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先
般
十
月
十
七
日
、
禅
昌
寺
檀
信
徒
並
び
に
有
縁
の
皆
様
に

正
式
に
住
職
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
歴
代
住
職
の
仲
間
入
り
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
に
と
り
ま
し
て
も
、
禅
昌
寺

に
と
り
ま
し
て
も
誠
に
有
難
い
勝
縁
で
あ
り
ま
す
。
禅
昌
寺
開

創
以
来
約
四
〇
〇
年
間
に
二
十
三
人
の
住
職
が
居
ら
れ
、
私
で

二
十
四
人
目
と
な
り
ま
す
。
私
か
ら
言
え
ば
こ
れ
ま
で
の
住
職

二
十
三
人
を
「
歴
世
の
人
」（
歴
代
の
住
職
）
と
い
い
、
私
自
身

は
「
歴
世
の
孫
（
次
世
代
）」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第

二
十
三
世
正
賢
和
尚
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
歴
代
の
住
職
お
一
人

お
一
人
が
、
そ
の
時
々
の
お
檀
家
様
や
信
者
様
と
共
に
歩
ま
れ

た
仏
の
道
を
思
う
と
き
、
そ
の
重
み
を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
禅
昌

寺
と
、
そ
こ
に
あ
る
お
釈
迦
様
の
御
教
え（
仏
法
）が
、
歴
世
の

人
か
ら
歴
世
の
孫
へ
と
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
う
と
き
、

敦
い
恩
義
を
感
じ
ま
す
。

当
山
の
西
堂
（
住
職
の
後
見
・
指
導
役
）で
あ
る
今
村
源
宗

老
師
（
大
本
山
總
持
寺
祖
院
監
院
）
は
、
十
月
十
六
日
に
行
わ
れ

た
、
ご
開
山
さ
ま
と
歴
代
住
職
さ
ま
へ
の
報
恩
法
要
で
、
次
の
漢

詩
を
お
読
み
に
な
り
、
正
に
そ
の
事
を
お
示
し
で
あ
り
ま
し
た
。

禅
昌
寺
住
職
　
横
山
　
泰
賢

見
歴
世
人
歴
世
孫

日
光
山
裏
恩
義
敦

風
吹
玉
露
爽
秋
氣

雲
起
林
巒
蔭
後
昆

歴
世

れ

き

せ

の
人ひ

と

を
見み

る
歴
世

れ

き

せ

の
孫そ

ん

日
光
山

に
っ
こ
う
ざ
ん

裏り

恩
義

お

ん

ぎ

敦あ
つ

し

風か
ぜ

は
玉
露

ぎ
ょ
く
ろ

を
吹ふ

い
て
秋
氣

し
ゅ
う
き

爽さ
わ

や
か
に

雲く
も

は
林
巒

り
ん
ら
ん

に
起お

こ
っ
て
後
昆

こ
う
こ
ん

を
蔭お

お

う

「
意
訳
」

歴
代
の
住
職
を
見
て
、
次
世
代
は
学
び
育
つ

そ
う
し
た
日
光
山
（
禅
昌
寺
）
に
お
け
る
恩
義
は
敦
い

風
は
玉
露
（
露
の
よ
う
な
一
世
代
）
を
吹
い
て
、
秋
の
気
配

が
爽
や
か
だ

雲
（
世
代
を
務
め
る
禅
僧
）
は
、
林
に
育
つ
木
の
よ
う
に
断

ち
切
れ
ず
続
い
て
起
こ
り
、
後
の
世
（
次
世
代
）
を
た
す
け

護
だ
ろ
う
。

こ
の
お
示
し
は
、
晋
山
式
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
顕
す
為
に
、

本
堂
正
面
に
建
て
ら
れ
た
角
塔
婆
に
も
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

一
世
代
の
住
職
を
務
め
る
重
み
と
責
任
を
深
く
伝
え
て
い
る
と

感
じ
ま
し
た
。
一
世
代
の
住
職
を
務
め
る
と
言
う
こ
と
は
、
こ

の
禅
昌
寺
と
お
釈
迦
様
の
御
教
え
を
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く

と
い
う
既
に
三
九
五
年
間
続
い
て
い
る
大
行
持
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
継
続
さ
れ
、
ま
た
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
住
職

独
り
の
な
せ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
檀
家
さ
ま
信
者
さ

ま
あ
っ
て
の
継
続
で
あ
り
大
行
持
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
こ
の
大
行
持
を
皆
様
と
共
に
修
行
す
る
喜
び
を
皆
様

と
共
に
味
わ
い
た
く
、
よ
り
一
層
精
進
努
力
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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後
姿
で
の
説
法
を
聞
け

薬
山
さ
ま
の
高
徳
を
慕
い
、
そ
の
会
下
に
は
多

く
の
雲
水
が
集
ま
り
、
同
行
同
修
の
朝
夕
が
過
ぎ

て
い
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
処
久
し
く
薬
山
さ
ま
の

御
説
法
が
な
い
。
そ
こ
で
院
主
（
会
社
な
ら
事
務

総
長
、
店
な
ら
番
頭
の
よ
う
な
役
職
が
願
い
出
た
。

「
修
行
僧
達
が
久
し
く
御
住
職
さ
ま
の
御
説
法
を
待

ち
望
ん
で
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
修
行
僧
の
た
め

に
御
説
法
を
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
。「
で
は

鐘
を
打
っ
て
皆
を
集
め
る
が
よ
い
」
と
い
う
の
で
、

御
説
法
を
知
ら
せ
る
鐘
が
一
山
に
鳴
り
渡
り
、
修

行
僧
達
は
久
々
に
御
住
職
さ
ま
の
御
説
法
を
聴
聞

で
き
る
と
、
心
お
ど
る
思
い
で
集
ま
っ
て
き
た
。

檀
上
に
登
ら
れ
た
薬
山
さ
ま
は
、
し
ば
ら
く
黙

っ
て
坐
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
一
言
も
御
説
法
も
な

い
ま
ま
に
檀
を
下
り
」、
方
丈
の
間
に
帰
っ
て
し
ま

わ
れ
た
。
院
主
は
あ
わ
て
て
薬
山
さ
ま
を
追
い
か

け
て
お
た
ず
質
ね
し
た
。「
先
ほ
ど
　
”修
行
僧
達

の
た
め
に
説
法
し
て
や
ろ
う
“
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

の
に
、
何
故
一
言
の
説
法
も
し
て
下
さ
ら
な
い
の

で
す
か
」
と
。
薬
山
さ
ま
は
答
え
ら
れ
た
。「
経
の

解
説
に
は
経
の
講
釈
師
が
い
る
し
、
論
理
学
に
は

ま
た
そ
れ
を
論
ず
る
学
者
が
い
て
、
そ
れ
に
ま
か

せ
て
お
け
ば
よ
い
。
私
は
講
釈
師
で
も
学
者
で
も

な
い
よ
」
と
。

私
は
大
學
に
十
一
年
も
遊
ば
せ
て
も
ら
っ
た
。

大
學
へ
残
れ
と
い
う
呼
び
か
け
も
あ
っ
た
。
学
者

の
道
も
政
治
の
道
も
、
私
に
は
魅
力
が
な
か
っ
た
。

す
べ
て
を
こ
と
わ
っ
て
山
寺
へ
帰
り
、
師
と
共
に

田
畑
を
耕
し
、
蚕
を
飼
い
、
そ
し
て
修
行
道
場
で

零
か
ら
出
発
す
る
雲
水
達
と
、
共
に
行
ず
る
と
い

う
道
を
択え

ら

ん
だ
。
都
で
の
一
見
は
な
や
か
な
、
一

見
出
世
し
た
か
に
見
え
る
道
の
す
べ
て
を
断
っ
て

山
寺
へ
帰
り
、
土
に
ま
ろ
ん
で
い
る
私
の
姿
を
、

一
部
の
人
々
は
不
思
議
な
思
い
で
眺
め
て
い
た
と

い
う
。
”こ
の
ま
ま
都
に
と
ど
ま
っ
て
勧
め
ら
れ

た
道
を
歩
ん
だ
ら
、
私
の
心
の
田
が
荒
れ
て
し
ま

う
“
そ
ん
な
危
惧

き

ぐ

を
い
だ
い
て
、
さ
っ
さ
と
帰
り
、

ま
た
垢あ

か

づ
か
ぬ
新
発
意

し

ん

ほ

つ

い

の
雲
水
と
の
、
一
日
二
十

四
時
間
態
勢
の
修
行
生
活
と
い
う
道
を
択
ん
だ
の

だ
が
。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
は
四
十
年
来
、
今
日
ま

で
変
っ
て
い
な
い
。
こ
の
選
択
は
あ
や
ま
り
で
な

か
っ
た
、
と
今
も
思
っ
て
い
る
。

経
や
論
は
、
料
理
で
い
う
な
ら
ば
、
献
立
で
あ

り
、
文
字
や
言
葉
を
使
っ
て
の
料
理
法
の
説
明
に

す
ぎ
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
実
践
す
る
た
め
の
手
引

き
に
す
ぎ
な
い
。
具
体
的
に
実
践
し
て
見
せ
る
。

経
と
か
論
は
た
っ
た
一
度
の
大
切
な
、
し
か
も
や

り
な
お
し
の
き
か
な
い
私
の
人
生
の
今
を
、
ど
う

生
き
た
ら
よ
い
か
を
文
字
や
言
葉
で
解
説
し
た
も

の
、
そ
れ
を
具
体
的
に
今
こ
こ
で
、
目
の
前
で
、

行
住
坐
臥
の
す
べ
て
の
進
退
の
上
に
生な

ま

演
奏

え
ん
そ
う

し
て

見
せ
る
、
こ
れ
を
身
業

し
ん
ご
う

説
法

せ
っ
ぽ
う

と
い
う
。
薬
山
さ
ま

は
文
字
通
り
こ
の
身
業
説
法
を
毎
日
朝
か
ら
晩
ま

で
し
つ
づ
け
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
見
る
眼
、
聞
く

耳
を
持
た
な
い
者
に
は
見
え
ず
聞
く
こ
と
も
で
き

な
い
。
残
念
な
が
ら
番
頭
の
院
主
さ
え
も
、
薬
山

さ
ま
の
深
い
お
心
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

昔
か
ら
「
親
の
い
う
通
り
に
は
な
ら
な
い
が
、

親
の
す
る
通
り
に
な
る
」
と
い
わ
れ
、「
親
の
後

挙こ

す
。
薬
山

や
く
さ
ん

久ひ
さ

し
く
陞し

ん

座ぞ

せ
ず
。
院
主

い
ん
じ
ゅ

白も
う

し
て

云い
わ

く
、
大
衆

た
い
し
ゅ
う

久ひ
さ

し
く
示
誨

じ

げ

を
思お

も

う
、
請こ

う
和
尚

お
し
ょ
う

、

衆し
ゅ

の
為た

め

に
説
法

せ
っ
ぽ
う

し
玉た

ま

え
。
山さ

ん

、
鐘

し
ょ
う

を
打た

せ
し
む
、

衆し
ゅ

方ま
さ

に
集

あ
つ
ま

る
。
山さ

ん

、
陞し

ん

座ぞ

、
良
久

り
ょ
う
き
ゅ
う

、
便

す
な
わ

ち
下
座

げ

ざ

し
て
方
丈

ほ
う
じ
ょ
う

に
帰か

え

る
。
主し

ゅ

、
後

し
り
え

に
随

し
た
が

っ
て
問と

う
、

和
尚

お
し
ょ
う

適
来

せ
き
ら
い

、
衆し

ゅ

の
為た

め

に
説
法

せ
っ
ぽ
う

せ
ん
こ
と
を
許ゆ

る

す
、

云い

何か

ん
ぞ
一
言ご

ん

を
垂た

れ
ざ
る
。
山さ

ん

云い
わ

く
、
経

き
ょ
う

に

経き
ょ
う

師じ

あ
り
、
論ろ

ん

に
論
師

ろ

ん

じ

あ
り
、
争い

か

で
か
老
僧

ろ
う
そ
う

を

怪あ
や
し

み
得え

ん
。

従
容
録

し
ょ
う
よ
う
ろ
く

第
七
則
　
薬
山
陞
座

や
く
さ
ん
し
ん
ぞ

愛
知
専
門
尼
僧
堂

堂
長
　
青
山
俊
董
師
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姿
を
み
て
子
供
は
育
つ
」
と
語
り
つ
が
れ
て
き
た
。

「
い
う
通
り
」
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
い
う
言
葉
の

説
法
で
あ
り
、
経
師
、
論
師
の
お
役
と
い
え
よ
う
。

「
親
の
す
る
通
り
」、
ま
た
は
「
後
姿
」
と
い
う
言
葉

で
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
心
が
、
黙
っ
て
実

践
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
親
の
毎
日
の
生
き
方
そ
の

も
の
こ
そ
大
切
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

師
急
ぎ
説
き
、
弟
子
急
ぎ
聞
け

あ
る
日
お
釈
迦
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ
一
人
の
バ
ラ

モ
ン
（
仏
教
以
外
の
宗
教
者
）
が
や
っ
て
き
て
、

「
言
葉
で
語
っ
て
下
さ
っ
て
も
よ
い
し
、
言
葉
な
く

し
て
お
示
し
下
さ
っ
て
も
よ
い
が
、
一
番
大
切
な

と
こ
ろ
を
御
教
示
く
だ
さ
い
」
…
…
有
言
を
問
わ

ず
無
言
を
問
わ
ず
…
…
と
い
っ
て
き
た
。
お
釈
迦

さ
ま
は
し
ず
か
に
端
坐
し
、
い
つ
く
し
み
の
眼
で

バ
ラ
モ
ン
を
見
つ
め
ら
れ
た
だ
け
で
一
言
も
お
っ

し
ゃ
ら
な
い
。
二
人
の
間
に
静
寂
の
時
が
流
れ
、

や
が
て
バ
ラ
モ
ン
は
立
ち
上
が
り
、
ふ
か
ぶ
か
と

礼
拝
し
、「
お
釈
迦
さ
ま
は
大
慈
悲
を
も
っ
て
私

の
迷
い
の
雲
を
払
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
、
お
礼
の
言
葉
を
の
べ

て
立
ち
去
っ
た
。

後
方
で
こ
の
一
部
始
終
を
見
て
い
た
侍
者
の
阿

南
尊
者
が
、
お
釈
迦
さ
ま
に
お
質
ね
し
た
。「
バ
ラ

モ
ン
は
ど
う
い
う
道
理
が
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
」
と
。
お
釈
迦
さ
ま
は
答
え
ら
れ
た
。「
世
間
で

い
う
い
わ
ゆ
る
駿
馬

し
ゅ
ん
め

と
呼
ば
れ
る
馬
が
、
振
り
上

げ
た
鞭
の
影
だ
け
を
見
て
走
り
出
す
よ
う
な
も
の

だ
」
…
世
の
良
馬

り
ょ
う
め

の
鞭
影

べ
ん
え
い

を
見
て
行
く
が
如
し
と
。

そ
し
て
さ
ら
に
「
四
馬

し

め

」
の
例
え
の
話
を
さ
れ
た
。

馬
に
四
種
類
あ
る
。
第
一
は
振
り
上
げ
た
鞭
の
影

だ
け
を
見
て
走
り
出
す
馬
で
、
駿
馬
と
呼
ぶ
べ
き

で
あ
ろ
う
。
第
二
は
毛
の
先
に
ふ
れ
て
か
ら
走
り

出
す
馬
、
第
三
は
肉
に
ふ
れ
て
か
ら
走
り
出
す
馬
、

最
後
の
第
四
は
骨
身
に
徹
し
な
い
と
走
り
出
さ
な

い
馬
で
、
世
に
い
う
駑
馬

ど

ば

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。

い
っ
た
い
何
を
い
お
う
と
す
る
の
か
。
第
一
の

鞭
影
を
見
て
走
り
出
す
馬
と
い
う
の
は
、
遠
い
村

や
町
で
亡
く
な
っ
た
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝

え
聞
い
て
、
わ
が
こ
と
と
受
け
止
め
、
ウ
カ
ウ
カ

し
て
お
れ
な
い
ぞ
と
立
ち
あ
が
る
類
の
人
だ
と
い

う
。
第
二
の
毛
の
さ
き
に
ふ
れ
て
か
ら
走
り
出
す

馬
と
い
う
の
は
、
自
分
の
村
や
町
で
亡
く
な
っ
た

人
の
話
を
聞
き
、
め
ざ
め
る
人
の
こ
と
を
い
い
、

第
三
の
肉
に
さ
わ
っ
て
か
ら
走
り
出
す
馬
と
い
う

の
は
、
親
と
か
兄
弟
と
か
い
う
よ
う
に
、
自
分
の

親
族
の
中
か
ら
旅
立
つ
者
が
出
た
と
き
、
遅
れ
ば

せ
な
が
ら
気
づ
く
者
、
第
四
の
骨
身
に
徹
し
な
い

と
走
り
出
さ
な
い
馬
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
が

迎
え
に
来
ら
れ
な
い
と
目
が
さ
め
な
い
類
で
、
こ

れ
で
は
間
に
あ
わ
な
い
と
い
う
。

道
元
禅
師
は
こ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
四
馬
の
教
え

を
引
用
さ
れ
た
後
に
、「
師
い
そ
ぎ
説
か
ん
と
思
う

べ
し
。
弟
子
い
そ
ぎ
聞
か
ん
と
ね
ご
う
べ
し
」
と

い
う
言
葉
を
添
え
て
お
ら
れ
る
。

私
は
よ
く
お
葬
式
の
あ
と
な
ど
に
こ
の
四
馬
の

話
を
紹
介
し
、
葬
式
の
大
き
な
意
味
の
一
つ
は
、

死
者
の
最
後
の
遺
言
を
聞
く
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と

語
る
。

先
に
逝
か
ね
ば
な
ら
な
い
人
が
、
全
身
心
を
あ

げ
、
後
に
残
る
者
た
ち
に
遺
す
最
後
の
一
言
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
に
か
。

「
死
ぬ
ん
だ
よ
。
あ
な
た
方
も
。
必
ず
こ
の
日
が

や
っ
て
く
る
。
し
か
も
予
告
な
し
、
ま
っ
た
な
し

に
。
い
つ
お
迎
え
が
来
て
も
よ
い
よ
う
に
、
毎
日
、

毎
時
間
を
大
切
に
生
き
な
さ
い
」、
こ
れ
が
死
者
の

最
後
の
、
あ
と
に
残
る
者
へ
贈
る
一
言
で
は
な
か

ろ
う
か
。

死
を
忘
れ
た
ら
生
も
ぼ
け
る
。
死
を
見
す
え
目

が
深
い
ほ
ど
、
今
日
一
日
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来

た
命
の
重
さ
も
わ
か
る
。
命
の
重
さ
が
わ
か
れ
ば
、

そ
の
命
を
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
も
見
え
て
こ

よ
う
。
日
常
の
こ
と
に
か
ま
け
て
と
か
く
死
を
忘

れ
、
あ
る
い
は
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ

に
、
命
を
か
け
て
死
を
眼
前
に
つ
き
つ
け
、
”し
っ

か
り
生
き
よ
“
と
語
り
か
け
て
く
れ
る
、
そ
の
声

を
全
身
心
を
あ
げ
て
聞
く
と
こ
ろ
に
葬
式
の
意
味

が
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
う
し
て
死
者
の
声
を
聞
き
、
め
ざ
め
、

立
ち
あ
が
り
、
根
性
が
入
っ
た
毎
日
の
生
き
方
を

す
る
こ
と
こ
そ
が
、
死
者
へ
の
最
高
の
供
養
な
ん

だ
と
、
喪
主
や
会
葬
者
た
ち
に
語
り
か
け
る
。

お
釈
迦
さ
ま
が
無
言
で
バ
ラ
モ
ン
に
示
さ
れ
た

往
古
の
姿
に
重
ね
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

説
く
者
も
言
葉
を
用
い
る
と
用
い
な
い
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
す
べ
て
が
説
法
で
あ
り
、
ま
た
教

え
を
請
う
側
、
学
ぶ
側
と
し
て
は
、
師
た
る
べ
き

人
の
日
常
生
活
の
す
べ
て
か
ら
、
い
き
い
き
と
し

た
説
法
を
聞
き
と
り
、
学
び
と
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。



修
証
義
の
第
三
章
ま
で
は
仏
教
の
基
本
的
な
教

義
と
、
自
己
の
目
覚
め
と
戒
め
を
促
さ
れ
た
内
容

と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
第
四
章
か
ら
は
仏
教
を

実
践
す
る
具
体
的
な
教
え
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

第
三
章
の
終
わ
り
に
、「
是
を
無
為
の
功
徳
と
す
、

是
を
無
作
の
功
徳
と
す
、
是
れ
菩
提
心
な
り
」
と

結
ば
れ
、
第
四
章
に
「
発
願
利
生
」
を
起
こ
さ
れ

た
処
に
、
道
元
禅
師
が
私
た
ち
に
対
し
、「
一
大
事

因
縁
を
戴
い
て
授
か
っ
た
こ
の
命
を
疎
か
に
す
る

な
よ
！
」
と
祈
り
を
込
め
て
お
説
き
下
さ
っ
て
い

る
よ
う
に
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

地
球
上
の
生
き
物
の
中
で
、
人
間
以
外
の
生
き

物
は
自
然
に
任
か
し
て
活
か
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

人
間
も
活
か
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
基
本

的
に
、
他
の
生
き
物
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、

人
間
は
自
由
な
思
考
で
生
き
る
こ
と
の
出
来
る
唯

一
の
生
き
物
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
人
間
は
そ

の
命
の
営
み
の
中
で
、
身
勝
手
な
価
値
観
を
持
っ

て
試
行
錯
誤
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

人
間
と
い
う
動
物
に
持
た
さ
れ
て
い
る
煩
悩
と

い
う
毒
に
犯
さ
れ
る
と
、
自
己
中
心
の
刹
那
的
な

虚
し
い
生
き
方
も
あ
れ
ば
、
煩
悩
を
智
恵
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
発
展
さ
せ
て
、
授
け
ら
れ
た
限
り
あ
る

命
を
普
遍
的
に
生
か
せ
る
知
恵
も
授
か
っ
て
い
る

こ
と
を
、
こ
の
節
は
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
発
願
利
生
」
と
い
う
の
は
、
己
の
命
に
目
覚

め
て
衆
生
の
利
益
に
生
き
る
願
い
を
発お

こ

す
と
云
う

意
味
で
す
。

若
い
こ
ろ
は
「
己
の
命
に
目
覚
め
る
」
と
い
う

意
味
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
こ
の

言
葉
に
初
め
て
で
あ
っ
た
の
は
、
二
十
歳
で
出
家

し
京
都
大
谷
大
学
か
ら
、
宗
門
の
駒
沢
大
学
に
転

入
学
し
て
出
会
っ
た
、
明
治
・
大
正
か
ら
昭
和
四

十
年
代
ま
で
現
代
の
傑
僧
と
称
さ
れ
た
、
沢
木
興

道
老
師
の
参
禅
会
に
参
加
し
た
時
で
し
た
。

そ
の
頃
は
「
自
己
の
正
体
と
は
何
ぞ
や
！
」
と

い
う
こ
と
で
、
学
友
と
議
論
し
参
禅
を
繰
り
返
す
、

無
我
夢
中
の
日
々
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
己
の
正
体
、
自
己
の
正

体
、
自
己
の
正
体
と
自
己
に
向
き
合
お
う
と
し
ま

す
と
、
つ
か
み
所
の
な
い
自
己
に
行
き
着
く
の
で

あ
り
ま
す
。
つ
か
み
所
の
な
い
自
分
に
、
何
故
、

何
故
、
何
故
と
疑
問
を
振
り
か
ざ
し
ま
す
か
ら
、

師
匠
に
疑
問
を
問
い
か
け
ま
す
と
、
師
匠
は
理
不

尽
に
も
「
理
屈
を
ぬ
か
す
な
！
」
と
一
喝
さ
れ
る

の
で
す
。
素
朴
な
質
問
を
投
げ
か
け
た
つ
も
り
で

し
た
が
、「
理
屈
を
ぬ
か
す
な
！
」「
何
故
、
何
故
、

何
で
是
が
理
屈
な
ん
や
！
」
と
来
る
日
も
来
る
日

も
問
い
か
け
る
の
で
す
。

あ
る
疑
問
は
数
日
た
っ
て
、
ま
た
あ
る
疑
問
は

数
ヶ
月
も
費
や
し
て
、
雑
巾
掛
け
を
し
て
い
て
も
、

庭
の
掃
除
を
し
て
い
て
も
、
無
念
無
想
と
な
っ
て

し
ろ
と
云
わ
れ
る
坐
禅
の
時
も
、
何
故
、
何
故
、

何
故
と
向
き
合
っ
て
お
り
ま
す
と
、
あ
る
日
突
然

に
「
あ
っ
そ
う
か
！
」
と
臍
落
ち
す
る
の
で
す
。

そ
の
う
ち
「
た
だ
雑
巾
掛
け
を
し
て
い
る
」「
た

だ
庭
掃
除
を
し
て
い
る
」「
た
だ
坐
禅
を
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で
す
。
こ
の
時
師
匠
が

「
理
屈
を
ぬ
か
す
な
！
」
と
一
喝
さ
れ
た
意
味
が
理

解
で
き
た
の
で
す
。
頭
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
弟

子
に
対
し
て
、
生
命
の
営
み
と
し
て
体
得
さ
せ
よ

う
と
一
喝
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い

た
だ
く
の
で
す
。

仏
道
修
行
の
素
朴
な
疑
問
は
頭
で
理
解
し
納
得

す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
身
体
で
体
得
す
る
と

云
い
ま
す
か
、
大
げ
さ
に
申
し
ま
す
と
、
此
の
全

身
全
霊
を
以
て
、
命
の
営
み
と
し
て
行
な
わ
れ
る

様
を
、
無
為
、
無
作
と
い
う
の
で
す
。

「
菩
提
心
を
発
す
と
い
う
は
、
己
れ
未
だ
度
ら

ざ
る
前
に
一
切
衆
生
を
度
さ
ん
と
発
願
し
営
む
な

り
」
と
、
私
達
の
生
き
方
を
は
っ
き
り
と
お
示
し

下
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

活
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
己
に
目
覚
め
た
な
ら

ば
、
そ
の
生
き
方
は
、「
一
切
衆
生
を
度
た
さ
ん
と

発
願
し
営
む
な
り
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
た
と

い
苦
に
あ
り
と
も
、
楽
く
に
あ
り
と
も
、
己
が
活

か
さ
れ
て
い
る
自
然
を
敬
い
、
他
を
敬
い
、
他
が

活
か
さ
れ
る
生
き
方
が
、
命
の
営
み
の
基
本
で
あ

る
こ
と
を
、
お
示
し
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
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菩
提

ぼ

だ

い

心し
ん

を
発お

こ

す
と
い
ふ
は
、
己お

の

れ
未い

ま

だ
度わ

た

ら
ざ
る

前さ
き

に
、
一
切

い
っ
さ
い

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

を
度
さ
ん
と
発
願

ほ
つ
が
ん

し
営

い
と
な

む
な
り
、

設た
と

ひ
在
家

ざ

い

け

に
も
あ
れ
、
設
ひ
出
家

し
ゅ
っ
け

に
も
あ
れ
、
或あ

る

い

は
天
上
に
も
あ
れ
、
或
は
人
間
に
も
あ
れ
、
苦
に
あ

り
と
い
ふ
と
も
、
楽
に
あ
り
と
い
ふ
と
も
、
早
く

自
未
得
度
先
度
佗

じ

み

と

く

ど

せ

ん

ど

だ

の
心
を
発お

こ

す
べ
し
。

修
証
義
　
第
四
章

発
願

ほ
つ
が
ん

利
生

り
し
ょ
う

第
十
八
節

東
堂
　
横
山

正
賢
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平
成
二
十
二
年
十
月
に
禅
昌
寺
で
開
催
さ
れ
た
一

連
の
式
典
、
即
ち
今
日
の
禅
昌
寺
繁
栄
の
基
礎
を
つ

く
ら
れ
た
正
賢
東
堂
の
「
禅
昌
寺
二
十
三
世
退
董

式
」、
代
わ
っ
て
方
丈
と
な
ら
れ
た
泰
賢
新
命
和
尚

の
「
禅
昌
寺
二
十
四
世
晋
山
式
」、
更
に
こ
れ
等
の

式
典
に
前
後
し
て
行
わ
れ
た
「
二
十
四
世
晋
山
式
記

念
授
戒
会
」
は
、
戦
後
広
島
で
は
初
め
て
開
か
れ
る

式
典
と
聞
い
て
は
い
た
が
、
遥
か
に
想
像
を
超
え
る

堂
々
の
も
の
で
あ
っ
た
。

最
初
は
五
日
間
も
耐
え
ら
れ
る
の
か
と
思
っ
て
い

た
「
お
授
戒
会
」
も
、
同
門
の
僧
侶
の
皆
さ
ん
で
も
め

っ
た
に
お
目
に
掛
れ
な
い
と
云
う
大
本
山
永
平
寺
貫
首

福
山
諦
法
禅
師
を
戒
師
さ
ま
、
ま
た
数
多
い
尼
僧
さ
ま

の
中
で
も
最
高
位
の
愛
知
専
門
尼
僧
堂
長
青
山
俊
董
老

師
を
説
戒
師
さ
ま
と
し
て
迎
え
、
そ
の
他
百
名
に
近
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
僧
侶
さ
ま
尼
僧
さ
ま
の
献

身
的
な
運
営
に
よ
り
、
気
が
付
い
て
み
る
と
式
典
の
な

か
に
没
頭
し
溶
け
込
ん
で
い
た
自
分
を
思
い
出
す
。

福
山
諦
法
禅
師
を
始
め
と
す
る
厳
格
な
式
典
の
進

行
と
、
青
山
俊
董
老
師
の
的
を
突
き
つ
つ
も
ユ
ー
モ
ア

と
多
少
の
皮
肉
を
交
え
た
ウ
イ
ッ
ト
な
お
話
が
、
お
授

戒
を
授
か
る
メ
ン
バ
ー
の
心
に
、
ゆ
と
り
を
持
ち
つ
つ

も
一
本
筋
の
通
っ
た
思
考
の
形
成
を
導
い
て
頂
い
た
か

ら
だ
と
思
う
。

何
日
目
で
あ
っ
た
か
は
忘
れ
た
が
、
帰
り
の
タ
ク

シ
ー
が
来
な
い
と
言
っ
て
わ
め
き
立
て
て
い
る
人
を
見

て
、「
今
青
山
老
師
か
ら
話
を
聞
い
た
ば
か
り
で
は
な

い
か
…
…
」
と
思
っ
た
が
、
自
分
も
同
じ
目
に
会
っ
て

い
れ
ば
同
じ
よ
う
に
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
気
が

つ
い
た
の
は
、
多
少
説
戒
の
ご
利
益
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

青
山
老
師
の
「
集
合
写
真
を
見
る
と
き
、
ま
ず
最

初
に
自
分
を
探
す
。
そ
し
て
自
分
が
上
手
く
写
っ
て
い

る
と
こ
れ
は
い
い
写
真
だ
と
な
る
。」「
学
校
の
運
動
会

で
は
親
は
自
分
の
子
供
し
か
目
に
入
ら
な
い
。
自
分
の

子
供
の
写
真
ば
か
り
撮
っ
て
い
る
。」
と
い
う
お
話
を

伺
っ
た
が
、
最
終
日
の
晋
山
式
の
際
、
新
命
和
尚
の
入

山
を
先
導
す
る
五
十
名
余
の
お
稚
児
さ
ん
に
付
き
添
っ

た
親
た
ち
が
、
そ
の
場
の
状
況
や
雰
囲
気
を
感
じ
て
い

な
い
の
か
、
子
供
と
一
緒
に
本
堂
に
上
が
り
込
ん
だ
り

写
真
を
撮
っ
た
り
す
る
様
を
み
て
、
時
代
や
教
育
・
躾

の
変
化
を
苦
々
し
く
感
じ
た
が
、
一
方
で
お
稚
児
さ
ん

の
無
邪
気
で
可
愛
い
ら
し
い
こ
と
に
も
気
が
つ
い
た
の

は
多
少
の
進
歩
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

無
事
お
授
戒
会
が
終
了
し
、
戒
法
と
そ
の
証
の
血

脈
を
授
か
っ
た
後
で
、
私
の
顔
を
み
た
東
堂
さ
ん
に

「
随
分
穏
や
か
な
顔
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
よ
」
と
云
わ

れ
「
本
当
に
そ
う
か
な
？
」
と
は
思
っ
た
が
、
内
心
満

ち
足
り
た
清
々
し
い
気
持
ち
が
し
て
い
た
こ
と
は
云
う

ま
で
も
な
い
。

自
分
の
意
に
反
す
る
事
を
云
わ
れ
る
と
、
殆
ど
瞬

時
に
間
髪
を
入
れ
ず
何
で
も
反
論
す
る
の
が
私
の
性
分

で
あ
る
が
、
お
授
戒
会
の
後
で
は
多
少
緩
和
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

お
陰
で
日
常
茶
飯
事
起
こ
っ
て
い
た
家
庭
内
の
小
さ
な

い
ざ
こ
ざ
が
随
分
減
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
自
分
が
多

少
は
一
旦
受
け
止
め
る
ゆ
と
り
が
出
来
た
為
で
あ
り
、

一
段
階
段
を
上
る
こ
と
が
出
来
た
所
以
と
考
え
て
は
い

る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
家
内
や
娘
の
評
価
を
聞
か
な

い
と
分
か
ら
な
い
。

東
堂
さ
ん
に
「
お
寺
の
寺
報
」
へ
の
投
稿
を
依
頼

さ
れ
、
思
い
つ
い
て
「
お
授
戒
会
雑
感
」
と
し
て
書
い

て
み
た
が
、
十
月
の
式
典
が
終
わ
っ
て
か
ら
約
二
ケ
月

経
つ
現
在
、
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
一
段
上
っ
た

と
思
っ
て
い
た
階
段
を
何
時
の
間
に
か
元
に
降
り
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
き
た
。

本
当
に
自
分
は
今
で
も
穏
や
か
な
顔
を
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
？

東
区
　
　
　
達

富
　
康

夫
禅昌寺二十三世退董・二十四世晋山式
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

◆
行
事
報
告
◆（
八
月
〜
十
二
月
）

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

第
二
十
八
番
〜
第
三
十
二
番
ま
で

※
こ
の
旅
行
は
天
橋
立
か
ら
琵
琶
湖
北
側

か
ら
竹
生
島
か
ら
南
側
に
か
け
て
の
観

音
霊
場
巡
り
で
す
、
何
れ
の
お
寺
も
桜

の
名
所
と
云
わ
れ
る
お
寺
が
多
い
コ
ー

ス
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

参
加
費
は
二
十
名
の
時
　
三
万
六
千
円

参
加
者
二
十
五
名
の
時
　
二
万
九
千
円

●

伊
藤
　
優
さ
ん
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト

・
四
月
二
十
三
日
　
土
曜
日

詳
し
く
は
後
日
発
表
い
た
し
ま
す
。

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
四
金
曜
日
午
後
一
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ
も

り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

※
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講
師

の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
電
話
に

て
ご
確
認
下
さ
い
。

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
五
時
半
〜
六
時
十
分
ま
で

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
八

時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経
･
茶
話
会
）

◆
行
事
案
内
◆（
一
月
〜
四
月
）

●

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦
午
前
八
時
よ
り

●

新
年
修
正
会
（
大
般
若
祈
祷
会
）

・
一
月
元
旦

午
前
十
時
よ
り

●

彼
岸
会
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
七
日（
木
曜
日
）午
前
十
時
半
よ
り

今
年
よ
り
お
彼
岸
会
法
要
並
び
に
護

持
会
総
会
は
毎
年
三
月
十
七
日
開
催

に
固
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●

第
五
回
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り

・
四
月
七
日
木
曜
日
〜
八
日
金
曜
日

●

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日（
木
）午
前
十
時
半
よ
り

例
年
同
様
の
参
拝
者
で
賑
わ
っ
た
。

●

お
受
戒
会

・
十
月
十
三
日
〜
十
七
日

報
恩
授
会
百
四
人
の
方
が
五
日
間
の

授
会
に
就
か
れ
ま
し
た
。

●

元
日
に
国
旗
立
つ
家
ま
ば
ら
な
る

こ
こ
に
も
時
代

と

き

の
変
化
来
て
お
り

●

冬
深
く
縁
に
射
し
い
る
木
漏
れ
日
は

玉
虫
い
ろ
の
ひ
か
り
照
り
映
ゆ

東
区
　
矢
野

淑
子

●

初
日
の
出
水
平
線
を
溶
か
し
つ
つ

●

ス
ト
ー
ブ
の
煙
あ
た
た
か
く
昇
る
峡

●

雪
を
来
る
赤
い
バ
イ
ク
が
年
賀
状

●

冬
ご
も
り
人
あ
た
た
か
く
迎
え
お
り

●

若
水
を
渓
流
に
汲
み
魚
守
り

●

ふ
か
ふ
か
布
団
ふ
く
ら
む
日
向

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

山
茶
花
の
垣
根
の
続
く
佛
道

●

こ
の
道
を
貫
き
通
し
針
供
養

●

割
烹
着
ぴ
し
り
と
つ
け
て
風
邪
を
断
つ

東
区
戸
坂
　
青
笹
　
俊
枝

短
歌

月
　
日（
木
） 

7

4

月
　
日（
金
） 

8

4

広
島
駅 

　
‖ 

不
動
院
前 

　
‖ 

中
筋
駅 

　
‖ 

広
島
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

〈
山
陽
・
中
国
・ 

　
　
　
　
舞
鶴
道
〉 

　
‖  

天
橋
立
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

　
成
相
寺 

　
‖ 

　
松
尾
寺 

　
‖ 

琵
琶
湖
湖
畔
〈
泊
〉 

琵
琶
湖
湖
畔 

　
‖ 

長 

浜 

　 　
竹
生 

　
島
宝
厳
寺 

 

長 

浜 

　
‖ 

　
長
命
寺 

　
‖ 

　
観
音
正
寺 

　
‖ 

竜
王
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

〈
名
神
・ 

　
山
陽
自
動
車
道
〉 

　
‖ 

広
島
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

中
筋
駅 

　
‖ 

不
動
院
前 

　
‖ 

広
島
駅 

7：00

8：309：00

10：50

11：2020：4020：5021：00

7：107：207：2518：00

（28） （29） 

（30） （31） （32） 

●  

平
成
　
年
　
月
　
日（
木
）〜
　
日（
金
） 

●  

集
合
場
所
＝
　
広
島
駅
新
幹
線
口（
予
定
） 

　
　
　
　
　   

（
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ビ
ア
広
島
玄
関
前
） 

●  

集
合
時
間
＝
午
前
６
時
　
分（
時
間
厳
守
） 

23

4

7

8

JR

50

〈琵琶湖湖畔〉 
長浜ロイヤルホテル 
（0749）64-2000　     

〜 〜 〜 

〜 

旅費（概算）：20名の時　36,000円 
　　　　  25名の時　29,000円 

 

…　  　… 

※最少催行人員：20名 
　食事：朝1食・昼2食 
　添乗員同行 
※旅行代金には船舶代 
 （長浜～竹生島間）、 
　タクシー（長命寺、 
　観音正寺）が含まれ 
　ます。（旅行代金は 
　参加者数の増減により 
　変動する場合があります） 

・
二
十
三
世
退
董
式
（
十
月
十
六
日
）

二
百
人
を
超
え
る
参
拝
者
で
東
堂
様
の

労
を
ね
ぎ
ら
い
ま
し
た
。

・
二
十
四
世
晋
山
式
（
十
月
十
七
日
）

新
命
住
職
は
総
代
さ
ん
を
始
め
、
五
十

人
の
お
稚
児
さ
ん
の
先
導
で
山
門
に
到

着
し
、
三
百
人
を
越
え
る
参
拝
者
に
迎

え
ら
れ
ま
し
た
。

●

第
四
回
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り

十
一
月
十
一
日
〜
十
二
日

第
二
十
番
善
峰
寺
〜
二
七
番
円
教
寺
・

番
外
花
山
院
ま
で
、
参
加
者
二
十
二
人

が
行
く
先
々
の
紅
葉
に
感
動
し
な
が
ら

の
巡
拝
と
な
り
ま
し
た
。

●

年
末
諸
堂
大
掃
除

十
二
月
十
二
日
（
日
）
午
後
一
時
〜

四
十
人
ほ
ど
の
ご
奉
仕
で
一
時
間
半
程

で
終
了
し
ま
し
た
。
お
疲
れ
様
で
し
た
。

●

臘
八
摂
心
坐
禅
会

十
二
月
一
日（
朝
か
ら
）〜
八
日（
朝
ま
で
）

少
人
数
の
参
加
者
で
し
た
が
、
無
事
に

つ
と
ま
り
ま
し
た
。

俳
句

「東堂専用E-mail：yokoyama@hicat.ne.jp 」


