
国
宝
御
影
堂
前
で
、
薪
能
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
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●
行
事
案
内

六
月
二
十
三
日
・
二
十
四
日

　

高
田
派
青
年
の
つ
ど
い

七
月
三
十
日
〜
三
十
一
日

　

歴
史
丸
ご
と
体
験
塾

　
　
（
小
学
生
教
化
合
宿
）

八
月
一
日
〜
五
日

　

第
92
回
仏
教
文
化
講
座

八
月
十
四
日
〜
十
六
日

　

歓
喜
会

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　

讃
佛
会
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１　

中
学
生
教
化
合
宿

　

三
重
か
ら
バ
ス
で
関
東
方

面
に
お
出
か
け
し
て
合
宿
が

開
催
さ
れ
本
寺
や
関
東
別
院

を
お
と
ず
れ
ま
し
た
。

２　

桜
咲
く
国
宝
専
修
寺

　

国
宝
を
記
念
し
た
行
事
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ
せ

て
、
特
別
拝
観
も
あ
り
賑
わ

い
ま
し
た
。

３　

釈
迦
三
尊
法
会

　

年
に
一
度
の
山
門
上
の
釈

迦
三
尊
へ
の
お
参
り
で
す
。

多
く
の
方
に
登
楼
の
た
め
に

行
列
い
た
だ
き
ま
し
た
。

４　

は
な
ま
つ
り

　

こ
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
白

象
が
寺
内
町
を
曳
き
廻
さ
れ

て
は
な
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

併
せ
て
写
生
大
会
の
表
彰

も
行
わ
れ
、
高
田
本
山
賞
に

山
崎
寛
宗
く
ん
が
選
ば
れ
ま

し
た
。

５　

興
学
布
教
研
究
大
会

　

こ
の
大
会
で
は
真
宗
学
会

に
向
け
た
発
表
を
中
心
に
３

名
の
お
話
が
あ
り
、
仏
教
の

深
い
教
義
に
ふ
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

６　

檀
信
徒
研
修
会

　

誓
元
寺
衆
徒
の
栗
原
妙
直

先
生
に
「
称
名
念
仏
」
と
い

う
講
題
で
お
話
い
た
だ
い
た

研
修
会
は
百
名
弱
の
参
加
者

で
ホ
ー
ル
は
満
杯
で
し
た
。

７　

親
鸞
聖
人
降
誕
会

　

式
典
で
は
、
男
性
祖
師
寿

の
お
祝
い
が
あ
り
二
百
名
以
上

の
申
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。

１ 3/26-28 中学生教化合宿

２ 3/31-4/1 桜咲く国宝専修寺

３ 4/8 釈迦三尊法会 ４ 4/22 はなまつり

５ 4/29 興学布教研究大会

６ 5/17 第 66 回檀信徒研修会

７ 5/21 親鸞聖人降誕会
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「
法
灯
継
承
法
会
」
は
関
東
別
院
に
と
っ
て
、

大
切
な
節
目
と
な
る
法
会
で
す
。
こ
の
日
を
迎
え

る
た
め
、
朝
早
く
か
ら
多
く
の
職
員
、
ス
タ
ッ
フ

が
立
ち
回
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

五
月
十
二
日
、
前
日
ま
で
の
お
天
気
と
は
う
っ

て
変
わ
っ
て
の
晴
天
と
な
り
、
透
き
通
る
空
と
和

や
か
な
空
気
に
包
ま
れ
た
最
良
の
日
と
な
り
ま
し

た
。

　

午
前
中
に
は
、「
永
代
経
法
会
」
が
行
わ
れ
、

午
後
に
お
つ
と
め
さ
れ
る
「
法
灯
継
承
法
会
」
を

お
迎
え
す
る
た
め
、
多
く
の
方
々
の
お
力
を
拝
借

し
、
関
東
別
院
み
な
一
丸
と
な
り
取
組
み
ま
し

た
。
本
堂
に
は
五
色
幕
を
飾
り
、
山
門
を
抜
け
る

と
八
尺
の
大
き
な
看
板
に
花
を
彩
り
、
山
門
か
ら

客
殿
入
口
の
間
に
受
付
を
設
け
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
祝
賀
の
気
持
ち
を
表
し
て
、
山
門
脇
に

は
草
履
、
念
珠
、
反
物
、
和
菓
子
な
ど
の
露
店
が

並
び
、
そ
の
賑
わ
い
あ
る
風
景
に
檀
家
さ
ん
、
来

賓
の
方
々
も
楽
し
そ
う
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

来
賓
に
は
本
寺
輪
番
、
東
京
・
神
奈
川
・
栃

木
・
茨
城
の
ご
住
職
と
副
住
職
、
さ
ら
に
関
東
別

院
の
役
員
と
婦
人
会
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
多
く

の
方
々
に
お
祝
い
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

法
主
殿
、
前
法
主
殿
、
そ
し
て
宗
務
総
長
が
下

車
さ
れ
、
山
門
を
く
ぐ
り
ゆ
っ
く
り
と
御
殿
へ
向

「
法
灯
継
承
法
会
」
を
関
東
別
院
に
て

執
り
行
え
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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か
わ
れ
ま
し
た
。
御
二
方
が
揃
わ
れ
て
関
東
別
院

を
歩
む
姿
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
、
希
少
な
光
景
を

拝
見
し
た
と
今
も
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

法
会
の
開
始
ま
で
に
、
関
東
別
院
役
員
、
婦
人

会
の
方
々
の
御
対
顔
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
皆
さ

ま
緊
張
の
面
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
鮮
明
な
記
憶

と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。
両
門
様
同
時
に
御
殿

で
御
対
顔
さ
れ
る
こ
と
が
初
め
て
で
あ
り
、
も
ち

ろ
ん
関
東
別
院
と
し
て
も
初
め
て
の
こ
と
で
し

た
。

　

法
要
の
始
ま
り
に
は
、
奏
楽
で
お
迎
え
し
ま
し

た
が
、
雅
楽
奏
者
も
こ
の
日
の
た
め
に
練
習
に
力

を
い
れ
て
お
り
、
見
事
な
調
べ
で
し
た
。
今
回
の

雅
楽
奏
者
た
ち
は
、
本
年
九
月
に
国
立
劇
場
の
声

明
公
演
に
臨
み
ま
す
。
こ
ち
ら
も
楽
し
み
で
す
。

や
が
て
喚
鐘
が
鳴
り
渡
り
、
出
勤
者
が
着
座
。
そ

の
後
、
表
白
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
「
新
し
き
法
主
を
頼
み
と
し
、
た
じ
ろ
ぐ
こ
と

な
く
堅
固
の
信
心
に
徹
到
し
て
、
道
俗
共
に
和
し

て
宗
門
の
興
隆
を
期
す
こ
と
」
を
望
ま
れ
て
お

り
、
御
開
山
聖
人
の
説
か
れ
た
か
た
い
信
心
を

も
っ
て
隆
々
と
宗
門
が
和
す
る
こ
と
が
肝
要
で

す
。
こ
の
願
い
の
法
灯
を
、
法
主
殿
と
と
も
に
護

る
と
い
う
大
き
な
期
待
を
感
じ
、
そ
の
お
言
葉
に

応
え
る
べ
く
精
進
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
前
法
主
殿
の
お
声
に
心
を
打
た
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
も
報
恩
講
で
嘆
徳
文
の
御
親
読
、

御
調
声
の
お
声
が
御
堂
に
響
い
て
お
り
ま
し
た
こ

と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

　

法
会
に
お
い
て
は
前
法
主
殿
が
左
側
よ
り
、
そ

し
て
法
主
殿
が
右
側
よ
り
お
出
ま
し
に
な
り
御
親

修
さ
れ
る
お
姿
に
法
灯
継
承
の
重
き
を
感
じ
ま
し

た
。
そ
の
後
御
親
教
を
拝
聴
し
、
三
十
数
年
前
私

が
青
年
会
に
参
加
し
て
い
た
当
時
、
法
主
殿
よ
り

御
指
導
を
仰
ぎ
、
ま
た
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
、
時

に
酒
席
を
共
に
さ
せ
て
頂
い
た
懐
か
し
き
時
間
を

感
じ
な
が
ら
、
こ
こ
に
法
灯
継
承
の
御
親
教
を
頂

戴
し
て
時
代
の
変
遷
と
重
ね
た
ご
縁
が
走
馬
灯
の

ご
と
く
頭
を
め
ぐ
り
ま
し
た
。
法
主
殿
の
所
作

は
、
勿
論
、
教
義
の
探
求
心
を
見
習
い
、
さ
ら
に

宗
門
の
未
来
図
を
御
一
緒
に
描
け
た
ら
幸
い
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
は
宗
務
総
長
の
復
演
で
「
法
灯
継
承
法

会
」
は
終
了
を
迎
え
ま
し
た
。

　

法
会
に
引
き
続
き
行
わ
れ
た
祝
賀
会
で
は
、
法

主
殿
・
前
法
主
殿
よ
り
お
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。

両
門
様
と
も
に
お
若
い
時
代
か
ら
関
東
と
は
ご
縁

が
深
く
、
大
切
な
地
域
で
あ
る
こ
と
を
お
話
さ

れ
、
出
席
者
の
皆
様
か
ら
も
改
め
て
代
々
に
亘
る

お
付
き
合
い
を
、
あ
り
が
た
く
懐
か
し
む
声
も
聞

か
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
貴
重
な
お
気
持
ち
を
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
、
改
め
て
宗
門
の
節
目
で
あ
り
、
未
来

へ
船
出
す
る
羅
針
盤
を
確
認
で
き
た
思
い
で
し

た
。
そ
の
後
、
東
京
・
神
奈
川
組
長
・
役
員
、
婦

人
会
の
方
々
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
お
祝
い
の
言
葉

を
頂
き
、
法
主
殿
、
前
法
主
殿
、
宗
務
総
長
を
お

見
送
り
し
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

さ
れ
た
境
内
、
明
る
く
映
し
出
さ
れ
た
内
陣
、
御

本
尊
が
皆
様
を
お
見
送
り
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
大
切
な
法
会
を
、
一
日
に
二
度
も

行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
無
事
に
終
え
た
こ
と

を
宗
門
の
皆
様
に
お
伝
え
し
、
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
こ
れ
を
節
目
に
関
東
別
院
の
使
命
と
し

て
、
開
教
を
拡
大
す
る
べ
く
よ
り
精
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。
ご
指
導
の
ほ
ど
、
引
き
続
き
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

関
東
別
院
輪
番　

花
園
親
弘
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「
伝
道
の
旅
❶
」
釈
尊
シ
リ
ー
ズ
◯

で
ん
ど
う

11

　

鹿ろく
や野
苑おん
で
の
初
し
ょ
て
ん転
法ぼう
り
ん輪の

後
、
さ
と
り
の
よ
ろ
こ
び
を

得
ら
れ
た
五
人
の
出
し
ゅ
っ
け
し
ゃ

家
者
達

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
釈
し
ゃ
く
そ
ん
尊
よ
り

説
か
れ
た
尊
と
う
とい
法ほう
（
真しん
り理
）

を
説
き
ひ
ろ
め
る
旅
へ
と

出しゅ
っ
た
つ

立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
釈
尊
も
ま
た
独
り
静
か
に

歩
み
出
さ
れ
、
以
後
四
十
五

年
間
、
八
十
歳
で
入
に
ゅ
う
め
つ
滅
さ
れ

る
ま
で
、
そ
の
両
り
ょ
う
そ
く

足
の
み
で

町
か
ら
町
へ
と
遊ゆぎ
ょ
う行
す
る
伝

道
の
ご
生
し
ょ
う
が
い

涯
を
送
ら
れ
る
の

で
す
。

　

当
時
の
厳
し
い
階
か
い
き
ゅ
う級
社

会
に
於お

い
て
、
身
分
性
別
を

問
わ
ず
「
平ひ
と
し
く
等
に
」
説せっ
ぽ
う法

を
続
け
ら
れ
る
釈
尊
の
も

と
に
は
、
瞬
ま
た
た
く
間
に
多
く

の
佛ぶ
つ
で
し
弟
子
が
誕
生
し
ま
す
。

そ
の
中
に
は
王
族
や
商
人
、

奴ど
隷れい
達
ま
で
も
が
存
在
し
、

佛
を
尊
び
法
を
敬
う
集
団

（
僧サン
ガ伽
）
は
、
日
を
追
う
ご

と
に
大
き
く
な
り
、
現
在
ま

で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
類たぐ
い
稀まれ
な

る
釈
尊
の
伝
道
は
「
随ず
い
き機

（
対たい
き機

）
説せっ
ぽ
う法

」
と
讃たた
え
ら

れ
ま
す
。

　
〝
機
〟
と
は
人
間
の
気きし
つ質

を
示
し
、
一
人
ひ
と
り
異
な

り
、
ま
た
〝
縁えん
〟
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
で
も
姿
を
変
え

る
為
、
私
た
ち
の
悩
み
や
不

安
、
苦
し
み
や
悲
し
み
の
受

け
止
め
方
や
解
決
の
道
は

一いち
よ
う
様
と
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
釈
尊
は
老
ろ
う
に
ゃ
く若

男なん
に
ょ

女
す
べ
て
の
人
々
に
対
し

て
我
が
子
の
様
に
寄
り
添
わ

れ
「
平異
な
る

等
に
」
説
法
を
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
〝
機
〟
を

あ
き
ら
か
に
見
通
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
〝
縁
〟
に
応
じ
て
真

理
を
説
く
姿
で
あ
り
、
私
の

「
苦くの
う悩
を
除
く
」
の
で
は
な

く
「
苦
悩
が
生
か
さ
れ
る
」

本
当
の
救
い
を
あ
ら
わ
さ
れ

た
の
で
す
。

　

こ
れ
が
、
言
葉
も
及
ば
ぬ

ほ
ど
の
真
理
を
伝
え
る
唯
一

の
手て
だ立

て
で
あ
り
、
後
に

「
八は
ち
ま
ん
し
せ
ん

万
四
千
の
法ほ
う
も
ん門

」
と
称

さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
釈
尊
は
、
ひ
と

り
で
も
多
く
の
人
を
救
い
、

そ
し
て
私
を
救
う
べ
く
、
歩

み
を
続
け
ら
れ
た
の
で
し

た
。　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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あ
り
が
た
し

　
　
今
日
の
一ひ
と
ひ日

も

　
　
　
わ
が
命

　
　
め
ぐ
み
た
ま
へ
り

　
　
　
天あ
め

と
地つ
ち

と
人ひ
と

と

  

唱
歌
「
夏
は
来き

ぬ
」
で
知

ら
れ
る
佐さ
さ
き
の
ぶ
つ
な

佐
木
信
綱
翁
の

辞じ
せ
い世

の
歌
で
す
。
近
代
を
代

表
す
る
国
文
学
者
、
万
葉
学

者
で
あ
り
、
大
歌
人
で
、
そ

の
偉
業
は
錚そ
う
そ
う々

た
る
学
者
や

文
学
者
を
育
て
た
こ
と
か
ら

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

鈴
鹿
市
石
薬
師
、
真
宗
高

田
派
浄
福
寺
同
行
の
旧
家
に

生
ま
れ
、
お
念
仏
の
薫く
ん
じ
ゅ
う習
の

な
か
で
育
ち
、
九
十
一
歳
で

往
生
さ
れ
る
ま
で
、
ご
恩
に

感
謝
す
る
日
暮
ら
し
が
う
か

が
え
ま
す
。
今
日
の
一
日
の

い
の
ち
は
お
恵
み
で
す
。
い

の
ち
の
は
た
ら
き
に
生
か
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
ん
な

感
謝
の
気
持
ち
が
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
歌
は
「
素
人
の
歌
か

と
間
違
う
ほ
ど
だ
が
、
す
で

に
巧こ
う
せ
つ拙
を
超
え
て
い
る
」
と

い
わ
れ
ま
す
。「
心
昏く
ら

く
識
さ
と
り

寡す
く
なく
、
悪あ
く

重
く
障さ
わ

り
多
き
」

私
ど
も
に
と
っ
て
、
当
た
り

前
の
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
頂

く
こ
と
は
容よ
う
い易

な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
人
知

の
迷め
い
も
う妄
を
こ
え
た
、
無
量
寿

の
如
来
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲

に
遇あ

わ
れ
た
か
ら
こ
そ
の
こ

と
で
す
。
宗
祖
は
こ
の
こ
と

を
「
ご
信
心
」
で
あ
る
と
お

説
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
。  

  

大
国
の
指
導
者
が
宗
教
や

価
値
観
の
違
い
を
否
定
し
、

敵
対
心
を
あ
お
り
、
人
間
を

分
断
す
る
姿
を
度
々
見
聞
き

し
ま
す
。
人
々
の
不
安
を
利

用
し
て
自
分
中
心
の
世
界
を

つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
危

険
性
は
過
去
の
歴
史
が
物

語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず

私
へ
の
問
い
か
け
と
な
っ
て

突
き
つ
け
ら
れ
ま
す
。
久く
お
ん遠

の
昔
よ
り
承う

け
継つ

が
れ
た
、

共
に
生
き
る
い
の
ち
を
頂
き

リ
レ
ー
法
話　

い
の
ち

津
市
光
善
寺
住
職
　
堅
田
光
英

リ
レ
ー
法
話　

い
の
ち

な
が
ら
、
勝
ち
負
け
や
損
得

の
、
分
断
さ
れ
た
い
の
ち
に

執し
ゅ
う
ち
ゃ
く
着
し
て
他
人
を
傷
つ
け
、

自
分
を
損そ
こ

な
っ
て
生
き
て
い

ま
す
。
ひ
と
の
苦
し
み
を
我

が
身
の
痛
み
と
し
て
感
じ
ら

れ
な
い
の
は
悲
し
い
こ
と
で

す
。
私
の
孤
独
は
だ
れ
に
も

わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
す
。

　

如
来
の
智
慧
と
は
「
い

の
ち
の
一
体
感
」、
慈
悲
と

は
「
痛
み
の
共
有
」
と
聞
か

せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
お
浄

土
を
憶お
く
ね
ん念

し
、
お
念
仏
申
す

こ
と
は
、
如
来
に
願
わ
れ
た

い
の
ち
を
生
き
て
い
る
こ
と

を
身
に
頂
く
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。「
あ
あ
、
生

き
て
い
る
、
生
か
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
、
無
上
の
喜
び

が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
時
、
古

人
は
「
極
楽
の
余あ
ま

り
風
」
が

吹
く
と
い
い
ま
し
た
。
そ
の

時
「
天あ
め

と
地つ
ち

と
人ひ
と

」
は
私
を

つ
つ
ん
で
育は
ぐ
く

む
、
美
し
く
懐な
つ

か
し
い
も
の
と
映う
つ

る
の
で
あ

る
と
、
信
綱
師
の
「
夏
は
来き

ぬ
」
の
歌
は
教
え
て
く
れ
る

よ
う
で
す
。

　
卯う

の
花
の
　
匂に
お

う
垣
根
に

　
時ほ
と
と
ぎ
す鳥

　
早は
や

も
来き

鳴
き
て

　
忍し
の
び
ね音
も
ら
す
　
夏
は
来き

ぬ
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親
鸞
聖
人
は
僧
侶
と
し
て

公
然
と
妻
帯
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
き
っ
か
け
と
い
わ
れ

て
い
る
出
来
事
が
、
九
条
兼

実
公
が
法
然
（
源
空
）
上
人

に
、
結
婚
し
て
暮
ら
す
普
通

の
人
た
ち
も
修
行
を
す
る
僧

と
同
じ
よ
う
に
阿
弥
陀
如
来

に
救
わ
れ
る
の
か
と
尋
ね
、

救
わ
れ
る
の
な
ら
ば
、
ど
な

た
か
僧
侶
の
方
と
我
が
娘
を

結
婚
さ
せ
て
そ
れ
を
示
し
て

く
だ
さ
い
と
お
願
い
さ
れ
た

の
で
す
。

　

そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
に
師

で
あ
る
法
然
が
妻
帯
せ
よ
と

い
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

だ
っ
た
と
知
る
人
は
多
く
は

な
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
娘
が
玉
日
姫
で
す
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
親
鸞

聖
人
の
妻
、
恵
信
尼
さ
ん
を

中
心
と
し
た
歴
史
の
中
で
は

出
て
こ
な
い
こ
と
が
多
い
女

性
で
す
が
、
こ
こ
法
性
寺
小

第
八
回
　
よ
き
坊
守

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

三
月　

西
信
寺
・
勝
楽
寺
・

慈
光
寺
・
成
願
寺
婦
人
会
・

迎
接
寺
・
明
覚
寺

四
月　

東
海
寺
・
信
行
寺
・

長
安
寺
・
万
年
寺　

五
月　

常
念
寺
・
真
臺
寺
・

善
行
寺
・
満
願
寺
・
浄
光
寺
・

永
福
寺

汗
を
流
し
て
清
掃
奉
仕

法性寺小御堂・西岸寺

玉日姫御廟所

　

こ
の
ほ
か
、
寺
内
町
の
清

掃
活
動
と
し
て
環
濠
清
掃
が

行
わ
れ
ま
し
た
。　

　

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
。

御
堂
西
岸
寺
に
は
玉
日
姫
の

墓
地
も
あ
り
、
近
年
の
発
掘

で
は
ご
遺
骨
も
発
見
さ
れ
、

そ
の
信
憑
性
が
高
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
玉
日
姫
が
恵
信
尼

と
出
家
し
て
名
を
改
め
た
と

い
う
説
や
、
関
東
で
も
聖
人

の
そ
ば
に
お
ら
れ
た
と
い
う

説
な
ど
諸
説
あ
り
、
茨
城
の

結
城
に
も
玉
日
姫
の
お
墓
と

さ
れ
る
場
所
が
あ
る
そ
う
で

す
。

　

真
宗
の
お
寺
で
は
、
お
嫁

さ
ん
を
坊
守
と
い
い
ま
す
。

そ
の
語
源
は
、
法
然
上
人
が

結
婚
さ
れ
た
玉
日
姫
を
ご
覧

に
な
っ
て
「
よ
き
坊
守
な

り
」
と
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が

は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

西
岸
寺
は
京
阪
藤
森
駅
よ

り
徒
歩
５
分
で
す
。

　
　
　
　
　
（
山
川
蓮
生
）

本
山
だ
よ
り
の
読
者
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
年
々
巧
妙
に

な
る
各
種
詐
欺
な
ど
に
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。
少
し
で
も
お
か
し
い

と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
ご
家
族
や
警
察
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


