
 

1 

一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
三
十
五
号 

平
成
二
十
七
年
九
月
発
行 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
「
持
名
山
一
心
寺
」
で
検
索
を 

シ
リ
ー
ズ
・
葬
儀
を
考
え
る
①
～
起
源
～ 

昨
今
、
終
活
と
い
っ
て
健
在
な
う
ち
に
自
ら
の
人
生
を
総
括
し
て
お
こ
う

と
す
る
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
誰
も
が
死
を
避
け
て
通
れ
な
い
の
で
す

か
ら
、
死
を
含
め
て
人
生
を
見
つ
め
直
す
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん

葬
儀
を
含
め
て
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
宗
教
的
な
観
点
か
ら
見
つ
め

直
す
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
現
在
、
葬
儀
の
約
九
割
が

仏
式
だ
そ
う
で
す
。
私
も
昨
年
、
父
の
葬
儀
で
初
め
て
当
事
者
と
な
り
、
色
々

と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
仏
教
と
し
て
、
浄
土
真
宗
と
し
て
、
一
人

の
人
間
と
し
て
葬
儀
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
の
か
、
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
初
回
は
そ
の
起
源
に
つ
い
て
で
す
。 

 

イ
ラ
ク
に
あ
る
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
洞
窟
で

約
６
万
年
前
の
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の

骨
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
埋
葬
場
所
か

ら
周
辺
に
は
無
い
花
粉
が
見
付
か
っ
た
事

か
ら
、
彼
ら
は
仲
間
の
死
を
悼
ん
で
遺
体
を

花
で
飾
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。（
→
）

つ
ま
り
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
死
者
を

弔
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
が
現
在
世
界
で

見
つ
か
っ
て
い
る
最
も
古
い
葬
送
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
に

も
葬
儀
や
埋
葬
の
よ
う
な
こ
と
が
存
在
し

て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
し
ょ
う
か

ら
、
人
間
が
誕
生
し
て
以
来
ず
っ
と
葬
儀
は
行

わ
れ
続
け
て
き
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
現
代
で
も
、
お
葬
式
で
は
た
く
さ
ん
の
花

を
飾
り
、
お
棺
に
も
白
菊
な
ど
の
花
々
を
入
れ

て
見
送
り
ま
す
。
死
を
悲
し
み
、
去
り
ゆ
く
人

と
の
別
れ
に
花
を
添
え
る
、
そ
の
心
は
人
類
誕

生
以
来
変
わ
ら
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

で
は
大
昔
の
葬
儀
、
埋
葬
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

日
本
に
お
い
て
も
縄
文
時
代
に
は
す
で
に

埋
葬
は
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の

頃
の
埋
葬
は
身
分
の
高
い
人
々
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
庶
民
の
間
に
葬

儀
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
頃

は
屈
葬
と
い
っ
て
手
足
を
折
り
曲
げ
て
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。
縄
文
時
代
の
死

者
に
は
大
き
な
石
が
乗
せ
ら
れ
て
い
た
り
、
縛
ら
れ
て
い
た
り
す
る
も
の
が

見
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
や
が
て
弥
生
時
代
に
な
る
と
伸
身
葬
が
一
般
化
し
ま

す
。
大
陸
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
、
埋
葬
方
法
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
は
移
住
生
活
が
多
か
っ
た
た
め
死
者

の
多
く
は
そ
の
場
に
置
き
去
り
に
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
弥
生
時
代
に
な
り

農
耕
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
人
々
が
定
住
生
活
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
死

者
は
お
墓
に
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
は
庶
民
の
間
に

も
埋
葬
の
風
習
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
埋
葬

の
際
に
葬
儀
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
。 

日
本
で
最
初
に
葬
儀
が
記
録
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
七
一
二
年
に
編
纂

さ
れ
た
古
事
記
に
お
い
て
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
神
・
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ

（
天
若
日
子
、
天
稚
彦
）
が
亡
く
な
っ
た
際
の
こ
と
で
す
。
「
そ
こ
に
葬
式
の

家
を
作
っ
て
、
ガ
ン
を
死
人
の
食
物
を
持
つ
役
と
し
、
サ
ギ
を
箒
を
持
つ
役
と

（
群
馬
県
自
然
史
博
物
館
） 
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し
、
カ
ワ
セ
ミ
を
御
料
理
人
と
し
、
ス
ズ
メ
を
碓
を
つ
く
女
と
し
、
キ
ジ
を
泣

く
女
の
役
と
し
て
、
か
よ
う
に
定
め
て
八
日
八
晩
と
い
う
も
の
歌
い
舞
い
し

て
遊
び
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
葬
式
の
家
と
は
「
も
が
り
屋
」（
も
が

り
の
宮
）
と
い
い
、
一
定
期
間
「
も
が
り
」
が
行
わ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

「
も
が
り
」
は
、
死
者
を
蘇
生
さ
せ
る
「
魂
呼
び
」
の
期
間
と
も
、
遺
族
が
日

常
の
空
間
か
ら
離
れ
て
喪
に
服
す
期
間
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

家
族
は
悲
し
み
涙
に
暮
れ
、
掃
除
を
す
る
人
、
食
事
を
作
る
人
、
お
供
え
を

す
る
人
が
お
り
、
人
々
が
集
い
歌
い
舞
う
。
こ
の
よ
う
な
光
景
は
今
の
葬
送
と

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

日
本
に
入
っ
て
き
た
大
陸
文
化
は
儒
教
の
影
響
が
強
か
っ
た
た
め
、
日
本

で
も
弥
生
時
代
以
降
は
土
葬
が
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
。
儒
教
で
は
火
葬
は

遺
体
を
陵
辱
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
あ
る
そ
う
で
す
。
仏
教
の
伝
来
と

と
も
に
火
葬
の
風
習
も
入
っ
て
来
て
、
平
安
時
代
に
貴
族
な
ど
高
貴
な
身
分

の
間
で
は
火
葬
が
徐
々
に
多
く
な
っ
て
き
ま
す
。
鎌
倉
時
代
以
降
は
庶
民
の

間
に
も
火
葬
が
普
及
し
始
め
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
ま
で
は
仏
教
徒

で
も
土
葬
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

庶
民
に
葬
儀
の
風
習
が
定
着
し
た
の
は
鎌
倉
時
代
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
鎌
倉
仏
教
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
浄
土
宗
や
浄
土
真

宗
な
ど
の
鎌
倉
仏
教
が
庶
民
に
定
着
し
た
こ
と
で
死
に
対
す
る
人
々
の
考
え

方
に
も
変
化
が
生
じ
、
葬
儀
が
一
般
化
し
て
行
き
ま
し
た
。 

 

埋
葬
方
法
、
葬
儀
の
形
は
別
と
し
て
、
な
ぜ
人
は
古
来
よ
り
死
者
を
弔
っ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
近
親
者
が
亡
く
な
っ
て
自
然
と
溢
れ
出
る
感
情
。
帰
っ

て
来
て
ほ
し
い
と
願
う
、
け
れ
ど
も
も
う
帰
っ
て
来
な
い
と
い
う
悲
し
み
、
そ

れ
が
最
も
大
き
な
理
由
で
し
ょ
う
。
も
う
一
つ
は
、
今
も
ご
遺
族
へ
「
ご
冥
福

を
お
祈
り
し
ま
す
」
と
言
葉
を
か
け
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
死
後
の
幸
福
を

願
う
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
縄
文
時
代
、
死
者
に
石
を

乗
せ
た
の
は
そ
の
霊
を
恐
れ
た
た
め
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
一
つ
の
理

由
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
の
お
墓
で
も
、
お
骨
を
納
め
た
上
に
石
が
置
か

れ
ま
す
。
今
は
そ
う
い
う
意
味
で
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ

の
昔
、
死
者
に
対
し
て
恐
れ
を
抱
き
、
け
が
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
祓
（
は
ら
え
、
は
ら
い
）
や
慰
霊
、

鎮
魂
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
あ
る
辞
書
に
は
、「
慰
霊
」
と
は
死
者
を

な
ぐ
さ
め
る
こ
と
。「
慰
め
る
」
と
は
さ
び
し
さ
・
悲
し
み
・
苦
し
み
な
ど
を

ま
ぎ
ら
せ
て
、
心
を
や
わ
ら
げ
楽
し
ま
せ
る
、
と
あ
り
ま
す
。
「
鎮
魂
」
は
、

「
た
ま
し
ず
め
」
と
読
ん
で
、
神
道
に
お
い
て
生
者
の
魂
を
体
に
鎮
め
る
儀
式

を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
今
は
慰
霊
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
、
と
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
悲
し
み
苦
し
み
を
も
っ
て
人
生
を
終
え
た

方
を
慰
め
る
。
怨
み
を
持
っ
た
死
者
の
魂
を
慰
め
、
害
を
な
す
こ
と
の
な
い
よ

う
に
鎮
め
る
と
い
う
も
の
で
す
。
平
将
門
や
菅
原
道
真
が
そ
の
怨
み
か
ら
祟

り
を
な
す
と
し
て
恐
れ
ら
れ
、
鎮
魂
の
た
め
に
神
社
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
有
名
で
す
。
死
を
け
が
れ
と
考
え
る
の
も
含
め
て
、
そ
れ
が
日
本
古
来
の

考
え
方
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
葬
儀
、
埋
葬
の
意
味
の
一
つ
と
な
っ
て
は
悲
し

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
は
仏
教
に
お
い
て
葬
儀
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
次
回
に
。 

真
宗
興
正
派
西
讃
教
区
仏
教
講
演
会
報
告 

五
月
十
四
日
、
仏
教
講
演
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
ご
講
師
は
結
城
思
聞
（
松
倉
悦
郎
）

氏
〈
本
願
寺
派
善
教
寺
住
職
・
元
フ
ジ
テ
レ

ビ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
〉、
演
題
は
「
い
の
ち
・
生

命
（
い
の
ち
）・
無
量
（
い
の
ち
）」。
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
時
代
の
経
験
を
交
え
な
が
ら
の
お

話
し
、
そ
の
中
で
特
に
感
銘
を
受
け
た
の
は

以
下
の
こ
と
で
し
た
。 
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早
稲
田
大
学
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
と
何
十
年
も
松
倉
さ
ん
と
同

じ
道
を
歩
ん
で
き
た
逸
見
政
孝
さ
ん
。

早
い
も
の
で
も
う
亡
く
な
っ
て
か
ら
二

十
年
以
上
が
過
ぎ
ま
し
た
。
固
い
友
情

で
結
ば
れ
、
な
ん
で
も
話
し
合
え
る
間

柄
だ
っ
た
の
で
す
が
、
逸
見
さ
ん
が
ど

う
し
て
も
直
接
言
え
な
か
っ
た
の
が
、

自
分
の
病
気
の
こ
と
。
そ
れ
を
テ
レ
ビ
番
組
で
告
白
し
た
の
を
聞
い
て
、
す
ぐ

に
電
話
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
何
度
か
の
大
手
術
。
体
力
は
ど
ん
ど
ん

落
ち
て
行
き
、
臨
終
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
松
倉
さ
ん
は
、
そ
の
臨
終
か
ら

通
夜
葬
儀
ま
で
三
日
間
付
き
添
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
「
い
の
ち
」
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

十
数
時
間
に
及
ぶ
手
術
の
あ
と
目
が
覚
め
た
時
の
お
話
。
逸
見
さ
ん
は
た

だ
自
然
に
起
き
た
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
家
族
か
ら
、
先
生
が
「
逸
見
さ
ん
、

終
わ
り
ま
し
た
よ
」
と
何
度
何
度
も
声
を
か
け
て
く
れ
て
、
そ
れ
に
応
え
て

「
は
い
」
と
起
き
た
ん
だ
よ
、
と
教
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
話
を
聞
い

た
松
倉
さ
ん
は
、「
お
念
仏
も
同
じ
で
は
な
い
か
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
呼
び
声
に

応
え
る
の
が
お
念
仏
な
の
だ
」
と
初
め
て
得
心
し
た
そ
う
で
す
。
南
無
阿
弥
陀

仏
は
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
お
浄
土
へ
の
呼
び
声
。
だ
か
ら
そ
れ
に
「
は
い
、
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
応
え
る
だ
け
で
よ
い
の
で
す
。 

逸
見
さ
ん
か
ら
の
最
後
の
手
紙
を
見
せ
て
く
だ
さ
り
、「
彼
は
字
が
綺
麗
で

し
ょ
う
」
と
言
っ
て
静
か
に
読
み
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
来
年
、
生
き

て
い
れ
ば
出
席
し
ま
す
」
と
い
う
松
倉
さ
ん
た
ち
同
窓
生
へ
の
言
葉
に
万
感

の
思
い
を
感
じ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
浄
土
真
宗
は
倶
会
一
処
（
く
え
い
っ
し

ょ
）、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
に
往
生
し
た
も
の
は
、
仏
・
菩
薩
た
ち
と
一
つ

の
と
こ
ろ
で
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
、
と
語
ら
れ
ま
し
た
。 

も
う
一
つ
は
、
司
会
を
さ
れ
て
い
た
小
川
宏
シ
ョ
ー
で
の
お
話
。
視
聴
者
か

ら
詩
を
募
っ
て
作
曲
家
が
曲
を
作
り
、
プ
ロ
の
歌
手
が
歌
う
と
い
う
コ
ー
ナ

ー
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
時
、
や
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
脳
性
麻
痺
の
障
害
を
持
っ

た
お
子
さ
ん
に
出
会
い
ま
す
。
話
が
で
き
な
い
か
ら
先
生
に
目
配
せ
で
合
図

を
し
て
詩
を
作
り
ま
し
た
。 

「
ご
め
ん
な
さ
い
ね
、
お
か
あ
さ
ん
。
ご
め
ん
な
さ
い
ね
、
お
か
あ
さ
ん
。

僕
が
生
ま
れ
て
ご
め
ん
な
さ
い
。
僕
を
背
負
う
か
あ
さ
ん
の
細
い
う
な
じ
に

僕
が
言
う
。
僕
さ
え
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
か
あ
さ
ん
の
白
髪
も
な
か
っ
た
ろ

う
ね
。
大
き
く
な
っ
た
こ
の
僕
を
背
負
っ
て
歩
く
悲
し
さ
も
、
傍
ら
を
誰
も
が

振
り
返
る
冷
た
い
視
線
に
泣
く
こ
と
も
。
僕
さ
え
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
」。 

 

こ
の
詩
を
読
ん
だ
お
母
さ
ん
は
そ
の
場
に
立
ち
尽
く
し
ま
し
た
。
一
言
だ

け
「
や
っ
ち
ゃ
ん
が
こ
れ
を
？
」
と
先
生
に
問
い
か
け
ま
し
た
。
す
る
と
今
度

は
お
母
さ
ん
が
「
わ
た
し
の
息
子
よ
」
と
い
う
や
っ
ち
ゃ
ん
に
呼
び
か
け
る
詩

を
作
り
ま
し
た
。「
わ
た
し
の
息
子
よ
、
許
し
て
ね
。
こ
の
か
あ
さ
ん
を
許
し

て
お
く
れ
。
お
前
が
脳
性
麻
痺
と
知
っ
た
時
、
あ
ぁ
ご
め
ん
な
さ
い
と
泣
き
ま

し
た
。
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
泣
き
ま
し
た
。
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
歩
け
な
い
。

お
前
を
背
負
っ
て
歩
く
時
、
肩
に
食
い
込
む
重
さ
よ
り
、
歩
き
た
か
ろ
う
ね
と

母
心
。
重
く
は
な
い
、
と
聞
い
て
い
る
あ
な
た
の
心
が
切
な
く
て
、
私
の
息
子

よ
あ
り
が
と
う
。
あ
り
が
と
う
、
息
子
よ
。
あ
な
た
の
姿
を
見
守
っ
て
お
か
あ

さ
ん
は
生
き
て
ゆ
く
。
悲
し
い
ま
で
の

が
ん
ば
り
と
人
を
い
た
わ
る
微
笑
み

の
、
そ
の
笑
顔
で
生
き
て
い
る
。
脳
性
麻

痺
の
我
が
息
子
。
そ
こ
に
あ
な
た
が
い

る
限
り
」。 

今
度
は
、
お
母
さ
ん
の
心
を
し
っ
か

り
と
受
け
止
め
た
か
の
よ
う
に
や
っ
ち

ゃ
ん
が
後
半
の
詩
を
作
っ
た
の
で
す
。
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「
あ
り
が
と
う
、
お
か
あ
さ
ん
。
あ
り
が
と
う
、
お
か
あ
さ
ん
。
お
か
あ
さ
ん

が
い
る
限
り
生
き
て
い
く
の
で
す
。
脳
性
麻
痺
を
生
き
て
い
く
。
優
し
さ
こ
そ

が
大
切
で
、
悲
し
さ
こ
そ
が
美
し
い
。
そ
ん
な
人
の
生
き
方
を
生
き
方
を
教
え

て
く
れ
た
お
か
あ
さ
ん
。
お
か
あ
さ
ん
、
あ
な
た
が
そ
こ
に
い
る
限
り
」。 

こ
の
詩
を
書
い
た
二
ヶ
月
後
に
十
五
歳
で
や
っ
ち
ゃ
ん
は
お
浄
土
へ
と
行

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
障
害
を
持
つ
人
が
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
言
わ
な
く
て

い
い
社
会
、
誰
も
が
「
あ
り
が
と
う
」
と
生
き
抜
い
て
い
け
る
社
会
を
作
っ
て

い
く
の
が
私
た
ち
の
務
め
で
す
、
と
力
強
く
語
ら
れ
ま
し
た
。 

 

「
共
生
」
と
い
う
言
葉
は
「
と
も
い
き
」
と
い
う
仏
教
の
教
え
で
す
。
ジ
ャ

ー
タ
カ
物
語
に
、
傷
つ
い
た
鳩
と
鷲
と
王
さ
ま(

釈
尊
の
前
世)

の
お
話
が
あ

り
ま
す
。
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
け
が
え
の
な
い
同
じ
重
さ

の
「
い
の
ち
」
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
役
に
立
つ
、
立
た
な

い
で
い
の
ち
を
見
る
こ
と
は
、
い
の
ち
を
道
具
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
。 

す
べ
て
に
い
の
ち
の
尊
厳
を
見
出
し
て
い
く
の
が
仏
教
。
親
鸞
聖
人
の
ご

和
讃
に
「
平
等
心
を
う
る
と
き
を
、
一
子
地
と
な
づ
け
た
り
、
一
子
地
は
仏
性

な
り
、
安
養
に
い
た
り
て
さ
と
る
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。「
い
の
ち
」
は
平
等

で
あ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
あ
ら
ゆ
る
人
を
一
人
子
の
よ
う
に
憐
れ
ん
で
お
ら

れ
る
。
如
来
の
お
心
は
「
仏
性
」。｢

仏
性｣

と
は
あ
ら
ゆ
る
人
が
如
来
に
な
れ

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
、
と
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

春
季
永
代
経
報
告 

三
月
二
十
六
日
、
春
季
永
代
経
。
法
話

は
約
十
年
ぶ
り
に
橋
本
朗
仁
師
（
坂
出
市
・
光

耀
寺
）。
事
故
で
体
が
少
し
不
自
由
に
な
ら
れ

た
と
の
こ
と
、
そ
れ
を
ご
縁
と
し
て
よ
り
一

層
、
仏
法
が
身
に
染
み
て
お
ら
れ
る
ご
様
子

で
し
た
。
仏
の
慈
悲
、
言
葉
に
す
る
と
簡
単
で

す
が
、
こ
の
私
を
救
う
こ
と
が
い
か
に
大
変
な
こ
と
か
、
そ
の
は
た
ら
き
の
大

き
さ
に
頭
が
下
が
っ
て
お
ら
れ
る
姿
に
こ
ち
ら
が
頭
が
下
が
る
思
い
で
し
た
。 

よ
る
し
る
べ
二
〇
一
五
が
開
催
さ
れ
ま
す 

今
年
も
一
心
寺
が
「
よ
る
し
る
べ
」
の
会
場
に
な
り
ま
す
。 

十
月
三
十
日
（
金
）
～
十
一
月
八
日
（
日
）（
四
日
は
お
休
み
） 

十
八
：
〇
〇
～
二
一
：
〇
〇 

詳
し
く
は
「
よ
る
し
る
べ
」
で
検
索
。 

 
 
 

 

十
一
月
三
日
に
は
昨
年
好
評
を
博
し
た
「
声
明
と
雅
楽
の
し
ら
べ
～
今
宵
は

お
寺
で
よ
る
し
ら
べ
～
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
ど
う
ぞ
。 

 


