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第
五
十
一
号 

令
和
三
年
一
月
発
行 

 
 

持
名
山
一
心
寺 

検
索 

 

謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

旧
年
中
は
護
持
運
営
に
ご
協
力
い
た
だ
き

誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
、
三
豊
市
の
病
院
で
ク
ラ
ス
タ
ー

が
発
生
し
、
不
安
な
日
々
を
お
過
ご
し
の
こ
と

と
思
い
ま
す
。
海
外
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま

っ
た
の
は
明
る
い
兆
し
で
す
が
、
予
断
を
許
さ

な
い
状
況
が
続
き
ま
す
。
互
い
を
思
い
や
り
、

乗
り
越
え
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 

み
な
さ
ま
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
念
じ
上

げ
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 
 

 
 

 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

お
寺
の
掲
示
板
大
賞
二
〇
二
〇
受
賞  

一
心
寺
の
掲
示
法
語
が
、一
六
七

七
作
品
も
の
応
募
の
中
か
ら
「
フ
リ

ー
ス
タ
イ
ル
な
僧
侶
た
ち
賞
」
を
受

賞
し
ま
し
た
。受
賞
作
は
「
信
じ
る
と

は
そ
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
自

分
が
い
る
こ
と
」
。 

二
〇
一
八
年
の
「
君
た
ち
が
い
て
僕
が
い
る
」
（
チ
ャ
ー
リ
ー
浜
）
に
続
い
て
の
受
賞
。

今
回
は
芦
田
愛
菜
さ
ん
の
映
画
「
星
の
子
」
の
完
成
イ
ベ
ン
ト
で
の
コ
メ
ン
ト
を
も
と

に
造
語
。
難
し
く
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、真
意
を
理
解
し
て
取
り
上

げ
て
い
た
だ
き
、嬉
し
さ
も
ひ
と
し
お
で
す
。
詳
し
く
は
既
報
「
か
わ
ら
版
第
五
〇
号
」

に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
励
み
に
、よ
り
分
か
り
や
す
く
、仏
さ
ま
の
教
え
を

届
け
ら
れ
る
よ
う
に
精
進
し
た
い
と
思
い
ま
す 

秋
季
永
代
経
報
告 

春
は
法
話
な
し
の
内
勤
め
だ
っ
た
た
め
、
久
々

の
法
要
。
九
月
二
十
六
日
、
雨
上
が
り
の
涼
し
い

風
が
吹
く
中
で
納
骨
堂
、
本
堂
で
お
勤
め
。
法
話

は
、倉
敷
市
・清
楽
寺
住
職
の
三
木
秀
海
氏
。 

私
た
ち
は
手
段
と
目
的
を
間
違
え
て
い
な
い

か
。
お
金
や
健
康
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な

い
。
本
当
に
大
切
な
の
は
、
人
生
を
終
え
る
と
き

に
「
有
り
難
い
人
生
だ
っ
た
」
と
言
え
る
こ
と
。 

こ
の
世
は
娑
婆
、耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
世
界
。人
生
は
縁
に
し
た
が
っ
て
苦
難
が
や
っ
て

く
る
。そ
れ
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
お
念
仏
に
出
会
っ
て
実
り
あ
る

人
生
を
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
仏
さ
ま
は
願
わ
れ

て
お
ら
れ
る
、と
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

お
知
ら
せ 

近
年
、遠
方
よ
り
お
参
り
の
依
頼
が
増
え
て
き
ま
し
た
。県
内
は
も
ち
ろ
ん
、
大
阪
、

東
京
な
ど
国
内
各
地
へ
出
張
し
て
い
ま
す
。
交
通
の
便
が
良
く
な
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん

ど
の
地
方
へ
日
帰
り
、
通
夜
・
葬
儀
も
一
泊
二
日
で
す
。
都
合
が
合
わ
な
い
場
合
で
も

近
隣
の
寺
院
を
紹
介
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 
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『
鬼
滅
の
刃
』
を
仏
教
的
に
考
え
て
み
た 

大
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
『
鬼
滅

の
刃
』
。
ア
ニ
メ
映
画
「
無
限
列
車

編
」
は
興
行
収
入
三
〇
〇
億
円
を

超
え
、
日
本
映
画
史
上
最
高
に
な

り
そ
う
な
勢
い
で
す
。 

『
鬼
滅
の
刃
』
は
少
年
誌
に
掲
載

さ
れ
て
い
た
漫
画
。
二
〇
一
九
年
に

ア
ニ
メ
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
人
気
に
拍
車
が
か
か
り
ま
し
た
。

当
初
は
若
年
層
に
の
み
注
目
さ
れ

て
い
た
も
の
が
、
次
第
に
世
代
・
性

別
を
問
わ
ず
多
く
の
人
の
心
を
つ

か
ん
で
い
き
ま
し
た
。
わ
が
家
で
も

子
供
た
ち
が
夢
中
に
な
っ
て
い
ま

す
。 た

だ
、
凄
惨
な
シ
ー
ン
も
多
い
こ

と
か
ら
、
映
画
は
Ｐ
Ｇ
１
２
（
十
二

歳
未
満
は
保
護
者
の
助
言
・
指
導

が
必
要
）
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
小

さ
な
子
ど
も
に
見
せ
て
良
い
か
ど
う
か
物
議
を
か
も
し
て
い
ま
す
。  

主
人
公
の
竈
門
炭
治
郎
（
か
ま
ど
た
ん
じ
ろ
う
）
は
、
母
と
弟
妹
五
人
を
鬼
に
殺

さ
れ
、
た
だ
一
人
生
き
残
っ
た
妹
の
禰
豆
子
（
ね
ず
こ
）
は
鬼
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

鬼
の
始
祖
・
鬼
舞
辻
無
惨
（
き
ぶ
つ
じ
む
ざ
ん
）
は
人
間
を
鬼
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
、

鬼
は
人
間
を
喰
ら
う
こ
と
で
強
く
な
り
ま
す
。
鬼
を
、
無
惨
を
倒
す
こ
と
を
目
的
と

す
る
の
が
鬼
殺
隊
で
す
。
炭
治
郎
は
禰
豆
子
を
人
間
に
戻
す
た
め
に
、
鬼
殺
隊
の
一

員
と
な
っ
て
、
そ
の
方
法
を
探
り
つ
つ
鬼
と
戦
い
続
け
ま
す
。 

大
ブ
ー
ム
の
理
由
は
？  

こ
の
作
品
が
な
ぜ
大
人
世
代
も
巻
き
込
ん
で
の
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
の
か
。
多
く
の

方
が
そ
の
理
由
、
魅
力
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
。 

青
山
学
院
大
学
准
教
授
・森
島
豊
氏
は
、 

「
物
語
そ
の
も
の
に
、
現
代
人
が
抱
え
る
問
題
と
、
そ
れ
に
応
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
」 

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
視
点
か
ら
読
み
解
く
と
、『
鬼
滅
の
刃
』
の
物
語
に
は
、仏
教

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

『
鬼
滅
の
刃
』
の
登
場
人
物
の
多
く
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
不
条
理
な
体
験
を
し
て

い
ま
す
。
鬼
殺
隊
員
も
鬼
に
な
っ
た
者
も
、
家
族
を
殺
さ
れ
た
り
、
劣
悪
な
家
庭
環
境

に
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。 

 

森
島
氏
は
、 

「
こ
の
物
語
が
向
き
合
っ
て
い
る
世
界
が
あ
る
。そ
の
世
界
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
「
ど

う
で
も
い
い
」
と
い
う
表
現
だ
。
…
不
条
理
が
人
々
に
自
暴
自
棄
的
な
思
い
を
お
こ
さ

せ
る
。
「
誰
も
必
要
と
し
て
い
な
い
」
。
「
生
き
て
い
て
、
ご
め
ん
な
さ
い
」
。
こ
の
思
い
を

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
『
鬼
滅
の
刃
』
の
爆
発
的
人
気
の
裏
に
は
、
「
ど
う
で
も
い
い
」

を
克
服
し
た
い
読
者
の
期
待
に
応
え
た
側
面
が
あ
る
」 

と
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
そ
の
奥
に
は
、
物
語
の
初
期
に
鬼

殺
隊
の
柱
・
富
岡
義
勇(

上)

が
語
っ
た
言
葉
、 

「
弱
者
に
は
何
の
権
利
も
選
択
肢
も
な
い
。こ

と
ご
と
く
強
者
に
ね
じ
伏
せ
ら
れ
る
の
み
…

そ
れ
が
現
実
だ
。」 

に
投
影
さ
れ
た
、現
在
の
弱
肉
強
食
の
世
界

を
逃
れ
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。 
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「
ど
う
で
も
い
い
」
か
「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
ん
て
な
い
」
か 

仏
教
で
は
、
こ
の
世
は
生
老
病
死
、
諸
行
無
常
と
説
き
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
ご
と

は
因
と
縁
に
よ
っ
て
お
こ
り
、
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、不
条
理
に
感
じ
る
こ
と

が
お
こ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
か
ら
大
き
な
変

化
を
強
い
ら
れ
、
不
条
理
な
世
界
を
強
く
感
じ
た
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

弱
肉
強
食
の
世
界
で
は
、
ど
う
し
て
も
弱
者
が
多
く
の
不
条
理
に
襲
わ
れ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
、
も
う
「
ど
う
で
も
い
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

こ
の
「
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
気
持
ち
は
、
浄
土
真
宗
の
開
祖
・
親
鸞
聖
人
の
お
っ

し
ゃ
る
「
空
し
く
過
ぐ
る
」
に
繋
が
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ど
う
で
も
い
い
人
生
は
空
し

い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

「
ど
う
で
も
い
い
」
と
思
う
と
ど
う
な
っ
て
い
く
か
。
自
ら
の
こ
と
が
ど
う
で
も
い
い

な
ら
、
当
然
の
よ
う
に
他
人
も
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

仏
教
の
開
祖
・
お
釈
迦
さ
ま
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

す
べ
て
の
生
き
も
の
に
と
っ
て
生
命
は
愛
し
い
。自
分
の
身
に
ひ
き
あ
て
て
、
殺
し

て
は
な
ら
な
い
。
殺
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。             
（
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
） 

こ
の
論
理
は
自
ら
の
生
命
が
愛
し
い
と
い
う
前
提
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
愛
し
い

と
は
感
じ
な
い
、
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
人
は
、
い
の
ち
は
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
せ
ん
。 

 
 

炭
治
郎(

上)

は
「
ど
う
で
も
い
い
」
と
言
う

鬼
殺
隊
の
少
女
・
カ
ナ
ヲ
に
語
り
か
け
ま
す
。 

「
こ
の
世
に
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
ん
て
無
い
と

思
う
よ
。」 

「
ど
う
で
も
い
い
」
と
言
う
者
も
、
心
の
奥
底

で
は
、
ど
う
で
も
い
い
の
は
嫌
だ
、
何
か
手
応
え

を
感
じ
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
不
条
理
な
出
来
事
に
耐
え
切
れ
ず
に
鬼

に
な
っ
た
者
も
、
不
条
理
を
受
け
る
弱
者
で
は
な
く
、
強
者
で
あ
る
鬼
に
な
る
こ
と
で

何
か
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

鬼
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か 

 

鬼
は
不
条
理
な
こ
と
へ
の
怨
み
を
、
社
会

に
、
人
間
に
ぶ
つ
け
て
き
ま
す
。
鬼
殺
隊
員
に

も
大
切
な
人
を
殺
さ
れ
て
鬼
を
怨
ん
で
い

る
者
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
悲

し
む
人
を
こ
れ
以
上
増
や
し
た
く
な
い
、
守

り
た
い
と
い
う
思
い
を
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。 

映
画
で
大
活
躍
し
た
鬼
殺
隊
の
柱
・
煉
獄

杏
寿
郎(

れ
ん
ご
く
き
ょ
う
じ
ゅ
ろ
う
・
下)

は
、
列
車
に
乗
る
人
間
を
一
人
も
殺
さ
せ
な

い
と
奮
闘
し
、命
を
燃
や
し
尽
く
し
ま
し
た
。 

 

炭
治
郎
は
、敵
で
あ
る
鬼
に
す
ら
優
し
さ
を
向
け
ま
す
。
不
条
理
な
出
来
事
に
耐
え

切
れ
ず
鬼
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
鬼
も
元
は
人
間
。
心
の
弱
さ
か
ら
鬼
の
手
先

に
な
る
人
間
も
登
場
し
ま
す
。
炭
治
郎
は
、
彼
ら
も
自
分
と
変
わ
ら
な
い
、
「
ど
う
で

も
い
い
」
と
は
考
え
ま
せ
ん
。 

親
鸞
聖
人
は
、 

ど
ん
な
こ
と
で
も
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
の
な
ら
、浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に

千
人
の
人
を
殺
せ
と
わ
た
し
が
い
っ
た
と
き
に
は
、
す
ぐ
に
殺
す
こ
と
が
で
き
る

は
ず
だ
。
け
れ
ど
も
、
思
い
通
り
に
殺
す
こ
と
の
で
き
る
縁
が
な
い
か
ら
、一
人
も

殺
さ
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。自
分
の
心
が
善
い
か
ら
殺
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
殺
す
つ
も
り
が
な
く
て
も
、
百
人
あ
る
い
は
千
人
の
人
を
殺
す
こ
と
も
あ

る
だ
ろ
う
。                                     

（
『
歎
異
抄
』
） 

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

 

縁
が
あ
っ
た
な
ら
ば
誰
も
が
人
を
殺
し
て
し
ま
う
。私
た
ち
も
不
条
理
な
出
来
事
が

縁
と
な
っ
て
鬼
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。 
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本
当
の
優
し
さ≒

仏
の
本
願
に
出
会
う
と 

そ
の
鬼
た
ち
が
、
最
後
に
炭
治
郎
の
優
し
さ
に
触
れ
ま
す
。す
る
と
、そ
の
昔
、誰
か

か
ら
注
が
れ
て
い
た
愛
情
を
、
誰
か
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
愛
情
を
思
い
出
し
、
救
わ

れ
て
い
き
ま
す
。
自
分
は
「
ど
う
で
も
い
い
」
存
在
で
は
な
く
、か
け
が
え
の
な
い
い
の
ち

で
あ
っ
た
と
気
づ
き
、
他
人
も
ど
う
で
も
い
い
も
の
で
は
な
く
、大
切
な
い
の
ち
で
あ
る

と
思
い
至
る
の
で
し
ょ
う
。 

森
島
氏
は
、 

「
現
代
人
が
求
め
て
い
る
の
は
、
失
敗
し
て

も
い
い
、
間
違
う
こ
と
も
あ
る
、
そ
れ
で
も

「
見
捨
て
な
い
」
「
投
げ
出
さ
な
い
」
と
い
う

心
と
の
出
会
い
か
も
し
れ
な
い
」 

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

鬼
に
な
っ
た
者
は
、
鬼
舞
辻
無
惨(

下)

に

出
会
っ
て
し
ま
い
、
道
を
間
違
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
道
を
踏
み
外
し
て
し
ま
っ
た

私
を
も
見
捨
て
な
い
炭
治
郎
の
優
し
さ
に

出
会
っ
て
、
救
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

 

浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
・
阿
弥
陀
如
来
は 

わ
た
し
が
仏
に
な
る
と
き
、
す
べ
て
の
人
々
が
心
か
ら
信
じ
て
、わ
た
し
の
国
に
生

ま
れ
た
い
と
願
い
、
わ
ず
か
十
回
で
も
念
仏
し
て
、
も
し
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
な
ら
、
私
は
決
し
て
さ
と
り
を
ひ
ら
き
ま
せ
ん
。
（
『
仏
説
無
量
寿
経
』
） 

と
誓
わ
れ
ま
し
た
。 

浄
土
真
宗
で
は
「
悪
人
正
機
（
あ
く
に
ん
し
ょ
う
き
）
」
、
悪
人
こ
そ
救
い
の
目
当
て

と
説
き
ま
す
。
煩
悩
を
も
っ
た
私
は
自
ら
の
力
で
は
迷
い
の
世
界
を
離
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
私
を
、
阿
弥
陀
如
来
は
見
捨
て
る
こ
と
な
く
浄
土
へ
と
摂
め
取
っ
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
浄
土
と
は
「
無
量
寿
」
「
無
量
光
」
、
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
と

光
の
世
界
で
す
。 

映
画
に
は
、
炭
治
郎
の
精
神
世
界
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
澄
ん
だ
明
る
い
青
空
、
暖

か
い
光
、
自
ら
を
殺
し
に
来
た
も
の
さ
え
も
優
し
く
包
み
込
む
世
界
。そ
の
表
現
か
ら

浄
土
を
思
い
起
こ
し
た
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。  

炭
治
郎
は
菩
薩
？ 

阿
弥
陀
如
来
に
と
っ
て
、
私
は
「
ど
う
で
も
い
い
」
ど
こ
ろ
か
、
ど
う
し
て
も
救
い
た

い
大
切
な
い
の
ち
で
す
。そ
の
願
い
が
私
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
気
づ
く
と
、安
ら
ぎ
ま

す
。そ
の
願
い
は
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
と
光
と
な
っ
て
私
た
ち
に
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は
、 

如
来(

仏)

の
本
願
に
出
会
っ
た
な
ら
ば
、
人
生
を
空
し
く
過
ご
す
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。                                     

（
『
高
僧
和
讃
』
） 

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

そ
の
仏
の
願
い
を
私
の
願
い
と
し
て
歩
む
者
を
菩
薩
と
呼
び
ま
す
。 

 

鬼
殺
隊
を
率
い
る
産
屋
敷
耀
哉(

う
ぶ
や
し
き
か
が
や
・
左)

は
語
り
ま
す
。 

「
永
遠
と
い
う
の
は
人
の
想
い
だ
。人
の
想

い
こ
そ
が
永
遠
で
あ
り
不
滅
な
ん
だ
よ
。
」 

そ
の
願
い
は
、
千
年
脈
々
と
流
れ
て
、

炭
治
郎
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
ま
る
で
如

来
の
本
願
の
よ
う
に
。
炭
治
郎
は
愛
し
い

人
を
守
る
た
め
に
戦
い
ま
す
。
そ
し
て
、

鬼
に
な
っ
た
悲
し
い
い
の
ち
の
安
穏
を
願

い
ま
す
。
そ
の
姿
は
菩
薩
の
よ
う
に
見
え

て
き
ま
す
。 

 

『
鬼
滅
の
刃
』
は
、
私
た
ち
の
世
界
を
投
影
し
た
、
そ
し
て
、
心
の
奥
底
で
求
め
て
い

る
も
の
を
表
現
し
た
「
い
の
ち
の
物
語
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 


