天
閣
美
術
館
館
長
、
慈
照
寺
住

職
の
要
職
も
合
わ
せ
て
兼
務
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
本
来
な
ら
次
世
代
へ
と
引
き
継
ぐ
べ

き
要
職
で
す
が
、
こ
の
三
年
間
停
滞
し
て
い
た
諸
活
動
を
滞
り
な
く
引
き
継
ぐ
た
め
に
も
、
や

り
残
し
た
諸
施
策
の
完
遂
は
私
の
責
任
と
考
え
、
そ
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、

全
力
で
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

こ
こ
三
年
間
余
り
に
わ
た
り
、
猛
威
を
振
る
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
私
た

ち
の
社
会
生
活
や
経
済
活
動
に
大
き
な
制
限
と
停
滞
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
我
が
相
国
寺
に
お

い
て
も
、
大
き
く
活
動
が
制
限
さ
れ
、
計
画
し
て
い
た
諸
事
業
も
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
や
り

残
し
た
こ
と
に
対
し
て
力
及
ば
ず
忸
怩
た
る
思
い
で
す
。

　

今
年
に
入
り
よ
う
や
く
収
束
の
兆
し
が
見
え
始
め
、
本
年
五
月
か
ら
五
類
感
染
症
へ
と
そ
の

対
応
が
見
直
さ
れ
、
感
染
症
対
策
は
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
よ
う
や
く
世
界
は
通

常
の
活
動
が
再
開
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
相
国
寺
派
の
活
動
に
お
い
て
も
、
縮
小
傾
向
に
あ
っ
た

諸
行
事
を
再
開
し
、
諸
事
業
も
完
成
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

こ
の
三
年
間
の
経
験
で
危
機
管
理
の
重
要
性
を
痛
感
し
ま
し
た
が
、
世
界
は
さ
ら
な
る
感
染

症
や
紛
争
の
危
機
の
可
能
性
を
孕
ん
で
お
り
、
一
難
去
っ
て
安
心
と
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ

ん
。
想
像
力
と
意
識
を
さ
ら
に
深
め
こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
事
態
に
対
し
て
危
機
管
理
に
備
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

御
挨
拶�

宗
務
総
長
　
佐
分
宗
順
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こ
の
三
年
間
の
コ
ロ
ナ
禍
で
、
そ
の
必
要
性
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
リ
モ
ー
ト
会
議
の
推
進

に
よ
る
業
務
の
効
率
化
や
、
財
務
諸
表
や
様
々
な
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
不
正
な
取
り
扱

い
の
防
止
、
デ
ー
タ
の
紛
失
や
意
図
的
な
廃
棄
、
改
ざ
ん
の
防
止
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の

普
及
等
へ
対
応
な
ど
、
信
教
の
自
由
や
政
教
分
離
、
宗
教
の
尊
厳
を
担
保
し
た
上
で
こ
れ
ら
社

会
変
化
に
対
応
す
べ
く
具
体
的
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

ま
た
承
天
閣
美
術
館
に
お
い
て
は
来
年
創
建
四
十
周
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
今
ま
で
取
り

組
ん
で
き
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
完
成
と
宝
物
の
Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
（Radio Frequency Identifica-

tion　

電
波
な
ど
に
よ
り
非
接
触
で
情
報
を
読
み
書
き
す
る
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
る
収
蔵
庫
出
入

の
管
理
シ
ス
テ
ム
の
完
成
が
間
近
で
す
。
そ
し
て
承
天
閣
所
蔵
品
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
理
を

お
願
い
し
た
高
橋
範
子
相
国
寺
学
芸
統
括
に
は
、
承
天
閣
美
術
館
所
蔵
什
物
群
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
構
造
と
そ
の
特
質
、
歴
史
を
ま
と
め
て
発
表
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
こ
れ
が
完
成
す
れ

ば
、
有
馬
賴
底
管
長
か
ら
託
さ
れ
た
承
天
閣
美
術
館
の
整
理
と
引
き
継
ぎ
と
い
う
、
重
要
な
責

任
の
一
端
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
相
国
寺
史
編
纂
室
に
お
け
る
史
料
（
三
山
お
よ
び
塔
頭
の
古
文
書
類
お
よ
び
そ
の
他

の
什
物
）
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
統
一
的
に
管
理
し
、
研
究
を
発
展
的
に
進
め
る
た
め
に
利
用
の

便
宜
を
図
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

託
さ
れ
た
私
の
任
期
中
に
計
画
し
た
業
務
が
実
現
で
き
る
よ
う
力
を
注
い
で
参
り
ま
す
の
で

引
き
続
き
皆
様
の
さ
ら
な
る
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

　

猛
暑
の
中
、
ど
う
か
ご
自
愛
い
た
だ
き
、
ご
健
勝
に
て
ご
活
躍
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
念
い
た
し

ま
す
。

U R L　https: //www. shokoku-ji. jp
E-mail    kyogaku@shokoku-ji . jp（教学部）

本誌『円明』のバックナンバーについて、
平成20年夏発行の第90号以降は、
相国寺派ホームページ内でご覧いただくことが出来ます。
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ま
ず
、
逸
見
昌
経
公
生
誕
五
百
年
祭
及
び
記
念

行
事
で
あ
る
高
浜
町
郷
土
資
料
館
春
季
特
別
展

「
伊
藤
若
冲
と
若
狭
の
禅
僧
」
開
催
記
念
講
演
会

に
お
き
ま
し
て
は
、
関
係
各
所
の
皆
様
に
ご
協
力

賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

と
く
に
大
本
山
相
国
寺
、
承
天
閣
美
術
館
、
第

四
教
区
若
狭
相
国
会
、
有
馬
賴
底
管
長
猊
下
を
は

じ
め
、
大
光
明
寺
住
職
矢
野
謙
堂
師
に
は
、
大
変

貴
重
な
伊
藤
若
冲
の
掛
け
軸
を
出
陳
い
た
だ
き
、

さ
ら
に
講
演
会
で
も
高
浜
町
文
化
会
館
ホ
ー
ル
が

満
席
の
中
、
若
冲
と
相
国
寺
の
関
係
に
つ
い
て
わ

か
り
や
す
く
お
話
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
逸
見
昌
経
公
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な

の
か
。
簡
単
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

逸
見
駿
河
守
昌
経
（
一
五
二
二
～
一
五
八
一
）

は
高
浜
城
主
と
し
て
高
浜
を
治
め
た
領
主
で
、
若

狭
守
護
武
田
氏
に
仕
え
た
武
将
で
し
た
。
の
ち
に

三
好
長
慶
や
織
田
信
長
に
仕
え
、
天
正
九
年
（
一

五
八
一
）
二
月
二
十
三
日
に
京
都
で
行
わ
れ
た
馬

揃
え
（
現
代
の
軍
事
パ
レ
ー
ド
）
に
織
田
信
長
の

重
臣
で
あ
っ
た
柴
田
勝
家
や
明
智
光
秀
ら
と
と
も

に
若
狭
衆
の
一
番
隊
と
し
て
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
約
一
か
月
後
に
昌
経
は
病
死
し
ま
す
。

　

園
松
寺
と
昌
経
公
の
関
係
で
す
が
、
園
松
寺
の

前
身
で
あ
る
昌
福
寺
（
一
五
八
一
）
の
開
基
で
帰

依
を
受
け
た
永
門
如
是
（
？
～
一
六
〇
六
・
園
松 「若冲と相国寺」と題して記念講演を行う矢野謙堂師

開基逸見昌経公のお像

園松寺境内にある昌経公の供養塔

逸へ
ん

見み

昌ま
さ

経つ
ね

公
生
誕
五
百
年
祭

特
別
寄
稿

園
松
寺
住
職　

本
田
真
人
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寺
開
祖
）
が
命
を
受
け
、
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
残

念
な
が
ら
昌
福
寺
は
焼
失
し
ま
し
た
が
、
高
浜
城

主
佐
々
義
勝
（
？
～
一
六
一
四
）
の
帰
依
を
受
け

た
湖
岳
周
繁
（
？
～
一
六
五
二
・
園
松
寺
第
三
世
）

が
今
の
地
に
寺
地
を
移
転
さ
せ
、
寺
号
を
そ
の
地

形
に
な
ぞ
ら
え
て
中
嶋
山
園
松
寺
（
一
六
〇
七
）

と
改
称
し
、
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

　

園
松
寺
と
し
ま
し
て
は
、
そ
の
遺
徳
を
偲
び
毎

年
四
月
二
十
六
日
に
大
般
若
経
会
法
要
を
営
み
、

法
類
寺
院
を
は
じ
め
、
縁
故
寺
院
、
若
狭
相
国
会

会
長
、
法
類
寺
院
総
代
、
園
松
寺
檀
信
徒
の
皆
様

に
参
列
し
て
頂
き
お
参
り
し
て
頂
い
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、
若
冲
と
の
関
係
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本

山
相
国
寺
第
百
十
五
世
管
長　

維
明
周
奎
禅
師

（
一
七
三
一
～
一
八
〇
八
）
が
若
冲
に
師
事
し
、

師
弟
関
係
を
築
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

維
明
禅
師
は
、
園
松
寺
の
檀
家
時
岡
右
衛
門
家

は
特
別
に
本
山
よ
り
大
光
明
寺
住
職
矢
野
謙
堂
師
、

本
派
教
学
部
長
の
眞
如
寺
住
職
江
上
正
道
師
、
親

戚
に
あ
た
る
慈
雲
院
副
住
職
中
山
周
真
師
に
出
頭

し
て
頂
き
、
大
般
若
会
法
要
を
賑
や
か
に
営
ま
せ

て
頂
き
ま
し
た
。

　

園
松
寺
歴
代
和
尚
が
脈
々
と
伝
え
て
来
ら
れ
た

園
松
寺
だ
け
の
、
こ
の
特
別
な
行
事
を
今
回
わ
た

く
し
未
熟
者
が
無
事
円
成
で
き
ま
し
た
の
も
皆
様

の
ご
尽
力
の
お
陰
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

が
ご
実
家
で
あ
り
、
維
明
禅
師
を
通
じ
た
ご
縁
が

き
っ
か
け
で
若
冲
展
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

今
回
コ
ロ
ナ
禍
で
四
年
間
中
止
し
て
ご
ざ
い
ま

し
た
が
、
昌
経
公
生
誕
約
五
百
年
と
い
う
年
で
ご

ざ
い
ま
し
た
の
で
、
毎
年
行
っ
て
い
る
逸
見
祭
を

生
誕
五
百
年
記
念
祭
に
代
え
さ
せ
て
頂
き
、
今
年

　

し
か
し
な
が
ら
現
在
、
正
直
肩
の
荷
が
下
り
て

ホ
ッ
と
し
て
お
り
ま
す
（
笑
）。

　

こ
れ
か
ら
も
次
の
世
代
に
も
受
け
繋
い
で
い
け

る
よ
う
に
精
進
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

法要後に「逸見祭によせて」と題して講話をする
江上教学部長

大般若経を転読する僧侶

逸見祭に列席した関係者各位
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円
明
法
話

　

お
初
に
お
目
に
か
か
り
ま
す
。
福
井
県
お
お
い
町

の
善
應
寺
で
住
職
を
務
め
て
お
り
ま
す
、
五
十
嵐
真

吾
と
申
し
ま
す
。
昨
年
二
月
に
当
山
第
三
世
を
拝
命

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
同
年
五
月
に
は
、
檀
家
の
皆
様

や
本
山
、
教
区
の
和
尚
様
方
の
ご
協
力
も
あ
っ
て
、

晋
山
式
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
住
職
に
な
っ
て
一
年
余
り
で
ま
だ

ま
だ
浅
学
非
才
な
私
の
文
章
な
ど
を
、
こ
の
圓
明
に

載
せ
て
い
た
だ
い
て
い
い
も
の
か
、
今
流
行
り
の
Ａ

Ｉ
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
上
手
く
書
く
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
本
山
か
ら
の
ご
依
頼
で
す

の
で
、
こ
れ
も
修
行
と
思
い
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
筆

を
取
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

「
千
里
眼
」
を
誰
も
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で

す
。

　

し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ス
で
は
毎
日
の
よ
う
に
国
内
外

の
戦
争
や
犯
罪
、
不
祥
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
は
他
人
の
目
を
気
に
し
て
評
価
を
競
い
合
い
、

挙
句
の
果
て
に
そ
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
「
炎
上
」
を

狙
っ
て
実
際
に
迷
惑
な
行
為
を
行
う
者
ま
で
出
て
く

る
始
末
で
す
。
住
職
に
な
っ
て
日
の
浅
い
私
が
言
う

の
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
末

法
じ
み
た
世
の
中
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
ま
す
。

　

仏
教
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
に
は
元
々
仏
様
の
よ

う
な
心
が
備
わ
っ
て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
苦
し

む
の
は
、
煩
悩
が
塵
や
垢
と
な
っ
て
そ
れ
を
覆
い
隠

し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
自
然

に
積
も
り
、
浮
き
出
て
く
る
も
の
を
除
く
だ
け
で
も

難
し
い
こ
と
で
す
が
、
現
代
は
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う

に
、
日
々
暮
ら
し
て
い
く
だ
け
で
必
要
以
上
に
情
報

に
晒
さ
れ
、
不
安
を
煽
ら
れ
る
世
の
中
で
す
。
も
は

や
塵
が
積
も
る
と
言
う
よ
り
も
、
パ
ン
パ
ン
に
詰
ま

っ
た
ゴ
ミ
袋
が
溢
れ
ん
ば
か
り
に
押
し
込
め
ら
れ
て
、

　

そ
れ
に
し
て
も
、
Ａ
Ｉ
と
い
う
Ｓ
Ｆ
作
品
の
中
で

し
か
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
な
技
術
が
、
私

た
ち
一
般
人
が
使
え
る
程
の
レ
ベ
ル
で
実
用
化
さ
れ

る
と
は
、
な
に
や
ら
凄
い
時
代
に
な
っ
た
も
の
で
す

ね
。
お
釈
迦
様
が
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
開
か
れ
て

か
ら
二
千
五
百
年
余
り
、
様
々
な
技
術
が
加
速
度
的

に
発
展
し
、
世
の
中
は
見
る
間
に
様
変
わ
り
し
て
参

り
ま
し
た
。
特
に
情
報
化
技
術
の
発
展
は
目
覚
ま
し

く
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
世
界
中

の
出
来
事
を
瞬
時
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な

ど
に
よ
っ
て
、
何
千
何
万
と
い
う
人
々
の
意
見
や
心

情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

ま
さ
に
、
古
く
か
ら
神
仏
の
力
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

ゴ
ミ
屋
敷
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
仏
心
は
奥
に
押
し
込
め
ら
れ
、
い
ざ
掃
除
を
し

よ
う
と
も
、
掃
除
道
具
が
ど
こ
に
あ
る
か
も
分
か
ら

な
い
有
様
で
す
。
昨
今
心
を
病
ん
で
し
ま
う
方
が
多

い
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

私
た
ち
の
よ
う
な
僧
侶
が
頑
張
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
感
じ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
や
昨
今
の
宗
教
関
連
の

事
件
に
よ
っ
て
宗
教
離
れ
は
更
に
加
速
し
て
し
ま
っ

て
お
り
ま
す
が
、
周
り
の
目
や
自
分
の
煩
悩
に
流
さ

れ
な
い
よ
う
、
自
分
の
中
の
仏
心
と
向
き
合
う
仏
教

の
教
え
は
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
現
代
の
状
況

に
こ
そ
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
最
早
自
分
一
人
で

は
掃
除
も
ま
ま
な
ら
な
い
、
掃
除
道
具
も
見
つ
か
ら

ず
、何
か
ら
手
を
付
け
て
い
い
の
か
も
分
か
ら
な
い
、

そ
う
し
た
人
々
が
、
押
し
込
め
ら
れ
た
仏
心
に
少
し

で
も
近
づ
け
る
よ
う
、
仏
様
の
教
え
を
通
じ
て
、
箒

の
一
本
、
塵
取
の
一
つ
に
で
も
な
れ
る
よ
う
に
、
私

も
ま
た
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
の
住
職
に
な
っ
て 

善
應
寺
住
職　

五
十
嵐
真
吾
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「
さ
あ
さ
あ
鯉
の
つ
か
み
ど
り
じ
ゃ　

川
に
入
っ
て
鯉
を
素
手
で
つ
か
ま
え
な
さ
れ　

鐘
が

ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
と
鳴
る
ま
で
に
、
掴
ん
だ
分
は
す
べ
て
お
前
様
の
も
の
じ
ゃ
」

　

時
は
江
戸
時
代
の
中
頃
─
─
眩
し
い
夏
の
陽
が
照
ら
す
四
条
河
原
は
、
中
洲
を
埋
め
尽
く
す

よ
う
に
出
店
が
並
び
、
に
ぎ
や
か
な
売
り
声
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
え
る
。
中
で
も
特
に
威
勢

の
良
い
口
上
が
響
き
渡
る
。

　
「
鯉
は
長
寿
を
経
て
龍
に
な
る
縁
起
の
え
え
魚
。

ま
た
鯉
は
滋
養
も
あ
っ
て
美
味
い
。
元
気
の
な
い

折
に
は
何
よ
り
の
薬
。
さ
あ
さ
あ
縁
起
の
鯉
の
つ

か
み
ど
り
じ
ゃ
ー
」

　

鴨
川
の
水
を
せ
き
と
め
た
即
席
の
い
け
す
に
は
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
の
鯉
が
ぴ
ち
ぴ
ち
と
尾
を
翻
し
な

が
ら
泳
い
で
い
る
。
裸
足
に
な
っ
た
客
ら
は
冷
た

い
川
の
水
に
足
を
つ
け
、泳
ぎ
回
る
鯉
と
戯
れ
る
。

「
鯉
の
つ
か
み
ど
り
」
は
大
人
気
の
商
い
だ
。

　
「
わ
し
も
や
る
ー
」

　

口
上
を
聞
き
つ
け
た
福
太
郎
は
目
を
輝
か
せ
、

お
こ
う
の
手
を
ぐ
い
ぐ
い
引
っ
ぱ
る
。「
あ
き
ま

へ
ん
」
と
言
い
な
が
ら
、
お
こ
う
も
鯉
に
目
が
く

鯉のつかみどり
長田純著「町かどの藝能」より



2425

　

鯉
と
戯
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
鯉
に
遊
ば
れ
た
と
い
う
方
が
正
し
か
っ
た
。
い
け
す
で
転
び

そ
う
に
な
っ
た
福
太
郎
を
支
え
、
お
こ
う
も
盛
大
に
し
り
も
ち
を
つ
い
た
。「
歩
き
と
う
な
い
」

と
駄
々
を
こ
ね
る
福
太
郎
を
背
負
っ
て
帰
っ
た
お
こ
う
は
、
お
か
み
に
大
目
玉
を
く
ら
っ
た
。

　

朝
か
ら
の
雨
が
昼
を
過
ぎ
て
も
降
り
続
い
て
い
る
。
薄
暗
い
座
敷
の
中
央
に
吊
っ
て
あ
る
蚊

帳
の
中
で
は
、福
太
郎
が
よ
う
や
く
寝
息
を
立
て
始
め
た
。「
子
守
だ
け
が
仕
事
と
違
う
え
」「
間

を
惜
し
ん
で
お
働
き
」お
か
み
の
怖
い
顔
を
思
い
出
し
た
お
こ
う
は
蚊
帳
か
ら
そ
っ
と
出
る
と
、

音
を
立
て
な
い
よ
う
に
掃
除
を
始
め
た
。
頬
に

つ
た
う
汗
を
肩
口
の
袖
で
拭
い
な
が
ら
、
丁
寧

に
座
敷
の
隅
々
ま
で
拭
い
て
い
く
。
最
後
は
、

床
の
間
の
大
き
な
這
う
児
人
形
だ
。
這
い
這
い

の
赤
ん
坊
を
か
た
ど
っ
た
そ
の
土
人
形
は
、
福

太
郎
の
た
め
特
別
に
作
ら
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。

な
め
ら
か
な
白
い
肌
に
、
愛
ら
し
く
ぷ
く
ぷ
く

し
た
小
さ
な
手
足
。
切
れ
長
の
目
を
細
め
て
嬉

し
そ
う
に
前
を
見
て
い
る
。
蚊
帳
の
中
で
寝
息

を
立
て
て
い
る
福
太
郎
の
顔
と
そ
っ
く
り
だ
。

ふ
と
、
故
郷
に
い
る
幼
い
弟
妹
の
顔
が
浮
か
ん

ぎ
付
け
だ
。
福
太
郎
と
一
緒
に
な
っ
て
い
け
す
を
覗
き
込
ん
だ
。

　

お
こ
う
が
千
花
屋
に
奉
公
し
て
三
月
が
経
つ
。
千
花
屋
は
寺
町
に
あ
る
組
み
ひ
も
屋
だ
。
組

み
ひ
も
の
他
各
種
様
々
な
糸
を
取
り
そ
ろ
え
、
注
文
を
受
け
て
自
在
に
糸
を
組
み
あ
げ
る
。
昨

年
、
大
黒
柱
で
あ
っ
た
伊
兵
衛
を
急
な
病
で
亡
く
し
て
か
ら
、
若
い
お
か
み
が
数
人
の
職
人
と

共
に
必
死
で
店
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
。

　
「
あ
ん
た
良
か
っ
た
な
あ
。
末
は
女
職
人
や
で
」
女
の
糸
組
職
人
が
幾
人
も
い
る
こ
と
で
名

の
知
れ
た
千
花
屋
に
奉
公
す
る
こ
と
を
近
所
の
小
母
さ
ん
は
喜
ん
で
い
た
が
、
お
こ
う
は
ち
っ

と
も
嬉
し
く
な
か
っ
た
。
お
こ
う
は
ま
だ
七
歳
だ
。
貧
し
い
お
こ
う
の
家
は
、
母
親
が
病
に
伏

せ
た
こ
と
で
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
。
子
だ
く
さ
ん
の
家
族
を
養
う
た
め
、
身
売
り
同
然
の
奉

公
だ
っ
た
。

　

千
花
屋
で
の
お
こ
う
の
仕
事
は
、
嫡
男
福
太
郎
の
子
守
だ
。
四
歳
の
福
太
郎
は
や
ん
ち
ゃ
ざ

か
り
で
片
時
も
じ
っ
と
し
て
い
な
い
。
ど
う
い
う
わ
け
か
お
こ
う
に
懐
き
「
お
こ
う
ー
お
こ
う

ー
」
と
呼
ん
で
は
手
を
引
っ
ぱ
り
、
あ
ち
こ
ち
連
れ
ま
わ
す
。

　
「
ぼ
ん
ち
ゃ
ん
も
じ
ょ
う
ち
ゃ
ん
も
今
日
は
と
く
べ
つ
や
。
お
代
は
か
ま
へ
ん
か
ら
遊
ん
で

い
き
」

　

熱
心
に
い
け
す
を
の
ぞ
き
込
む
二
人
を
見
て
、立
ち
台
の
上
の
親
父
が
笑
顔
で
声
を
か
け
た
。

二
人
は
い
そ
い
そ
と
裸
足
に
な
る
と
、
は
し
ゃ
ぎ
声
を
あ
げ
な
が
ら
逃
げ
回
る
鯉
を
追
っ
た
。

　
「
な
に
え
、
こ
の
生
臭
い
の
は
。
二
人
と
も
び
し
ょ
び
し
ょ
で
。
何
し
て
来
た
ん
ど
す
！
」

這う児人形
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廊
下
を
拭
く
お
こ
う
の
後
ろ
か
ら
、
福
太
郎
が
そ
っ
と
呼
び
か
け
る
。
あ
の
日
か
ら
、
這
う

児
人
形
が
笑
っ
て
追
い
か
け
て
来
る
夢
に
う
な
さ
れ
、
お
こ
う
は
げ
っ
そ
り
と
な
っ
た
。
顔
色

悪
く
よ
ろ
よ
ろ
し
て
い
る
様
子
が
、
福
太
郎
は
心
配
な
の
だ
。

　
「
お
こ
う
、
鯉
た
べ
た
ら
元
気
出
る
？
」

　
「
出
え
し
ま
へ
ん
」

　

お
こ
う
は
福
太
郎
を
避
け
る
よ
う
に
掃
除
を
続
け
た
。
人
形
と
そ
っ
く
り
の
顔
を
見
る
の
が

怖
か
っ
た
。
遠
く
で
福
太
郎
を
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
る
。
福
太
郎
は
ち
ょ
っ
と
の
間
迷
っ
て
い
た

が
、
声
の
方
へ
と
駆
け
て
行
っ
た
。
無
心
に
廊
下
を
拭
い
て
い
た
お
こ
う
は
、
例
の
座
敷
の
前

に
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
胸
が
ど
く
ど
く
と
早
鐘
を
打
ち
、
体
が
ぶ
る
ぶ
る
震
え
だ
し
た
。

　
「
お
こ
う
、
お
つ
か
い
頼
め
る
か
え
」

　

後
ろ
か
ら
急
に
呼
び
か
け
ら
れ
、お
こ
う
は
飛
び
上
が
っ
た
。そ
し
て「
へ
え
！
た
だ
い
ま
！
」

と
叫
ぶ
と
、
お
つ
か
い
の
用
も
聞
か
ず
走
り
出
し
た
。

　

店
を
飛
び
出
し
夢
中
で
走
っ
て
い
た
お
こ
う
は
、
や
が
て
失
敗
に
気
付
い
た
。
恐
ろ
し
い
お

か
み
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
て
、
お
こ
う
は
泣
き
た
く
な
っ
た
。
す
る
と
、

　
「
や
や
が
泣
い
た
ら　

這
う
児
で
あ
や
し　

や
や
が
わ
ろ
た
ら　

這
う
児
と
あ
ぼ
し
ょ

　

這
う
児
は　

や
や
の
身
代
わ
り
児
」

　

子
守
唄
の
よ
う
な
、
優
し
い
唄
声
が
聞
こ
え
た
。
お
こ
う
は
そ
の
声
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
。

軒
下
に
広
げ
ら
れ
た
筵
の
上
に
、
と
て
も
大
き
な
人
が
座
っ
て
い
た
。
芸
商
人
の
お
大
だ
。
お

だ
。
あ
の
子
ら
は
今
も
お
腹
を
空
か
せ
て
る
だ
ろ
う
か
。
お
ら
を
売
っ
た
お
金
で
、
少
し
で
も

美
味
い
も
の
食
べ
て
る
だ
ろ
う
か
…
。
お
こ
う
は
歯
を
食
い
し
ば
っ
た
。
お
ら
た
ち
は
、
こ
ん

な
人
形
買
う
て
も
ら
え
ん
か
っ
た
…
。
な
に
不
自
由
な
く
暮
ら
す
福
太
郎
が
憎
ら
し
く
な
っ
て

く
る
。
思
わ
ず
人
形
を
拭
く
手
に
力
が
入
っ
た
。

　

突
然
、
固
い
は
ず
の
人
形
の
肌
が
く
に
ゃ
っ
と
や
わ
ら
か
く
く
ぼ
ん
だ
。
驚
い
て
人
形
を
取

り
落
と
す
と
、
畳
の
上
に
転
が
っ
た
人
形
が
、
ぎ
こ
ち
な
く
動
き
出
し
た
。
あ
ま
り
の
出
来
事

に
動
け
な
い
で
い
る
お
こ
う
の
目
の
前
で
人
形
は
ゆ
っ
く
り
起
き
上
が
り
、
細
め
て
い
た
目
を

ぱ
か
っ
と
大
き
く
見
開
い
た
。

ひ
ぃ
ぃ
ぃ
ー

遠
の
い
て
い
く
意
識
の
中
で
、
き
ゃ
は
は
と
い
う
楽
し
そ
う
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
た
。

　
「
お
こ
う
、
お
こ
う
、
…
大
丈
夫
ど
す
か
」

　

ゆ
さ
ゆ
さ
と
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
お
こ
う
は
気
が
つ
い
た
。
目
の
前
に
お
か
み
の
顔
が
あ
っ
た
。

お
こ
う
は
お
か
み
に
取
り
す
が
り
、た
っ
た
今
起
こ
っ
た
恐
ろ
し
い
出
来
事
を
必
死
に
訴
え
た
。

が
、
お
か
み
は
疲
れ
た
顔
で
た
め
息
を
つ
き
「
も
う
え
え
。
福
太
郎
は
私
が
見
る
さ
か
い
、
部

屋
で
お
休
み
」
と
言
っ
て
福
太
郎
を
抱
き
上
げ
、
慌
た
だ
し
く
座
敷
を
出
て
行
っ
た
。
福
太
郎

の
「
お
こ
う
ー
」
と
呼
ぶ
声
が
遠
く
な
っ
た
。

　
「
お
こ
う
、
ど
う
し
た
ん
？　

元
気
な
い
ん
？
」
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て
い
る
。
福
太
郎
が
も
し
川
に
行
っ
て
い
た
ら
…

　

店
表
で
「
ぼ
っ
ち
ゃ
ん
！
ど
こ
ど
す
！
」「
ぼ
っ
ち
ゃ
ん
が
い
て
へ
ん
の
ど
す
！
」
と
騒
ぐ

声
が
聞
こ
え
た
。
お
こ
う
は
駆
け
出
し
た
。

　

鴨
川
は
出
店
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
中
洲
も
消
え
て
、
茶
色
く
濁
っ
た
水
が
と
う
と
う
と
流
れ

て
い
た
。
そ
の
流
れ
に
の
み
込
ま
れ
ま
い
と
、
も
が
く
小
さ
な
身
体
が
見
え
た
。

　
「
ぼ
っ
ち
ゃ
ん
！
」

　

お
こ
う
は
夢
中
で
川
に
入
り
福
太
郎
を
追
っ
た
。
精
一
杯
に
伸
ば
し
た
指
の
先
が
、
や
っ
と

福
太
郎
の
着
物
を
つ
か
ん
だ
。
そ
の
と
た
ん
、
足
が
深
み
に
は
ま
っ
た
。
ま
わ
り
に
は
掴
む
も

の
も
無
い
。
お
こ
う
は
抱
き
つ
い
て
く
る
福
太
郎
を
し
っ
か
り
抱
え
た
ま
ま
、
力
の
限
り
手
足

を
動
か
し
た
。

　

そ
の
時
、
お
こ
う
は
も
の
す
ご
い
力
で
川
か
ら
ぐ
い
と
引
っ
ぱ
り
上
げ
ら
れ
た
。
見
あ
げ
る

と
、
お
大
が
い
た
。
お
大
は
福
太
郎
を
小
脇
に
か
か
え
、
反
対
側
の
手
で
お
こ
う
の
襟
首
を
つ

か
み
、
力
強
く
仁
王
立
ち
に
な
っ
て
い
た
。

　

河
原
に
お
ろ
し
て
も
ら
っ
た
福
太
郎
が
「
お
こ
う
ー
」
と
抱
き
つ
い
て
き
た
。
お
こ
う
は
福

太
郎
の
背
中
を
優
し
く
な
で
な
が
ら
「
這
う
児
が
、
這
う
児
が
教
え
て
く
れ
た
ん
や
」
と
お
大

に
訴
え
た
。
お
大
は
深
く
頷
い
て
「
お
こ
う
ち
ゃ
ん
、
え
ろ
お
し
た
な
あ
」
二
人
ま
と
め
て
ぎ

ゅ
う
と
抱
き
し
め
て
く
れ
た
。お
こ
う
は
お
大
の
ふ
く
よ
か
な
胸
に
思
い
き
り
顔
を
う
ず
め
た
。

懐
か
し
い
お
っ
か
さ
ん
の
匂
い
が
し
た
─
─

大
は
可
愛
ら
し
い
小
間
物
や
人
形
を
商
う
、
町
内
で
人
気
の
商
人
だ
。
そ
の
名
の
通
り
大
き
な

女
子
だ
っ
た
。
大
人
で
も
見
上
げ
る
よ
う
な
大
き
な
体
を
窮
屈
そ
う
に
折
り
曲
げ
、
た
く
さ
ん

の
商
品
を
並
べ
た
筵
の
奥
に
か
し
こ
ま
っ
て
正
座
し
て
い
る
。
お
大
は
陰
か
ら
の
ぞ
く
お
こ
う

を
見
つ
け
る
と
笑
顔
に
な
り
「
お
こ
う
ち
ゃ
ん
、
お
い
で
や
す
」
と
話
し
か
け
た
。
お
こ
う
は

思
わ
ず
よ
ろ
よ
ろ
と
踏
み
出
し
、
筵
の
前
に
座
り
込
ん
だ
。
と
た
ん
に
涙
が
と
ま
ら
な
く
な
っ

た
。
お
大
は
優
し
く
頷
き
な
が
ら
、
つ
た
な
い
お
こ
う
の
話
を
最
後
ま
で
聞
く
と
、

　
「
怖
わ
あ
て
、
心
細
お
し
た
な
あ
…
。
け
ど
、
大
丈
夫
ど
す
。
這
う
児
人
形
は
お
子
が
大
好

き
な
ん
え
。
笑
う
た
の
も
、
お
こ
う
ち
ゃ
ん
に
元
気
に
な
っ
て
ほ
し
い
て
し
た
こ
と
ど
す
。
そ

れ
に
な
ぁ
、
這
う
児
さ
ん
は
特
別
大
好
き
な
子
に
だ
け
、
笑
い
か
け
は
る
ん
ど
す
え
」

　

こ
う
言
っ
て
お
大
は
、
い
た
ず
ら
っ
ぽ
い
笑
顔
に
な
っ
た
。

　

お
こ
う
は
そ
っ
と
座
敷
に
入
っ
て
み
た
。
恐
る
恐
る
床
の
間
を
見
る
と
、
前
を
向
い
て
い
る

は
ず
の
人
形
が
ぐ
い
っ
と
首
を
曲
げ
て
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
お
こ
う
は
腰
が
抜
け
た
が
、
そ

の
時
、
福
太
郎
の
声
が
脳
裏
に
響
い
た
。
心
細
そ
う
に
呼
ぶ
声
だ
。
す
る
と
、
人
形
の
顔
が
突

然
泣
き
顔
に
変
わ
り
、
両
手
で
ば
た
ば
た
と
も
が
き
始
め
た
。
お
こ
う
は
怖
さ
を
忘
れ
人
形
に

見
入
っ
た
。
お
ら
に
何
か
伝
え
よ
う
と
し
て
る
─
─

　
「
鯉
た
べ
た
ら
元
気
で
る
？
」

　

福
太
郎
の
言
葉
が
甦
り
、
お
こ
う
は
は
っ
と
な
っ
た
。
こ
こ
数
日
の
雨
で
鴨
川
は
水
が
増
し
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本
山
だ
よ
り
（
令
和
四
年
十
一
月
～
令
和
五
年
六
月
）

○
鹿
苑
寺
開
山
忌

　

十
一
月
二
十
一
日
、鹿
苑
寺
（
山
木
雅
晶
執
事
長
）

に
於
い
て
、
開
山
忌
、
続
い
て
開
基
足
利
義
満
公
の

諷
経
が
厳
修
さ
れ
た
。
有
馬
管
長
を
導
師
に
、
小
林

玄
徳
老
大
師
、
佐
分
宗
務
総
長
は
じ
め
相
国
寺
一
山

な
ら
び
に
縁
故
寺
院
尊
宿
に
よ
り
諷
経
が
な
さ
れ

た
。

　

昨
年
ま
で
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
行
事
が
縮
小
さ
れ
て

い
た
た
め
、
三
年
ぶ
り
の
一
山
揃
っ
て
の
開
山
忌
出

頭
と
な
っ
た
。

○
本
山
消
防
設
備
講
習
、
救
命
講
習

　

一
月
二
十
四
日
、
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
二
階
講

堂
に
於
い
て
、
京
都
市
消
防
局
上
京
消
防
署
の
指
導

に
よ
り
、
消
防
設
備
講
習
並
び
に
救
命
講
習
が
実
施

さ
れ
た
。
模
擬
消
火
器
や
屋
内
消
火
栓
を
使
用
し
て

の
講
習
を
行
い
、
実
際
の
火
事
の
際
ど
う
動
く
べ
き

か
を
学
ん
だ
。

　

続
い
て
救
命
講
習
と
し
て
、
現
状
確
認
や
心
肺
蘇

生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
方
等
、
要
救
護
者
へ
の

対
処
法
を
学
習
し
た
。

　

当
日
は
鹿
苑
寺
、
慈
照
寺
職
員
も
参
加
し
、
三
山

あ
わ
せ
て
防
火
、
防
災
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

 

（
巻
頭
カ
ラ
ー
６
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）

○
本
山
涅
槃
会

　

二
月
十
五
日
、
本
山
法
堂
に
於
い
て
、
涅
槃
会
法

要
が
厳
修
さ
れ
た
。

　

涅
槃
会
と
は
、
お
釈
迦
様
の
亡
く
な
ら
れ
た
日
に

行
わ
れ
る
法
要
で
、
当
日
は
お
釈
迦
様
の
亡
く
な
ら

れ
た
際
に
、
様
々
な
生
き
物
が
集
い
嘆
き
悲
し
ん
だ

と
の
故
事
に
ち
な
ん
だ
、
大
き
な
涅
槃
図
の
掛
け
軸

が
掛
け
ら
れ
た
。

【
お
さ
だ
塾
自
主
公
演
の
お
知
ら
せ
】

『
町
か
ど
の
藝
能
』
そ
の
47

　

江
戸
時
代
─
「
都
」
で
あ
っ
た
京
の
町
な
か
は
、
全
国
か
ら
上
っ
て
き
た
都
見
物
の
旅
人
で
に
ぎ
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
己
の
持
ち
芸
で
も
っ
て
商
い
を
す
る
芸
商
人
に
と
っ
て
、
京
の
町
か
ど
、
四
条
河
原
や
社

寺
の
境
内
は
、
京
の
町
衆
や
旅
人
を
お
客
さ
ん
に
し
て
の
檜
舞
台
で
し
た
。

　

華
麗
な
芸
の
華
が
日
々
咲
き
競
っ
て
い
た
京
の
町
か
ど
で
、
互
い
に
研
鑽
し
、
し
の
ぎ
を
削
っ
た
芸
商

人
た
ち
─

　

そ
ん
な
芸
商
人
の
芸
と
商
い
を
、
劇
場
で
ご
ゆ
っ
く
り
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
十
一
月
三
日
（
金
・
祝
）

　
　
　
　
　
　
　

四
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　

五
日
（
日
）

於
・
京
都
府
立
文
化
芸
術
会
館　

三
階
和
室

お
問
い
合
わ
せ
／
お
さ
だ
塾

　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
七
五
）
四
三
一
─
六
六
八
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／http://w

w
w
.osada-jyuku.com

※
昨
年
皆
様
の
お
力
添
え
の
御
陰
で
自
主
公
演
『
町
か
ど
の
藝
能
』
公
演
を
再
開
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

皆
様
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
心
に
こ
れ
か
ら
も
一
歩
ず
つ
歩
ん
で
参
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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令
和
四
年
度
定
期
宗

会
が
開
催
さ
れ
た
。

各
教
区
よ
り
登
山
の

宗
会
議
員
、
評
議
会

議
長
、
鹿
苑
寺
・
慈

照
寺
各
代
表
、
内
局

員
全
員
の
計
十
六
名

が
出
席
し
、
審
議
が

行
わ
れ
た
。
開
会
前

に
は
大
光
明
寺
に
て
、

宗
会
議
員
が
管
長
に

相
見
し
た
。

　

当
日
の
審
議
に
於

い
て
、
佐
分
宗
順
師

（
豊
光
寺
住
職
）
の

次
期
宗
務
総
長
推
薦

が
承
認
さ
れ
、
宗
制

の
規
定
に
よ
り
、
佐

分
師
の
宗
務
総
長
続

投
が
確
定
し
た
。

○
臨
黄
教
化
研
究
会

　

二
月
十
六
、
十
七
日
、
花
園
大
学
に
於
い
て
、
臨

黄
教
化
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。
昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍

中
で
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
参
加

人
数
の
上
限
は
あ
っ
た
も
の
の
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
と

ほ
ぼ
同
様
の
日
程
で
あ
っ
た
。
本
派
か
ら
は
教
区
順

に
有
浦
宗
健
師
（
第
一
教
区
長
得
院
副
住
職
）、
中

山
周
真
師
（
同
慈
雲
院
副
住
職
）、阪
口
大
航
師
（
第

二
教
区
無
礙
光
院
副
住
職
）、
加
藤
幹
人
師
（
第
四

教
区
南
陽
寺
住
職
）
の
四
名
が
出
席
し
、
研
鑽
を
積

ん
だ
。
ま
た
開
講
式
に
は
佐
分
宗
務
総
長
が
、
開
閉

講
式
と
各
班
に
分
か
れ
て
討
論
す
る
分
科
会
に
は

江
上
教
学
部
長
が
出
席
し
た
。

　

開
講
式
の
後
、
横
田
南
嶺
老
大
師
（
円
覚
寺
派
管

長
・
花
園
大
学
総
長
）、
佐
藤
泰
之
氏
（
大
和
証
券

株
式
会
社
法
人
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
副
部
長
）
の

講
演
を
受
講
し
た
。
講
演
後
は
各
班
に
分
か
れ
、
今

回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
コ
ロ
ナ
禍
の
現
状
と
未
来
─

我
々
の
あ
り
方
を
考
え
る
─
」
に
関
し
て
議
論
を
行

っ
た
。

○
臨
済
宗
連
合
各
派
布
教
師
特
別
研
修
会
な
ら
び
に

理
事
会

　

二
月
二
十
六
日
よ
り
二
十
八
日
ま
で
、天
龍
寺（
京

都
市
右
京
区
）
に
於
い
て
臨
済
宗
連
合
各
派
布
教
団

本
部
「
布
教
師
特
別
研
修
会
」
が
開
催
さ
れ
、
初
日

の
開
講
式
と
理
事
会
に
は
佐
分
宗
務
総
長
と
江
上
教

学
部
長
が
、
最
終
日
の
閉
講
式
に
は
江
上
教
学
部
長

が
出
席
し
た
。

　

ま
た
研
修
会
に
は
、
本
派
布
教
師
有
資
格
者
よ
り

教
区
順
に
平
塚
景
山
師（
第
一
教
区
養
源
院
副
住
職
）、

佐
々
木
奘
堂
師
（
第
三
教
区
天
正
寺
住
職
）
の
二
名

が
参
加
し
、
四
年
ぶ
り
に
再
開
さ
れ
た
令
和
五
年
の

巡
教
に
む
け
て
研
鑽
を
積
ん
だ
。

○
禅
文
化
研
究
所
理
事
会

　

三
月
七
日
、禅
文
化
研
究
所
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

佐
分
宗
務
総
長
と
久
山
財
務
部
長
が
出
席
し
た
。

○
定
期
宗
会

　

三
月
十
日
、
相
国
寺
寺
務
棟
桂
芳
軒
に
於
い
て
、

宗会議員管長相見

定期宗会で議事を行う各議員と内局員
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○
彼
岸
供
養
法
要

　

三
月
十
六
日
、
相
国
寺
方
丈
に
於
い
て
、「
春
季

彼
岸
供
養
法
要
」
が
、
京
都
中
央
葬
祭
業
組
合
、
京

都
仏
教
会
の
主
催
に
て
執
り
行
わ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
ウ

会
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
昨
年
ま
で
は
山
内
の
一
部
和

尚
に
て
行
っ
て
い
た
が
、
今
回
よ
り
コ
ロ
ナ
禍
以
前

の
人
員
に
戻
し
、
檀
信
徒
の
参
拝
も
再
開
さ
れ
た
。

○
第
四
教
区
若
狭
少
年
研
修
会

　

令
和
二
年
よ
り
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
さ
れ
て
い

る
若
狭
少
年
研
修
会
で
あ
る
が
、
本
年
も
同
様
の
理

由
に
よ
り
中
止
と
な
っ
た
。

　

来
年
度
は
再
開
の
見
込
み
で
あ
る
。

○
本
山
降ご
う

誕た
ん

会え

　

四
月
八
日
、
相
国
寺
法
堂
に
於
い
て
、
降
誕
会
が

執
り
行
わ
れ
た
。

　

降
誕
会
と
は
、
花
ま
つ
り
と
も
呼
ば
れ
る
、
お
釈

迦
様
の
誕
生
を
祝
う
行
事
で
あ
る
。
出
頭
僧
侶
は
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
お
釈
迦
様
を
模
し
た
誕
生
仏
像

に
産
湯
代
わ
り
の
甘
茶
を
か
け
、
お
釈
迦
様
と
仏
法

の
誕
生
を
祝
っ
た
。

　

尚
、
四
月
一
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
、
特
別
拝
観

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
昨
年
と
同
じ
く
法
話

は
行
わ
ず
、
方
丈
前
に
設
置
さ
れ
た
焼
香
台
に
て
焼

香
い
た
だ
く
形
が
と
ら
れ
た
。

　

宮
城
泰
年
京
都
仏
教
会
常
務
理
事
の
弔
辞
の
後
、

佐
分
宗
務
総
長
を
導
師
に
法
要
が
執
り
行
わ
れ
、
昨

秋
か
ら
の
半
年
間
に
京
都
市
・
宇
治
市
で
亡
く
な
ら

れ
た
方
の
遺
族
や
関
係
者
が
、
故
人
の
冥
福
を
祈
っ

た
。

○
臨
済
宗
連
合
各
派
布
教
団
本
部
・
布
教
師
巡
教

　

令
和
五
年
度
の
定
期
巡
教
が
行
わ
れ
、
本
派
布
教

師
の
佐
々
木
奘
堂
師
（
第
三
教
区
天
正
寺
住
職
）
が

三
月
十
六
日
、
福
岡
県
の
南
禅
寺
派
一
か
寺
を
、

平
塚
景
山
師
（
第
一
教
区
養
源
院
副
住
職
）
が
三
月

十
九
日
よ
り
五
日
間
、
鹿
児
島
県
、
宮
崎
県
の
相
国

寺
派
七
か
寺
を
巡
教
し
、
檀
信
徒
へ
そ
れ
ぞ
れ
布
教

を
行
っ
た
。

○
相
国
寺
春
季
彼
岸
会

　

三
月
二
十
一
日
、
大
通
院
に
於
い
て
、
春
季
彼
岸

降誕会法要で灌
かん

仏
ぶつ

する小林老大師方丈にも花御堂を出し拝観者に甘茶をかけて頂いた

彼岸供養法要の会場
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令
和
四
年
度
事
業
報
告
、令
和
四
年
度
決
算
報
告
、

令
和
五
年
度
事
業
計
画
案
、
令
和
五
年
度
「
相
国
会

本
部
研
修
会
」
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
度
予
算
案
の

五
つ
の
議
案
に
つ
い
て
採
決
し
、
そ
れ
ぞ
れ
承
認
可

○
相
国
会
本
部
役
員
会

　

五
月
二
十
四
日
、
本
山
寺
務
棟
二
階
に
お
い
て
、

令
和
五
年
度
相
国
会
本
部
役
員
会
が
、
昨
年
に
続
き

オ
ン
ラ
イ
ン
も
併
用
し
て
開
催
さ
れ
た
。

公
開
中
の
方
丈
に
、
誕
生
仏
を
安
置
し
、
拝
観
の
皆

様
に
も
甘
茶
を
か
け
て
お
釈
迦
様
の
誕
生
を
祝
っ
て

い
た
だ
い
た
。

○
前
堂
転
位
式

　

四
月
二
十
一
日
、
開
山
堂
に
於
い
て
、
第
二
教
区

智
蔵
院
（
小
出
量
堂
兼
務
住
職
）
徒
弟
の
井
上
尊
裕

師
の
前
堂
転
位
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
新
住
職
と
し
て

今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

　

拝
塔
偈
は
次
の
如
し
。

吹
上
薫
風
躑
躅
姸

青
々
草
色
一
心
禪

萬
年
山
内
梵
鐘
渉

香
片
漂
處
精
進
專

○
入
制
行
事
・
入
制
開
講
式

　

五
月
一
日
、
本
山
に
て
月
例
の
祝
聖
法
要
の
後
、

相
国
寺
専
門
道
場
に
て
入
制
開
講
式
な
ら
び
に
大
般

若
祈
祷
が
執
り
行
わ
れ
た
。
開
講
式
は
、
感
染
症
対

策
と
し
て
一
山
和
尚
の
出
頭
人
数
制
限
を
し
て
い
た

が
、
今
回
よ
り
解
除
し
執
り
行
わ
れ
た
。

○
慈
照
寺
開
山
忌

　

五
月
二
十
一
日
、
慈
照
寺
（
佐
分
宗
順
住
職
）
で

は
開
山
忌
並
び
に
開
基
足
利
義
政
公
の
諷
経
が
厳
修

さ
れ
た
。
本
年
は
好
天
に
恵
ま
れ
、
感
染
症
対
策
が

緩
和
さ
れ
た
中
、
有
馬
賴
底
管
長
に
ご
出
頭
い
た
だ

い
た
。
本
山
一
山
や
関
係
寺
院
の
和
尚
、
役
員
ら
関

係
者
が
列
席
し
た
。

井上尊裕師

相国会本部役員会で挨拶する佐分宗務総長

管長に相見する相国会本部理事と顧問
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決
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
本
部
に
複
数
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
相
国

寺
派
の
教
義
や
宗
風
を
記
し
た
『
私
た
ち
の
宗
旨
』

に
つ
い
て
再
発
行
が
承
認
さ
れ
、
今
年
度
内
に
発
行

と
配
布
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

会
議
終
了
後
、
出
席
理
事
・
顧
問
は
大
光
明
寺
に

て
有
馬
管
長
と
相
見
し
、
新
理
事
の
島
田
英
明
氏
へ

委
嘱
状
が
授
与
さ
れ
た
。

　

当
日
出
席
の
相
国
会
理
事
、顧
問
は
左
記
の
通
り
。

 

　

理　

事 
　

顧　

問

第
一
教
区 

松
井　

八
束
穂 
澤　
　

宗
泰

第
二
教
区 

波
多
野　

外
茂
治 

久
山　

弘
祐

第
三
教
区 

圡
倉　

忠
彦 

梶
谷　

承
忍

第
四
教
区 

伊
藤　
　

彰 

木
下　

雅
教

第
五
教
区 

島
田　

英
明 

加
藤　

文
保

第
六
教
区 

工
藤　

義
信
（
※
） 

田
中　

恵
山

 

（
※
）
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加

　
「
相
国
会
本
部
研
修
会
」
は
平
成
三
十
年
以
来
の

開
催
が
決
定
し
た
。（
詳
細
は
76
ペ
ー
ジ
参
照
）

○
令
和
五
年
度　

相
国
寺
「
春
の
特
別
拝
観
」

　

三
月
二
十
四
日
よ
り
六
月
四
日
ま
で
、
春
期
特 

別
拝
観
と
し
て
法
堂
・
方
丈
・
浴
室
を
公
開
し
、

一
一
、
五
四
一
名
の
参
拝
が
あ
っ
た
。
本
年
は
四
年

ぶ
り
の
「
浴
室
（
宣せ
ん

明み
ょ
う

）」
公
開
に
合
わ
せ
て
、
浴

室
に
安
置
す
る
跋ば
つ

陀だ

婆ば

羅ら

菩
薩
の
御
朱
印
授
与
を
行

っ
た
。

　
「
秋
の
特
別
拝
観
」
は
、
九
月
二
十
六
日
（
火
）

よ
り
十
二
月
十
日
（
日
）
ま
で
、
法
堂
・
方
丈
・
開

山
堂
を
公
開
の
予
定
で
あ
る
。

拝観期間中に授与された「宣明」の御朱印

○
中
国
佛
教
協
会
一
行
、
相
国
寺
ご
来
山

　

六
月
七
日
、
中
国
佛
教
協
会
副
会
長
の
宗
性
法
師

を
は
じ
め
相
国
寺
と
も
交
流
が

あ
る
大
相
国
寺
の
源
野
監
寺
や

駐
大
阪
総
領
事
館
の
薛
領
事
ほ

か
計
二
十
七
名
が
、
相
国
寺
を

表
敬
訪
問
さ
れ
、
境
内
の
天
響

楼
前
で
有
馬
管
長
、
小
林
老
大

師
、
佐
分
宗
務
総
長
を
は
じ
め

本
山
僧
侶
と
臨
黄
合
議
所
の
中

川
事
務
局
長
（
第
二
教
区
大
雲

寺
住
職
）
が
出
迎
え
た
。
有
馬

管
長
と
宗
性
法
師
が
日
中
両
相

国
寺
友
好
の
鐘
撞
き
を
し
た
後
、

法
堂
で
中
国
式
の
諷
経
を
し
て

い
た
だ
い
た
。

　

承
天
閣
美
術
館
で
「
女
性
と

仏
教
」
展
を
ご
観
覧
後
、
二
階

講
堂
で
小
林
老
大
師
、
佐
分
宗

務
総
長
の
歓
迎
挨
拶
、
宗
性
法

師
、
薛
領
事
の
挨
拶
が
あ
り
両
国
の
仏
教
交
流
を
は

か
っ
た
。 

（
巻
頭
カ
ラ
ー
２
ペ
ー
ジ
参
照
）大相国寺の心廣法師からの墨蹟を披露する源野監寺
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○
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

「
ご
先
祖
追
善
供
養
」

　

六
月
八
日
よ
り
十
四
日
ま
で
、
相
国
寺
方
丈
に
於

い
て
、
観
音
懺
法
会
「
ご
先
祖
追
善
供
養
」
が
四
年

ぶ
り
に
行
わ
れ
、
期
間
中
に
伊
藤
若
冲
筆
の
「
動ど
う

植し
ょ
く

綵さ
い

絵え

（
複
製
画
）」
を
公
開
し
、
多
く
の
参
拝
者
に

ご
覧
い
た
だ
い
た
。

○
上
海
玉
佛
寺　

覺
醒
法
師
ご
来
山

　

六
月
十
五
日
、
親
交
が
あ
る
上
海
玉
佛
寺
よ
り
覺

醒
法
師
ご
一
行
が
有
馬
管
長
を
表
敬
訪
問
さ
れ
た
。

有馬管長と談笑する覺醒法師

大光明寺を訪問した玉佛寺御一行

○
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

　

年
中
行
事
の
一
つ
の
「
観
音
懺
法
会
」
が
、
恒
例

に
よ
り
六
月
十
七
日
午
前
七
時
半
よ
り
厳
修
さ
れ

た
。

　

本
年
は
、
相
国
寺
の
「
声し
ょ
う

明み
ょ
う

」
が
方
丈
内
に
響
く

中
、
四
年
ぶ
り
に
法
要
参
拝
者
も
あ
り
、
荘
厳
な
雰

囲
気
に
つ
つ
ま
れ
た
。

　

諸
役
は
次
の
通
り
。

　

◆
役
配  導

師　

宗
秀
塔
主
（
林
光
院
副
住
職
）

香こ
う

華げ　

泰
量
塔
主
（
光
源
院
副
住
職
）

自ず

帰き　

豊
光
大
和
尚

打た

磬け
い　

景
山
座
元
（
養
源
院
副
住
職
）

太
鼓　

賢
明
東
堂
（
是
心
寺
住
職
）

大お
お

鈸ば
ち　

文
紹
座
元
（
光
照
寺
住
職
）

中ち
ゅ
う

鈸ば
ち　

宗
健
座
元
（
長
得
院
副
住
職
）

小こ

鈸ば
ち　

周
真
座
元
（
慈
雲
院
副
住
職
）

維い

那の
う　

普
廣
和
尚

令和５年度「観音懺法会」ご先祖追善供養ご案内

焼香する宗性副会長

法堂で諷経する中国佛教協会一行
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◆
毎
月
第
二
・
第
四
日
曜
日
開
催

（
※
一
月
第
二
、
八
月
第
二
・
第
四
、
十
二
月
第
四
日
曜
日
は
休
会
で
す
）

　

※
行
事
等
の
為
、
予
告
な
く
休
会
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

相
国
寺
の
維
摩
会
は
、
明
治
時
代
に
当
時
の
第
一
二
六
世
荻お
ぎ

野の

独ど
く

園お
ん

住
職
が
、
主
に
在
家
を
対
象
と
し
て
始
め

た
坐
禅
会
で
あ
り
、
以
来
歴
代
の
相
国
寺
住
職
が
指
導
に
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。
第
二
次
大
戦
中
よ
り
戦
後
昭

和
三
十
八
年
頃
ま
で
は
、
相
国
寺
塔
頭
大
光
明
寺
で
開
催
さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
再
び
本
山
で
の
開
催
と
な
り
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

維
摩
会
の
名
称
の
由
来
は
、
経
典
『
維ゆ
い

摩ま

経き
ょ
う

』
の
主
人
公
で
、
在
家
で
あ
り
な
が
ら
釈
迦
の
弟
子
と
な
っ
た
古

代
イ
ン
ド
の
維
摩
居
士
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

会　

場
：
相
国
寺　

本
山
大
書
院

時　

間
：
午
前
九
時
よ
り
十
一
時
迄

内　

容
：
坐
禅
（
九
時
～
十
時
半
）

　
　
　
　

法
話
（
十
時
半
～
十
一
時
）

注
意
点
： 

当
日
は
八
時
五
十
分
ま
で
に
必
ず
お
集
ま
り
下
さ
い
。
十
人
以
上
で
参
加
の
際
は
、
前
日
ま
で
に
電

話
連
絡
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
（
電
話
〇
七
五-

二
三
一-

〇
三
〇
一
）

　
　
　
　

 

先
着
順
に
受
付
し
、
満
員
の
場
合
は
や
む
な
く
お
断
り
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
下
さ
い
。

威　

儀
： 

服
装
は
楽
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。
肌
の
露
出
が
多
い
服
や
フ
ー
ド
付
き
の
上
着
、

ス
カ
ー
ト
、
硬
い
素
材
（
デ
ニ
ム
な
ど
）
は
避
け
て
下
さ
い
。

本
山
維ゆ

い

摩ま

会か
い

坐
禅
会
の
ご
案
内

◆
開
催
予
定
日
（
八
月
、
十
二
月
は
休
会
で
す
）

　

 

令
和
五
年　

九
月
九
日
（
土
）、
十
月
十
四
日
（
土
）、
十
一
月
十
一
日
（
土
） 

令
和
六
年　

一
月
十
三
日
（
土
）、
二
月
十
日
（
土
）、
三
月
九
日
（
土
）

会　

場
：
相
国
寺
東
京
別
院　

方
丈
・
客
殿

時　

間
：
午
前
十
時
半
よ
り
十
一
時
半
迄

内　

容
：
坐
禅
、
茶
礼

威　

儀
： 

服
装
は
楽
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。
肌
の
露
出
が
多
い
服
や
フ
ー
ド
付
き
の
上
着
、

ス
カ
ー
ト
、
硬
い
素
材
（
デ
ニ
ム
な
ど
）
は
避
け
て
下
さ
い
。（
更
衣
室
あ
り
）

※ 

最
新
の
情
報
は
、相
国
寺
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、相
国
寺
東
京
別
院（
電
話
〇
三
─
三
四
〇
〇
─
五
八
五
八
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

東
京
維ゆ

い

摩ま

会か
い

再
開
い
た
し
ま
し
た

東京維摩会会場　方丈・客殿　玄関
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教
区
だ
よ
り

第
一
教
区

○
第
一
教
区
宗
務
支
所
総
会

　

二
月
十
三
日
、

本
山
桂
芳
軒
に
お

い
て
、
第
一
教
区

宗
務
支
所
総
会
が

開
催
さ
れ
た
。

　

第
一
教
区
各
寺

院
住
職
、副
住
職
、

閑
栖
和
尚
計
二
十

名
が
出
席
し
、
前

年
度
会
計
報
告
、

任
期
満
了
に
伴
う

宗
務
総
長
選
挙
に

関
し
て
協
議
が
行

わ
れ
た
。

○
大
光
明
寺
「
出
町
妙
音
弁
財
天
春
季
大
祭
・ 

巳
の
日
法
要
」

　

四
月
二
十
二
日
、
大
光
明
寺
（
矢
野
謙
堂
住
職
）

で
は
飛
び
地
境
内
の
出
町
妙
音
堂
に
お
い
て
春
の
法

要
が
執
り
行
わ
れ
た
。
妙
音
堂
は
伏
見
宮
家
ゆ
か
り

の
弁
財
天
画
像
を
本
尊
と
し
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
後

期
の
公
卿
、西
園
寺
公
衡
（
さ
い
お
ん
じ
き
ん
ひ
ら
）

の
娘
、
寧
子
が
後
伏
見
天
皇
に
お
輿
入
れ
の
際
に
西

園
寺
家
よ
り
伏
見
宮
家
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

寧
子
は
宮
家
の
女
御
で
あ
り
同
時
に
光
厳
天
皇
と

光
明
天
皇
の
実
母
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
後
伏
見
天
皇

が
薨
去
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
菩
提
を
弔
う
た
め
夢
窓

疎
石
を
開
山
と
し
て
伏
見
離
宮
の
一
隅
に
建
立
さ
れ

た
寺
が
大
光
明
寺
で
あ
り
、
相
国
寺
創
建
一
三
九
二

年
よ
り
も
半
世
紀
早
い
一
三
三
九
年
（
暦
応
二
年
）

創
建
で
あ
る
。
以
来
大
光
明
寺
は
伏
見
宮
家
代
々
の

菩
提
寺
で
あ
る
。
相
国
寺
山
内
に
は
元
和
元
年
（
一

第一教区宗務支所総会

六
一
五
）
に
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
移
さ
れ

た
。

　

現
在
妙
音
堂
で
は
春
の
大
祭
と
秋
の
お

火
焚
祭
が
毎
年
行
わ
れ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ

が
下
火
に
な
っ
た
令
和
四
年
の
お
火
焚
祭

よ
り
、一
般
客
も
お
参
り
に
訪
れ
て
い
る
。

五
月
十
一
日
に
は
第
十
一
回
己
の
日
法
要

が
開
催
さ
れ
、
当
日
は
事
前
に
希
望
さ
れ

た
参
拝
客
が
一
人
ず
つ
拝
殿
に
登
壇
し
、

住
職
よ
り
加
持
を
受
け
た
後
、
祈
祷
札
を

授
か
っ
た
。

○
眞
如
寺　

無
外
如
大
尼
生
誕
八
○
○
年

記
念
「
半
僧
坊
大
権
現
御
開
帳
法
要
」

　

五
月
七
日
、眞
如
寺
（
江
上
正
道
住
職
）

に
於
い
て
「
半
僧
坊
大
権
現
御
開
帳
と
法

要
」
が
厳
修
さ
れ
、
合
わ
せ
て
四
年
ぶ
り

に
春
の
特
別
拝
観
も
行
わ
れ
た
。
当
日
は

雨
模
様
で
あ
っ
た
が
、
豊
光
寺
副
住
職
、

林
光
院
副
住
職
に
出
頭
い
た
だ
き
、
当
山

拝殿前で法話する矢野住職

出町妙音堂「巳の日」法要
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勧
請
開
基
無
外
如
大
尼
生
誕
八
〇
〇
年
を
記

念
し
公
開
さ
れ
た
法
堂
内
で
、
は
じ
め
に
如

大
尼
生
誕
八
〇
〇
年
の
諷
経
を
し
た
後
、
圓

通
殿
内
で
大
般
若
祈
祷
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ

に
合
わ
せ
て
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
寄

進
の
大
般
若
経
六
〇
〇
巻
を
入
れ
る「
経
箱
」

十
二
箱
の
修
復
と
大
般
若
経
を
十
巻
ず
つ
綴

じ
る
「
帙
」
の
新
調
も
行
わ
れ
た
。

　

近
年
は
境
内
の
カ
キ
ツ
バ
タ
の
開
花
が
早

ま
っ
て
い
る
が
、
青
も
み
じ
と
共
に
清
涼
な

美
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
、
雨
天
に
も

か
か
わ
ら
ず
多
数
の
参
拝
者
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
五
月
二
十
八
日
か
ら
は
、
如
大
尼
生

誕
八
〇
〇
年
に
合
わ
せ
て
、
相
国
寺
承
天
閣

美
術
館
で
「
禅
寺
に
伝
わ
る
も
の
が
た
り
ー

女
性
と
仏
教
」
展
が
開
催
さ
れ
、
無
外
如
大

尼
を
は
じ
め
所
縁
あ
る
宝
鏡
寺
歴
代
の
尼
門

跡
（
出
家
し
た
皇
女
た
ち
）
関
連
の
什
物
が

出
陳
さ
れ
た
。

第
二
教
区

○
教
区
総
会

　

四
月
二
十
二
日
、
無
礙
光
院
（
阪
口
慈
航
住
職
・

京
都
市
左
京
区
高
野
）
に
お
い
て
、
第
二
教
区
総
会

が
十
一
名
の
出
席
の
も
と
開
催
さ
れ
た
。

　

ま
ず
、
今
年
度
よ
り
宗
会
議
員
並
び
に
宗
務
支
所

長
が
、
竹
林
寺
牛
江
宗
道
師
か
ら
大
應
寺
久
山
弘
祐

師
に
交
代
し
た
。

　

当
日
は
、
諷
経
の
あ
と
会
議
が
行
わ
れ
、
定
期
宗

会
の
報
告
と
、
前
年
度
の
事
業
報
告
・
会
計
報
告
が

な
さ
れ
た
。

第
三
教
区

○
瑞
林
寺
夢
窓
国
師
毎
歳
忌

　

三
月
二
十
六
日
、
瑞
林
寺
（
三
重
県
津
市
片
田
井

戸
町
長
谷
寺
髙
山
宗
親
住
職
兼
務
）
で
は
、
開
山
毎

歳
忌
を
厳
修
し
た
。

　

時
折
春
雨
が
降
り
天
候
不
順
で
あ
っ
た
が
多
く
の

参
詣
者
が
参
列
し
、
本
堂
に
お
い
て
佐
々
木
家
先
祖

供
養
並
び
に
井
戸
町
戦
死
戦
没
者
追
善
供
養
の
後
、

本
堂
前
よ
り
夢
窓
国
師
生
誕
地
記
念
碑
に
向
か
っ
て

大
悲
呪
一
巻
を
読
誦
し
て
国
師
の
遺
徳
を
称
え
た
。

無礙光院で行われた第二教区総会

半僧坊像を前に大般若経御祈祷法要を行う� 撮影：柴田明蘭

眞如寺法堂内如大尼像前での諷経
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に
於
い
て
、
先
代
住
職
の
滝
野
宗
育
尼
和
尚
の
小
祥

忌
法
要
を
厳
修
し
た
。
法
類
寺
院
・
檀
信
徒
多
数
出

席
さ
れ
た
。

第
四
教
区
だ
よ
り

○
壽
奎
寺
斎
会

　

十
一
月
十
日
、
壽
奎
寺
（
中
川
秀
峰
兼
務
住
職
）

○
円
福
寺
斎
会

　

十
一
月
十
七
日
、
円
福
寺
（
田
中
太
眞
住
職
）
に

於
い
て
、
先
代
住
職
田
中
耕
宗
和
尚
の
十
三
回
忌
法

要
（
コ
ロ
ナ
禍
の
為
一
年
延
期
）
を
厳
修
し
た
。
法

類
・
縁
故
寺
院
・
檀
信
徒
多
数
出
席
さ
れ
た
。

○
若
狭
相
国
会　

役
員
会

　

十
一
月
三
十
日
、
眞
乗
寺
に
於
い
て
開
催
。
今
後

の
予
定
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

○
宗
務
支
所　

支
所
会

　

十
二
月
二
十
日
、
眞
乗
寺
に
於
い
て
開
催
。
宗
会

議
員
及
び
宗
務
支
所
長
の
改
選
を
行
っ
た
。

○
若
狭
相
国
会　

役
員
会

　

二
月
七
日
、
眞
乗
寺
に
於
い
て
開
催
。
今
後
の
行

事
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

○
若
狭
相
国
会　

役
員
会

　

四
月
十
日
、
眞
乗
寺
に
於
い
て
開
催
。
令
和
四
年

度
会
計
報
告
、
令
和
五
年
度
予
算
審
議
及
び
総
会
に

つ
い
て
協
議
し
た
。

諷経する円福寺田中太眞住職（右前）ほか僧侶、関係者

雨中夢窓国師記念碑に向かって諷経を行った

当日列席した瑞林寺髙山住職以下関係者一同
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○
養
江
寺
斎
会

　

四
月
十
六
日
、
養
江
寺
（
田

中
太
眞
兼
務
住
職
）に
於
い
て
、

先
代
住
職
佐
藤
心
契
尼
和
尚
小

祥
忌
法
要
を
厳
修
し
た
。法
類
・

縁
故
寺
院
・
檀
信
徒
多
数
出
席

さ
れ
た
。

○
宗
務
支
所　

支
所
会

　

四
月
二
十
五
日
、
眞
乗
寺
に

於
い
て
開
催
。定
期
宗
会
報
告
、

令
和
四
年
度
教
区
収
支
決
算
報

告
を
行
っ
た
。

○
園
松
寺　

逸へ
ん

見み

生
誕
祭

　

四
月
二
十
九
日
、
園
松
寺
に

於
い
て
開
基
逸
見
昌
経
公
生
誕

五
百
年
を
記
念
し
て
「
大
般
若

会
」
を
厳
修
し
た
。
法
要
後
に

は
、
本
派
江
上
正
道
教
学
部
長

養江寺で導師を務めた眞乗寺木下雅教宗務支所長（右）

諷経をする僧侶、関係者

（
眞
如
寺
住
職
）
に
よ
る
昌
経

公
生
誕
五
百
年
記
念
「
逸
見
祭

に
よ
せ
て
」
と
題
し
た
講
話
を

拝
聴
し
た
。

　

翌
三
十
日
に
は
、
高
浜
町
郷

土
資
料
館
春
季
特
別
展
「
伊
藤

若
冲
と
若
狭
の
禅
僧
」（
四
月

二
十
四
日
～
五
月
二
十
八
日
開

催
）
の
関
連
企
画
と
し
て
、
高

浜
町
文
化
会
館
に
於
い
て
、
矢

野
謙
堂
師
（
大
光
明
寺
住
職
）

に
よ
る
記
念
講
演
「
若
冲
と
相

国
寺
」
が
開
催
さ
れ
多
く
の
来

場
者
が
あ
っ
た
。

 

（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）

○
若
狭
相
国
会　

役
員
会

　

五
月
十
日
、
眞
乗
寺
に
於
い

て
開
催
。
総
会
に
つ
い
て
検
討

し
た
。

法要後に話をする園松寺本田真人師
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第
五
教
区

○
雲
州
一
派
第
二
回
住
職
会

　

一
月
三
日
午
前
十
時
よ
り
富
田
寺
で
開
催
。

　

主
な
議
題
と
し
て
令
和
四
年
十
二
月
に
本
山

相
国
寺
よ
り
届
く
令
和
五
年
二
月
六
日
付
け
で

任
期
満
了
と
な
る
宗
会
議
員
と
宗
務
支
所
長
改

選
に
つ
い
て
協
議
を
す
る
。

○
令
和
五
年
雲
州
一
派
年
始
会

　

一
月
三
日
、
第
二
回
住
職
会
終
了
後
に
一
派

年
始
会
を
開
催
。

　

年
始
会
参
加
者
は
、
昨
年
同
様
に
雲
州
一
派

ご
寺
院
さ
ま
、
出
雲
相
国
会
三
役
並
び
に
富
田

寺
護
持
会
三
役
で
行
い
ま
し
た
。
書
院
で
新
年

の
挨
拶
を
交
わ
し
た
後
、
本
堂
に
移
り
初
月
忌

の
御
参
り
を
す
る
。

○
出
雲
相
国
会
・
富
田
寺
護
持
会
合
同
三
役
会

　

一
月
三
日
、
雲
州
一
派
年
始
会
終
了
後
に
富

田
寺
で
開
催
。

　

出
雲
相
国
会
役
員
が
令
和
五
年
四
月
に

行
わ
れ
る
総
会
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な

る
た
め
、
出
雲
相
国
会
の
改
選
を
主
な
議

題
に
令
和
四
年
度
会
計
監
査
及
事
業
報
告

書
等
に
つ
い
て
協
議
を
す
る
。

○
出
雲
相
国
会
三
役
会

　

二
月
十
五
日
午
前
九
時
よ
り
富
田
寺
で

開
催
。

　

出
雲
相
国
会
第
一
回
理
事
会
、
監
査
、

総
会
等
の
日
程
に
つ
い
て
協
議
を
す
る
。

○
出
雲
相
国
会
理
事
会
（
令
和
四
年
度
第

一
回
）

　

三
月
七
日
午
前
十
時
よ
り
富
田
寺
で
開

催
。

　

こ
の
理
事
会
で
は
令
和
五
年
度
の
新
役

員
改
選
を
中
心
に
話
し
合
い
を
致
し
ま
し

た
。
続
い
て
令
和
四
年
度
事
業
と
会
計
の

第五教区出雲相国会理事会

出雲相国会理事会

伊藤会長の発言を聞く参加者

令和５年度第四教区若狭相国会役員会
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報
告
後
、令
和
五
年
度
の
事
業
と
予
算
案
を
提
示
し
、

理
事
皆
様
の
了
承
を
得
る
。

○
令
和
五
年
度
第
一
回
出
雲
相
国
会
総
会

　

四
月
二
十
日
午
前
十
時
よ
り
富
田
寺
で
開
催
。

　

令
和
四
年
度
第
一
回
出
雲
相
国
会
理
事
会
を
受
け

て
令
和
五
年
度
総
会

を
開
く
。
こ
の
総
会

で
新
役
員
の
承
諾
を

得
て
令
和
四
年
度
事

業
・
会
計
と
令
和
五

年
度
事
業
・
予
算
が

承
認
さ
れ
る
。
令
和

五
年
度
よ
り
通
常
通

り
の
事
業
を
行
う
事

と
な
る
。

　

令
和
五
年
度
よ
り

三
年
間
、
新
役
員
は

左
記
の
如
く
な
り
ま

し
た
。

会　

長
：
島
田　

英
明
（
本
誓
寺
）
新
任

副
会
長
：
飯
塚　

明
輝
（
西
光
寺
）
新
任

会　

計
：
内
田　
　

勝
（
富
田
寺
）
新
任

監　

事
：
勝
部　
　

徹
（
東
光
寺
）
新
任

監　

事
：
金
森　

大
融
（
西
光
院
住
職
）
再
任

出雲相国会総会

○
令
和
五
年
度
第
一
回
三
役
会

　

五
月
十
三
日
午
前
十
時
半
よ
り
富
田
寺
で
開
催
。

　

新
役
員
体
制
と
な
り
初
め
て
の
会
合
は
、
早
速
今

後
予
定
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
喫
緊
に
求
め
ら
れ
る

案
件
を
中
心
に
議
論
を
い
た
し
ま
し
た
。
六
月
に
行

う
予
定
の
理
事
会
に
議
案
を
提
出
す
る
た
め
、
坐
禅

会
及
び
本
山
相
国
寺
開
山
忌
団
体
参
拝
等
に
つ
い
て

骨
子
を
作
成
す
る
。

第
六
教
区

　

四
月
二
十
四
日
、
第
六
教
区
住
職
会
が
霧
島
観
光

ホ
テ
ル
に
於
い
て
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
月
に
相
国
寺
に
於
い
て
開
催
さ
れ
た
、
定
期
宗

会
で
の
事
務
等
並
び
に
相
国
会
本
部
役
員
会
の
報
告

に
続
き
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
終
了
後
に
懇
親
会
と

な
っ
た
。

　

当
教
区
は
各
寺
院
が
と
て
も
遠
距
離
な
の
で
、
年

一
度
の
住
職
会
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
今
年

も
有
意
義
な
住
職
会
と
な
っ
た
。

令
和
五
年
度
（
雨
安
居
）　
相
国
僧
堂 

在
錫
者
名
簿

京
都
（
相
国
）
大
通
院
徒　

尾
崎
宗
忍

東
京
（
建
長
）
東
禅
寺
徒　

滝
本
駿
太

京
都
（
相
国
）
大
通
院
徒　

長
尾
謙
伸

◆
訂
正
の
お
知
ら
せ

　

本
誌
第
１
１
９
号
に
次
の
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

62
ペ
ー
ジ
本
文
５
行
目

（
誤
）
松
本
憲
融
導
師
と
し
て

　
　
　
　

↓

（
正
）
松
本
昭
憲
住
職
の
導
師
の
も
と
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教
化
活
動
委
員
会
活
動
報
告 

教
化
活
動
委
員
会
委
員
長　

佐
分
宗
順

研
修
会

【
現
代
問
題
研
究
】

　

京
都
仏
教
会
と
の
合
同
研
究
と
し
て
、
宗
教
の
尊
厳
と
信
教
の
自
由
を
確
保
し
た
上
で
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
算
の

可
能
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
内
部
研
究
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
く

予
定
で
す
。

　

ま
た
旧
統
一
教
会
問
題
で
再
燃
し
た
宗
教
法
人
法
の
見
直
し
等
、
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則
を
毀
損
す
る
よ

う
な
動
き
に
対
し
て
、
他
宗
教
団
体
と
も
連
携
し
て
対
応
策
を
研
究
し
ま
す
。

【
出
版
物
の
ご
紹
介
】

【
現
代
問
題
】

『
宗
教
法
人
非
課
税
の
根
拠
』

　
　
　
　
　
　

 

二
〇
二
三
年
三
月
三
十
日
発
行　

相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会
・
一
般
財
団
法
人
京
都
仏
教
会　

宗
教

と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
共
同
編
集

　

目
次

第
十
一
回
研
究
会
（
令
和
四
年
五
月
十
七
日
）
於　

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

境
内
建
物
・
境
内
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
賦
課
問
題

講
師　

櫻
井
圀
郎　

宗
教
法
お
よ
び
宗
教
経
営
研
究
書
所
長
・
宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
副
所
長

質
疑　

資
料

第
十
二
回
研
究
会
（
令
和
四
年
九
月
十
日
）
於　

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

宗
教
法
人
非
課
税
の
根
拠

講
師　

田
中
治　

大
阪
府
立
大
学
名
誉
教
授

質
疑　

資
料

『
相
国
寺
史
』
第
二
巻　

資
料
編
中
世
二

　
　
　
　
　
　

相
国
寺
史
編
纂
委
員
会
編　

原
田
正
俊
・
伊
藤
真
昭
監
修

　
　
　
　
　
　

二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
発
行

発
行
所　

法
蔵
館　

定
価
九
〇
〇
〇
円
＋
税

内
容　

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
～
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
の
史
料
を

編
年
体
に
ま
と
め
て
掲
載

『
相
国
寺
史
』
第
一
巻
・
第
二
巻
を
お
求
め
の
際
は
、
お
近
く
の
書
店
も
し
く
は
法
蔵
館
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
教
化
活
動
研
修
会
『
講
義
録
』・『
相
国
寺
研
究
』（
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
案
内
）

『
相
国
寺
研
究
』 

『
樋
口
琢
堂
と
和
敬
学
園

　
　

─
大
正
～
昭
和
戦
前
期
仏
教
社
会
事
業
の
実
態
』
藤
田
和
敏
著

　
　
　
　
　
　

相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会　

二
〇
二
三
年
三
月
二
十
日
発
行

　

目
次

第
一
章　

樋
口
琢
堂
と
「
一
日
一
善
」

十
二
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第
二
章　

京
都
仏
教
護
国
団
の
発
足
と
改
組

第
三
章　

和
敬
学
園
の
創
設
と
樋
口
琢
堂
の
奮
闘

第
四
章　

戦
時
体
制
へ
の
移
行
と
和
敬
学
園

【
新
刊
の
ご
案
内
】

『
相
国
寺
研
究
』 

『
室
町
・
戦
国
時
代
の
相
国
寺
領
荘
園
』
中
井
裕
子
著

　
　
　
　
　
　

相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会　

二
〇
二
三
年
八
月
発
行

　

目
次

第
一
章　

相
国
寺
領
荘
園
の
形
成
─
足
利
義
満
期
を
中
心
に
─

第
二
章　

相
国
寺
領
荘
園
の
運
営
実
態
に
つ
い
て

第
三
章　

相
国
寺
塔
頭
の
荘
園
─
普
広
院
領
を
中
心
に
─

第
四
章　

相
国
寺
領
荘
園
の
衰
退
か
ら
太
閤
検
地
ま
で

　

過
去
に
発
行
し
た
各
講
座
お
よ
び
研
修
会
の
『
講
義
録
』
を
ご
希
望
の
方
は
、一
冊
に
つ
き
手
数
料
一
千
円
を
添
え
、

左
記
の
相
国
寺
派
宗
務
本
所
内
教
化
活
動
委
員
会
宛
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

各
講
座
の
参
加
申
し
込
み
や
既
刊
の
『
講
義
録
』
リ
ス
ト
は
、
相
国
寺
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
資
料
室
」・「
書
籍
案
内
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
先　
相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会

〒
六
〇
二
─
〇
八
九
八　

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入
相
国
寺
門
前
町
七
〇
一

電
話　

〇
七
五-

二
三
一-

〇
三
〇
一　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五-
二
一
二-

三
五
九
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.shokoku-ji.jp

）

十
三
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相
国
寺
が
室
町
時
代
に
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
は
、
よ

く
聞
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
繁
栄
を
支
え
て
い
た

の
が
荘
園
で
す
。
荘
園
と
は
、
天
皇
家
・
貴
族
・
幕
府
、

そ
し
て
大
寺
社
が
所
有
し
て
い
た
大
規
模
な
所
領
の
こ

と
で
す
。
室
町
時
代
の
相
国
寺
や
そ
の
塔
頭
も
、
一
番

大
き
な
経
済
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
が
荘
園
か
ら
の
収

益
で
し
た
。

　

相
国
寺
は
、
整
然
と
し
た
水
田
が
広
が
り
品
質
の
良

い
米
を
た
く
さ
ん
生
産
し
て
い
た
河
内
国
玉た
ま

櫛く
し
の

庄し
ょ
う

や
、

大
き
な
建
物
に
も
使
用
で
き
る
良
質
な
木
材
を
産
出
し

た
美
作
国
富と

美み

庄
な
ど
、
生
産
力
が
高
く
大
き
な
年
貢

収
入
が
得
ら
れ
る
荘
園
を
保
持
し
て
い
ま
し
た
。
最
盛

期
に
は
四
十
ヶ
所
く
ら
い
の
荘
園
が
あ
り
ま
し
た（『
蔭

凉
軒
日
録
』
延
徳
二
年
〈
一
四
九
〇
〉
正
月
二
十
三
日

条
）。
そ
れ
と
は
別
に
、
塔
頭
も
そ
れ
ぞ
れ
の
荘
園
を

何
ヶ
所
も
持
っ
て
お
り
、
そ
の
収
入
が
塔
頭
の
財
政
を

支
え
て
い
ま
し
た
。

　

応
仁
の
乱
前
に
は
相
国
寺
衆
が
八
百
人
い
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
（『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
八
年
〈
一
四

八
六
〉
七
月
十
三
日
条
）
が
、
荘
園
か
ら
の
収
益
に
よ

っ
て
、
た
く
さ
ん
い
た
相
国
寺
僧
・
職
員
の
生
活
費
な

ど
、
寺
院
運
営
の
た
め
の
必
要
経
費
が
賄
わ
れ
て
い
た

の
で
す
。

　

相
国
寺
や
塔
頭
の
荘
園
は
、京
都
周
辺
だ
け
で
な
く
、

相
国
寺
史
編へ
ん

纂さ
ん

室し
つ

だ
よ
り 

─
室
町
時
代
の
相
国
寺
領
荘
園
─

東
海
・
北
陸
地
方
や
中
国
地
方
な
ど
京
都
か
ら
離
れ
た

と
こ
ろ
で
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
遠
方

の
荘
園
は
ど
の
よ
う
に
管
理
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

相
国
寺
は
、
荘
園
の
現
地
に
自
分
た
ち
の
組
織
の
人

間
を
派
遣
し
て
管
理
す
る
直じ
き

務む

と
い
う
方
式
で
、
荘
園

を
運
営
し
て
い
ま
し
た
。
禅
宗
寺
院
で
は
寺
院
の
経
理

な
ど
寺
内
の
経
済
面
を
担
当
す
る
東と
う

班ば
ん

衆し
ゅ
う

が
お
り
、
会

計
事
務
や
徴
税
に
長
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
東
班
衆
の

な
か
か
ら
荘
園
の
管
理
・
運
営
に
あ
た
る
庄し
ょ
う

主す

を
選
出

し
ま
し
た
。
相
国
寺
領
の
庄
主
の
決
定
に
は
、
将
軍
が

口
入
す
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
相
国

寺
住
持
と
各
塔
頭
の
院
主
ク
ラ
ス
の
僧
で
構
成
さ
れ
る

評
定
衆
に
よ
る
評
議
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
ま
し
た
。

　

庄
主
は
荘
園
の
あ
る
場
所
に
赴
き
、
現
地
ス
タ
ッ
フ

を
指
揮
し
て
年
貢
を
回
収
し
、
そ
の
年
貢
を
京
都
に
運

搬
し
て
相
国
寺
・
塔
頭
に
届
け
ま
し
た
。
庄
主
は
年
貢

の
一
部
（
十
分
の
一
か
ら
五
分
の
一
程
度
）
を
報
酬
と

し
て
受
け
取
り
ま
し
た
。
凄
腕
の
庄
主
は
、
近
隣
の
荘

園
の
代
官
も
兼
ね
て
年
貢
回
収
を
請
け
負
い
、
そ
こ
か

ら
も
収
入
を
得
る
こ
と
で
多
く
の
財
を
成
し
た
も
の
も

い
た
の
で
す
。

　

こ
の
話
の
詳
細
は
、
教
化
活
動
委
員
会
研
修
会
の
講

義
録
『
室
町
・
戦
国
時
代
の
相
国
寺
領
荘
園
』
と
し
て
、

今
夏
刊
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
講
義
録
に
は
、
相
国
寺
領

荘
園
の
成
り
立
ち
や
、
応
仁
の
乱
後
、
荘
園
か
ら
の
収

入
が
減
少
し
厳
し
い
経
営
を
迫
ら
れ
た
相
国
寺
の
話
な

ど
も
載
せ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
興
味
を
持
た
れ
た
方
は

ぜ
ひ
御
覧
く
だ
さ
い
。

 

（
相
国
寺
史
編
纂
室
研
究
員　

中
井
裕
子
）
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〒602-8474

TEL:075-461-0796 FAX:075-464-6717

京都市上京区千本通今出川上ル上善寺町 96

http://sentama.co.jp/
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お客さまから最も信頼される、
そして選ばれる証券会社へ

私たちは、〈みずほ〉が目指す、
「総合金融コンサルティンググループ」の唯一の総合証券会社として、
金融に関する高い専門性や質の高い商品力に磨きをかけることで、

お客さまに最良のサービスを提供できるよう、
全力で取り組んでまいります。

京都支店 TEL.075-231-8881
〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20 みずほ銀行京都支店2階
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お申し込み、お問い合わせは下記まで

禅のことをもっと……

あなたが信仰されている臨済宗・黄檗宗の教理や歴史について、もっ
と知りたくありませんか？ 禅文化研究所では入門書から専門書まで
幅広く発行いたしております。

おすすめ本のご紹介

新 坐禅のすすめ 維摩経
ファンタジー

臨済宗檀信徒経典 季刊『禅文化』
定価1,320円

定価 1,430円
定価 715～880円
（数量によって価格変更あり）

年間購読料
　　     5,280 円

書店やネットでも購入できます。価格はいずれも税込みです。

公益財団法人  禅文化研究所
〒604-8456 京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1 花園大学内
メール : sales@zenbunka.or.jp

075-811-5189TEL 

075-811-1432FAX 

檀信徒向け会報（A5　広告タイプ）

● 編 集 後 記 ●
◇暑中お見舞い申し上げます。全国の相国会会員諸氏をはじめ本派各ご寺院、関
係各位の皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。去る５月８日よりコロナウイ
ルス感染症が５類に移行しました。自粛や中止をしていた行事の完全再開、復活
などで、皆様の周りでコロナ禍以前の賑わいを取り戻している所もありましょう。
もちろん未だ油断できる状態ではありませんが、おかげさまで『円明』第120号を
発刊することが出来ました。原稿、写真、広告等をお寄せいただいた皆様に御礼
申し上げます。
◇石川県能登地方をはじめ、規模の大きな地震、風水災害等が各地で続いており
ますが、この１年に被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
◇相国寺派では各教区宗務支所長、宗会議員、本派宗務本所員の任期満了に伴い、
新春より順に改選が行われました。各教区は２月より、宗務本所と大本山相国寺
は５月１日付で佐分宗務総長の下、新内局発足となりました。前任の各和尚様に
は心より御礼申し上げます。昨期はまさにコロナウイルス感染症蔓延と共に過ご
した３年間であり、行事の中止、延期を余儀なくされましたが、本誌『円明』や
研修・拝観などを通じて布教伝道、研鑽を重ねてまいりたいと思いますので、引
き続き何卒宜しくお願い致します。
◇また５月24日には相国会本部役員会を開催し、今秋の「相国会本部研修会」開催、
10月21日「開山忌」団体参拝のご案内などが決定いたしました。研修会の詳細は
次のページをご覧いただき、相国会会員の皆様の参加をお待ちしております。ま
た相国寺坐禅会に引き続き、東京別院坐禅会も再開しましたので、坐禅会の案内
ページを合わせてご覧ください。そして相国寺派の教義、宗風を記した『私たち
の宗旨』を発行することも決定し、今年度中に本派各寺院、相国会会員に配布す
る予定です。
◇急速に広がりを見せるAIと呼ばれる人工知能の事が連日話題になりますが、長
年にわたって根付いてきた仏教の精神や法要行事、そして僧侶の存在がこれから
の社会にも必要とされるべく私たちは模索をしていかねばなりません。そこには
人工知能の答えにはない「菩提心」や「真理」があるはずです。
◇本誌がお手元に届くころにはお盆を迎えます。皆様もお施餓鬼法要や墓参、あ
るいは菩提寺和尚様のお参りを通じて、御先祖様の存在にあらためて感謝の心を
持ち、合掌いたしましょう。暑さ厳しい折、どうぞ御自愛ください。
  （江上正道　記）

　　　　　
令和５年（2023）夏号（第120号）

　　　　　令和５年（2023）８月１日発行（年2回）

編　集／相国寺派宗務本所　教学部
発行所／大本山相国寺・相国会本部
　　　　〒６０２─０８９８　京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町７０１　ＴＥＬ０７５─２３１─０３０１　ＦＡＸ０７５─２１２─３５９１
　　　　　URL  https://www.shokoku-j i . jp　　E-mail　kyogaku@shokoku-j i . jp（教学部）

制作・印刷／ヨシダ印刷株式会社　　カット／BUN

円
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拝
観
場
所
：
法
堂
・
方
丈
・
開
山
堂
　

拝
観
料
：
一
般
・
大
学
生 

８
０
０
円
／
65
才
以
上
・
中
高
生
７
０
０
円

※
団
体
割
引
有
り

　※
法
要
・
行
事
の
た
め
予
告
な
く
拝
観
休
止
ま
た
は
拝
観
場
所
・
拝
観
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

拝
観
場
所
：
法
堂
・
方
丈
・
開
山
堂
　

拝
観
料
：
一
般
・
大
学
生 

８
０
０
円
／
65
才
以
上
・
中
高
生
７
０
０
円

※
団
体
割
引
有
り

　※
法
要
・
行
事
の
た
め
予
告
な
く
拝
観
休
止
ま
た
は
拝
観
場
所
・
拝
観
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

令
和
５
年
９
月
26
日
㈫
〜
12
月
10
日
㈰
　拝
観
時
間
：
午
前
10
時
〜
午
後
4
時

令
和
５
年
９
月
26
日
㈫
〜
12
月
10
日
㈰
　拝
観
時
間
：
午
前
10
時
〜
午
後
4
時

※

10
月
18
日
㈬
〜
21
日
㈯
は
、開
山
忌
法
要
の
た
め
拝
観
を
休
止
い
た
し
ま
す
。

※

10
月
３
日
㈫
、４
日
㈬
、５
日
㈭
、12
月
８
日
㈮
は
法
要
・
行
事
の
た
め
拝
観
時
間
に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
す
。

※

10
月
18
日
㈬
〜
21
日
㈯
は
、開
山
忌
法
要
の
た
め
拝
観
を
休
止
い
た
し
ま
す
。

※

10
月
３
日
㈫
、４
日
㈬
、５
日
㈭
、12
月
８
日
㈮
は
法
要
・
行
事
の
た
め
拝
観
時
間
に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
す
。

法堂内「蟠龍図」

法堂法堂
撮影◎柴田明蘭撮影◎柴田明蘭 7677

5年ぶりの開催
第27回「相国会本部研修会」

開催のお知らせ
［開催日］令和５年 10月12日（木）～13日（金）

相国会本部 相国寺派教学部
TEL 075-231-0301
E-mail  kyogaku@shokoku-ji.jp

［問い合わせ先］

参 加 資 格

相国会会員（相国寺派寺院檀信徒）

募 集 定 員

25名
（今回は、感染症対策のため宿泊施設を利用します）

主な研修内容

申込期日・方法

申込締切：９月25日（月）
各菩提寺を通じて、申込用紙にご記入の上、お申し込みください。

相国寺拝観、坐禅研修、
承天閣美術館「若冲と応挙」展見学

初　日

龍安寺、鹿苑寺（金閣寺）特別拝観２日目



北
山
だ
よ
り

東
山
だ
よ
り

7879

鳥ち
ょ
う

瞰か
ん

図ず

の
新
調
に
つ
い
て

　

鹿
苑
寺
は
、
鳥
瞰
図
（
境
内
案
内
図
）
を
二
十
年
ぶ
り
に
新
調
い
た
し
ま
し
た
。
境
内
の
整
備
で
変
更
さ

れ
た
参
拝
順
路
や
見
ど
こ
ろ
が
よ
り
正
確
に
、
見
や
す
く
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
の

紹
介
も
増
や
し
、
以
前
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

木
枠
も
、
洗
い
を
か
け
て
二
十
年
分
の
汚
れ
を
落
と
し
て
、
見
違
え
る
ほ
ど
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。
新

調
さ
れ
た
鳥
瞰
図
で
は
、
金
閣
舎
利
殿
を
中
心
に
整
備
さ
れ
た
鏡
湖
池

前
の
踊
り
場
に
続
く
参
拝
路
の
変
更
や
浄じ

ょ
う

蔵ぞ
う

貴き

所し
ょ

塔と
う

の
明
記
の
他
、
庫

裏
、
夕せ

っ

佳か

亭て
い

、
不
動
堂
な
ど
の
建
物
の
位
置
や
大
き
さ
の
バ
ラ
ン
ス
を

整
え
ま
し
た
。

　

制
作
を
依
頼
し
た
の
は
文
化
財
保
存
修
復
を
手
掛
け
る
川
面
美
術
研

究
所
で
、
時
間
を
か
け
、
何
度
も
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
て
完
成
に
至
り

ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
が
変
わ
り
、
参
拝
者
も
徐
々
に
増

え
て
き
て
お
り
ま
す
。
ガ
イ
ド
の
方
々
は
、
真
新
し
い
鳥
瞰
図
を
前
に

外
国
人
観
光
客
や
修
学
旅
行
の
生
徒
た
ち
へ
の
説
明
も
し
や
す
く
な
っ

た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
参
拝
を
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
こ
の
鳥
瞰

図
を
役
立
て
て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

鳥瞰図

特
別
拝
観
再
開

　

慈
照
寺
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催
を
見
送
っ
て
い
た
春
期
特
別
拝
観
を
三
年
ぶ
り
に
再
開

い
た
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
久
々
の
開
催
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
新
た
に
ガ
イ
ド
協
会
さ
ん
に
案
内
業
務
を
お
願
い
す
る

こ
と
と
な
り
、
受
付
準
備
か
ら
ご
案
内
の
実
際
ま
で
の
細
々
な
手
順
を
お
寺
と
ガ
イ
ド
協
会
さ
ん
と
が
手
探

り
で
取
り
組
ん
だ
特
別
拝
観
と
な
り
ま
し
た
。
普
段
は
公
開
し
て
い
な
い
本
堂
・
東と
う

求ぐ

堂ど
う

・
弄ろ

う

清せ
い

亭て
い

の
内
部

を
拝
観
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
幸
い
天
候
に
も
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
三
月
二
十
一
日
～
五
月
七
日

の
開
催
期
間
中
、
約
三
千
人
の
方
に
拝
観
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
慈
照
寺
と
の
ご
縁
を
結
ん
だ
証
で
も
あ
る
特
別
御
朱
印
も
、
多
く
の
皆
さ
ま
に
手
に
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
拝
観
初
日
の
頃
は
例
年
よ
り
早
い
桜
の
開
花
を
迎
え
、
朝
晩
は
冷
え
込
む
よ
う
な

気
候
で
し
た
が
、
季
節
も
移
ろ
い
、

山
笑
う
春
か
ら
最
終
日
の
頃
に
は

瑞
々
し
い
若
葉
を
揺
ら
す
風
は
い
つ

し
か
初
夏
を
感
じ
る
も
の
と
変
わ
っ

て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
取
組
み
を
振
り
返
り
、

次
回
開
催
に
向
け
て
さ
ら
に
充
実
し

た
特
別
拝
観
と
し
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

境内のご案内

特別拝観中の東求堂

哲学の道周辺のご案内
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Ⅰ
期　

二
〇
二
三
年
三
月
十
一
日
（
土
）
～
五
月
七
日
（
日
）

Ⅱ
期　

二
〇
二
三
年
五
月
二
十
八
日
（
日
）
～
七
月
十
六
日
（
日
）

「
禅
寺
に
伝
わ
る
も
の
が
た
り
」
展

Ⅰ
期
展
示
風
景

イ
ベ
ン
ト
風
景

　

二
〇
二
三
年
三
月
十
日
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
に
て
「
禅
寺

に
伝
わ
る
も
の
が
た
り
」
展
の
記
者
内
覧
会
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、当
館
学
芸
員
に
よ
り
四
月
一
日
（
土
）、五
月
六
日
（
土
）

に
は
ス
ラ
イ
ド
ト
ー
ク
を
五
月
三
日
（
水
・
祝
）
に
は
講
座
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。

当館学芸員によるスライドトークと講座の様子。

Ⅰ
期　

二
〇
二
三
年
九
月
十
日
（
日
）
～
十
一
月
十
二
日
（
日
）

Ⅱ
期　

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
九
日
（
日
）
～
二
〇
二
四
年
一
月
二
十
八
日
（
日
）

 

※
年
末
年
始
の
為
、
十
二
月
二
十
七
日
～
一
月
五
日
の
間
は
休
館
。

次
期
展
覧
会
予
定

「
若
冲
と
応
挙
」
展

［
主
催
］　

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

　
　
　
　

京
都
新
聞

［
協
賛
］　

一
般
財
団
法
人 

萬
年
会

　
　
　
　

鹿
苑
寺

　
　
　
　

慈
照
寺

［
拝
観
料
］　

一
般
八
〇
〇
円

　
　
　
　
　

六
十
五
歳
以
上
六
〇
〇
円
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七
難
七
福
図
巻 

円
山
応
挙
筆

　

相
国
寺
派
の
寺
院
に
は
、
伊
藤
若
冲
を
は
じ
め
近
世
の
在
京
の
絵
師
た
ち
の
作

品
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
円
山
応
挙
（
一
七
三
三
～
九
五
）
も
そ
の
一
人

で
す
。
例
え
ば
、
慈
照
寺
に
伝
来
す
る
釈
迦
十
六
善
神
像
は
、
応
挙
五
十
四
歳
の

年
に
描
き
、
慈
照
寺
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
箱
書
き
に
記
さ
れ
て
お
り
、
応
挙
の

数
少
な
い
仏
画
と
し
て
、
非
常
に
重
要
な
作
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
応
挙
の
才
能
を
は
や
く
か
ら
見
抜
い
て
庇
護
し
て
い
た
の
は
、
滋
賀
の
円

満
院
の
祐
常
法
親
王
（
一
七
二
三
～
七
三
）
で
し
た
。
現
在
相
国
寺
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
重
要
文
化
財
、
七
難
七
福
図
巻
は
、
祐
常
の
指
示
の
も
と
、
制
作
さ
れ
た

傑
作
で
す
。『
仁
王
経
』
と
い
う
経
典
に
説
か
れ
た
災
い
と
福
を
当
時
の
風
俗
で

描
き
出
し
た
も
の
で
す
。
三
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
三
十
六
歳
の
応
挙
が
完
成
さ

せ
ま
し
た
。
全
三
巻
で
天
災
巻
、
人
災
巻
、
福
寿
巻
と
い
う
構
成
で
す
。
画
面
に

写
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
十
六
メ
ー
ト
ル
近
く
に
及
ぶ
天
災
巻
の
う
ち
、
地
震
を

描
い
た
場
面
で
す
。

　

実
は
こ
の
絵
巻
、
応
挙
が
一
か
ら
構
図
を
考
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
祐
常
に
よ

七難七福図巻　天災巻（地震部分）　円山応挙筆
重要文化財　三巻のうち一巻　紙本著色　江戸時代　明和五年（一七六八）　相国寺蔵�
※左上に犬が加えられている

重
要
文
化
財　

三
巻　

相
国
寺
蔵

　

附　

祐
常
筆
下
絵
一
巻
、
応
挙
筆
画
稿
二
巻

拡大図

拡大図

七難七福図巻　天災巻　下絵（地震部分）　祐常筆
一巻　紙本墨画　江戸時代　相国寺蔵

七難七福図巻　天災巻　画稿（地震部分）　円山応挙筆
二巻のうち一巻　紙本墨画　江戸時代　相国寺蔵

っ
て
下
絵
で
具
体
的
な
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。
左
上
の
画
像

が
祐
常
の
指
示
書
で
す
。
短
い
場
面
で
す
が
、
祐
常
は
次
に

書
き
足
す
べ
し
、
と
記
し
て
、
次
の
場
面
に
移
り
ま
す
。
そ

し
て
応
挙
は
よ
り
長
い
場
面
に
し
て
、
下
絵
を
作
り
上
げ
て

い
ま
す
。
下
の
絵
が
祐
常
の
指
示
を
う
け
て
応
挙
が
作
成
し

た
画
稿
で
す
。
逃
げ
惑
う
人
数
も
増
え
、
カ
ラ
ス
が
不
気
味

に
飛
び
、
ざ
わ
め
い
た
雰
囲
気
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
完
成
品
と
下
絵
を
見
比
べ
る
と
、
面
白
い
相
違
点

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
画
稿
と
比
較
す
る
と
、
完
成

品
に
は
左
上
に
犬
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
拡
大
す
る
と
犬

が
二
匹
お
り
、
一
匹
は
地
震
で
目
を
回
し
て
し
ま
っ
た
の
か

倒
れ
て
い
ま
す
。
犬
が
二
匹
、
と
い
う
要
素
は
実
は
、
は
じ

め
に
祐
常
が
記
し
た
下
絵
で
は
、
右
側
に
描
か
れ
て
お
り
、

こ
こ
に
応
挙
の
細
や
か
な
配
慮
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、

応
挙
は
犬
を
よ
く
描
い
て
お
り
、
相
国
寺
開
山
堂
に
も
応
挙

や
そ
の
息
子
応
瑞
が
仔
犬
の
杉
戸
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

依
頼
者
側
の
指
示
書
の
下
絵
、
そ
れ
を
受
け
た
絵
師
の
画

稿
、
そ
し
て
完
成
し
た
大
作
絵
巻
を
秋
の
「
若
冲
と
応
挙
」

展
第
Ⅰ
期
に
展
示
い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
実
際
の
作
品
か
ら

そ
の
制
作
意
図
を
た
ど
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

作
品
解
説
／
承
天
閣
美
術
館　

学
芸
員　

本
多
潤
子
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相
国
寺 

手
水
舎　

撮
影
◎
教
学
部

曹
源
一
滴
水
（
碧
巌
録
）

曹そ
う

源げ
ん

の
一い

っ

滴て
き

水す
い

一
滴
の
水
か
ら

 

世
界
を
潤う

る
お

す


