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帰
山
奉
告
式

教
瑞
師
が
第
初
行
を
成
満

大
本
山
中
山
法
華
経
寺
の
日
蓮
宗
大
荒
行
堂
に
第
初
行
と
し
て
入
行
し
て
い
た
身
延

別
院
の
修
徒
、
藤
井
教
瑞
師
が
二
月
十
日
、
百
日
間
の
修
行
を
終
え
ま
し
た
。
教
瑞
師

は
同
寺
祖
師
堂
で
行
わ
れ
た
成
満
会
に
臨
み
、
行
の
成
満
を
お
祖
師
様
に
報
告
し
ま
し

た
。
成
満
の
日
を
迎
え
た
法
華
経
寺
の
境
内
に
は
、
ま
だ
夜
が
明
け
き
ら
な
い
う
ち
か

ら
、
た
く
さ
ん
の
寺
族
・
檀
信
徒
が
全
国
か
ら
詰
め
か
け
ま
し
た
。
大
荒
行
堂
に
至
る

参
道
沿
い
に
は
赤
、
紫
、
緑
な
ど
色
鮮
や
か
な
成
満
旗
が
び
っ
し
り
と
立
て
ら
れ
、
こ

の
日
特
有
の
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い
ま
し
た
。

午
前
六
時
、
大
荒
行
堂
の
瑞
門
が
開
く
と
、
寒
壱
百
日
の
修
行
を
終
え
た
百
五
十
六

人
の
荒
行
僧
が
俗
界
に
姿
を
見
せ
ま
し
た
。
伸
ば
し
た
ま
ま
の
髪
と
髭
が
壱
百
日
間
と

い
う
月
日
を
物
語
っ
て
い
ま
し
た
。
今
行
は
白
木
で
で
き
た
東
日
本
大
震
災
犠
牲
者
の

位
牌
が
荒
行
堂
に
安
置
さ
れ
、
供
養
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
た
壱
百
日
間
で
も
あ
り
ま
し

た
。
午
前
八
時
か
ら
祖
師
堂
で
成
満
会
が
始
ま
り
、
荒
行
僧
た
ち
の
読
誦
す
る
大
音
声

の
経
文
が
堂
内
に
響
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
荒
行
僧
た
ち
が
寺
族
・
檀
信
徒
の
も
と
に

次
々
と
戻
り
始
め
、
教
瑞
師
も
元
気
な
姿
を
見
せ
ま
し
た
。

一
か
月
ほ
ど
前
に
も
檀
信
徒
一
行
は
教
瑞
師
を
見
舞
い
に
訪
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
し

た
が
、
成
満
を
迎
え
た
こ
の
日
の
教
瑞
師
は
明
ら
か
に
違
っ
た
表
情
で
し
た
。
寒
壱
百

日
の
修
行
を
成
し
遂
げ
た
安
堵
感
と
、
確
か
な
自
信
を
漂
わ
せ
て
い
ま
し
た
。

二
月
二
十
五
日
に
は
、
身
延
別
院
で
教
瑞
師
の
帰
山
奉
告
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
教

瑞
師
は
、
藤
井
教
公
住
職
や
藤
井
教
祥
副
住
職
、
檀
信
徒
ら
の
出
迎
え
を
受
け
て
無
事

に
当
院
に
帰
り
ま
し
た
。
教
瑞
師
を
は
じ
め
、
今
行
で
成
満
を
迎
え
た
計
九
人
の
荒
行

僧
が
清
浄
衣
に
身
を
包
み
、
檀
信
徒
と
共
に
山
門
の
前
を
出
発
。
一
行
は
お
題
目
を
唱

え
な
が
ら
、
当
院
の
周
囲
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。
身
を
切
る
よ
う
な
寒
さ
の
中
、
荒
行

僧
九
人
に
よ
る
水
行
も
行
わ
れ
、
た
く
さ
ん
の
檀
信
徒
が
見
守
り
ま
し
た
。

（
四
、
五
面
に
特
集
）
（
平
山
）

帰山奉告式を前に水行で身を清める教瑞師（中央）ら
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第
十
四
回

千
葉
県
山
武
市
・
本
円
寺

建
ち
並
ぶ
寶
篋
印
塔

全
国
各
地
の
日
蓮
宗
の
お
寺
を
参
拝
す
る
旅
。
い
た
だ

い
た
御
首
題
・
御
朱
印
の
数
は
千
二
百
五
十
を
超
え
ま

し
た
。
こ
の
「
御
首
題
を
い
た
だ
く
旅
」
の
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
お
立
ち
寄
り
に
な
っ
た
と
か
、

本
山
ク
ラ
ス
の
寺
院
で
あ
る
と
か
、
地
域
で
知
ら
れ
た

お
寺
を
中
心
に
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
今
回
の

本
円
寺
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
ふ
だ
ん
は
だ
れ
も
住

ん
で
い
な
い
無
住
の
お
寺
だ
か
ら
で
す
。

千
葉
県
は
日
蓮
大
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
場
所
。

誕
生
寺
、
清
澄
寺
、
法
華
経
寺
と
三
つ
も
大
本
山
が
あ

り
、
県
内
の
日
蓮
宗
寺
院
数
は
約
五
百
か
寺
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
の
お
寺
は
全
国
で
約
五
千
か
寺
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
一
割
が
千
葉
県
に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
お
寺
を
参
拝
す

る
中
で
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
檀
信
徒
さ
ん
の
数
が
極

端
に
少
な
い
た
め
に
無
住
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
寺
が

千
葉
県
は
と
て
も
多
い
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
お
寺

は
、
同
じ
地
域
で
つ
な
が
り
の
あ
る
お
寺
の
ご
住
職
が

兼
務
を
し
て
い
て
、
檀
信
徒
さ
ん
に
お
葬
儀
な
ど
の
法

事
が
あ
る
と
き
だ
け
ご
住
職
が
や
っ
て
来
る
、
と
い
う

ふ
う
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

今
年
二
月
に
私
は
、
千
葉
県
山
武
市
の
蔵
光
寺
と
い
う

お
寺
を
参
拝
し
、
そ
の
ご
住
職
が
兼
務
し
て
い
る
と
い

う
本
円
寺
の
御
首
題
を
頂
戴
し
た
の
で
し
た
。
せ
っ
か

く
御
首
題
を
頂
戴
し
た
の
だ
か
ら
お
寺
も
参
拝
し
な
く

て
は
と
、
ク
ル
マ
で
向
か
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
途
中

か
ら
林
道
の
よ
う
な
狭
い
道
に
な
り
、
「
こ
ん
な
と
こ

ろ
に
お
寺
が
あ
る
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
の
場

所
に
な
り
ま
し
た
。
「
本
円
寺
駐
車
場
」
と
い
う
看
板

を
見
つ
け
、
ほ
っ
と
一
安
心
。
ク
ル
マ
を
停
め
て
、
急

な
階
段
を
上
っ
て
い
く
と
立
派
な
本
堂
が
あ
り
ま
し

た
。さ

ら
に
は
私
の
背
丈
の
倍
の
高
さ
が
あ
る
大
型
の
宝
篋

印
塔
（
ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う
）
が
十
基
以
上
も
ず
ら

り
と
立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
苔
む
し
て
い
て
と
て
も

古
そ
う
で
す
。
歴
代
住
職
の
お
墓
な
の
か
、
何
も
説
明

板
は
な
か
っ
た
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
だ
け
立

派
な
塔
が
並
ぶ
光
景
は
そ
う
そ
う
な
い
と
思
い
ま
し

た
。
日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
で
調
べ
ま
し
た
が
沿
革
は
「
開

山
日
法
。
開
基
岩
沢
重
良
右
衛
門
」
と
あ
る
だ
け
。
詳

し
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
つ
の
時
代
か
に

法
華
経
の
熱
心
な
信
者
が
建
て
た
お
寺
で
あ
る
こ
と
に

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
山
の
中
に
、
忘
れ
去
ら
れ
た
よ

う
に
建
っ
て
い
る
お
寺
が
い
と
お
し
く
感
じ
ら
れ
て
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
平
山
徹
・
新
聞
記
者
）

立派な本堂。でも、ふだんは無住だ
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荒行僧による勇壮な水行

水取りを着て檀信徒の前に姿を見せた荒行僧

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の
顔
を
思
い
出
し
、
荒
行
堂
の
日

々
を
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
―
―
。
二
月
二
十
五
日
に

行
わ
れ
た
帰
山
奉
告
式
で
、
身
延
別
院
修
徒
の
藤
井
教

瑞
師
は
た
く
さ
ん
の
檀
信
徒
の
見
守
る
中
、
厳
し
い
修

行
の
日
々
を
こ
う
振
り
返
り
ま
し
た
。

こ
の
日
は
朝
か
ら
小
雨
の
降
る
あ
い
に
く
の
天
気
で

し
た
が
、
帰
山
奉
告
式
の
直
前
に
な
っ
て
雨
は
あ
が

り
、
第
初
行
を
成
就
し
た
教
瑞
師
の
姿
を
見
よ
う
と
百

五
十
人
の
檀
信
徒
が
当
院
を
訪
れ
ま
し
た
。
檀
信
徒
の

一
行
は
午
後
一
時
か
ら
本
堂
で
、
教
瑞
師
を
は
じ
め
九

人
の
荒
行
僧
ら
を
囲
ん
で
記
念
撮
影
を
行
っ
た
後
、
お

寺
を
中
心
と
す
る
小
伝
馬
町
の
一
帯
を
荒
行
僧
ら
と
共

に
練
り
歩
き
ま
し
た
。
一
行
が
お
寺
に
到
着
す
る
と
、

荒
行
僧
は
本
堂
前
で
、
た
だ
ち
に
水
行
に
。

水
盤
の
前
に
位
置
取
っ
た
荒
行
僧
は
、
肝
文
を
唱
え

た
後
、
一
斉
に
手
桶
で
わ
が
身
に
水
を
か
け
ま
し
た
。

二
月
下
旬
と
は
言
え
、
こ
の
日
の
東
京
の
最
高
気
温
は

一
〇
・
二
度
。
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
寒
さ
で
し
た
が
、
荒

行
僧
は
勢
い
よ
く
水
を
か
け
続
け
、
は
ね
返
っ
た
水
し

ぶ
き
は
檀
信
徒
の
方
に
も
飛
び
散
り
ま
し
た
。
そ
の
厳

し
い
修
行
の
さ
ま
を
、
檀
信
徒
は
息
を
の
ん
で
見
守
り

ま
し
た
。

水行肝文を言上する教瑞師
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林僧正（左）から許

證を受け取る教瑞

師（写真上）

お経頂戴をする教

瑞師（写真左）

山門前を出発する

行列（写真下左）

謝辞を述べる教瑞

師（写真下右）

教
瑞
師
が
謝
辞

水
行
の
後
は
本
堂
に
場
所
を
移
し
、
厳
か
に
帰
山

奉
告
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
第
初
行
を
成
し
遂
げ

た
こ
と
を
証
す
る
「
許
證
」
が
東
京
東
部
修
法
師

会
会
長
で
葛
飾
区
積
善
寺
住
職
の
林
貫
恵
僧
正
か

ら
教
瑞
師
へ
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
来
賓
挨
拶
で

は
、
東
京
東
部
宗
務
所
所
長
で
江
戸
川
区
長
勝
寺

住
職
の
田
村
宏
順
僧
正
が
「
東
日
本
大
震
災
と
い

う
た
い
へ
ん
な
災
害
の
あ
っ
た
年
に
、
教
瑞
さ
ん

は
荒
行
堂
に
入
ら
れ
た
。
そ
の
ご
縁
で
、
こ
れ
か

ら
も
人
々
を
救
う
僧
侶
と
し
て
教
瑞
さ
ん
は
邁
進

し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
ま
た
、
林
僧

正
、
岩
手
県
宗
務
所
所
長
で
遠
野
市
法
華
寺
住
職

の
阿
部
是
秀
僧
正
か
ら
も
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。当

院
を
代
表
し
て
挨
拶
に
立
っ
た
藤
井
教
公
住
職

は
「
（
教
瑞
師
は
）
ま
だ
ま
だ
若
く
し
て
未
熟
。

ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
励
ま
し
を
い
た
だ
き
た
い
」

と
述
べ
ま
し
た
。
最
後
に
教
瑞
師
が
「
私
は
身
延

山
僧
道
実
修
生
、
信
行
道
場
と
修
行
を
し
ま
し
た

が
、
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
大
荒

行
堂
に
入
る
こ
と
を
発
願
し
ま
し
た
。
し
か
し
百

日
間
の
日
々
の
中
で
は
、
も
う
耐
え
ら
れ
な
い
と

思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
は
檀

信
徒
の
皆
さ
ん
の
お
顔
を
思
い
出
し
、
一
つ
一
つ

乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の
支

え
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
成
満
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
」
と
謝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。
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節
分
会
と
星
祭
り
に
百
五
十
人

身
延
別
院
の
節
分
会
と
星
祭
り
が
二
月
三
日
に
行
わ

れ
ま
し
た
。
立
春
を
前
に
し
て
毎
年
恒
例
の
行
事
で
、

年
男
・
年
女
の
檀
信
徒
が
本
堂
か
ら
境
内
の
参
詣
者
に

向
か
っ
て
、
袋
詰
め
に
し
た
福
豆
や
福
銭
を
勢
い
よ
く

ま
き
ま
し
た
。
こ
の
日
午
後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
節
分

会
追
儺
式
が
行
わ
れ
、
檀
信
徒
百
五
十
人
が
ご
祈
祷
を

受
け
ま
し
た
。
今
年
は
例
年
に
な
い
厳
し
い
寒
さ
に
見

舞
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
中
で
も
午
後
一
時
四
十

五
分
の
豆
ま
き
の
時
間
ま
で
に
は
多
く
の
参
詣
者
が
境

内
に
集
ま
り
ま
し
た
。
年
男
・
年
女
の
皆
さ
ん
が
「
除

災
得
幸

福
は
内
」
と
言
い
な
が
ら
、
大
き
な
枡
か
ら

一
斉
に
豆
を
ま
く
と
、
参
詣
者
は
夢
中
に
な
っ
て
受
け

止
め
て
い
ま
し
た
。
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
小
箱
な
ど
を
持
参

し
、
そ
れ
を
頭
の
上
に
掲
げ
て
豆
を
受
け
る
人
の
姿
も

見
ら
れ
ま
し
た
。
豆
は
六
斗
五
升
分
を
用
意
し
ま
し
た

が
数
分
間
で
な
く
な
る
な
ど
、
今
年
も
盛
況
で
し
た
。

豆
ま
き
後
の
福
引
も
大
盛
況

豆
ま
き
の
後
は
、
豪
華
景
品
の
当
た
る
福
引
き
が
本

堂
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
年
男
・
年
女
と
し
て
申
し
込
み

を
済
ま
せ
た
檀
信
徒
さ
ん
を
対
象
に
行
っ
て
い
る
イ
ベ

ン
ト
で
す
。
景
品
は
本
年
も
、
帝
国
ホ
テ
ル
ペ
ア
宿
泊

券
、
大
型
液
晶
テ
レ
ビ
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど
の
豪

華
な
も
の
で
す
。
ま
た
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
ペ
ア
招
待

券
、
博
多
鳥
鍋
セ
ッ
ト
な
ど
の
景
品
が
総
代
か
ら
提
供

さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
高
級
清
酒
、
写
経
セ
ッ
ト
と
い
っ
た
、
お

上
人
ら
か
ら
の
提
供
品
も
並
び
ま
し
た
。
抽
選
機
か
ら

の
番
号
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
た
び
、
景
品
を
引
き
当
て

た
檀
信
徒
さ
ん
た
ち
か
ら
は
大
き
な
歓
声
が
上
が
っ
て

い
ま
し
た
。

豆
入
れ
奉
仕
に
十
六
人

身
延
別
院
の
檀
信
徒
有
志
が
一
月
十
八
、
十
九
日
、

節
分
会
で
用
い
る
豆
の
袋
詰
め
を
地
下
ホ
ー
ル
で
行
い

ま
し
た
。
今
年
は
六
斗
五
升
分
の
豆
が
用
意
さ
れ
ま
し

た
。
参
加
者
は
、
豆
を
杯
で
袋
に
入
れ
る
役
、
袋
を
ホ

チ
キ
ス
で
閉
じ
る
役
な
ど
、
役
割
を
分
担
し
な
が
ら
手

際
よ
く
作
業
を
進
め
て
い
ま
し
た
。

節
分
会
は
二
月
三
日
に
盛
大
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
が
、
そ
れ
も
事
前
に
準
備
を
し
て
く
れ
る
皆
さ
ん

の
ご
協
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。
豆
入
れ
奉
仕
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
の
は
以
下
の
皆
さ
ん
で
す
。

阿
久
津
喜
美
子
、
石
田
光
子
、
石
渡
日
出
子
、
今
井

善
子
、
岡
本
春
雄
、
岡
本
つ
ね
子
、
甲
斐
千
枝
子
、
勝

見
登
志
子
、
上
遠
野
美
津
子
、
北
村
孝
子
、
黒
石
鈴

子
、
小
島
喜
恵
子
、
小
林
聰
子
、
杉
山
尊
子
、
寺
久
保

ト
シ
子
、
林
好
江
（
敬
称
略
）
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

豆まきにはたくさんの人が集まりました

福引抽選会も年男年女の檀信徒で大いににぎわいました



荒
行
堂
の
教
瑞
師
を
見
舞
い

身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
一
行
が
一
月
九
日
、
千
葉
県
市

川
市
の
大
本
山
・
中
山
法
華
経
寺
荒
行
堂
と
総
武
霊

園
、
東
京
都
杉
並
区
の
堀
之
内
妙
法
寺
を
参
拝
し
ま
し

た
。
本
年
最
初
の
団
参
で
新
春
初
詣
で
す
。
参
加
し
た

の
は
藤
井
住
職
は
じ
め
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
四
十
人
。
一

行
は
午
前
九
時
に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
と
ワ
ゴ
ン
車
で
当
院

を
出
発
し
ま
し
た
。
最
初
に
訪
れ
た
法
華
経
寺
で
は
、

荒
行
堂
で
修
行
中
の
当
院
修
徒
、
藤
井
教
瑞
師
を
見
舞

い
ま
し
た
。
荒
行
成
満
ま
で
あ
と
一
ヶ
月
に
迫
っ
た
こ

の
時
期
、
法
華
経
寺
境
内
は
全
国
か
ら
荒
行
僧
を
見
舞

い
に
訪
れ
る
檀
信
徒
で
た
い
へ
ん
な
混
雑
で
し
た
。
一

行
は
荒
行
堂
内
に
案
内
さ
れ
、
多
く
の
荒
行
僧
に
囲
ま

れ
て
ご
祈
祷
を
受
け
ま
し
た
。
教
瑞
師
は
元
気
そ
う

で
、
檀
信
徒
も
安
心
し
て
法
華
経
寺
を
出
発
し
ま
し

た
。
続
い
て
訪
れ
た
総
武
霊
園
で
は
当
院
開
山
で
身
延

山
久
遠
寺
第
七
十
三
世
法
主
の
文
明
院
日
薩
上
人
と
、

当
院
初
代
住
職
で
身
延
山
久
遠
寺
第
八
十
六
世
法
主
の

藤
井
日
静
上
人
の
お
墓
を
お
参
り
し
ま
し
た
。
総
武
霊

園
を
出
発
し
た
一
行
は
午
後
、
東
京
都
杉
並
区
の
堀
之

内
妙
法
寺
に
到
着
。
祖
師
堂
で
厄
除
け
の
ご
祈
願
を
受

け
、
境
内
を
案
内
さ
れ
ま
し
た
。

新
年
祈
祷
会
に
三
百
人

身
延
別
院
で
正
月
三
が
日
、
「
願
満
高
祖
日
蓮
大
菩

薩
」
御
開
帳
新
春
祈
祷
会
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
当
院

の
新
年
最
初
の
恒
例
行
事
で
す
。
大
晦
日
の
夜
よ
り
門

扉
を
開
け
、
隣
接
す
る
十
思
公
園
で
は
除
夜
の
鐘
が
撞

か
れ
、
町
内
の
住
人
が
多
数
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
三
が

日
の
参
詣
者
は
約
三
百
人
に
上
り
ま
し
た
。
参
詣
者
に

は
祈
願
木
札
、
暦
、
葛
菓
子
が
授
与
さ
れ
、
住
職
か
ら

お
屠
蘇
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
し
た
。

青
年
会
が
ラ
ン
ド
セ
ル
を
無
料
配
布

身
延
別
院
青
年
会
は
十
二
月
二
十
五
日
、
今
年
四
月

か
ら
小
学
一
年
生
に
な
る
子
ど
も
た
ち
に
ラ
ン
ド
セ
ル

を
無
料
配
布
し
ま
し
た
。
ラ
ン
ド
セ
ル
は
、
当
院
の
檀

信
徒
で
都
内
在
住
の
篤
志
家
が
青
年
会
の
子
育
て
支
援

活
動
を
知
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
に
役

立
て
ば
と
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
受
け
て
青

年
会
は
中
央
区
内
の
民
間
保
育
所
な
ど
に
呼
び
か
け
、

こ
れ
を
希
望
す
る
十
六
人
の
子
ど
も
た
ち
に
配
り
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
す
ぐ
さ
ま
ラ
ン
ド
セ
ル

を
箱
か
ら
出
し
て
背
負
っ
て
、
保
護
者
の
方
と
記
念
撮

影
を
す
る
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
青
年
会
で
は
、
今
後

も
子
育
て
支
援
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

三
月
十
七
日
（
土
）
～
二
十
三
日
（
金
）
春
季
彼
岸
会

二
十
三
日
（
金
）
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要
並
大
黒
天
祭

午
後
一
時
よ
り

四
月

一
日
（
日
）
願
満
祖
師
御
開
帳

八
日
（
日
）
花
ま
つ
り

終
日
甘
茶
供
養

十
四
日
（
土
）
十
三
日
講

法
要
並
法
話

身
延
別
院
の
藤
井
教
瑞
師
が
日
蓮
宗
大
荒
行
の
第
初

行
を
達
成
し
ま
し
た
。
今
回
は
こ
れ
を
記
念
し
、
教
瑞

師
の
表
情
を
特
集
し
ま
し
た
。

教
瑞
師
は
身
延
山
僧
道
実
修
生
と
し
て
一
年
間
、
ま

た
信
行
道
場
で
三
十
五
日
間
修
行
に
励
み
、
そ
し
て
今

回
の
百
日
間
の
荒
行
と
修
行
の
日
々
で
し
た
。
ひ
と
ま

ず
は
体
を
労
り
、
英
気
を
養
っ
て
、
そ
の
後
は
ま
た
檀

信
徒
と
共
に
力
強
く
歩
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

次
回
発
行
は
お
盆
過
ぎ
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
期
待
下
さ
い
。

（
平
山
）

平成２４年（２０１２年）３月 願 満（年３回発行）

今
後
の
予
定

編
集
後
記

法華経寺荒行堂を参拝後、総武霊園で記念撮影



平成２４年（２０１２年）３月 願 満（年３回発行）

こ
の
た
び
住
職
藤
井
は
、
三
月
九
日
に
北
大
で
定
年
退

職
前
の
最
終
講
義
を
し
ま
し
た
。
当
日
は
イ
ン
ド
哲
学
研

究
室
の
卒
業
生
や
旧
教
官
、
現
在
の
大
学
院
文
学
研
究
科

の
同
僚
な
ど
有
縁
の
皆
さ
ん
大
勢
が
、
九
州
や
四
国
、
京

都
、
名
古
屋
、
東
京
な
ど
の
遠
方
か
ら
も
駆
け
つ
け
て
き

て
く
れ
て
、
大
変
懐
か
し
く
嬉
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

講
義
後
に
は
学
内
の
百
年
記
念
会
館
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
慰

労
パ
ー
テ
ィ
ー
が
催
さ
れ
、
花
束
や
記
念
品
の
贈
呈
が
あ

り
、
多
く
の
出
席
者
か
ら
ね
ぎ
ら
い
の
ス
ピ
ー
チ
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
学
外
へ
繰
り
出
し
、
賑
や
か
に

三
次
会
ま
で
お
つ
き
あ
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
平
成
八
年
四
月
一
日
に
、
そ
れ
ま
で
の
勤
務
校
の

浜
松
大
学
（
旧
常
葉
学
園
浜
松
大
学
）
か
ら
北
海
道
大
学

へ
教
授
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。
文
学
部
赴
任
当
時
の
講

座
名
は
文
化
価
値
論
講
座
で
、
そ
こ
は
宗
教
学
・
イ
ン
ド

哲
学
・
芸
術
学
の
三
分
野
合
同
の
大
講
座
で
し
た
が
、
私

は
イ
ン
ド
哲
学
分
野
の
仏
教
学
の
教
授
と
し
て
招
か
れ
た

の
で
し
た
。
平
成
十
二
年
に
大
学
院
重
点
化
に
と
も
な

い
、
大
学
院
文
学
研
究
科
所
属
と
な
り
、
ま
た
講
座
も
平

成
十
六
年
に
芸
術
学
が
独
立
し
た
の
で
、
宗
教
学
イ
ン
ド

哲
学
講
座
と
組
織
変
わ
り
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。北

大
に
赴
任
し
て
か
ら
早
く
も
十
六
年
が
経
過
し
ま
し

た
が
、
そ
の
間
、
世
の
中
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
第
一
は
二
十
一
世
紀
の
幕
開
け
の
年
、
二
〇
〇

一
年
九
月
十
一
日
に
起
き
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク9.1

1

テ
ロ
で

し
た
。
ソ
連
が
崩
壊
し
、
東
西
冷
戦
構
造
が
消
滅
し
た
後

に
は
今
度
は
宗
教
や
民
族
の
対
立
激
化
の
時
代
と
な
る
と

予
測
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
今
そ
の
と
お
り
の
情

勢
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
テ
ロ
の
時
は
、
私
は
丁
度
そ

の
年
の
九
月
一
日
か
ら
文
科
省
短
期
在
外
研
究
員
と
し
て

フ
ラ
ン
ス
国
立
高
等
研
究
院
に
来
て
い
た
時
で
し
た
か

ら
、
三
ヶ
月
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
緊
張
を
パ
リ
と
ロ
ン

ド
ン
と
で
直
接
肌
身
に
感
じ
た
日
々
で
、
私
に
と
っ
て
忘

れ
が
た
い
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
十
年
、
今
度
は
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
、

東
日
本
大
震
災
と
そ
の
後
の
大
津
波
、
福
島
第
一
原
発
事

故
が
起
き
ま
し
た
。
地
震
は
自
然
災
害
で
は
あ
り
ま
す

が
、
日
本
は
こ
の
大
地
震
に
よ
っ
て
戦
後
最
大
の
国
難
に

遭
い
、
ま
だ
十
分
に
復
興
の
レ
ー
ル
も
敷
か
れ
て
い
な
い

現
況
は
ま
こ
と
に
心
が
痛
み
ま
す
。
さ
ら
に
原
発
事
故
の

後
始
末
は
今
後
何
十
年
と
続
く
で
し
ょ
う
。
憂
慮
す
べ
き

事
態
で
す
。

さ
て
、
私
の
最
終
講
義
の
題
目
は
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
と

『
涅
槃
経
』
」
で
し
た
。
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
が
中
国
仏

教
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
『
法
華
経
』
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
思
想
史
的
に
概
観

し
た
も
の
で
し
た
。
北
大
で
や
り
残
し
た
こ
と
は
多
い
の

で
す
が
、
こ
れ
ま
で
つ
つ
が
な
く
札
幌
と
東
京
と
の
二
重

の
生
活
を
続
け
て
来
ら
れ
た
の
も
、
仏
天
の
ご
加
護
と
身

延
別
院
檀
信
徒
の
皆
様
の
暖
か
い
ご
理
解
の
賜
と
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

な
お
こ
の
後
、
東
京
で
は
四
月
一
日
よ
り
文
京
区
春
日

に
あ
る
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
へ
教
授
と
し
て
勤
め
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
通
り
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

（
写
真
は
当
日
最
終
講
義
に
出
席
し
た
上
野
蘭
子
さ
ん

撮
影
）
（
「
檀
信
徒
さ
ん
登
場
」
休
み
ま
し
た
）

最終講義風景

花束を贈呈されました


