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お
大
師
様
の
こ
と
ば
（第
28
回
） 

人
生
を
好
転
さ
せ
た
け
れ
ば 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

言
葉
を
大
切
に
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

～
音
を
響
か
せ
る
の
は
風
で
あ
り
、
風
は
生
命

の
姿
を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
天
空
か
ら
の
使

者
で
あ
る
。
吐
い
て
吸
う
と
い
う
息
の
繰
り
返
し

も
生
命
の
働
き
な
の
だ
。
か
す
か
な
息
を
吐
く
気

配
に
さ
え
、
風
が
動
い
て
響
き
と
な
り
、
こ
れ
を

名
付
け
て
声
と
い
う
の
だ
。
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『秘
蔵
宝
論
』  

●
心
の
こ
も
っ
た
会
話
が 

『運
』 

を
は
こ
ぶ 

 

人
間
と
動
物
の
大
き
な
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か

と
い
う
と
そ
れ
は
言
葉
で
す
。
言
葉
を
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
円
滑
に
な
り
、
ま

た
脳
も
ど
ん
ど
ん
進
化
し
て
い
き

ま
し
た
。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く

と
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
幸
せ
を

感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の

も
っ
て
い
る
光
と
光
、
霊
気
と
霊
気
が
感
応
す
る

か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
意
思
の
疎
通
が
う
ま
く
と

れ
た
と
き
、
幸
運
が
訪
れ
ま
す
。

「運
」と
い
う
字
は
、
運
ぶ
と
も
読

み
ま
す
。
仏
さ
ま
と
の
縁
、
幸
せ

を
運
ん
で
く
る
も
の
、
そ
れ
が
幸

運
で
す
。
開
運
と
は
運
ぶ
道
を

開
く
も
の
、
仏
様
と
の
ご
縁
を
開

く
道
で
す
。 

 

仏
教
に
は
「開
運
の
た
め
に
は
、
心
だ
け
で
な
く
、

言
葉
を
大
切
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
、
非
常
に
大

事
な
教
え
が
あ
り
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
は
、
「音

に
響
き
あ
り
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
言
葉
の
響
き

こ
そ
、
私
た
ち
に
宇
宙
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（仏
さ

ま
の
教
え
）を
伝
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

 

そ
こ
で
気
に
な
る
の
が
、
最
近
の
若
い
人
た
ち
の

言
葉
の
乱
れ
で
す
。
「
ふ
～
ん
」と
、
無
関
心
・無

関
係
で
あ
る
こ
と
を
必
要
以
上
に
強
調
し
た
り
、

「い
け
ば
ぁ
～
」「す
き
に
し
た
ら
ぁ
～
」と
い
っ
た

投
げ
や
り
な
言
葉
が
氾
濫
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
の
普
及
で
、

声
も
出
さ
ず
に
メ
ー
ル
を
書
く
の
が
会
話
と
な

り
、
人
と
人
が
向
き
合
っ
て
語
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

 

な
ぜ
、
面
と
向
か
っ
て
会
話
が
で
き
な
い
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
傷
つ
く
の
が
怖
い
か
ら
で
す
。

人
と
人
が
出
合
い
、
語
り
合
え
ば
、
結
果
と
し
て

喜
怒
哀
楽
す
べ
て
の
感
情
が
出
て
き
ま
す
。
喜
び

も
あ
れ
ば
、
怒
り
も
あ
る
。
い
た
わ
り
も
あ
れ
ば
、

傷
つ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

人
は
本
来
、
そ
う
し
た
中
か
ら
教
訓
を
得
て
人

間
関
係
な
ど
を
学
ん
で
い
く
の
で
す
が
、
ネ
ッ
ト

社
会
に
マ
ヒ
す
る
と
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
を
本
能
的

に
避
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
生
の

声
が
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
の
意
見
は
引
っ
込
め

ら
れ
、
あ
な
た
ま
か
せ
で
す
。
正
し

い
意
味
で
の
会
話
が
成
立
し
て
い
な

い
の
で
す
。
こ
れ
で
は
表
面
的
な
人

間
関
係
し
か
築
け
な
い
で
し
ょ
う
し
、

熱
く
燃
え
た
友
情
な
ど
と
も
無
縁

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
い
つ
も
孤
独
で
寂
し
さ
に
震

え
て
い
る
だ
け
で
し
ょ
う
。 

空
海
の
こ
と
ば(

池
口
恵
観
書
よ
り) 
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コスモガーデン倉敷 

平成 31年 4 月 6 日（土） 

第二西大寺太陽霊園 

平成 31年 3 月 30日（土） 

白石中央墓苑 

海田太陽霊園 

令和元年 5 月 18日（土） 

令和元年 5 月 12日（日） 
令和元年 5 月 25日（土） 

北神戸太陽霊園 

令和元年 6 月 1 日（土） 

高松太陽霊園 

平成 31年 3 月 30日（土） 
平成 31年 3 月 30日（土） 

供
養
祭
の
ご
報
告 

   

   

            

      

 

    

   

     

令
和
元
年
後
期 

 
 

 
 

供
養
祭
予
定 

 

8
月
11
日
㈰ 

高
天
原 

10
時
～ 

(

真
言
宗) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13
時
～ 

(

浄
土
真
宗) 

8
月
12
日
㈪ 

高
天
原 

10
時
～ 

(

浄
土
真
宗) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13
時
～ 

(

浄
土
真
宗) 

9
月
22
日
㈰ 

高
天
原 

10
時
～ 

(

浄
土
真
宗) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13
時
～ 

(

浄
土
真
宗) 

9
月
23
日
㈪ 

高
天
原 

13
時
～ 

(

真
言
宗) 

9
月
28
日
㈯ 

金
甲
山
太
陽
霊
園 

10
月
6
日
㈰ 

高
取
南
太
陽
霊
園 

10
月
26
日
㈯ 

児
島
太
陽
霊
園 
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法
話 

 

平
成
が
終
わ
り
、
五
月
か
ら
新
し
い
元

号(

令
和)
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
五
月

は
端
午
の
節
句
が
あ
り
ま
し
て
、
鯉
の
ぼ
り
を
上

げ
て
男
の
子
を
祝
う
月
で
す
。 

〈端
午
の
節
句
の
由
来
〉 

 

二
千
三
百
年
前
の
中
国
の
楚
と
い
う
国
に
屈
原

と
い
う
政
治
家
が
い
ま
し
た
。
屈
原
は
正
義
感
が

強
く
人
々
か
ら
信
頼
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
あ
る
時
国
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
屈

原
は
、
国
か
ら
出
る
事
を
非
常
に
悩
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、
汨
羅
川(

べ
き
ら
が
わ)

に
身
を
投
げ
て

川
の
底
に
沈
み
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
人
々
は

小
舟
を
出
し
て
、
太
鼓
や
鐘
を
打
っ
て
音
を
出
す

こ
と
で
屈
原
が
魚
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
た
。
ま
た
、
ち
ま
き
を
撒
い
て
魚
が
屈
原
を
食

べ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
始
ま
り
で
、
五

月
三
日
は
屈
原
の
供
養
の
た
め
に
お
祭
り
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
端
午
の
節
句

と
い
う
名
前
に
な
っ
て
や
が
て
日
本
に
も
伝
わ
り

ま
し
た
。 

〈端
午
の
節
句
の
意
味
〉 

 

端
午
の
意
味
と
し
て
は
、
月
の
始
め
の
午
の
日

だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
「午
」と
「五
」の
音
が
同
じ

だ
っ
た
の
で
、
毎
月
五
日
に
な
り
、
や
が
て
数
字

が
重
な
る
五
月
五
日
を
端
午
の
節
句
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

〈鯉
の
ぼ
り
を
上
げ
る
風
習
〉 

 

鯉
の
ぼ
り
を
上
げ
る
風
習
に
関
し
ま
し
て
は
、

各
家
庭
に
男
の
子
が
誕
生
す
る
と
、
天
の
神
に
捧

げ
て
こ
の
子
を
守
っ
て
下
さ
い
と
い
う
意
味
で
、

鯉
を
上
げ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
鯉
が
滝
を

昇
る
よ
う
に
男
の
子
の
成
長
と
出
世
を
願
う
と

い
う
意
味
で
鯉
を
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
だ

け
の
風
習
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

段
々
と
気
候
が
よ
く
な
り
、
新
緑

も
綺
麗
な
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
そ

う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
日
合
同
供
養

祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
夏
の
よ
う
な

暑
さ
の
中
で
す
が
、
皆
さ
ん
が
一
生

懸
命
お
経
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

 

聞
い
た
事
が
無
い
お
経
で
す
ね
と
言
わ
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
経
は

一
つ
で
あ
り
ま
し
て
、
ど
の
お
経
も
有
難
い
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
と
い
う
の
は
み
ん
な

幸
せ
に
な
り
ま
し
ょ
う
と
お
釈
迦
様
が
開
か
れ

ま
し
た
。
ど
の
お
経
も
幸
せ
に
な
り
ま
し
ょ
う
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
宗
派
に
よ
っ
て
読
み
方

が
違
う
だ
け
で
す
。 

 

あ
り
が
た
い
と
一
生
懸
命
に
思
わ
な
い
と
な
か

な
か
通
じ
な
い
よ
う
で
す
。
朝
早
く
ご
先
祖
様
に

お
逢
い
さ
せ
て
頂
こ
う
と
い
う
そ
の
仏
心
の
心
が
、

発
心
の
心
が
な
い
と
供
養
祭
ま
で
足
を
運
ぶ
こ
と

が
で
き
な
い
で
す
ね
。
簡
単
に
思
っ
て
い
た
ら
他
の

事
に
目
を
向
け
て
し
ま
い
ま
す
。
発
心
の
心
を
持

っ
て
一
緒
に
お
経
を
唱
え
る
事
が
修
業
に
な
り
ま

す
。
修
業
を
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
ご
先
祖
様
に
喜

ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。
こ
れ
が
菩
提
で
す
。
菩
提

に
い
き
ま
す
と
悟
り
の
境
地
が
開
か
れ
、
自
分
の

心
も
ご
先
祖
様
も
悟
り
の
境
地
が
開
か
れ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

 

お
参
り
を
し
よ
う
と
す
る
心
が
非
常
に
大
切

で
す
。
こ
れ
は
仏
教
だ
け
で
な
く
、
仕
事
で
も
自

分
が
そ
の
心
が
な
け
れ
ば
上
手
く
い
き
ま
せ
ん
。

「今
日
は
仕
事
を
す
る
ぞ
」と
い
う
心
ま
た
、
「今

日
は
遊
ぶ
ぞ
」
と
い
う
心
が
あ
っ
て
初
め
て
叶
う

も
の
で
す
。 

 

暑
い
中
長
時
間
に
わ
た
り
、
皆
さ
ん
が
一
生
懸

命
声
を
一
つ
に
あ
わ
せ
て
拝
ま
れ
ま
し
た
。
本
日

は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

╟
╡ 

 



発行日:令和元年 7 月１日     岡山事務局     電話:086-259-0511 

 

4          非売品   宗教 法人円 蔵院太 陽の会  岡山 事務 局  〒 7 0 0 - 0 9 4 2  岡山市 南区 豊成 2 丁 目 1 0 - 1 1 3 

（仮称）新安佐太陽霊園完成イメージ図 

安
佐
太
陽
霊
園
の
移
転
の
ご
案
内 

 
 

 

現
在
ご
使
用
頂
い
て
お
り
ま
す
「安
佐
太
陽
霊

園
」
に
つ
き
ま
し
て
、
か
ね
て
よ
り
皆
様
か
ら
周

辺
環
境
の
変
化
等
に
よ
る
ご
意
見
並
び
に
ご
要

望
を
、
管
理
者
と
し
て
深
く
受
け
止
め
、
こ
の
た

び
代
替
地
への
移
転
を
提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
大
多
数
の
お
客
様
か
ら

ご
賛
同
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
の
理
由
は
、
ま
ず
一
番
目
に
、
お

参
り
が
現
在
よ
り
も
便
利
に
な
り
ま

す
。
現
在
は
、
安
佐
動
物
公
園
の
バ
ス

停
か
ら
約
七
百
十
メ
ー
ト
ル
も
上
に

上
が
っ
た
場
所
に
あ
る
為
、
徒
歩
で
の
お
参
り
は

大
変
で
し
た
。
で
す
が
、
新
し
い
墓
地
は
、
先
々

車
に
乗
れ
な
く
な
っ
て
も
入
口
か
ら
近
く
て
便
利

で
す
。 

 

二
番
目
に
、
お
参
り
用
の
水
に
つ
い
て
で
す
。
現

状
で
は
、
山
の
上
に
溜
池
を
作
っ
て
ホ
ー
ス
を
引
い

て
利
用
し
て
い
る
た
め
、
肝
心
な
お
盆
時
に
溜
池

の
水
が
枯
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
水
が
出
な
い
事
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
し
い
場
所
は
、
広
島

市
の
水
道
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
水

が
枯
れ
る
と
い
う
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。
駐
車
場

や
休
憩
所
も
造
成
す
る
予
定
で
す
。
墓
石
の
移

設
費
用
、
お
性
根
抜
き
、
お
性
根
入
れ
、
建
碑
式

な
ど
も
円
蔵
院
太
陽
の
会
の
負
担
で
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。
お
客
様
への
負
担
は
一
切
か
か
り
ま
せ

ん
。 

 

ま
た
、
お
客
様
の
ご
要
望
に
よ
っ
て
は
、
納
骨
堂

太
陽
の
塔
高
天
原
、
樹
木
葬
墓
園
コ
ス
モ
ガ
ー
デ

ン
高
天
原
、
合
同
供
養
塔
への
移
転
を
検
討
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。 

 

（仮
称
）新
安
佐
太
陽
霊
園
の
完
成
を
心
待
ち

に
し
て
い
る
と
多
く
の
お
客
様
よ
り
、
ご
意
見
を

頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。 

 

尚
、
工
事
許
可
の
申
請
及
び
、
墓
地
移
転
の
許

可
申
請
は
済
ま
せ
て
お
り
ま
す
。
許
可
が
お
り

次
第
、
工
事
に
入
る
予
定
で
す
。 

 

お
手
続
き
に
つ
き
ま
し
て
は
、
随
時
担
当
者
が

対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

【お
問
合
せ
】 

安
佐
太
陽
霊
園 

広
島
事
務
局 

０
１
２
０-

４
１
１-

４
９
２ 
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広
島
地
区
「コ
ス
モ
ガ
ー
テ
ン
高
天
原
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

樹
木
葬
新
区
画
誕
生 

  

多
く
の
お
客
様
か
ら
ご
要
望
を
い
た
だ
き
、
「コ

ス
モ
ガ
ー
デ
ン
高
天
原
」に
新
区
画
が
誕
生
致
し

ま
し
た
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
桜
の
木
の
下
で
、
安
ら

か
に
自
然
に
還
る
樹
木
葬
が
、
近
年
の
ご
供
養
の

形
と
し
て
大
変
ご
好
評
を
頂
い
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
度
オ
ー
プ
ン
す
る
新
区
画
は
、
「
こ
と
座
」

と
、
「
お
ひ
つ
じ
座
」
で
す
。
6
月
22
日
よ
り
予

約
を
開
始
致
し
ま
し
た
。 

 

「
こ
と
座
」
の
お
一
人
様
用
は
8
区
画
、
お
二

人
様
用
は
105
区
画
、
「
お
ひ
つ
じ
座
」
の
お
一
人

様
用
は
57
区
画
、
お
二
人
様
用
は
４０２
区
画
、
造

成
し
ま
し
た
。 

 

価
格
は
、
お
一
人
様
用
が
四
十
二
万
八
千
円

～
、
お
二
人
様
用
が
五
十
万
八
千
円
～
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。 

ご
来
店
の
際
は
、
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
事
前
に
下
記
の
電
話
番
号
に
て
、

ご
来
店
日
時
を
ご
予
約
頂
く
こ
と
を
お
勧
め
い

た
し
ま
す
。 

樹
木
葬
墓
地
は
、
従
来
の
墓
地
と
は
違
い
、
使

用
期
間
が
定
ま
っ
て
い
る
点
が
特
徴
で
す
。
後
代

の
管
理
を
見
込
め
な
い
ま
た
は
、
そ
れ
を
望
ま
な

い
ご
家
庭
に
と
っ
て
は
、
そ
の
心
配
事
が
少
な
く

な
る
こ
と
か
ら
大
変
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。 

 

「コ
ス
モ
ガ
ー
デ
ン
高
天
原
」で
は
、
「終
活
」の
一

環
と
し
て
生
前
に
お
求
め
に
な
る
方
が
多
い
よ
う

で
す
。 

 

ご
納
骨
時
は
、
陶
器
の
骨
つ
ぼ
で
は
な
く
土
に

還
る
骨
つ
ぼ(

ク
レ
イ
骨
つ
ぼ
）や
布
袋
な
ど
を
利

用
さ
れ
る
こ
と
で
、
お
骨
自
体
も
年
月
を
か
け
て

自
然
に
還
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
「
自
然
葬
」

と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。 

 

【お
問
合
せ
】 

０
１
２
０-

４
１
１-

４
９
２  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
付
時
間
：
9
時
～
17
時 

  
 

 
 

 
 

     

北
道
後
太
陽
霊
園 

 
 

 
 

 
 

工
事
開
始
の
お
知
ら
せ 

 

昨
年
の
西
日
本
豪
雨
に
よ
り
北
道
後
太
陽
霊

園
の
最
上
段
の
法
面
が
崩
れ
て
、
土
砂
が
墓
所
に

流
れ
込
み
ま
し
た
。
又
、
上
か
ら
流
れ
て
き
た
大

雨
に
よ
り
進
入
路
が
崩
れ
た
為
、
最
上
段
ま
で

車
両
が
上
が
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。 

 

霊
園
を
ご
使
用
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
に
は
、

大
変
ご
迷
惑
・
ご
不
自
由
を
お
掛
け
し
て
お
り

ま
す
。 

 

こ
の
度
、
左
記
日
程
で
工
事
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
ご
案
内
致
し
ま
す
。 

工
事
期
間 

 

自
： 

令
和
元
年
5
月
15
日
（水） 

 

至
： 

令
和
元
年
9
月
20
日
（金） 

 

工
事
中
、
霊
園
内
及
び
駐
車
場
付
近
を
工
事

車
両
及
び
作
業
員
が
出
入
り
致
し
ま
す
。
ご
通

行
さ
れ
る
際
に
は
、
お
気
を
つ
け
て
お
通
り
下
さ

い
。 

 

ご
迷
惑
を
お
掛
け
致
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解

ご
協
力
を
頂
き
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 
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備
後
西
国
三
十
三
観
音
霊
場 

第
十
六
番 

吉
祥
寺 

 
 

広
島
県
三
次
市
三
次
町
一
〇
五
九 

 

八
三
四
年
三
月
、
弘
法
大

師
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
、
昔

日
は
境
内
四
町
四
方
に
お

よ
び
、
七
堂
伽
藍
が
揃
っ
て

い
ま
し
た
が
、
数
回
の
兵
火

で
焼
失
し
ま
し
た
。
浅
野
長

治
公
が
三
次
に
入
封
し
て
以
来
、
長
治
公
は
境

内
に
寛
永
十
年
、
浅
野
家
の
菩
提
寺
と
し
て
鳳

源
寺
を
建
立
、
続
い
て
慶
安
三
年
に
、
浅
野
因
幡

守
母
公
寿
正
院
殿
の
菩
提
を
弔
う
為
、
妙
栄
寺

を
建
立
し
ま
し
た
。
寺
宝
と
し
て
、
菅
原
道
真
公

の
真
筆
書
一
像
が
あ
り
ま
す
。 

第
十
七
番 

岩
屋
寺 

 
 

広
島
県
三
次
市
畠
敷
町
二
一
二
一 

 

一
二
五
〇
年
程
前
の
天
平

年
間
に
行
基
が
岩
屋
の
洞
窟

に
観
音
像
を
刻
ん
で
祀
っ
た

の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
岩
屋

寺
の
名
の
由
来
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
一
三
三
九
年
に
足
利

尊
氏
に
よ
っ
て
、
講
堂
が
造

営
さ
れ
修
験
道
場
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
中
世

に
は
比
叡
尾
城
の
城
主
三
好
氏
が
祈
願
寺
と
し
、

現
在
の
場
所
に
本
堂
、
庫
裡
な
ど
を
造
営
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
近
年
荒
廃
し
て
い
た
の
を
昭
和

三
十
四
年
に
瑞
秀
上
人
を
住
職
に
迎
え
、
復
興

さ
れ
ま
し
た
。
当
寺
は
三
次
地
方
の
名
物
、
霧
の

海
観
望
の
勝
地
で
す
。 

第
十
八
番 

円
通
寺 

 
 

広
島
県
庄
原
市
本
郷
町
二
三
三 

 

歴
史
は
古
く
、
七
二
九
年
か

ら
七
四
八
年
、
諸
国
を
行
脚

中
の
行
基
が
観
音
、
地
蔵
、
毘

沙
門
の
仏
像
を
刻
み
祀
っ
た
の

が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
こ
の
地
を
治
め
た
山

内
通
資
が
一
三
五
五
年
に
甲

山
城
を
築
き
、
そ
れ
ま
で
あ
っ

た
お
堂
を
拡
張
し
て
、
菩
提
寺
と
し
た
の
が
円
通

寺
で
す
。
本
堂
は
天
文
年
間
に
建
立
さ
れ
た
唐

様
建
築
で
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。 

第
十
九
番 

円
福
寺 

 
 

広
島
県
庄
原
市
実
留
町
二
七
七
四 

 

本
尊
は
行
基
菩
薩
の
作
で
、
山
内
西
の
円
通
寺

の
本
尊
と
同
木
、
同
作
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
七
〇
六
年
六
月
、
松
平
吉

長
公
が
淨
玄
谷
よ
り
こ
の
地
に

移
転
、
改
築
せ
ら
れ
、
か
つ
霊

仏
な
る
を
も
っ
て
秘
仏
と
し
、

三
十
三
年
目
ご
と
に
開
帳
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
の

本
尊
は
禅
宗
の
寺
で
す
が
、
阿

弥
陀
如
来
を
祭
っ
て
い
ま
す
。 

第
二
十
番 

宝
蔵
寺 

 
 

広
島
県
庄
原
市
東
本
町
二
丁
目
五
―
二
二 

 

聖
武
天
皇
七
三
三
年
、
行
基
菩
薩
の
開
基
で
、

弘
法
大
師
が
訪
れ
、
錫
を
お
さ
め
て
真
言
宗
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
崇

徳
天
皇
の
勅
願
所
と
な
り
、

川
北
の
勝
光
山
に
あ
っ
た
の

を
、
一
五
二
五
年
山
内
家
が

龍
尾
山
に
移
し
、
祈
願
所
と

し
ま
し
た
。
一
六
二
六
年
、

堂
を
迫
山
に
移
し
、
一
六
四

五
年
、
現
地
に
移
し
て
七
堂
伽
藍
が
完
備
し
ま
し

た
。
日
清
、
日
露
等
の
戦
没
に
戦
死
し
た
庄
原
市
、

比
婆
郡
下
の
忠
魂
を
観
音

堂
内
に
奉
祀
し
て
い
ま
す
。 
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熱
中
症
に
負
け
な
い
食
事
で 

 
 

 
 

 

夏
を
乗
り
切
ろ
う 

 
 

夏
場
は
ど
う
し
て
も
食
が
細
く
な
っ
て
、
そ
う

め
ん
の
よ
う
な
食
べ
や
す
い
も
の
だ
け
を
食
べ
て

し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
め
ん
を
食
べ
る
の
も
い
い

の
で
す
が
、
そ
う
め
ん
は
炭
水
化
物
に
な
り
ま
す

の
で
、
そ
れ
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ１
が
な
い
と
体
は
疲
れ
る
一
方
で
す
。 

 

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
は
豚
肉
や
豆
腐
、
味
噌
と
い
っ
た

大
豆
製
品
、
モ
ロ
ヘイ
ヤ
、
玄
米
な
ど
に
多
く
含
ま

れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
緒
に
食
べ
る
よ
う
に
す
る

と
良
い
で
し
ょ
う
。 

ま
た
免
疫
力
を
高
め
て
く
れ
た
り
、
ス
ト
レ
ス
へ

の
抗
体
を
作
っ
て
く
れ
る
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
も
夏
場
は

特
に
積
極
的
に
摂
っ
て
い
く
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。 

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
、
赤
ピ
ー
マ
ン
な
ど
カ

ラ
フ
ル
な
夏
野
菜
に
多
く
含
ま
れ
ま
す
。

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
熱
に
弱
い
為
、
栄
養
を
考

え
る
の
で
あ
れ
ば
生
で
食
べ
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。 

 

ま
た
シ
ミ
・そ
ば
か
す
を
作
る
原
因
と

な
る
紫
外
線
は
夏
の
大
敵
。
シ
ミ
・そ
ば

か
す
予
防
に
も
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
有
効
で
す
。
な
る

べ
く
意
識
し
て
食
べ
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。 

疲
れ
の
原
因
に
な
る
乳
酸
の
発
生
を
抑
え
て

く
れ
る
ク
エ
ン
酸
を
摂
る
の
も
効
果
的
で
す
。
ク
エ

ン
酸
は
梅
干
し
や
酢
、
レ
モ
ン
、
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー

ツ
な
ど
に
含
ま
れ
ま
す
。 

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
、
ク

エ
ン
酸
だ
け
摂
取
す
れ
ば
良
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を

特
に
意
識
し
な
が
ら
、
他
の
栄
養

素
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
摂
っ
て
い
く
こ

と
が
、
熱
中
症
に
な
ら
な
い
身
体

作
り
に
大
切
で
す
。 

次
に
、
ク
エ
ン
酸
を
豊
富
に
含
む
、
お
酢
に
注
目

し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

お
酢
に
は
、
乳
酸
の
発
生
を
抑
え
る
（疲
労
回

復
効
果
）だ
け
で
は
な
く
、
食
欲
増
進
、
血
中
脂

質
（中
性
脂
肪
）
の
低
下
、
さ
ら
に
血
圧
を
下
げ

る
働
き
を
持
っ
て
お
り
体
温
の
上
昇
を
抑
え
、
身

体
を
中
か
ら
ス
ッ
キ
リ
冷
や
す
効
果
も
持
っ
て
い

ま
す
。
普
段
何
気
な
く
食
べ
て
い
る
、
お
酢
に
秘

め
ら
れ
た
パ
ワ
ー
な
の
で
す
。 

 

 
 

そ
れ
で
は
、
夏
の
風
情
で
も
あ
る
冷
た
い
食
べ

物
「
冷
や
汁
」
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
冷
や
汁

は
、
宮
崎
県
、
埼
玉
県
等
の
郷
土
料
理
と
し
て
も

知
ら
れ
て
お
り
、
冷
た
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
滋

養
食
と
し
て
も
人
気
の
食
べ
物
で
す
。 

冷
や
汁
の
作
り
方 

材
料
【２
人
分
】 

・あ
じ
干
物 

１
尾 

・塩 

適
宜 

・だ
し
汁(

濃
い
め) 

400

ml 

・麦
ご
は
ん 

茶
碗
２
杯
分 

・麦
み
そ 

70
ｇ 

・白
ご
ま 

大
さ
じ
２ 

・木
綿
豆
腐 

1/2
丁 

・き
ゅ
う
り 

１
本 

・大
葉 

４
枚 

作
り
方 

①
あ
じ
干
物
は
フ
ラ
イ
パ
ン
で
焼
き
、
頭
・骨
・皮

を
の
ぞ
き
ま
す
。 

②
す
り
鉢
に
白
ご
ま
の
半
量
を
入
れ
て
す
り
、

①
を
加
え
て
よ
く
す
り
合
わ
せ
て
そ
ぼ
ろ
状

に
し
、
麦
み
そ
を
加
え
て
混
ぜ
ま
す
。 

③
②
を
フ
ラ
イ
パ
ン
に
広
げ
、
焦
げ
目
が
つ
く
ま

で
焼
き
ま
す
。 

④
木
綿
豆
腐
は
は
し
で
粗
く
ほ
ぐ
し
て
お
き
、
出

て
き
た
水
を
よ
く
切
り
ま
す
。 

⑤
き
ゅ
う
り
は
小
口
切
り
、
大
葉
は
細
切
り
に

し
ま
す
。 

⑥
③
を
大
き
め
の
器
に
入
れ
、
冷
た
い
だ
し
汁
を

少
し
ず
つ
加
え
な
が
ら
の
ば
し
ま
す
。 

⑦
⑥
に
④
・⑤
を
加
え
、
残
り
の
白
ご
ま
を
加
え

ま
す
。 

⑧
麦
ご
は
ん
に
か
け
て
頂
き
ま
す
。 

是
非
お
試
し
下
さ
い
。 
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ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！！ 

 

ヒ
ン
ト
を
元
に
、
マ
ス
に
言
葉
を
当
て
は
め
て
く

だ
さ
い
！
赤
枠
に
入
る
文
字
を
並
べ
て
出
来
る

4
文
字
の
言
葉
は
な
ん
で
し
ょ
う
？
今
回
は
脳

の
運
動
に
な
る
よ
う
少
し
難
し
く
し
て
い
ま
す
。 

ヒ
ン
ト
★
涼
し
い
音
色 

【た
て
の
カ
ギ
】 

1
お
な
か
の
四
次
元
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
ひ
み
つ
道

具
を
取
り
だ
す
大
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

2
ピ
ン
チ
、
危
険
な
状
態 

3
昆
布
だ
し
の
湯
で
豆
腐
を
熱
し
、
醤
油
や
薬

味
で
食
べ
る 

4
オ
フ
の
反
対 

6
望
み
通
り
に
な
っ
て
心
が
満
ち
足
り
る 

7
て
っ
ち
り
、
て
っ
さ
に
す
る
魚 

9
教
室
の
コ
レ
に
チ
ョ
ー
ク
で
板
書 

11
人
間
に
似
た
動
作
を
す
る
人
形 

12
内
側
の
寸
法 

14
直
感
ま
た
は
第
六
感 

15
白
雪
姫
が
食
べ
た
物
は
○
○
り
ん
ご 

【よ
こ
の
カ
ギ
】 

1
ブ
ラ
ム
＝
ス
ト
ー
カ
ー
の
怪
奇
小
説
に
登
場

す
る
吸
血
鬼
の
名
前 

5
庭
や
通
路
の
木
の
開
き
戸
の
門 

6
一
、
十
、
百
、
千
、
次
の
桁
は
？ 

8
黄
色
い
香
辛
料
、
タ
ー
メ
リ
ッ
ク 

10
「笑
ゥ
せ
ぇ
る
す
ま
ん
」の
主
人
公 

13
金
品
を
賭
け
て
勝
負
す
る
こ
と 

14
豚
肉
が
乗
っ
て
い
る
丼
物 

16
北
野
武
は
映
画
○
○
で
あ
る 

17
動
物
園
の
動
物
は
こ
れ
の
中 

  

赤
枠
の
文
字
を
並
べ
て
出
来
た
４
文
字
の
言
葉

を
記
入
し
て
下
記
宛
先
ま
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。 

 

正
解
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
豪
華
景
品

を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
お
楽
し
み
に
！ 

【
締
切
り
】
令
和
元
年
8
月
末
日
（当
日
消
印
有
効
） 

【第
110
号
の
答
え
】 

 

た
く
さ
ん
の
ご
応
募

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
第
110
号
の
答
え

は
『
サ
ク
ラ
フ
ブ
キ
』
で

し
た
。
皆
さ
ん
い
か
が
で

し
た
か
？ 

【当
選
者
の
発
表
】  

・ 

岡
山
市 

池
田
様 

 

・倉
敷
市 

寄
松
様 

・ 

広
島
市 

田
公
様 

 

・松
山
市 

三
好
様 

・ 

江
田
島
市 

清
岡
様 

 

以
上
5
名
様
、
ご
当
選
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
当
選
さ
れ
た
方
に
は
、
湿
度
温
度
表
示
付

き
ア
ラ
ー
ム
を
お
送
り
致
し
ま
し
た
。 

       


