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第
五
十
七
号 

令
和
五
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
が
続
く
中
、
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
戦
争
が
起
こ
り
、
物
価
の
高
騰
。
世
の
中
に

不
安
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
し
っ
か
り
と
し
た
考

え
方
、
拠
り
所
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ご
一
緒
に
仏
さ
ま
の
声

に
耳
を
傾
け
ま
し
ょ
う
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

誕
生
を
祝
う‐

親
鸞
聖
人
ご
誕
生
八
五
〇
年
に
向
け
て 

 

令
和
五
年
は
、
親
鸞
聖
人
が
誕
生
さ
れ
て
か
ら
八
五
〇
年
の
節
目
に
当
た
り
ま
す
。

本
山
興
正
寺
で
は
四
月
十
八
～
二
十
日
に
慶
讃
法
要
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
が
誕
生
さ
れ
た
の
は
承
安
三
年
（
一
一
七
三
年
）
四
月
一
日
（
グ
レ
ゴ

リ
オ
暦
換
算
五
月
二
十
一
日
）
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
門
徒
は
、
親
鸞
聖
人

が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
お
念
仏
が
私
の
も
と
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
だ
と
喜

び
、
そ
の
誕
生
を
お
祝
い
し
ま
す
。 

現
在
で
は
、
個
人
の
誕
生
日
を
祝
う
こ
と
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も

と
日
本
に
は
誕
生
日
を
祝
う
習
慣
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。昔
は
「
数
え
年
」
で
年
齢

を
数
え
る
こ
と
が
普
通
で
、お
正
月
が
来
る
と
み
ん
な
一
斉
に
年
を
取
っ
て
い
た
た
め

で
す
。
日
本
で
個
人
の
誕
生
日
が
祝
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
四
年
に

「
年
齢
の
と
な
え
方
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
以
降
、満
年
齢
で
の
数
え
方
が

普
及
し
始
め
て
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。  

 

海
外
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。イ
エ
ス
・キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
な
ど
が

代
表
的
で
す
が
、生
誕
を
祝
う
こ
と
は
宗
教
的
な
意
味
合
い
が
強
い
も
の
だ
っ
た
よ
う

で
す
。 

 

い
つ
か
ら
個
人
の
誕
生
日
を
祝
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
諸
説

あ
り
ま
す
。
十
五
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、
「
キ
ン
ダ
ー
フ
ェ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
る
子
ど
も

の
誕
生
日
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
、
子
ど
も
の
誕
生
日
に
悪

霊
が
や
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
バ
ー
ス
デ
ー
ケ
ー
キ
の
上
に
一
日
中
ろ

う
そ
く
を
灯
す
こ
と
で
神
に
祈
り
を
捧
げ
、
子
ど
も
を
守
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
し

て
、一
日
が
無
事
に
お
わ
る
と
、夕
食
後
に
皆
で
そ
の
ケ
ー
キ
を
食
べ
た
と
い
い
ま
す
。 
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た
だ
、
子
ど
も
の
誕
生
日
会
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
一
部
の
裕
福
な
人
々
の
間
で

の
こ
と
。
庶
民
に
は
誕
生
日
の
風
習
は
広
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
誕
生
日
に
は
ケ
ー
キ
が
付
き
も
の
で
す

が
、
バ
ー
ス
デ
ー
ケ
ー
キ
の
起
源
は
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
時
代
に
ま
で
遡
る
そ
う
で
す
。
古

代
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
月
の
女
神
で
あ
る
ア
ル

テ
ミ
ス
の
誕
生
を
祝
う
た
め
、
月
の
形
を
模

し
た
丸
い
ハ
ニ
ー
ケ
ー
キ
を
焼
い
て
、
ア
ル
テ

ミ
ス
へ
の
お
供
え
物
と
し
ま
し
た
。
こ
の
と

き
、
ケ
ー
キ
に
さ
し
た
ろ
う
そ
く
に
火
を
灯

し
、
月
の
光
を
表
し
た
そ
う
で
す
。
当
時
の

人
々
は
、
ロ
ー
ソ
ク
の
明
る
い
光
が
、
天
上
に

い
る
神
に
自
分
た
ち
の
願
い
を
届
け
て
く
れ

る
と
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

さ
て
、
日
本
に
は
、
伝
統
的
な
風
習
と
し
て
「
七
五
三
」
が
あ
り
ま
す
が
、
始
ま
り
は

室
町
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
、
現
代
ほ
ど
医
学
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
栄

養
も
乏
し
か
っ
た
た
め
、
乳
幼
児
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
子
ど
も
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
七
五
三
の
歳

ま
で
無
事
に
育
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
を
込
め

て
、
ま
た
、
幼
い
子
ど
も
か
ら
少
年
少
女
へ

と
成
長
す
る
ひ
と
つ
の
節
目
を
祝
う
意
味

を
込
め
て
、
神
さ
ま
に
祈
り
を
捧
げ
る
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
思
い
は
千
歳

飴
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。 

七
五
三
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
誕
生
日

の
風
習
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
誕
生
日
を
祝
う
と
い
う
こ
と
は
、
神
聖
な
も
の
、
宗
教

的
な
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
き
ま
す
。
毎
年
誕
生
を
祝
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

一
年
の
無
事
を
感
謝
す
る
こ
と
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
先
の
一
年
の
無
事
を
願
う
こ
と
。

そ
れ
は
、
私
の
人
生
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
、
私
の
こ
と
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
る
、そ
の
誕
生
を
祝
う
と
い
う
思
い
に
も
繋
が
っ
て
き
ま
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
で
あ
る
「
花
ま
つ
り
」
は
四
月
八
日
、
親
鸞
聖
人
の
誕
生

日
「
降
誕
会
」
は
四
月
一
日
（
五
月
二
十
一
日
）
に
お
勤
め
し
ま
す
。 

誕
生
を
祝
う
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
心
に
入
れ
て
、
親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
八
五
〇

年
と
い
う
節
目
を
迎
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

★
お
寺
の
掲
示
板
法
話 

「
あ
な
た
の
寿
命
を
長
く
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
の
間
に
良
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
」 

 

医
師
・
細
井
順
さ
ん
の
こ
と
ば
で

す
。
外
科
医
十
八
年
、
ホ
ス
ピ
ス
医
と

し
て
二
十
五
年
以
上
の
経
験
を
経
て

「
そ
の
結
論
、
人
間
誰
し
も
充
実
し
た

幸
福
な
最
期
を
迎
え
る
力
を
持
っ
て

い
る
こ
と
。
ホ
ス
ピ
ス
で
は
全
人
的

（
体
、
心
、
魂
）
ケ
ア
を
通
し
て
お
膳
立

て
を
し
て
い
き
ま
す
。
人
間
は
皆
同
じ

で
す
。
一
人
で
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん

し
、
終
わ
れ
ま
せ
ん
。
共
に
笑
い
、
共
に

泣
い
て
苦
し
み
を
分
か
ち
合
い
ま
し
ょ

う
。
終
わ
り
ま
で
付
き
合
い
ま
す
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 
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医
療
と
は
「
健
康
の
維
持
や
回
復
、
増
進
を
目
的
と
し
た
診
断
と
治
療
」
の
こ
と
。

し
か
し
、
い
く
ら
治
療
に
よ
っ
て
病
気
を
治
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
不
老
長
寿
に
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

浄
土
真
宗
の
七
祖
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
曇
鸞
大
師
（
ど
ん
ら
ん
だ
い
し
）
は
、

中
国
の
人
び
と
に
仏
教
の
教
え
を
正
し
く
伝
え
る
べ
く
『
大
集
経
』
（
だ
い
じ
っ
き
ょ

う
）
六
十
巻
の
註
釈
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
病
に
か
か
り
仕
事
を
中
断
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
に
は
、
健
康
な
心
身
と
長
寿
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
不
老
長
寿
の
術
を
学
び
ま
す
。 

し
か
し
、
菩
提
流
支
三
蔵
と
い
う
僧
侶
に
出
会
い
、
そ
の
愚
か
さ
を
指
摘
さ
れ
、
阿

弥
陀
仏
と
無
量
寿
（
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
）
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
不
老

長
寿
は
愚
か
な
欲
望
に
過
ぎ
な
い
と
気
づ
か
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る

教
え
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
。 

 

百
年
の
長
寿
を
得
た
と
し
て
も
、
人
は
や
が
て
は
死
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
人
は
、
不
可
思
議
な
縁
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
縁
に
恵
ま

れ
て
生
存
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
縁
が
尽
き
れ
ば
、
悲
し
い
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、

こ
の
世
か
ら
去
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

平
成
二
十
九
年
に
百
五
歳
で
亡

く
な
ら
れ
た
医
師
・
日
野
原
重
明
氏

は
、
「
老
化
に
よ
る
か
ら
だ
の
衰
え

や
、
不
幸
に
し
て
治
る
見
込
み
の
な

い
病
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
私
た
ち
は

「
欠
陥
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
健

や
か
で
あ
る
」
と
い
う
生
き
方
を
求

め
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」
と
語

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
さ
と
り
を
開
か
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
さ
ま
ざ
ま
な
異
名
で
呼
ば
れ
ま
し

た
。
そ
の
中
の
一
つ
が
「
医
王
」
、
医
療
の
王
様
と
い
う
も
の
で
す
。
「
応
病
与
薬
」
、

そ
の
方
の
病
に
応
じ
て
薬
を
与
え
る
よ
う
に
教
え
を
説
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

 

病
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
癌
、
脳
梗
塞
、
新
型
コ
ロ
ナ…

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
治
療
、

手
術
、
薬
が
必
要
で
す
。
煩
悩
の
病
も
人
そ
れ
ぞ
れ
。
特
に
人
を
苦
し
め
る
三
毒
と

い
わ
れ
る
煩
悩
。貪
欲
、底
な
し
の
欲
望
。瞋
恚
、怒
り
な
ど
感
情
の
抑
制
が
効
か
な
い
。

愚
痴
、
無
知
で
愚
か
。
こ
れ
ら
が
具
体
的
に
表
れ
る
の
が
、
金
銭
、
名
誉
、
愛
、
不
老
長

寿
へ
の
渇
望
で
あ
り
、
喧
嘩
、
戦
争
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
対

処
す
る
方
法
を
説
か
れ
ま
す
。 

 

心
の
病
は
医
王
・
お
釈
迦
様
に
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
心
が
落
ち

着
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

秋
季
永
代
経
報
告 

今
回
は
久
し
ぶ
り
に
ご
講
師
を
お
招

き
し
て
の
永
代
経
法
要
。
千
葉
憲
文
師

（
ま
ん
の
う
町
・
善
性
寺
）
よ
り
来
年
の

慶
讃
法
要
に
向
け
て
の
お
話
。
ス
ロ
ー

ガ
ン
は
「
今
こ
そ
お
念
仏―

つ
な
ご
う

ふ
れ
あ
い
の
輪
」
。合
わ
せ
て
総
代
世
話

人
会
も
開
催
、
今
後
の
寺
院
運
営
に
つ

い
て
ご
相
談
し
ま
し
た
。 

既
報
の
通
り
、
四
月
十
九
日
に
西
讃

教
区
団
体
参
拝
に
参
加
し
ま
す
が
、
ま

だ
席
に
空
き
が
あ
る
と
の
こ
と
。
参
拝

希
望
の
方
は
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。 
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よ
る
し
る
べ
＆
よ
る
し
ら
べ 

十
月
二
十
八
～
三
十
日
、
十
一

月
三
～
五
日
の
六
日
間
、
観
音
寺

夜
の
ま
ち
歩
き
「
よ
る
し
る
べ
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
瀬
戸

内
国
際
芸
術
祭
公
式
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
地
元
の
方

は
も
と
よ
り
、
日
本
各
地
、
外
国

か
ら
の
観
光
客
も
あ
り
、
五
千
人

も
の
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。 

参
道
と
銀
杏
に
観
音

寺
の
町
か
ら
発
想
を
得

た
映
像
作
品
が
投
影
さ

れ
、
陶
器
と
竹
の
灯
り

も
彩
り
を
添
え
ま
し

た
。
ま
た
、
多
く
の
方
が

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た

本
堂
に
入
っ
て
手
を
合

わ
せ
て
く
だ
さ
り
、
有

難
い
こ
と
で
し
た
。 

 

そ
し
て
、
十
月
三
十
日
に
は
声
明
雅
楽
コ
ン
サ
ー
ト
「
よ
る
し
ら
べ
」
。十
九
名
の
僧

侶
が
集
い
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
と
し
て
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。 

一
心
寺
の
属
す
る
真
宗
興
正
派
の
本
山
は
京
都
興
正
寺
。
興
正
寺
と
い
う
寺
号
は

廟
崛
偈
（
び
ょ
う
く
つ
げ
）
と
い
わ
れ
る
聖
徳
太
子
の
偈
文
に
由
来
す
る
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。 

「
大
慈
大
悲
本
誓
願 

愍
念
衆
生
如
一
子 

是
故
方
便
従
西
方 

誕
生
片
州
興
正

法
」
（
大
い
な
る
慈
悲
が
私
の
誓
願
で
あ
り
、

衆
生
を
独
り
子
の
よ
う
に
あ
わ
れ
み
、
お
も
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
方
便
と
し
て
西
方
よ
り
こ

の
片
州
の
国
に
生
ま
れ
、正
法
を
興
す
。） 

聖
徳
太
子
は
仏
教
に
深
く
帰
依
さ
れ
「
和

を
以
て
貴
し
と
為
し
」
、
「
篤
く
三
宝
を
敬
へ
。

三
宝
は
仏
法
僧
な
り
」
と
説
か
れ
た
こ
と
か

ら
、
和
国
の
教
主
、
救
世
観
世
音
菩
薩
の
化
身

と
し
て
仰
が
れ
て
き
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
太

子
へ
の
崇
敬
の
念
は
深
く
、
真
宗
興
正
派
も
そ

れ
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
。 

今
回
、
そ
の
聖
徳
太
子
を
讃
え
る
『
太
子

礼
文
』
、
『
大
悲
段
』
、
『
聖
徳
太
子
奉
賛
』
な

ど
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。
普
段
と
は
違
っ
た
夜

の
荘
厳
の
中
で
響
き
渡
る
声
明
雅
楽
に
よ
っ

て
仏
さ
ま
の
心
が
伝
わ
っ
た
な
ら
ば
幸
い
で
す
。 

 

本
山
興
正
寺
報
恩
講
法
中
代
表
登
壇 

本
山
興
正
寺
は
、
平
成
三
十
年
の
大
阪
北
部
地
震

で
御
影
堂
が
損
壊
。
よ
う
や
く
修
理
が
完
成
し
、
四
年

ぶ
り
に
全
国
か
ら
僧
侶
・
門
徒
が
集
っ
て
の
報
恩
講
が

勤
ま
り
ま
し
た
。 

十
一
月
二
十
七
日
午
前
の
法
座
で
、
光
栄
な
こ
と

に
初
め
て
本
山
で
登
壇
（
導
師
）
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
法
要
の
模
様
を
一
心
寺
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
チ
ャ
ン

ネ
ル
で
公
開
し
て
い
ま
す
。ご
覧
く
だ
さ
い
。 

（
持
名
山
一
心
寺
で
検
索
、
も
し
く
は
下
記
Ｑ
Ｒ
よ
り→

） 


