
三月になり、春の嵐が吹く中、桜が咲き始めました。

四月になるとソメイヨシノが国宝に彩りをそえます。

本
山
の
御
影
堂
・
如
来
堂
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

境
内
も
国
宝
を
と
り
ま
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
、

順
次
整
備
し
て
い
ま
す
。
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昨
年
、
十
一
月
二
十
八
日
に
高
田
本
山
の
御
影
堂
と
如
来
堂
が
国
宝
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
重
県
内
で
の
新
し
い
国
宝
指
定
は
約
半
世
紀
ぶ
り
で
、
特
に
今
回
は
県

内
初
の
建
造
物
と
し
て
の
国
宝
指
定
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
方
面
か
ら
非

常
に
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
現
在
、
三
重
県
内
の
国
宝
は
六
点
あ
り
ま
す
が
、
以
前
よ
り
高
田
本

山
に
伝
わ
り
ま
す
国
宝
『
三
帖
和
讃
』『
西
方
指
南
抄
』
二
点
と
を
合
わ
せ

ま
す
と
、
県
内
六
点
の
国
宝
う
ち
四
点
が
こ
こ
一
身
田
の
高
田
本
山
に
あ
る

と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
高
田
派
の
お
同
行
だ
け
で

な
く
、
旅
行
会
社
の
ツ
ア
ー
な
ど
の
申
し
込
み
も
殺
到
し
、
今
年
の
お
七
夜

は
例
年
の
三
割
増
し
の
参
詣
者
数
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
国
宝
指
定
に
わ
く
高
田
本
山
で
す
が
、
私
は
か
つ
て
参
詣
者

の
方
が
つ
ぶ
や
か
れ
た
一
言
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
方
は
御
影
堂
と
如

来
堂
を
前
に
深
々
と
合
掌
さ
れ
ま
す
と
、
こ
う
つ
ぶ
や
か
れ
ま
し
た
。

　「
こ
れ
も
親
鸞
聖
人
の
お
力
で
す
な
あ
」

　

御
影
堂
と
如
来
堂
の
前
に
は
石
畳
の
参
道
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
縦
の
本
数
を
数
え
て
み
ま
す
と
、
御
影
堂
が
十
八
条
、
如
来

堂
が
十
七
条
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
お

り
ま
す
法
蔵
菩
薩
の
建
て
ら
れ
た
四
十
八
願
の
う
ち
の
、
第
十
八
願
（
念
仏

往
生
の
願
）
と
第
十
七
願
（
諸
仏
称
名
の
願
）
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
お
り
、
自
覚
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
願
い
の
ご
縁
に
よ
っ

て
私
が
お
御
堂
に
導
か
れ
て
き
た
と
い
う
、
事
実
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

今
回
の
国
宝
指
定
然
り
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
道
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と

い
う
事
に
「
他
力
」
と
い
う
言
葉
を
し
み
じ
み
と
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
田
本
山
進
納
所　

村
上
英
俊
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国
宝
指
定
祝
賀
会
が
三
月
五
日
に
催
さ
れ
ま
し
た

◉
今
年
も
報
恩
講
（
お
七

夜
）
が
一
月
九
日
か
ら
十
六

日
の
八
日
間
に
わ
た
り
、
無

事
に
つ
と
ま
り
ま
し
た
。
国

宝
効
果
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
、
連
日
多
く
の
参
詣
が
あ

り
、
門
前
の
露
店
も
い
つ
に

も
増
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま

し
た
。

　

菅
原
洋
一
先
生
に
よ
る
国

宝
指
定
記
念
講
演
を
は
じ

め
、
逮
夜
後
に
中
陣
の
通
り

参
拝
も
お
こ
な
わ
れ
、
国
宝

の
内
陣
を
間
近
で
ご
覧
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◉
国
宝
に
な
っ
て
初
め
て
の

防
火
訓
練
が
文
化
財
防
火

デ
ー
の
一
月
二
十
六
日
に
行

わ
れ
ま
し
た
。

国宝で迎える新成人

通り参拝の賑わい

楽しいお七夜こども大会

◉
国
宝
指
定
を
祝
う
会
は
、

如
来
堂
・
御
影
堂
で
の
慶
讃

勤
行
に
つ
づ
き
、
高
田
会
館

ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

三
重
県
初
の
建
造
物
の
国

宝
指
定
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
三
重
県
知
事
・
鈴
木
英

敬
氏
や
津
市
長
・
前
葉
泰
幸

氏
も
お
祝
い
に
駆
け
つ
け
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
門
室
に
秘
蔵
さ
れ

て
い
た
山
下
清
画
伯
の
本
山

の
ス
ケ
ッ
チ
も
祝
賀
会
場
に

展
示
さ
れ
注
目
を
集
め
て
い

ま
し
た
。

国
宝
指
定
祝
賀
会
が
三
月
五
日
に
催
さ
れ
ま
し
た

両御堂の瓦の拓本

祝賀会でご挨拶する法主殿

国宝指定記念講演一斉放水
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い
の
ち
と
い
う
お
題
を
頂
い
て
思
い
ま

す
の
は
、「
此こ

の
身み

今こ
ん
じ
ょ
う
生
」
と
い
う
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

後ご
し
ょ
う生
の
一
大
事
と
言
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
一
大
事
な
の
が
今

生
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
勤
行
聖
典
の
最
初

の
ペ
ー
ジ
に
載
っ
て
お
り
ま
す
礼ら
い

讃さ
ん
も
ん文
に

は
「
こ
の
身
今
生
に
お
い
て
度ど

せ
ず
ん

ば
、
更さ
ら

に
何い
ず

れ
の
生
し
ょ
う

に
お
い
て
か
、
こ
の

身
を
度
せ
ん(

人
生
に
お
い
て
こ
の
身
を

今
救
う
事
が
出
来
な
け
れ
ば
、
一
体
い
つ

救
わ
れ
る
と
い
う
の
か)

」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
礼
讃
文
が
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
載
っ

て
い
る
意
義
を
考
え
ま
す
と
、「
こ
の
勤

行
聖
典
を
拝
読
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の

心
を
基
本
と
し
な
さ
い
」
と
い
う
、
大
事

な
文
言
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き

ま
す
。
こ
の
心
が
真
宗
門
徒
に
お
い
て
重

要
な
こ
と
で
、
こ
の
基
本
の
心
を
一
貫
し

て
い
な
け
れ
ば
、
何
事
も
成
す
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
す
。

　

今
生
を
辞
書
で
調
べ
ま
す
と
、「
こ
の

世
・
生
き
て
い
る
間
」
と
い
う
よ
う
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
真
宗
で
い
う
今
生
と

は
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
で
は
な

く
、
ま
さ
し
く
今
、
こ
の
瞬
間
の
み
を
さ

し
ま
す
。
そ
れ
が
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
私

た
ち
の
日
常
は
、
十
年
後
は
生
き
て
い
る

か
わ
か
ら
な
い
が
、
今
日
明
日
は
ま
ぁ
生

き
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
信
じ
切
っ
て
日
々

を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
そ
の
日
々
の
繰
り

返
し
の
中
で
の
う
の
う
と
過
ご
し
て
い
る

と
、
な
か
な
か
自
ら
を
省
み
る
機
会
も
な

く
、
い
つ
か
死
ぬ
ま
で
に
と
思
っ
て
い
た

ら
、
気
づ
い
た
時
に
は
ろ
く
に
仏
法
も
聞

か
ぬ
ま
ま
墓
の
中
に
入
り
か
ね
な
い
の
が

私
た
ち
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な

生
活
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
苦
悩
と
い
え

ば
、
利
害
損
得
に
終
始
し
て
、
あ
れ
が
嫌

　

声
し
ょ
う
み
ょ
う
明
は
お
経
な
ど
に
旋
律
や
音
階

を
つ
け
、
仏
祖
を
讃
嘆
し
お
勤
め
す

る
も
の
で
、
そ
の
歴
史
は
古
く
、
日

本
音
楽
の
源
流
に
な
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

高
田
派
に
伝
わ
る
『
報
恩
講
式
』

は
、
御
開
山
聖
人
の
ご
遺
徳
を
讃
嘆

す
る
声
明
で
、「
お
式
文
」
を
中
心

に
、天
台
声
明
の
流
れ
を
汲
ん
だ「
伽

陀
」
や
「
引
声
念
佛
」
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
お
勤
め
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
き
が
あ
り
な
が

ら
も
厳
か
な
響
き
を
も
つ
旋
律
が
あ

り
、
毎
年
の
お
七
夜
報
恩
講
で
は
多

く
の
僧
侶
達
に
よ
っ
て
、
そ
の
声
明

が
堂
内
に
響
き
わ
た
り
ま
す
。

　

内
陣
の
金
色
の
荘
厳
と
と
も
に
、

声
明
が
浄
土
を
表
す
荘
厳
と
な
り
、

私
た
ち
に
報
恩
謝
徳
の
心
を
呼
び
さ

ま
し
ま
す
。

　

現
在
、
高
田
本
山
で
は
九
月
一
日

の
国
立
劇
場
に
む
け
て
、
県
内
外
の

高
田
派
の
僧
侶
が
集
ま
り
、
声
明
の

研
鑽
を
積
ん
で
お
り
ま
す
。

　
　
　

本
山
維
那
　
清
水
谷
　
亮
雅

リ
レ
ー
法
話　

い
の
ち

国
宝
に
響
く
声
明
を
全
国
に

鈴
鹿
市
称
名
寺
住
職
　
北
畠
大
道

リ
レ
ー
法
話　

い
の
ち

国
宝
に
響
く
声
明
を
全
国
に
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親
鸞
聖
人
が
師
・
法
然（
源

空
上
人
）
に
出
会
っ
た
と
さ

れ
る
場
所
が
、
安
養
寺
で

す
。
あ
る
と
き
、
京
都
四
条

橋
の
も
と
で
聖
覚
法
印
に
出

会
い
吉
水
に
お
い
で
に
な
る

法
然
の
も
と
に
行
く
こ
と
を

勧
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
出
会
い
が
大
き
な
転

機
と
な
り
親
鸞
聖
人
の
中
で

他
力
の
お
念
仏
の
世
界
が
ひ

ろ
が
り
は
じ
め
ま
す
。

　

比
叡
の
お
山
を
降
り
る
こ

と
に
な
っ
た
親
鸞
聖
人
は
岡

崎
の
草
庵
か
ら
吉
水
に
通
わ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
現
在
真
宗
大
谷

派
の
岡
崎
別
院
と
な
っ
て
い

て
、
法
難
の
お
り
に
ご
自
身

の
お
姿
を
う
つ
し
た
と
い
わ

れ
る
鏡
池
や
聖
人
お
手
植
え

の
伝
承
を
つ
た
え
る
八
房
の

梅
が
あ
り
ま
す
。

　

安
養
寺
は
京
都
円
山
公
園

東
奥
に
あ
り
、
祇
園
バ
ス
停

よ
り
徒
歩
八
分
。
岡
崎
別
院

は
岡
崎
神
社
前
バ
ス
停
す
ぐ

の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
山
川
蓮
生
）

第
七
回　

源
空
上
人
と
の
出
会
い

だ
こ
れ
が
嫌
だ
と
愚
痴
ば
か
り
こ
ぼ
す
始

末
で
す
。
そ
の
苦
悩
と
い
う
も
の
は
、
今

解
決
せ
ず
に
先
送
り
に
す
る
問
題
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
、
こ
の
瞬

間
と
い
う
部
分
が
非
常
に
大
切
に
な
っ
て

く
る
の
で
す
。

　

私
が
こ
の
言
葉
を
再
確
認
さ
せ
て
頂
い

た
き
っ
か
け
に
、
去
年
、
高
田
派
本
山
専

修
寺
の
両
御
堂
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
こ

と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
高
田
派
の
一
僧
侶
と

し
て
こ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
事
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
は
恭く

ぎ
ょ
う
ぶ

敬
部
に
身
を
置
か
せ
て
頂
い

て
も
う
少
し
で
七
年
に
な
り
ま
す
が
、
初

め
て
お
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
感
動

は
今
で
も
あ
り
あ
り
と
思
い
だ
す
こ
と
が

出
来
ま
す
。
間
近
で
見
た
大
伽
藍
の
迫
力

と
荘
厳
の
美
し
さ
に
、
思
わ
ず
息
を
の
み

ま
し
た
。
当
時
は
た
だ
そ
の
大
伽
藍
と
荘

厳
に
感
動
を
し
た
の
で
す
が
、
今
回
の
国

宝
指
定
に
よ
り
実
感
し
た
こ
と
は
、
私
た

ち
が
拝
ま
せ
て
頂
く
こ
の
お
御
堂
は
、
過

去
か
ら
受
け
継
が
れ
た
信
仰
の
姿
な
の

だ
、と
い
う
こ
と
で
す
。此
の
身
今
生
、「
世

の
中
安あ
ん
の
ん穏
な
れ
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
一
心

に
念
仏
を
申
し
て
き
た
人
た
ち
が
こ
の
伽

藍
を
支
え
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を

想
え
ば
、
国
宝
と
し
て
歴
史
的
価
値
、
建

造
物
と
し
て
の
価
値
に
注
目
が
集
ま
る
中

で
、
今
一
度
私
た
ち
真
宗
門
徒
が
確
認
し

な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
こ
の
立
派
な

お
御
堂
と
共
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
教
え

な
の
だ
と
実
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

そ
こ
に
立
ち
返
っ
た
時
に
問
わ
れ
て
く

る
の
が
、
冒
頭
に
述
べ
ま
し
た
「
此
の
身

今
生
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ご
ざ
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
仰
お
っ
し
ゃる
、
今
こ
の
瞬
間
と
い
う

の
は
、
救
わ
れ
ぬ
も
の
も
必
ず
救
う
と
い

う
阿
弥
陀
如
来
の
御
心
を
深
く
感
じ
知
っ

て
の
お
言
葉
で
し
ょ
う
。

　

今
生
は
今
生
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら

な
い
。
し
か
し
そ
の
今
生
を
ど
う
す
る

か
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
今
生
の
中
で
、

ど
う
や
っ
て
私
た
ち
が
安や
す

ん
じ
て
い
く
の

か
、
と
い
う
所
に
見
い
出
さ
れ
て
く
る
の

が
往
生
浄
土
の
教
え
で
あ
り
、
こ
の
い
の

ち
を
生
き
る
と
い
う
事
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。　
　
　

な
も
あ
み
だ
ぶ
つ

吉水の草庵・安養寺

岡崎の草庵にある鏡池
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ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

十
二
月

　
　

智
慧
光
院
・
玉
保
院

一
月　

二
月　

極
寒
の
時
期

の
た
め
お
休
み
で
す
。

　　

本
山
の
ご
奉
仕
で
汗
を
流

し
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ
と

り
の
力
が
合
わ
さ
り
山
内
が

護
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
檀

家
さ
ま
・
お
同
行
さ
ま
だ
け

は
な
く
一
般
の
団
体
の
方
に

も
ご
来
山
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
お
申
し
込
み
、
お
問

い
合
わ
せ
は
宗
務
院
庶
務
部

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

汗
を
流
し
て
清
掃
奉
仕

「
四
諦
八
正
道
」
釈
尊
シ
リ
ー
ズ
⑩

　

釈し
ゃ
く
そ
ん尊
の
い
ち
ば
ん
最さ
い
し
ょ初
の

説せ
っ
ぽ
う法

の
こ
と
を
初し
ょ
て
ん
ぼ
う
り
ん

転
法
輪
と

よ
び
ま
す
。
そ
の
と
き
に
説と

か
れ
た
内
容
は
、
佛ぶ
っ
き
ょ
う教
の

最さ
い
こ
う高
の
目も
く
て
き的
で
あ
る
涅ね
は
ん槃
を

目め

ざ指
す
四
諦
八
正
道
と
い
う

教お
し

え
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

四し
た
い諦
と
は
四
つ
の
真し
ん
り理

と
い
う
意い

み味
で
、
苦く
た
い諦
、

集じ
っ
た
い諦
、
滅め
っ
た
い諦
、
道ど
う
た
い諦
の
四
つ

の
真
理
の
こ
と
で
す
。

苦
諦
・
・
・
人じ
ん
せ
い生
は
苦く

で
あ

る
と
い
う
真
理
。

集
諦
・
・
・
苦く
る

し
み
を
招ま
ね

き

集あ
つ

め
る
原げ
ん
い
ん因
は
煩ぼ
ん
の
う悩
で
あ
る

と
い
う
真
理
。

滅
諦
・
・
・
煩
悩
の
火ひ

が
吹ふ

き
消け

さ
れ
て
苦
し
み
を
滅め
っ

し

た
境き
ょ
う
ち地

が
涅
槃
で
あ
る
と
い

う
真
理
。

道
諦
・
・
・
苦
を
滅
し
て

涅
槃
の
さ
と
り
に
至い
た

る

方ほ
う
ほ
う法

が
八
つ
の
正た
だ

し
い
道み
ち

（
八は
っ
し
ょ
う
ど
う

正
道
）
で
あ
る
と
い
う

真
理
。

　

八
正
道
と
は
、

正し
ょ
う
け
ん見
（
正
し
い
見け
ん
か
い解
）、

正し
ょ
う
し
ゆ
い

思
惟
（
正
し
い
思し
さ
く索
）、

正し
ょ
う
ご語

（
正
し
い
言げ
ん
ご語

）、

正し
ょ
う
ご
う業

（
正
し
い
行こ
う
い為

）、

正し
ょ
う
み
ょ
う
命
（
正
し
い
生せ
い
か
つ活
）、

正し
ょ
う
し
ょ
う
じ
ん

精
進
（
正
し
い
努ど
り
ょ
く力
）、

正し
ょ
う
ね
ん
念（
正
し
い
思お
も

い
の
持じ
ぞ
く続
）、

正し
ょ
う
じ
ょ
う

定
（
正
し
い
精せ
い
し
ん
と
う
い
つ

神
統
一
）

し　

た
い 

は
っ
し
ょ
う
ど
う
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で
す
。

　

こ
こ
で
は
、　

八
正
道
の

中な
か

で
も
最も
っ
と
も
根こ
ん
ぽ
ん
て
き

本
的
な
正
見

に
つ
い
て
、
阿あ
み
だ
さ
ま

弥
陀
様
に
救す
く

わ
れ
る
他た
り
き
ね
ん
ぶ
つ

力
念
仏
の
教
え
と

と
も
に
み
て
い
き
ま
す
。

　

正
見
と
は
、
正
し
い
も
の

の
見み
か
た方
、
考か
ん
が
え
方か
た

と
い
う
意

味
で
す
が
、
私わ
た
し

た
ち
は
こ
の

正
見
を
自じ
ぶ
ん分

の
力ち
か
ら

で
身み

に
つ

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

煩
悩
の
塊
か
た
ま
りの
私
た
ち
は
い
つ

も
自
分
の
都つ
ご
う合
の
い
い
よ
う

に
し
か
も
の
ご
と
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

　

煩
悩
と
は
、
心し
ん
し
ん身

を
乱み
だ

し
、
わ
ず
ら
わ
せ
、
正
し
い

判は
ん
だ
ん断
を
さ
ま
た
げ
る
心こ
こ
ろ
の
は

た
ら
き
で
す
。
自じ
ぶ
ん
ち
ゅ
う
し
ん

分
中
心
の

見
方
、
考
え
方
し
か
で
き

ず
、
智ち

え慧
が
な
い
の
が
煩
悩

ま
み
れ
の
私
た
ち
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
苦く
る

し
み
を
滅

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

煩
悩
に
翻ほ
ん
ろ
う弄
さ
れ
な
が
ら
、

自
分
の
都
合
で
苦く
ら
く楽

を
一い
っ
き喜

一い
ち
ゆ
う憂

し
、
し
か
も
そ
ん
な
日ひ

ご
ろ
の
自
分
の
相す
が
た

を
自じ
か
く覚

で

き
て
い
ま
せ
ん
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
自
分
の
見
方
、
考

え
方
が
正
し
い
と
思
い
こ
ん

で
い
る
の
が
私
た
ち
で
す
。

　

し
か
し
、
今い
ま

ま
で
思
い
こ

ん
で
い
た
自
分
の
見
方
、
考

え
方
が
実じ
つ

は
全ま
っ
た
く
あ
て
に
な

ら
な
か
っ
た
と
気き

づ
く
こ
と

が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
阿
弥
陀
様
の
光ひ
か
り

に
自
分

が
照て
ら

ら
さ
れ
て
気
づ
か
さ
れ

た
の
で
す
。
そ
れ
は
同ど
う
じ時

に
、
阿
弥
陀
様
か
ら
御ご
し
ん
じ
ん

信
心

を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
、
ま
ち
が
っ
た
見

方
、
考
え
方
が
破や
ぶ

ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

阿
弥
陀
様
は
「
煩
悩
を
棄す

て
ろ
」
と
は
言い

わ
れ
ま
せ

ん
。「
煩
悩
そ
の
ま
ま
に
救す
く

う
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
阿
弥

陀
様
に
照
ら
さ
れ
ま
す
と
自

分
の
煩
悩
を
思お
も

い
知し

ら
さ
れ

ま
す
。
煩
悩
は
な
く
な
り
ま

せ
ん
が
、
自
分
の
本ほ
ん
と
う当
の
相
す
が
た

に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
は
ま
さ
し
く
正
見
で

す
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
力

で
は
正
見
は
身
に
つ
き
ま
せ

ん
が
、
阿
弥
陀
様
に
照
ら
さ

れ
て
自
分
の
煩
悩
に
気
づ
か

さ
れ
て
正
見
を
た
ま
わ
る
の

で
す
。
そ
し
て
真し
ん

に
自
分
を

生い

き
て
い
く
人に
ん
げ
ん間

と
な
る
の

で
す
。（
教
学
院
第
三
部
会
）
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寺
院
名

今
年
も
四
月
八
日
は
山
門
上

の
釈
迦
三
尊
の
法
要
が
あ

り
、
参
詣
の
方
は
楼
上
に
お

の
ぼ
り
い
た
だ
け
ま
す
。

●
行
事
案
内

三
月
十
五
日
〜
二
十
一
日

　

大
涅
槃
図
公
開(

如
来
堂)

三
月
十
八
日
〜
二
十
四
日

　

讃
佛
会

三
月
二
十
四
日
〜
四
月
八
日

　

写
生
大
会

三
月
二
十
六
日
〜
二
十
八
日

　

中
学
生
教
化
合
宿

四
月
六
日
〜
十
一
日

　

千
部
法
会

四
月
八
日

　

釈
迦
三
尊
仏
法
会(

山
門)

四
月
九
日
・
十
日

　

十
万
人
講
法
会

四
月
十
一
日

　

戦
没
者
追
弔
法
会

四
月
二
十
一
日

　

は
な
ま
つ
り

四
月
二
十
九
日

　

興
学
布
教
大
会

五
月
六
日
〜
八
日

　

堯
祺
上
人
御
正
当

五
月
二
十
一
日

　

親
鸞
聖
人
降
誕
会

3/15 には如来堂の涅槃図前で、
１０時よりおつとめをします。

４/８には山門上の釈迦三尊前で
１０時半よりおつとめします。


