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雑ぞ
う

寶ほ
う
ぞ
う蔵
経き
ょ
う

第
九
に
「
女に
ょ
に
ん人
の
至し
せ
い
ど
う
か

誠
道
果

を
得え

る
縁え
ん

」
と
い
う
一
段
が
あ
り
、
御ご

法ほ
う

門も
ん

聴ち
ょ
う

聞も
ん

の
心
得
に
つ
い
て
教
え
て
い
ま
す
。

　

あ
る
処
に
一
人
の
信
徒
が
住
ん
で
い
ま
し

た
。法
を
求
め
る
志

こ
こ
ろ
ざ
しの
篤あ
つ

い
聡そ
う
め
い明
な
女
性
で
、

僧
侶
を
自
宅
に
請し

ょ
う
た
い待し

て
御ご

供く

養よ
う

す
る
、
今

で
言
う
御
講
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
仏
ご
在
世
の
御
講
奉
修
は
誰
々
と

僧
侶
を
名
指
し
で
お
招
き
す
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
。
信
者
か
ら
の
懇こ

ん
せ
い請
が
あ
れ
ば
御
弟

子
方
が
順
番
で
出
か
け
て
行
き
ま
す
。
今
回

の
請
待
を
受
け
て
出
か
け
た
僧
侶
は
、
至い

た

っ

一い
っ
し
ん心
に
聴き

く

水
谷
信
洋
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て
愚
か
な
老ろ
う
そ
う僧
で
、
御
法
門
を
説
く
こ
と

な
ど
と
て
も
出
来
な
い
お
方
で
し
た
。
そ

れ
で
も
順
番
で
す
か
ら
お
出
か
け
に
な
り
、

丁て
い
ち
ょ
う
重
な
御
供
養
に
与あ
ず
かり
ま
し
た
。
当
時
は
、

御
供
養
が
す
ん
だ
あ
と
に
御
法
門
が
説
か

れ
る
の
が
通
例
で
し
た
か
ら
、
席
主
の
女

性
は
一
句
も
聞
き
落
す
ま
い
と
耳
を
す
ま

せ
、
い
よ
い
よ
心
を
静
め
、
合が

っ

掌し
ょ
うし
て
座
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
老
僧
は
御
法
門
を

説
く
こ
と
な
ど
出
来
る
方
で
は
な
い
の
で
、

ほ
と
ほ
と
困
り
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

御
供
養
は
頂
き
ま
し
た
、
ハ
イ
さ
よ
う
な

ら
と
い
う
訳
に
も
ゆ
き
ま
せ
ん
。
モ
ジ
モ

ジ
し
て
い
る
と
、
席
主
の
女
性
は
益
々
至し

心し
ん

に
御
法
門
の
説
か
れ
る
の
を
待
っ
て
い

ま
す
。
老
僧
は
つ
い
に
隙す
き

を
見
て
燕つ
ば
めの
よ

う
に
サ
ッ
と
身
を
翻

ひ
る
が
えし
て
そ
の
場
か
ら
逃

げ
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と

と
は
つ
ゆ
知
ら
ず
、
席
主
は
な
お
一
心
に

耳
を
す
ま
せ
て
御
法
門
の
説
か
れ
る
の
を

今
か
今
か
と
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、こ
の
一
心
に
な
っ

て
聞
こ
う
と
し
た
功
徳
に
よ
っ
て
席
主
は

「
須し

ゅ

陀だ

洹お
ん

果か

」
と
い
う
悟
り
を
得
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
つ
ま
り
御
利
益
を
感
得
し

た
の
で
す
。

　

席
主
は
、
老
僧
が
既
に
お
帰
り
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
知
り
、
お
陰
で
御
利
益
が

い
た
だ
け
た
と
心
か
ら
随
喜
し
て
お
礼
を

言
い
に
老
僧
の
元
を
訪
ね
ま
す
。
老
僧
は
、
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自
分
は
何
も
法
門
を
せ
ず
に
御
供
養
の
食

い
逃
げ
を
し
た
の
に
、
信
女
の
一い

っ
し
ん心
一い
ち
ね
ん念

随ず
い

喜き

の
功
徳
が
こ
れ
ほ
ど
尊
い
御
利
益
に

つ
な
が
る
も
の
か
と
知
っ
て
心
か
ら
懺さ

ん

悔げ

し
ま
す
。
す
る
と
こ
の
老
僧
も
同
様
に

「
須し

ゅ

陀だ

洹お
ん

果か

」
と
い
う
悟
り
を
感
得
し
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

現
在
も
奉
修
さ
れ
る
御
講
席
で
、
ご
披

露
や
体
験
談
発
表
の
あ
と
、「
こ
れ
か
ら
御

法
門
を
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
持

た
も
ち

奉た
て
ま
つる
本
門
八
品
所
顕
・
上
行
所
伝
・
本
因

下
種
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
唱
和
す
る

習
慣
は
、
こ
の
一
心
に
聴
く
と
い
う
姿
勢

の
大
切
さ
を
教
え
る
も
の
で
す
。
こ
の
伝

統
が
途
切
れ
か
け
て
い
る
連
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
も
う
一
度
、
御
法
門
聴
聞
の
大

切
さ
を
見
つ
め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

仏
の
悟
り
の
智ち

え慧
は
、「
一い
っ

句く

魂た
ま
し
いに
染
む

れ
ば
、
無
量
の
罪
障
、
頓と

ん

に(

急
に)

消

滅
す
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
尊
い
も
の
で
す
。

現げ
ん

世ぜ

安あ
ん
の
ん穏
の
み
な
ら
ず
後ご
し
ょ
う生
善ぜ
ん
し
ょ処
に
生
き

て
ゆ
く
道
を
教
え
て
い
た
だ
く
の
で
す
か

ら
、よ
そ
見
や
居
眠
り
を
し
て
い
て
は
も
っ

た
い
な
い
と
知
っ
て
、
一
心
に
御
法
門
聴

聞
す
る
大
切
さ
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。

御
教
歌
に　
『
聞き

く
た
び度
に
い
つ
も
初は
じ
めの
心こ
こ
ち地
し

て　

よ
ろ
こ
ん
で
き
け
妙た

え

の
御み
の
り法
を
』
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今
月
か
ら
新
年
度
の
ご
奉
公
が
は

じ
ま
り
ま
す
。
本
年
度
の
ご
奉
公
の

テ
ー
マ
は
「
教
化
」
で
す
。
月
初
め

に
「
教
化
誓
願
」「
正
法
帰
入
」
の

ご
祈
願
を
立
て
る
事
か
ら
始
め
ま

し
ょ
う
。

一
、
随
喜
轉
教
に
つ
い
て

　

わ
た
く
し
の
お
願
い
は
数
々
あ
り

ま
す
が
、
仏
様
は
「
こ
の
一
生
は
人

を
助
け
る
菩
薩
行
に
励
む
べ
し
」
と

お
お
せ
で
す
。
ご
弘
通
に
励
め
ば
わ

が
身
の
事
は
お
の
ず
と
守
ら
れ
ま

す
。
佛
立
本
旨
講
の
信
者
は
、
他
人

の
苦
を
救
う
菩
薩
行
を
実
践
さ
せ
て

頂
く
の
で
す
。
そ
の
為
に
も
「
ご
弘

通
の
祈
願
」「
教
化
の
祈
願
」
を
積

極
的
に
立
て
ま
し
ょ
う
。

・「
開
講
本
旨
再
興
祈
願
」
朝
参
詣

週
間　
　
　

１
日（
土
）～
７
日（
金
）

二
、
佛
立
本
旨
講
創
立
記
念
奉
告
式

　
　
と
佛
立
本
旨
講
妙
應
寺
新
本
堂

　
　
開
筵
式

　

４
月
22
日
（
土
）
午
前
11
時
半
よ

り
六
角
堂
に
て
日
尚
上
人
祥
月
御
命

日
奉
告
式
が
奉
修
さ
れ
ま
す
。
４
月

23
日
（
日
）
午
前
９
時
よ
り　

日
尚

上
人
祥
月
御
命
日
法
要 
に
併
せ
て

開
筵
式
が
挙
行
さ
れ
ま
す
。
ご
弘
通

１
日
～
７
日　

開
講
本
旨
再
興
祈
願

　
　
　
　

朝
参
詣
週
間

１
日

（土）　
開
講
本
旨
再
興
祈
願
総
講

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
半

２
日

（日）　

開
講
本
旨
再
興
日
尚
上
人

　
　
　
　

祥
月
御
命
日
法
要
奉
修
費

　
　
　
　

奉
納
、 

御
塔
婆
・
参
詣
人

　
　
　
　

数
申
込
締
切　

８
日

（土）　

運
営
会
議　

午
前
10
時
半

13
日

（木）　
高
祖
大
士
御
命
日
総
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
半

15
日

（土）　

連
合
幹
事
会

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
半

　

〃　
　

後
続
者
育
成
係
連
絡
会

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
10
時
半

16
日

（日）　

開
導
会
奉
修
費
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
半

４
月
の
寺
内
行
事
予
定
表

４
月
の
ご
奉
公
の
す
す
め
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の
拠
点
と
な
る
新
本
堂
を
頂
い
た
喜

び
の
式
典
を
全
信
徒
の
協
力
で
精
一

杯
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。

三
、
立
教
開
宗
記
念
五
時
間
口
唱
会

　

４
月
30
日
（
日
）
午
前
９
時
半
よ

り
午
後
２
時
半
ま
で
立
教
開
宗
記
念

五
時
間
口
唱
会
が
、
行
わ
れ
ま
す
。

今
よ
り
七
五
四
年
前
の
４
月
28
日
、

日
蓮
聖
人
は
旭
が
森
で
お
題
目
を
唱

え
て
法
華
経
弘
通
を
誓
い
、
立
教
開

宗
の
宣
言
を
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
の

ご
決
断
あ
れ
ば
こ
そ
今
日
の
末
法
衆

生
成
仏
の
道
が
開
け
た
の
で
す
。
家

族
さ
そ
い
あ
っ
て
口
唱
会
に
参
詣
し

お
祖
師
様
へ
の
報
恩
の
思
い
を
新
た

に
し
ま
し
ょ
う
。

四
、
高
祖
大
士
御
尊
像
お
綿
は
ず
し

　

御
尊
像
の
お
綿
は
ず
し
は
４
月
中

旬
位
ま
で
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ

う
。
お
給
仕
の
し
方
を
伝
え
る
よ
い

機
会
で
す
。
護
持
者
は
家
族
に
も
声

を
か
け
共
に
ご
奉
公
さ
せ
て
頂
き
ま

し
ょ
う
。
傷
等
の
ご
不
敬
は
す
ぐ
に

受
持
ち
講
師
に
報
告
し
て
く
だ
さ

い
。
お
か
と
う
は
３
月
に
作
ら
れ
た

と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
の
教
区
は
弘

通
部
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

五
、
日
歓
上
人
祥
月
御
命
日
法
要

　
　
予
告

　

５
月
28
日
（
日
）
午
前
10
時
半
よ

り
奉
修
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
今
よ
り

予
定
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

17
日

（月）　
開
導
聖
人
御
命
日
総
講

　
　
　

 　
　

午
前
10
時
半

21
日

（金）　

開
筵
式 

奉
修
会
議
・
準

　
　
　
　

備
ご
奉
公　

午
前
９
時

22
日

（土）　

開
講
本
旨
再
興
日
尚
上
人

　
　
　
　

祥
月
御
命
日
法
要
・
奉
告

　
　
　
　

式
（
六
角
堂
）

　
　
　
　

午
前
11
時
半

23
日

（日）　

開
筵
式
・
開
講
本
旨
再

　
　
　
　
興
日
尚
上
人
祥
月
御
命
日

　
　
　
　
法
要　
　
　
　
午
前
９
時

25
日

（土）　
門
祖
聖
人
御
命
日
総
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
半

　

〃　
　

正
副
教
区
長
会午

後
12
時
半

　
　
　
　
　

一
地
区
：
２
階
ホ
ー
ル

二
地
区
：
１
階
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　

三
地
区
：
和
室

30
日

（日）　

立
教
開
宗
記
念 

五
時
間

　
　
　
　

口
唱
会　
　

午
前
９
時
半
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１
日
～
７
日　

開
講
本
旨
再
興
祈
願

　
　
　
　

朝
参
詣
週
間

１
日

（水）　

開
講
本
旨
再
興
祈
願
総
講

　
　
　
　
を
午
前
10
時
半
か
ら
奉
修

４
日

（土）　

運
営
会
議
を
午
前
10
時
半

　
　
　
　

か
ら
開
催

５
日

（日）　

寒
参
詣
終
了（
御
礼
参
詣
）

６
日

（月）　

門
祖
会
奉
修
費
奉
納
締
切

11
日

（土）　

連
合
幹
事
会
を
午
前
９
時

　
　
　
　

半
よ
り
開
催

　

〃　
　

後
続
者
育
成
係
連
絡
会
を

　
　
　
　

午
前
10
時
半
よ
り
開
催

12
日

（日）　
高
祖
御
降
誕
会
総
講
を
午

　
　
　
　
前
10
時
半
よ
り
奉
修

　
　
　
　
高
祖
大
士
御
命
日
総
講
に

　
　
　
　
併
修　
　
　
　
　
　
　
　
　

12
日
～
18
日　

門
祖
会
無
事
奉
修
祈

　
　
　
　

願
朝
参
詣
週
間

17
日

（金）　
開
導
聖
人
御
命
日
総
講
を

　
　
　
　
午
前
10
時
半
よ
り
奉
修

18
日

（日）　

門
祖
会
全
体
会
議
、
門
祖

平
成
29
年
２
月
の
寺
内
行
事
報
告

盛
大
に
行
っ
て
、
完
成
に
こ
ぎ
つ
け

た
事
の
ひ
と
区
切
り
を
付
け
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
４
月
23
日
の

御
参
詣
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。
出
来
れ
ば
ご
家
族
の
お
子
さ
ん

や
お
孫
さ
ん
が
そ
ろ
っ
て
御
参
詣
頂

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

今
日
は
門
祖
聖
人
の
祥
月
御
命
日

の
お
会
式
で
す
。
門
祖
聖
人
は
我
々

に
は
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
か
っ
た
お

方
で
す
が
、
護
持
念
誦
文
と
い
う
本

能
寺
が
出
来
た
時
の
御
本
尊
の
裏
に

書
か
れ
て
い
る
48
文
字
の
中
に
、
日

蓮
聖
人
以
来
の
教
義
が
全
部
纏
め
て

　

御
参
詣
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
新
本
堂
が
出
来
て
こ
う
し
て
ご

奉
公
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
一
年
た
っ
た
４
月
23
日
に
完
成

の
お
礼
を
言
上
し
て
皆
様
に
ご
披
露

す
る
と
い
う
開
筵
式
（
本
堂
や
お
寺

の
施
設
の
落
慶
の
こ
と
）
の
式
典
を

　
門
祖
聖
人
と
御
持
念
誦
文 

～  

門
祖
会
よ
り

御導師のご挨拶より抜粋しました
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会
準
備
ご
奉
公
を
午
前
９

　
　
　
　
時
よ
り
開
催

19
日
（日）
　
門
祖
会
奉
修

　
　
　
　
第
一
座
　
午
前
十
時

　
　
　
　
第
二
座
　
午
前
十
一
時
半

25
日

（土）　

正
副
教
区
長
会
を
午
前
９

　
　
　
　

時
半
よ
り
開
催

26
日

（日）　

開
講
本
旨
再
興
祈
願
口
唱

　
　
　
　

会
を
午
前
９
時
半
よ
り
奉

　
　
　
　

修　
（
担
当
：
第
二
地
区
）

　

〃　
　

若
い
人
の
口
唱
会
を
午
前

　
　
　
　

10
時
半
よ
り
奉
修

28
日

（火）　

平
成
29
年
度
役
員
申
請
書

　
　
　
　

提
出
締
切

　

〃　
　

春
季
彼
岸
総
回
向
御
塔
婆

　
　
　
　

・
御
回
向
申
込
締
切

平
成
28
年
度
第
三
回
信
徒
講
習
会

　
　

テ
ー
マ
「
御
持
念
誦
文
」・

　
　
「
百
日
参
詣
体
操
」
を
開
催

　
　

２
月
５
日(

日)

午
前
９
時
半

　
　

２
月
12
日(

日)

午
後
12
時
半

　
　

２
月
22
日(

水)

午
前
９
時
半

教
義
上
の
み
教
え
を
全
部
纏ま
と

め
て
頂

き
ま
し
た
。
そ
し
て
66
歳
の
時
に
本

能
寺
の
住
職
を
弟
子
に
譲
っ
て
ご
自

分
は
尼
崎
の
本ほ
ん

興こ
う

寺じ

に
移
ら
れ
た

が
、
そ
こ
も
68
歳
の
時
に
住
職
を
譲

り
、
自
分
は
御
利
益
で
人
が
助
か
る

御
弘
通
御
奉
公
を
し
に
全
国
を
歩
き

回
る
な
ど
し
て
80
歳
ま
で
一
生
の
ご

奉
公
を
全
う
さ
れ
た
お
方
で
す
。

　

私
ど
も
が
現
在
行
っ
て
い
る
信
心

の
教
え
の
元
は
、
日
隆
聖
人
の
お
か

げ
で
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
事

を
再
確
認
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
多
く

の
お
看
経
を
唱
え
て
御
利
益
を
現
す

ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
思
い
に
繋つ
な

い
で
頂
け
れ
ば
大
変
あ
り
が
た
い
と

思
い
ま
す
。

読
み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
そ
の
内
容
を
詳
し
く
知
れ
ば
、
日

蓮
聖
人
の
教
え
が
間
違
い
な
く
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
物
を
総

誓
願
と
し
て
頂
い
て
、
い
つ
も
皆
さ

ん
の
ご
自
宅
の
御
宝
前
に
も
飾
っ
て

読
み
上
げ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
か

ら
、
何
度
も
読
み
上
げ
て
い
る
う
ち

に
そ
の
考
え
方
が
解
っ
て
く
る
と
思

い
ま
す
。
総
誓
願
は
日
隆
聖
人
が
お

作
り
に
な
っ
た
物
と
い
う
こ
と
を
覚

え
て
頂
い
て
、
日
隆
聖
人
と
の
ご
縁

が
総
誓
願
に
よ
っ
て
一
段
と
深
く
な

り
、
そ
の
お
か
げ
を
頂
い
て
い
る
事

を
改
め
て
知
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

京
都
の
本
能
寺
が
出
来
た
の
は
日

隆
聖
人
が
50
歳
の
時
で
、
日
蓮
聖
人

以
来
伝
わ
っ
て
き
た
法
華
経
本
門
の
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お
誕
生　
一
八
一
七
年
四
月
一
日

幼
名
は
仙
二
郎
。

　

父
方
の
ご
先
祖
は
、
過
去
最
大
級

と
言
わ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
大
地
震
の

あ
っ
た
宝
永
年
間
に
、
近
江
の
国
か

ら
京
都
へ
移
住
。
ゑ
び
す
や
と
い
う

屋
号
の
小
間
物
屋
を
営
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
京
都
の
名
家
大
路
家

に
養
子
と
な
り
、
七
代
目
当
主
浄
喜

が
開
導
聖
人
の
父
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
父
親
の
早
逝
に
よ
り
、実
際
は
、

母
す
み(

の
ち
國
と
い
う)

と
養
父

大
路
正
延
に
育
て
ら
れ
ま
す
。

七
歳　
書
道
を
圓ま
る

山や
ま

存そ
ん

古こ

斉さ
い

に
四
年

間
師
事
し
ま
す
。

九
歳　
絵
を
白し
ら

井い

華か

陽よ
う

の
門
人
と
し

て
学
び
ま
す
。

十
歳　
「
平
安
人
物
誌
」
の
書
の
部

と
絵
の
部
に
名
前
が
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。

十
一
歳　
京
都
の
名
の
あ
る
人
々
か

ら
依
頼
さ
れ
て

即
興
で
絵
を
描

く
こ
と
を
や
っ

て
い
ま
し
た
。

（
絵
上
）

十
三
歳
～
十
五
歳　
天
台
宗
青
蓮
院

に
務
め
る
勝
見
主
計
、
粟
田
山
田
兵

庫
の
門
人
に
な
り
ま
す
。
こ
の
二
人

の
師
か
ら
は
養
子
縁
組
の
話
も
持
ち

掛
け
ら
れ
ま
し
た
。

十
七
歳　
元
服
。
そ
の
後
も
瀧
本
流

を
学
ん
だ
り
、

城
戸
千
楯(

ち

た
て)

の
門
人

と
し
て
國
学
と

和
歌
を
習
い
ま

す
。

二
十
五
歳　

こ

の
頃
か
ら
雅
号

を
「
清
風
」
と

よ
び
、
城
戸
門

下
生
か
ら
選
ば

れ
て
、
毎
月
千

開
導
聖
人
御
一
代
記
　
　
連
載
第
一
回(

全
三
回
）

今
年
四
月
に
開
導
日
扇
聖
人
の
御
生
誕
二
百
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
機
会
に
日

扇
聖
人
の
御
一
代
記
を
直
筆
の
絵
巻
物
か
ら
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
ま
す
。
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草
殿
に
て
蔵
人
ら
に
源
氏
物
語
の
講

釈
を
し
ま
す
。
絵
（
前
頁
下
）
で
は
、

左
側
で
講
釈
を
聞
い
て
い
る
の
は
蔵

人
よ
り
身
分
の
低
い
方
、
ま
た
は
國

学
の
先
生
た
ち
で
す
。

　

こ
の
順
風
満
帆
な
時
に
母
國
が
亡

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
機
会
に
、
一

転
出
家
を
志
し
ま
す
。
実
家
の
浄
土

宗
で
話
を
き
い
た
り
、座
禅
を
組
み
、

ま
た
、日
蓮
宗
本
迹
一
致
宗
を
学
び
、

更
に
大
阪
の
能
勢
妙
見
山
本
滝
寺
で

十
七
日
間
滝
に
打
た
れ
修
行
を
積
み

ま
し
た
。（
絵
左
）

二
十
六
歳

　

江
戸
に
留

学
。

二
十
八
歳

　

京
都
に
戻

り
真
言
宗
を
学
び
、
ま
た
比
叡
山
に

も
登
り
天
台
宗
を
勉
強
し
ま
す
。

二
十
九
歳　

本
能
寺
の
長
遠
院
で

行
っ
た
即
興
の
書
の
縁
で
、
住
職
か

ら
本
門
法
花
宗
の
教
え
を
う
け
ま

す
。

三
十
一
歳　
母
の
七
回
忌
を
契
機
に

出
家
を
志
し
、
淡
路
島
の
隆
泉
寺
住

職
日
耀
上
人
の
弟
子
に
な
り
、
翌
年

出
家
得
度
を
さ
れ
ま
す
。
上
の
絵
は

信
者
の
栄
助
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
隆

泉
寺
に
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
。

　

５
月
21
日(
日
）
に
実
施
す
る
蓮

華
会
錬
成
会
は
、
予
約
が
取
れ
ま
し

た
の
で
埼
玉
県
桶
川
市
に
あ
る
「
グ

リ
コ
ピ
ア
」
の
工
場
を
見
学
し
、
そ

の
後
で
北
本
総
合
公
園
で
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。

　

３
月
中
に
ご
案
内
を
配
布
し
ま

す
。
大
勢
の
子
ど
も
さ
ん
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

 「
蓮
華
会
錬
成
会
」
グ
リ
コ
ピ
ア
工
場
見
学
！
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クルーズ船内予定
　11:30　乗船
　11:50　出航
　　　　　セレモニー（ 第 1 会場）
　12:10　ブッフェ会食
　　　　   船内自由散策
　12:20　歌声喫茶（ 第３会場） 他
　13:30　ビンゴ大会
　14:00　下船 ・ 解散
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開
筵
式
　
祝
賀
会
の
お
楽
し
み
ハ
イ
ラ
イ
ト

　

祝
賀
会
は
、
５
つ
の
会
場
を
利
用

し
て
行
わ
れ
ま
す
。
乗
船
直
後
の
セ

レ
モ
ニ
ー
は
第
１
会
場
に
集
ま
り
、

参
加
者
全
員
で
の
お
祝
い
の
乾
杯
で

始
ま
り
ま
す
。
賑
や
か
し
に
は
、
花

笠
音
頭
も
登
場
し
ま
す
よ
。

　

そ
の
後
、
懇
談
し
な

が
ら
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
形
式

の
お
食
事
、
飲
み
放
題

の
お
飲
み
物
を
各
会
場

で
お
楽
し
み
い
た
だ
け

ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
の
午
後

の
ひ
と
時
を
東
京
湾
の

潮
風
に
あ
た
り
な
が
ら
船
内
散
策
、

そ
し
て
の
高
層
ビ
ル
街
の
景
観
を
海

か
ら
眺
め
る
の
も
お
薦
め
で
す
。

　

更
に
、
教
講
一
体
の
交
流
を
さ
ら

に
深
め
る
企
画
も
ご
用
意
し
て
お
り

ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
、
歌
声
喫
茶
風
の
第

３
会
場
。
ピ
ア
ノ
伴
奏
で
懐
か
し
い

昭
和
歌
謡
な
ど
を
歌
い
な
が
ら
の

お
食
事
は
格
別
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
船
窓
か
ら
は
雄
大

な
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
、
ゲ
ー
ト

ブ
リ
ッ
ジ
も
眺
め
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
全
員
に
も
れ
な
く
当
た

る
ビ
ン
ゴ
大
会
も
第
２
会
場
、
第
３

会
場(

特
に
若
い
人
、
小
さ
な
お
子

さ
ん
向
け
）で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

私
た
ち
の
新
本
堂
開
筵
式
は
、
日
尚
上
人
祥
月
御
命
日
法
要
に
併
修
し
て
、

４
月
22
日(
土)

六
角
堂
で
の
奉
告
式
、翌
23
日(

日
）
に
駒
込
本
堂
で
の
式
典
、

な
ら
び
に
東
京
湾
ク
ル
ー
ズ
で
の
祝
賀
会
と
い
う
一
連
の
行
事
を
も
っ
て
執
り

行
わ
れ
ま
す
。
轉
教
３
月
号
も
併
せ
て
ご
参
照
下
さ
い
。
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我
が
家
で
は
、
毎
年
、
甲
の
お
講

席
を
九
月
の
日
曜
日
と
き
め
て
お
り

ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
信
者
さ
ん

に
、お
参
詣
し
て
頂
き
た
く
て
、前
々

か
ら
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
。
九

月
十
一
日
の
日
曜
日
と
決
ま
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
を
機
会
に
、
私
は
変
わ
ろ
う

と
思
い
ま
し
た
。

　

愚
痴
を
こ
ぼ
す
こ
と
や
、
文
句
を

言
う
の
は
止
め
て
、
信
心
前
を
良
く

し
た
い
と
思
い
、
九
月
十
一
日
は
、

ご
法
様
に
お
誓
い
さ
せ
て
頂
い
た
日

人
か
ら
親
切
に
し
て
頂
き
、
う
れ
し

く
な
っ
た
り
、
い
や
さ
れ
た
り
と
、

た
の
し
さ
の
連
続
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
甲
御
講
に
は
、
な
ん
と
、

品
川
連
合
に
合
併
し
て
以
来
、
最
多

の
二
十
六
人
の
お
参
詣
者
が
あ
り
ま

し
た
。

　

品
川
教
区
で
は
一
軒
を
除
い
て
の

他
は
、
全
戸
参
詣
で
し
た
。
そ
の
中

で
、
ご
家
族
全
員
で
の
お
参
詣
も
あ

り
ま
し
た
。

　

本
当
に
、あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

皆
様
の
ご
恩
に
報
い
る
為
に
も
、
少

し
で
も
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
人
間

に
な
れ
ま
す
よ
う
に
と
、
ご
法
様
に

お
願
い
し
て
い
る
昨
今
で
す
。

と
、
自
分
の
中
で
決
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。

　

す
る
と
不
思
議
と
体
は
軽
く
ピ
リ

ピ
リ
感
も
な
く
、
自
然
体
で
過
ご
す

事
が
出
来
る
様
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
寺
参
詣
も
、
我
が
家
の
最
寄
り

の
駅
か
ら
巣
鴨
駅
迄
、
片
道
一
時
間

二
十
分
の
車
中
、
今
ま
で
は
、
と
て

も
長
く
感
じ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今

は
、と
て
も
楽
し
い
自
由
時
間
で
す
。

あ
る
日
の
朝
、
出
勤
時
の
混
雑
の
中

で
も
座
席
を
ゆ
ず
っ
て
頂
い
た
り
、

又
、
あ
る
時
は
乗
り
合
わ
せ
た
隣
の

■
私
の
よ
ろ
こ
び

と
ら
え
方
で
ご
利
益
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

品
川
教
区　

Ｍ
Ｍ
さ
ん



13

　

昨
年
十
二
月
二
十
四
日
に
、
お
寺

で
渋
谷
・
港
連
合
の
甲
お
講
を
席

■
私
の
よ
ろ
こ
び

お
寺
で
甲
の
お
講
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
た
か
教
区　

Ｙ
Ｉ
さ
ん

主
が
Ｉ
さ
ん
で
、
奉
修
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
う
ち
の
母
の

二
十
七
回
忌
に
当
た
っ
て
い
た
の
で

併
修
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
娘
も
新

し
い
お
寺
に
、
初
め
て
参
詣
す
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

　

今
迄
、
お
寺
に
参
詣
し
た
こ
と
の

な
い
婿
殿
も
参
詣
し
て
、
信
行
手
帳

を
か
り
て
声
を
だ
し
て
読
み
上
げ
て

い
ま
し
た
。

　

お
講
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
ゆ
う

も
の
か
、
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
よ

う
で
し
た
が
、
少
し
分
か
っ
た
よ
う

で
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
機
会
が
な

い
と
、
な
か
な
か
会
え
な
い
、
息
子

や
娘
の
い
と
こ
達
も
、
久
々
に
会
え

た
嬉
し
さ
に
、
会
話
が
は
ず
み
、
な

ご
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
、
さ
せ
て

頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

私
も
連
合
教
区
の
違
う
、
Ｔ
さ
ん

や
Ｎ
さ
ん
と
一
緒
に
甲
の
お
講
が
出

来
た
こ
と
が
嬉
し
く
て
、
手
を
取
り

合
っ
て
喜
び
ま
し
た
。本
当
に
、ほ
っ

こ
り
と
し
た
、
お
寺
で
の
お
講
奉
修

で
し
た
。
お
陰
で
、
娘
夫
婦
が
参
詣

で
き
、
ご
信
者
さ
ん
や
親
類
と
の

あ
り
が
た
い
ひ
と
時
が
過
ご
せ
ま
し

た
。

　

お
寺
で
甲
の
御
講
と
年
回
を
併
修

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
、
感
謝
い

た
し
ま
す
。
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山
坂
を
乗
り
越
え
て　
　
　
　
　
都
教
区　

Ｓ
Ｓ
さ
ん

の
あ
り
が
た
い
救
い
の
道
で
、
罪
障

消
滅
の
仏
道
修
行
で
す
。

　

ご
信
心
の
あ
り
が
た
さ
に
、沢
山
、

気
が
付
い
て
頂
け
る
よ
う
、
お
助
行

に
伺
っ
た
こ
と
の
な
い
、
お
宅
が
多

数
あ
る
の
で
、
お
助
行
御
奉
公
に
精

進
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

第
一
地
区
、
都
・
中
里
連
合
、
中

里
教
区
の
Ｓ
さ
ん
席
で
、
後
続
者
育

成
助
行
を
、
開
催
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。

　

祈
願
者
に
は
、
大
学
受
験
や
公
務

員
試
験
、
ま
た
、
就
職
の
祈
願
者
や

病
気
全
快
の
祈
願
者
も
い
ま
す
。

　

後
継
者
育
成
の
課
題
と
し
て
は
受

験
や
就
職
を
機
に
お
助
行
を
奨
励
し

ま
し
た
。
ま
た
、
試
験
当
日
に
実
力

が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
ご
祈
願
を
さ

せ
て
頂
く
こ
と
。

　

ご
祈
願
さ
せ
て
頂
い
た
ら
、
真
剣

に
お
看
経
に
励
み
、
お
題
目
で
心
を

落
ち
着
か
せ
て
試
験
に
臨
む
こ
と
が

大
事
と
、
お
話
し
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
人
間
関
係
な
ど
の

悩
み
に
つ
い
て
は
、
お
寺
参
詣
を
さ

せ
て
頂
く
こ
と
を
、
一
番
に
お
勧
め

し
ま
し
た
。

　

た
と
え
、
難
し
い
問
題
も
、
御
信

心
で
乗
り
越
え
る
こ
と
が
大
事
で
、

そ
ん
な
時
こ
そ
、
ご
奉
公
を
さ
せ
て

頂
く
と
、
元
気
に
な
れ
る
と
、
い
っ

た
御
利
益
を
頂
い
た
、
お
話
を
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。

　

ど
ん
な
問
題
も
御
宝
前
に
御
祈
願

を
か
け
て
乗
り
越
え
る
の
が
、
信
者
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