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拝
啓

檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
御
清
祥
の
事
と
お
喜
び
申
し
上

げ
ま
す
。
日
頃
、
眞
観
寺
に
お
心
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
も
早
い
も
の
で
年
の
瀬
と
な
り
、
新
し
い
年
を
迎
え
ま
す
。

瑞
光
満
ち
る
平
成
二
十
九
年
元
旦
、
恒
例
の
元
朝
護
摩
を
観
音
堂
で
厳
修
い
た

し
ま
す
。

（

）

、

「

」

護
摩
祈
願

護
摩
札

を
御
希
望
の
方
は

左
記
の

小
見
眞
観
寺
元
朝
護
摩

を
ご
一
読
の
上
、
同
封
の
ハ
ガ
キ
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
願
意
を
書
い
て
ご
返

送
く
だ
さ
い
。

お
申
込
み
は
フ
ァ
ッ
ク
ス(

〇
四
八-

五
五
六-

二
二
〇
〇)

で
も
受
付
け
ま
す
。

複
数
体
の
申
し
込
み
の
方
は
、
眞
観
寺
に
申
込
書
が
あ
り
ま
す
。
折
り
返
し
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
電
話
〇
四
八
ー
五
五
六
ー
二
六
七
八
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

遠
方
の
方
に
は
護
摩
札
を
郵
送
致
し
ま
す
。
送
料
は
無
料
で
す
。
ご
遠
慮
な
く

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

合
掌

平
成
二
十
八
年
十
二
月

眞
観
寺
住
職

中
村

重
継

檀

信

徒

各

位

小
見
眞
観
寺
元
朝
護
摩

平
成
二
十
九
年

元
旦

第
一
座

午
前
十
時

・
日
時

第
二
座

午
前
十
一
時
半

（

）

十
二
時
半
に
観
音
堂
を
閉
じ
ま
す

眞
観
寺
観
音
堂

正
観
音
菩
薩
御
宝
前

・
場
所護

摩
（
ご
ま
）
と
は

「

」

。

、

護
摩
は
正
し
く
は

護
摩
修
行

と
言
い
ま
す

真
言
密
教
の
修
行
の
一
つ
で

護
摩
火
中
に
仏
を
招
来
し
、
御
仏
の
真
体
を
観
じ
ま
す
。

、

、

、

、

護
摩
に
よ
っ
て
煩
悩
を
焼
き
浄
め

大
厄
を
消
除
し

家
内
安
全

身
体
健
全

商
売
繁
盛
等
、
開
運
を
祈
願
し
ま
す
。



二
頁

護
摩
の
願
意
に
つ
い
て

護
摩
の
願
意
は
自
由
で
す
。
眞
観
寺
の
護
摩
は
祈
願
と
滅
罪
の
護
摩
で
す
。
左

の
代
表
的
な
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。

・
災
厄
消
除

や

く

よ

け

・
方

除
（
方
位
除
け
）

・
家
内
安
全

・
交
通
安
全
（
記
名
御
守
）

・
交
通
安
全
（
木
札
）

・
身
体
健
全

・
延
命
長
寿

・
良
縁
成
就

・
安
産
満
足

・
商
売
繁
盛

・
事
業
繁
栄

・
縁

結

び

・
当
病
平
癒

・
傷
病
平
癒

・
心
願
成
就

・
大
願
成
就

・
合
格
成
就

・
学
業
成
就

・
就
職
成
就

・
工
事
安
全

・
工
場
安
全

・
労
災
絶
滅

・
勝
利
祈
願

・
従
業
員
安
全

・
火

難

除

・
盗

難

除

・
禁

酒

・
禁

煙

(

お
願
い
が
か
な
っ
た
と
き
に)

・
御

礼

護
摩
札
は
一
体
に
付
き
一
願
意
で
す
。
護
摩
の
準
備
の
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

な
る
べ
く
十
二
月
二
十
八
日
迄
に
、
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

護
摩
祈
願
料
は
三
千
円
で
す
。
祈
願
料
は
申
込
時
だ
け
で
な
く
、
元
旦
に
持
参

さ
れ
て
も
大
丈
夫
で
す
。

尚
、
遠
方
の
方
は
護
摩
札
の
郵
送(

送
料
無
料)

と
併
せ
て
銀
行
振
り
込
み
を
ご
活
用
下
さ
い
。

群
馬
銀
行

行
田
支
店
（
３
７
４
）

普
通
口
座
０
１
７
８
３
３
９

口
座
名
義

シ
ュ
ウ
）
シ
ン
カ
ン
ジ

厄

年

早

見

表

男

性

女

性

前
厄

平
成
６
年
生

平
成

年
生

10

厄

本
厄

平
成
５
年
生

平
成
９
年
生

小

後
厄

平
成
４
年
生

平
成
８
年
生

前
厄

昭
和

年
生

昭
和

年
生

52

61

厄

本
厄

昭
和

年
生

昭
和

年
生

51

60

大

後
厄

昭
和

年
生

昭
和

年
生

50

59

厄

前
厄

昭
和

年
生
ま
れ

33

大女

本
厄

昭
和

年
生
ま
れ

32

男

後
厄

昭
和

年
生
ま
れ

31
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～
眞
観
寺
た
よ
り
～

葛

退
治
を
行
っ
て
い
ま
す
。

か
ず
ら

昨
年
は
「
松
枯
れ
病
の
防
止
」
に

つ
い
て
書
き
ま
し
た
。
七
年
間
有
効

な
薬
剤
を
松
の
木
に
注
入
し
た
の
を

ご
記
憶
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と

思
い
ま
す
。
薬
の
効
果
が
あ
っ
た
の

、

、

か

松
の
木
は
赤
松
一
本
を
除
い
て

他
四
十
五
本
は
無
事
に
夏
を
越
し
ま

し
た
。

一
難
去
っ
て
ま
た
一
難
、
数
年
前

か
ら
小
見
眞
観
寺
古
墳
に
右
の
写
真

の
葉
を
し
た
植
物
が
覆
い
繁
り
は
じ

め
ま
し
た
。
十
年
程
前
は
そ
れ
ほ
ど

で
も
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
四
，
五
年
前
か
ら
急
に
勢
い
を
増
し
、
盛
夏
に
は

古
墳
の
大
部
分
を
覆
う
様
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

つ
る
草
の
一
種
と
思
っ
た
の
で
、
ヤ
ブ
カ
ラ
シ
と
同
じ
く
、
刈
れ
ば
枯
れ
る

と
思
い
時
々
刈
っ
た
り
、
葉
か
ら
入
っ
て
効
果
を
発
揮
す
る
除
草
剤
を
撒
い
た

り
茎
に
注
入
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
何
故
か
勢
い
が
衰
え
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
図
鑑
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
る
と

「
つ
る
」
と
呼
ん

、

で
い
た
の
は
「
葛
」
で
あ
る
事
が
わ
か
り
ま

く
ず

し
た
。

葛
は
マ
メ
科
の
植
物
で
蔓
性
の
多
年
草
な

つ
る

ん
だ
そ
う
で
す
。
根
は
木
質
化
し
越
冬
用
の

デ
ン
プ
ン
を
蓄
え
、
直
径
十
㎝
以
上
、
大
き

な
物
で
は
五
十
キ
ロ
に
も
な
り
ま
す
。
大
量

の
デ
ン
プ
ン
を
使
っ
て
春
か
ら
夏
に
か
け
て

盛
大
に
蔓
を
伸
ば
す
の
だ
そ
う
で
す
。

葛(くず)の葉。三枚一組

蔓草に覆われるヤブツバキ。古墳北東面の様子



四
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根
を
初
夏
に
収
穫
す
れ
ば
葛
根
湯
に
代
表
さ
れ
る
漢
方
薬
の
材
料
に
な
り
、

秋
か
ら
冬
に
収
穫
す
る
と

葛
粉
や
葛
餅

わ
ら
び
餅
に
な
る
よ
う
で
す

(

こ

、

、

。

の
葛
餅
は
本
葛
の
葛
餅
で
す
。
川
崎
大
師
の
久
寿
餅
と
は
違
い
ま
す)

有
用
な
植
物
だ
と
知
っ
て
喜
び
ま
し
た
が
、
葛
の
根(

「
芋

、
と
呼
ぶ
よ

」

う
で
す)

を
掘
る
の
も
、
根
か
ら
デ
ン
プ
ン
を
取
る
の
は
と
て
も
大
変
な
作
業

に
な
る
事
も
わ
か
り
、
残
念
で
す
が
駆
除
す
る
事
に
し
ま
し
た
。

駆
除
に
は
遅
効
性
の
葛
専
用
除
草
剤
を
打
ち
込
み
ま
す
。
今
、
眞
観
寺
に
生

え
て
い
る
葛
の
殆
ど
は
専
用
除
草
剤
の
打
ち
込
み
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
薬
用

食
用
目
的
で
採
取
し
な
い
で
下
さ
い
。

結
果
的
に
こ
の
よ
う
に
な
る
ま
で
放
置
し
て
し
ま
っ
た
事
に
は
原
因
が
あ
り

。

。

ま
す

生
え
た
ば
か
り
の
葛
の
ツ
ル
は
自
然
薯
の
ツ
ル
に
そ
っ
く
り
な
の
で
す

秋
田
県
出
身
の
方
か
ら

「
こ
れ
は
自
然
薯
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
を
「
こ

、

れ
は
幸
い
」
と
喜
び
二
，
三
年
間
、
葛
を
大
事
に
し
て
し
ま
っ
た
の
が
い
け
ま

せ
ん
で
し
た
。
後
で
も
良
い
か
ら
よ
く
調
べ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
、
と
い
う
教

訓
で
し
た
。

お
線
香
は
寝
か
せ
ま
し
ょ
う
。

こ
の
際
に
線
香

御
自
宅
の
仏
壇
を
礼
拝
す
る
時
に
、
お
線
香
を
あ
げ
ま
す
。

本
来
、
お
香
は
灰
の
中
に
炭
火
を
埋
め
、

は
寝
か
せ
た
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。

炭
火
に
灰
を
か
け
た
上
に
香
木
を
薫
じ
て
い
ま
し
た
。
香
は
平
ら
な
灰
か
ら
立

ち
上
が
る
も
の
で
す
。
焼
香
は
良
い
香
り
の
香
木
だ
け
で
出
来
て
い
る
訳
で
は

無
く
、
増
量
す
る
た
め
に
普
通
の
木
も
混
ざ
っ
て
い

ま
す
。
お
香
に
掛
か
る
費
用
を
削
減
す
る
と
、
高
価

な
香
は
減
り
、
増
量
の
木
の
品
質
も
下
が
り
、
焚
き

に
く
く
な
る
の
で
、
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
等
で
は
直

接
火
に
触
れ
さ
せ
て
い
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
香
は
平
ら
な
と
こ
ろ
か
ら
立
ち
上
る

の
で
、
立
て
る
よ
り
は
寝
か
せ
た
方
が
良
い
で
し
ょ

う
。
寝
か
せ
る
と
次
の
様
な
利
点
が
あ
り
ま
す
。

線香を寝かせた例



五
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・
線
香
が
倒
れ
ず
、
火
の
用
心
に
良
い
。

・
灰
が
散
ら
ば
ら
ず
、
汚
れ
な
い
。

本
当
に
良
い
事
ず
く
め
で
す
。
立
て
た
線
香
の
火
が
消
え
る
ま
で
用
心
を
絶

や
さ
な
く
て
も
良
く
な
り
ま
す
。

線
香
を
立
て
る
の
は
、
禅
宗
が
座
禅
の
時
間
を
、
浄
土
宗
が
念
仏
の
時
間
を

そ
れ
ぞ
れ
計
っ
た
の
が
起
源
で
す
。
目
的
が
あ
っ
て
始
ま
っ
た
立
ち
線
香
が
、

見
た
目
が
衝
撃
的
だ
っ
た
の
で
、
広
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

、

、

、

こ
の
機
会
に

各
ご
家
庭
で
ご
意
見
を
統
一
し

線
香
の
上
げ
方
を
決
め
て

礼
拝
さ
れ
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
次
の
様
な
手
順
と
な
り
ま
す
。

・
ま
ず
、
灯
明(

ロ
ウ
ソ
ク)

に
点
火
す
る
。

・
一
本
の
線
香
を
二
つ
な
い
し
三
つ
に
折
る
。

・
右
手
に
持
っ
て
灯
明(

ロ
ウ
ソ
ク)

で
線
香
に
点
火
す
る
。

・
火
の
つ
い
て
い
る
方
を
左
に
向
け
て
灰
に
寝
か
せ
置
く
。

・
そ
の
後
、
鈴
を
二
丁(

小
さ
く
、
大
き
く)

打
つ
。

・
合
掌
礼
拝
す
る
。

線
香
を
寝
か
せ
る
場
合
に
用
い
る
灰
は
『
わ
ら
灰
』
と
な
り
ま
す
。
石
灰
で

い
し
ば
い

は
重
い
の
で
、
線
香
の
火
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

毎
年
、
秋
に
「
般
若
心
経
を
お
唱
え
す
る
会
」
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
回
に

よ
っ
て
は
仏
壇
な
ど
で
礼
拝
の
作
法
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、

夏
の
終
わ
り
に
案
内
の
ハ
ガ
キ
が
届
き
ま
す
の
で
、
御
参
加
下
さ
い
。

夏
も
冬
も
快
適
な
温
度
は
お
お
む
ね
一
緒
。

夏
も
冬
も
快
適
だ
と
思
え
る
温
度
は

～

℃
の
様
で
す
。
冷
房

℃
、
暖

23

25

28

房

℃
は
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
時
に
か

18
な
り
無
理
を
し
て
決
め
た
数
字
で
す
。
眞
観
寺

は
、
夏
の
法
要
は
冷
房
の
あ
る
客
殿
で
、
冬
は

合
計
で

の
灯
油
ス
ト
ー
ブ
が
温
め
た
本
堂

38
kw

で
行
い
ま
す
。



六
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『
読
経
と
戒
名
の
お
話
』

今
年
最
後
の
般
若
心
経
講
は
下
池
守
持
寶
院
の
馬
場
隆
法
僧
都
を
お
招
き
し

て
開
催
す
る
と
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
馬
場
師
の
都
合
が
急
に
つ

か
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
急
遽
変
更
す
る
事
と
い
た
し
ま
す
。

消
費
者
庁
が
葬
儀
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
葬
儀

で
一
番
重
要
な
点(
ポ
イ
ン
ト)

が
『
読
経
』
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
一
度
、
読
経
に
つ
い
て
、
檀
徒
の
皆
さ
ん
に
お
話
を
し
て
お
い
た
方

が
良
い
と
考
え
ま
し
た
。
次
回
の
般
若
心
経
講
が
丁
度
日
曜
日
に
当
た
り
ま
す

の
で
、
読
経
と
戒
名
に
つ
い
て
お
話
し
致
し
ま
す
。

、

、

。

左
記
の
日
時
で
開
催
し
ま
す
の
で

興
味
あ
る
方
は
是
非

御
参
加
下
さ
い

『
読
経
と
戒
名
の
お
話
』

日
時

十
二
月
十
八
日
（
日
曜
日
）
十
時
～
十
一
時
半

場
所

真
観
寺
客
殿

～
～
～

来
年
の
干
支
に
つ
い
て

～
～
～

来
年
は
酉
歳
で
す
。
昔
の
人
は
方
位
に
十
二
支
を
当
て
は
め
て
表
し
ま
し
た
。

と
り

酉
年
に
ち
な
ん
だ
話
題
を
紹
介
し
ま
す
。

次
ペ
ー
ジ
の
図
の
よ
う
に
酉
は
九
時
の
方
角
で
す
。
客
船
や
貨
物
船
な
ど
の
船

と
り

は
、
船
首
を
子
の
方
向
、
船
尾
を
午
の
方
向
と
考
え
ま
す
。
日
本
で
は
進
行
方
向

ね

う
ま

左
側
へ
の
舵
を
古
く
は
「
酉
の
舵

。
こ
れ
が
「
取
り
舵
」
と
な
り
ま
し
た
。
同

」

と
り

じ
く
右
側
へ
の
舵
は
「
卯
の
舵

。
こ
れ
が
転
じ
て
「
面
舵
」
と
な
っ
た
よ
う
で

」

う

す
。
現
在
で
は
「

ぉ
ぉ
り
か
ぁ
じ

「
お

ぉ
か
ぁ
じ
」
と
発
音
で
も
区
別
し

と

も

」

て
誤
操
作
が
無
い
よ
う
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

西
洋
で
は
、
船
の
舵
の
操
作
は
混
乱
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
海
賊
船

く
ら
い
昔
の
船
の
舵
は
梃
子
だ
っ
た
の
で
、
船
の
舵
の
把
手
を
右
に
操
作
す
る
と

て

こ

と

つ

て

左
に
曲
が
っ
て
い
た
時
代
が
長
く
続
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
蒸
気
船
の
時
代
に
な

っ
て
、
舵
輪
を
回
す
と
回
し
た
方
向
に
船
が
進
む
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
帆
船
か

ら
蒸
気
船
へ
の
交
代
時
期
に
は
意
図
せ
ぬ
舵
の
取
り
間
違
い
か
ら
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク



七
頁

号
の
遭
難
を
は
じ
め
、
様
々
な
事
故
が
あ
り
ま
し
た
。
舵
の
取
り
方
と
船
の
向
き

が
完
全
に
一
致
し
た
の
は
つ
い
最
近
の
事
で

西
暦
二
千
年
頃
に
ニ
ュ
ー
ス
で

こ

、

「

の
度
、
国
際
的
な
取
り
決
め
が
行
わ
れ
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
「
舵
を
指
示
し
て
も
船
が
ど
ち
ら
に
向
く
か
は
船
員
次
第
」
の
状
態
が
百
年
以

上
続
い
て
い
た
わ
け
で
す
。

さ
て
、
十
二
支
を
八
方
位
の
仏
様
に
当
て
は
め
た
の
が
干
支
の
守
り
本
尊
で
あ

る
「
八
体
仏
」
で
す
。
酉
歳
の
守
り
本
尊
は
「

」
様
で
す
。
成
田
、
高

不
動
明
王

ふ
ど
う
み
よ
う
お
う

幡
、
不
動
岡
の
不
動
様
で
有
名
で
す
ね
。

不
動
明
王
は
、
釈
尊
が
菩
提
樹
下
の
坐
禅
中
に
身
中
の
煩
悩
を
焼
き
つ
く
し
て

い
る
姿
を
現
し
た
明
王
様
で
す
。

真
言
密
教
で
は
如
来
様
は
「
三
輪
身
」
と
言
っ
て
一
つ
「
仏(

真
理
を
悟
り
得

さ
ん
り
ん
じ
ん

た
如
来)

」
が
「
自
性
輪
身

「
正

法

輪

身

「
教

令

輪

身
」
と
い
う
三
つ

」
、

」
、

じ
し
よ
う
り
ん
じ
ん

し
よ
う
ほ
う
り
ん
じ
ん

き
よ
う
り
よ
う
り
ん
じ
ん

の
姿
で
現
わ
れ
ま
す

「
自
性
輪
身(

如
来)

」
は
、
絶
対
の
真
理
や
悟
り
の
境
地

。

を
体
現
し
た
姿
で
す

「
正
法
輪
身(

菩
薩)

」
は
、
如
来
の
境
地
を
そ
の
ま
ま
平

。

易
に
説
く
姿
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
「
教
令
輪
身
」
は
、
仏
法
に
従
わ

な
い
者
を
恐
ろ
し
げ
な
姿
で
畏
怖
さ
せ
教
え
諭
し
、
外
道
に
進
も
う
と
す
る
者
は

し
ょ
っ
引
い
て
内
道
に
戻
し
ま
す
。

不
動
明
王
は
大
日
如
来
の
教
令
輪
身
で
す
。
煩
悩
を
抱
え
る
救
い
難
い
衆
生
で

も
、
力
ず
く
で
救
う
た
め
に
、
忿
怒
の
姿
を
し
て
い
ま
す
。
羂
索(

ロ
ー
プ)

で
煩

悩
を
縛
り
、
剣
で
た
た
き
切
っ
て
、
後
背
の
炎
で
焼
き
尽
く
し
ま
す
。

一
年
の
最
初
に
干
支
の
不
動
明
王
に
手
を
合
わ
せ
、
煩
悩
を
焼
き
尽
く
し
、
清

々
と
し
た
気
持
ち
で
新
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。酉年の守り本尊

「不動明王」

観音堂前の八体佛


