
一
頁

拝
啓

時
下
ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

日
頃
、
真
観
寺
に
お
心
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
の
盂
蘭

盆
供
養
並
び
に
施
餓
鬼
法
要
を
左
記
の
よ
う
に
行
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す

施
餓
鬼
会
の
お
知
ら
せ

施
餓
鬼
法
要

八
月
十
五
日

午
後
二
時
～

於

真
観
寺

本
堂

施
餓
鬼
法
要
の
終
了
後
は

各
家
の
施
餓
鬼
供
養
の
卒
塔
婆
を
お
墓
に
建
立
し
ま
し
ょ
う
。

新
盆
で
棚

行
を
希
望
の
方
は
お
申
し
出
下
さ
い
。

た
な
ぎ
ょ
う

～

～

～

お
知
ら
せ

～

～

～

児
玉
義
隆
教
授
御
来
山
そ
の
後

昨
年
末
の
十
二
月
十
二
日
の
午
後
、
梵
字
悉
曇
（
梵
字

ぼ
ん
じ
し
つ
た
ん

を
書
く
こ
と
）
が
専
門
の
種
智
院
大
学
の
児
玉
義
隆
教
授

が
眞
観
寺
本
堂
内
陣
の
阿
弥
陀
陀
羅
尼
真
言
を
見
学
に
来

ら
れ
ま
し
た
。

先
生
は
三
年
来
、
眞
観
寺
本
堂
内
陣
の
天
井
梵
字
の
見

学
を
希
望
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
京
都
と
埼
玉
の
御
自
房

(

ご
自
分
の
お
寺)

を
往
復
す
る
多
忙
な
生
活
を
さ
れ
て
い

た
た
め
、
中
々
、
見
学
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

度
、
児
玉
先
生
と
眞
観
寺
の
予
定
が
合
い
、
よ
う
や
く
天

井
梵
字
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
し
た
。

先
生
は
梵
字
を
見
た
後
、「
是
非
、
半
紙
に
写
し
た
い
か
ら
脚
立
を
立
て
て
良
い
か
」

と
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
の
学
問
に
対
す
る
情
熱
に
並
ぶ
青
年
は
少
な
い
で
し
ょ
う

が
、
客
観
的
に
は
先
生
は
還
暦
を
迎
え
つ
つ
あ
る
ご
年
齢
で
あ
り
、
「
脚
立
は
難
し
い

の
で
は
」
と
や
ん
わ
り
止
め
た
と
こ
ろ
、
次
は
「
足
場
」
を
希
望
す
る
事
態
と
な
り
ま

し
た
。
結
局
、
仮
設
足
場
も
高
価
に
付
き
、
安
全
が
保
証
さ
れ
る
訳
で
は
無
い
の
で
、

写
真
に
納
め
、
引
き
延
ば
し
て
模
写
い
た
だ
く
事
に
な
り
ま
し
た
。

千
六
百
年
代
に
活
躍
し
た
超
禅
師
の
年
代
に
近
い
書
体
と
し
て
、
非
常
に
貴
重
な
資

料
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
誇
り
し
、
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本堂内陣阿弥陀如来真言



二
頁

眞
観
寺
の
観
音
さ
ま

左
の
二
枚
の
写
真
を
比
べ
て
下
さ
い
。

非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

今
年
の
五
月
に
縁
あ
っ
て
真
言
宗
智
山
派
第
七
教
区
青
年
会
で
岩
手
県
平
泉
町
の

中
尊
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。
金
色
堂
の
宝
物
館
を
見
学
し
た
際
、
そ
こ
で
売
ら
れ
て
い

る
一
枚
の
絵
は
が
き
に
目
が
と
ま
り
ま
し
た
。

「
あ
れ
っ
、
こ
れ
は
う
ち
の
観
音
様
で
は
？
」

右
が
中
尊
寺
の
国
宝
阿
弥
陀
三
尊
像
の
聖
観
音
菩
薩
像
、
左
が
我
ら
が
県
重
要
文

化
財
指
定
の
眞
観
寺
聖
観
音
菩
薩
で
す
。
決
し
て
背
景
の
違
う
写
真
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
回
の
眞
観
寺
た
よ
り
は
プ
リ
ン
タ
が
壊
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
て
白
黒
刷

り
で
す
。
カ
ラ
ー
で
お
見

せ
で
き
な
い
の
が
残
念
で

す
が
、
本
当
に
そ
っ
く
り

で
す
。

眞
観
寺
の
観
音
様
は
従

前
、
宮
代
町
西
光
院
の
脇

侍
に
よ
く
似
て
い
る
と
い

う
指
摘
が
あ
り
ま
す
が
、

中
尊
寺
の
仏
様
は
「
よ
く

似
て
い
る
」
と
い
う
レ
ベ

ル
で
な
く
そ
っ
く
り
さ
ん

で
す
。

比
較
し
て
い
る
だ
け
と

言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で

す
が
、
今
後
、
こ
の
発
見

を
県
の
文
化
財
の
保
護
を

担
当
す
る
部
署
と
博
物
館

に
報
告
し
ま
す
。



三
頁

本
堂
の
復
旧
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。

震
災
に
よ
り
、
本
堂
内
陣
が
損
傷
し
ま
し

た
。
三
月
十
一
日
の
大
き
な
振
動
で
は
本
堂

は
良
く
耐
え
、
「
流
石
は
四
百
年
の
本
堂
」
と

い
う
と
こ
ろ
を
見
せ
ま
し
た
が
、
ま
ぁ
、
長

い
間
の
お
疲
れ
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の

後
に
続
発
す
る
小
粒
な
余
震
に
よ
り
少
し
ず

つ
内
陣
の
壁
が
緩
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
重
い
土
壁
が
「
ど
さ
っ
」

と
落
ち
て
く
る
の
も
時
間
の
問
題
で
す
。
そ

う
し
て
、
落
ち
て
き
た
土
壁
は
色
々
な
物
を

壊
す
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
思
い
切
っ
て
、
上
の
写
真
の
様
に
、
本

尊
様
に
ご
移
動
を
願
い
ま
し
た
。
内
陣
の
仏
具
や
道

具
も
一
切
外
陣
に
全
部
出
し
ま
し
た
。
内
陣
の
壁
の

大
改
修
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

上
の
写
真
は
須
彌
壇
と
雛
壇
を
残
す
の
み
と
な
っ

た
内
陣
の
様
子
で
す
。
本
尊
様
の
裏
の
来
迎
壁
の
一

部
が
茶
色
く
な
っ
て
い
る
の
は
四
十
三
世
喜
継
が
塗

り
残
し
た
跡
で
す
。

昭
和
五
十
年
以
前
の
来
迎
壁
は
武
家
造
り
そ
の
ま

ま
に
質
朴
に
も
素
木
の
ま
ま
で
し
た
。
祖
父
は
ど
こ

か
で
「
来
迎
壁
＝
白
」
と
言
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
、

祖
母
と
父
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
白
く
塗
っ
た
よ
う

で
す
。(

し
か
も
本
尊
様

に
ご
移
動
願
わ
ず
に
！)

八
月
十
五
日
の
盆
に
大

工
工
事
が
間
に
合
う
よ
う

復
旧
工
事
の
施
工
を
進
め

ま
す
。

ま
た
、
こ
の
工
事
施
工

が
可
能
な
の
は
眞
観
寺
に

客
殿
が
あ
る
か
ら
で
す
。

内陣の東側、左上の壁が緩んでいます。

上)床の間は本尊様／下)前机台壇他

本堂内陣の様子



四
頁

四
十
四
世
俊
継
遷
化

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
十
一
時
四
十
分
頃
、
眞
観
寺
住
職
を
十
二
年
務
め
た
四

十
四
世
俊
継
が
遷
化
し
ま
し
た
。
享
年
七
十
一
才
で
し
た
。

俊
継
の
任
期
は
短
か
っ
た
で
す
が
、
そ
の
間
の
一
番
大
き
な
仕
事
は
寺
域
の
復
元

で
す
。
埼
玉
県
中
で
こ
れ
程
の
復
元
を
行
っ
た
寺
は
無
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
大
き
な
仕
事
は
仁
王
門
の
解
体
修
理
と
客
殿
の
造
営
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
地
味
な
仕
事
で
す
が
、
重
要
な
仕
事
と
し
て
は
喜
継
の
代
に
や
り
残
さ
れ

た
観
音
堂
と
本
堂
の
避
雷
針
の
取
付
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
仕
事
に
よ
り
、
眞
観

寺
は
落
雷
の
憂
い
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
。

大
い
に
働
い
た
最
初
の
六
年
間
で
し
た
。
し
か
し
、
病
が
思
う
よ
う
で
は
な
く
、

後
半
六
年
間
は
療
養
し
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
摂
食
障
害
を
発
し
、
寿
命
を
迎
え
ま

し
た
。
葬
儀
は
眞
観
寺
と
西
明
寺
の
合
同
葬
儀
と
成
り
ま
す
。
詳
細
は
七
月
第
二
週

に
郵
送
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

般
若
心
経
講
に
つ
い
て

般
若
心
経
を
読
ん
で
お
唱
え
で
き
る
様
に
、
今
年

も
般
若
心
経
講
を
開
催
し
ま
す
。
初
心
者
向
け
に
息

継
ぎ
の
場
所
か
ら
始
め
て
ゆ
っ
く
り
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
ご
参
加
下
さ
い
。

九
月
に
葉
書
に
て
改
め
て
案
内
し
ま
す
。

尚
、
九
月
十
八
日
の
回
は
日
曜
日
の
開
催
と
な
り

ま
す
。
昨
年
同
様
に
普
段
な
か
な
か
人
に
尋
ね
る
こ

と
の
出
来
な
い
お
焼
香
の
作
法
や
鈴
の
打
ち
方
な
ど

り
ん

を
実
践
し
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。
若
い
方
の
参
加
も

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
程

九
月
十
八
日
（
火
曜
日
）

十
月
十
八
日
（
木
曜
日
）

十
一
月
十
八
日
（
日
曜
日
）

十
二
月
十
八
日
（
火
曜
日
）

（
毎
月
十
八
日
は
観
音
様
の
日
で
す
）

時
間

午
前
十
時
よ
り
十
一
時
半
ま
で

場
所

真
観
寺
客
殿

般若心経講の様子


