
二人
と
今
、す

べ
て
の
い
の
ち



い
よ
い
よ
始
ま
る
特
別
法
要
・伝
道

本
年
十
八
年
度
よ
り
、

習
不
祖
法
然
上
人
８
０
０
回
大
遠
忌
」
の

お
待
ち
受
け
事
業
で
あ
る
「特
別
法
要
・
伝
道
」
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
は
宗
門
の
未
来
を
見
据
え
、明

る
く
、展

望
の
も
て
る
宗
教

活
動
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、慎

重
に
検
討
、準

備
が
進
め
ら
れ
実

施
さ
れ
る
も
の
で
す
。　

い
よ
い
よ
本
格
的
に
動
き
出
し
た
法
然

上
人
８
０
０
回
大
還
忌
記
念
事
業
「特
別
法
要
・伝
道
」
―
―

宗
門
全
体
が
が
っ
ち
リ
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
、

こ
の
事
業
を
ぜ
ひ

成
功
に
導
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
ま
す
。

希
翠
あ
る
木
来
に
つ
な
が
る

お
待
ち
受
け
事
業

こ
の
計
画
は
、

法
然
上
人
８
０
０
回
大
遠
忌

の
お
待
ち
受
け
記
念
事
業
の

一
つ
で
あ
り
、

遠
忌
に
む
け
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、ア」の

事

業
は
遠
忌
に
と
ど
ま
ら
ず
、

現
在
の
混
迷
す
る

社
会
情
勢
の
中
で
の
宗
門
の
将
来
を
見
据
え

た
上
で
立
案
し
承
認
さ
れ
実
施
す
る
も
の
で
す
。

Ｌ
口
問
、

五
か
所
を
単
位
に
開
催
し
ま
す
．

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま

で
五
年
間
で
、

年
間
行
事
が
あ
る
彼
岸
や
お

盆
お
よ
び
十
夜
な
ど
の
時
期
を
除
い
た
、　

一

月
下
旬
、

四
月
上
旬
、

七
月
上
旬
、

十
月
上

旬
の
四
回
を
考
え
て
い
ま
す
。

原
則
と
し
て

一
回
に
つ
き
三
日
間
と
し
五
か
所
で
開
催
し

ま
す
。（例

え
ば
左
上
の
よ
う
な
計
画
で
す
。

）

一
か
寺
に
つ
き
、

所
要
時
間

二
時
間
の
厳
修
で
す
．

法
話
（十
五
分
）
、

法
話
（十
五
分
）
、

勤
行

「在
家
勤
行
式
女
三
十
分
）
、

法
話
含
一十
分
）

と
し
て
、

休
憩
を
挟
ん
で
二
時
間
の
日
程
で

す
。
こ
の
特
別
法
要
　
伝
道
に

出
勤
す
る

人
員
は
十
五
名
（法
事
部
十
名
、伝

道
部
五
名
）

ほ
ど
と
考
え
て
い
ま
す
。

感
性
と
理
性
に
う
っ
た
え
、

感
動
を
あ
た
え
ま
す
．

法
事
部
は
、

毎
月
の
例
会
で
法
式
作
法
と

と
も
に
、

音
声
に
つ
い
て
も
研
鑽
し
て
い
ま

す
。

京
都
市
の
音
楽
祭
な
ど
で
成
果
を
発
揮

し
て
い
ま
す
が
、

在
家
勤
行
式
に
よ
る
荘
厳

な
法
要
を
、

赤
本
の
流
布
と
い
う
目
的
と
と

も
に
全
国
の
檀
信
徒
に
伝
え
た
い
の
で
す
。

ま
た
法
話
に
関
し
て
は
、

会
座
を
設
け
る
こ

と
に
よ
り
次
代
を
担
う
説
教
師
の
養
成
を
も

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ

の
た
め
に
は
度
重
な
る
研
修
を
実
施
す
る
予

定
で
す
。

（昨
年
秋
、

第

一
回
目
の
研
修
会
を

一
泊
二
日
で
開
催
し
ま
し
た
。）

締
め
く
く
り

の
二
十
分
の
法
話
は
、

伝
道
隊
の
リ
ー
ダ
ー

格
の
人
が
担
当
し
ま
す
。

第

一
日
目

第

二
日
目

　
Ｃ
　
寺

第

二
日
目

午

日J

E D A

寺 寺 寺

年

　

後

B

寺
夜

開式

法話1( 1 5分)

法話2(15分)

休憩10分

法要 (30分)

休憩10分

法話3(30分)

閉式

(赤 本 )



あ
く
ま
で
、

住
職
に
ス
ボ
ッ
ト
を

当
て
法
要
を
進
め
ま
す
．

お
待
ち
受
け
寺
院
が
、
す」
の
事
業
の
中
心
と

な
り
ま
す
か
ら
、原

則
と
し
て
導
師
は
当
該
寺

院
の
住
職
と
い
た
し
ま
す
。
こ
の
寺
院
は
当

日
檀
信
徒
を
集
め
て
頂
く
こ
と
と
、

そ
の
寺

院
の
裁
量
で
通
常
の
荘
厳
を
し
て
く
だ
さ
い
。

経
費
に
つ
い
て
の
ご
心
配
は
無
用
で
す
．

事
業
予
算
は
旅
費
、

宿
泊
費
、

食
費
に
当

て
ま
す
。
お
待
ち
受
け
寺
院
か
ら
の
法
礼
は

不
要
で
す
。

一
年
間
に
二
十
か
所
回
り
、

五
年
間
続
け
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
ま
で
の
五
年
間
に
、

百
か

所
の
会
座
で
実
施
す
る
計
画
で
す
。　

一
年
間

で
二
十
か
所

（二
泊
三
日
で
五
か
所
を
四
回

実
施
）
と
い
う
計
算
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の

事
業
に
お
け
る

一
団
体
の
構
成
人
数
を
考
え

る
と
、　

一
年
間
で
そ
れ
以
上
は
難
し
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

ら
平
成
二
十
二
年
の
御
遠
忌
ま
で
の
み
な

ら
ず
、

む
し
ろ
御
遠
忌
以
降
の
問
題
と
し

て
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
私
は
、

こ
の
課
題
取
り
組
み
の

た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
第

一
ス
テ

ッ
プ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

危
機
的
課
題

⌒当
今
は
末
法
一

い
ま
宗
派

，
一
般
寺
院
住
職
　
教
師
に

と
っ
て
危
機
的
な
問
題
　
課
題
が
私
ど
も

に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
次

代
の
子
弟
　
住
職
に
と
っ
て
存
亡
の
危
機

熱
意
さ
え
あ
れ
ば
、平

等
に

受
け
入
れ
ま
す
．

参
詩
者
が
少
な
い
と
こ
ろ
で
も
、

要
請
が

あ
れ
ば
出
向
く
つ
も
り
で
す
。
こ
の
事
業
計

画
の
趣
旨
を
充
分
ご
理
解
頂
い
て
、

受
け
入

れ
て
頂
き
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

に
陥
る
寺
院
が
、

日
に
見
え
て
出
て
ま
い

る
社
会
情
勢
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
い

か
な
く
と
も
今
、

各
寺
院
に
お
い
て
も
月

参
り
が
減
少
す
る
、

葬
儀
　
中
陰
仏
事
の

簡
素
化
、

先
祖
代
々
墓
の
長
男
継
嗣
が
出

来
な
く
な
る
な
ど
の
現
象
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
の
み
な
ら
ず

一
般
寺
院
が
大
遠
忌

を
迎
え
る
に
際
し
て
、

公
益
法
人
の
母
体

と
寺
院
維
持
運
営
の
基
盤
で
あ
る
、

堂
塔

伽
藍
の
営
繕
　
維
持
す
ら
危
う
く
な
っ
て

い
る
寺
院
す
ら
あ
り
ま
す
。

ひ
い
て
は
財

政
の
基
盤
を
危
う
く
す
る
も
の
に
な
る
の

鬼
頭
宗
務
総
長
は
、

平
成
十
八
年

一
月

十
二
日
総
務
部
委
員
会
に
お
い
て
御
遠
忌

お
待
ち
受
け
特
別
法
要
伝
道
事
業
に
つ
い

て
、

そ
の
意
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
、

教

宣
部
長
　
法
事
部
長
な
ら
び
に
総
務
委
員

会
に
要
請
、
さ
ら
に
は
宗
議
会

全
国
支
所

長
会
議
　
一
般
寺
院
に
向
か
っ
て
、

再
度

強
い
意
志
を
持

っ
て
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
力
易
行

の
生
き
た
念
仏
を

ま
ず
は
教
宣
部
が
行
っ
て
い
る
研
修
成

果
を
広
く
現
代
の
人
々
に

「法
然
上
人
と

今
、

す
べ
て
の
い
の
ち
」
と
な
る
他
力
易

行
の
生
き
た
合
仏
を

一
般
寺
院
の
檀
信
徒

に

「今
」
こ
そ

「
い
の
ち
」
が
伝
わ
る
念

仏
の
心
が
響
く
法
話
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

同
時
に
次
代
の
布
教
師
を
育
て
て
ゆ
き
た

い
。
さ
ら
に
法
要
に
お
い
て
は
、

法
事
部

の
研
修
を
か
さ
ね
洗
練
さ
れ
、

ハ
ー
モ
ニ

ー
の
と
れ
た
、

読
経
を

一
般
信
徒
に
感
銘

を
持

っ
て
聞
い
て
い
た
だ
き
、

特
別
法
要

が
価
値
あ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
確
信
し

て
い
る
。

一　

　

こ
の
こ
と
は
、

御
遠
忌
お
待
ち
受
け
か

「い
ま
、な

ぜ
特
別
法
要
・

伝
道
事
業
な
の
か
」



で
す
。
こ
の
状
況
の
一晏
に
は
現
実
の
社
会

情
勢
が
あ
り
ま
す
。

第

一
の
問
題
は
、

ご
承
知
の
通
り
少
子

超
高
齢
化
　
人
口
減
少
時
代
に
突
入
し
、

各
界
に
お
い
て

（政
治
行
政
　
地
方
自
治

体
　
教
育
　
企
業
）
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、

問
題
の
対
応
や
解
決
へ
の
取
り
組
み
の
途

上
に
あ
り
ま
す
。

第
二
に
は
、

核
家
族
の
問
題
が
あ
り
、

こ
の
核
家
族
で
は
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ

に
く
く
、

信
仰
に
お
い
て
も
家
の
先
祖
ヘ

の
感
謝
の
念
の
希
薄
化
、

ひ
い
て
は
信
仰

離
れ
を
も
た
ら
す
、

ま
た
核
と
な
る
父
親

の
転
勤
　
共
働
き
に
よ
る
月
参
り
や
仏
事

の
筒
素
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

第
二
に
は
、

団
塊
世
代
の
定
年
時
代
を

迎
え
て
い
ま
す
が
、

余
生
の
人
生
ス
タ
イ

ル
は
、

趣
味
や
旅
行
に
心
の
癒
し
を
求
め
、

身
体
的
に
は
、

健
康
志
向
の
多
様
な
ス
ポ

ー
ツ
を
楽
し
み
、

精
神
的
不
安
な
人
々
は
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
向
か
う
傾
向
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
内
実
に
信
仰
離

れ
の
実
態
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

い
ま
、

行
動
を
お
こ
す
と
き

し
た
が
っ
て
こ
の
現
実
を
当
今
は
末
法

と
受
け
止
め
、

そ
の
危
機
感
を
持

っ
た

お
待
ち
受
け
特
別
法
要
は
、

時
期
相
応
で

あ
り
、

こ
の
動
機
と
し
て
私
ど
も

一
般
寺

院
住
職
が
、

こ
の
法
要
会
座
を
開
閣
し
、

檀
信
徒
に
参
詩
し
て
い
た
だ
き
、

僧
俗
と

も
に
法
然
上
人
に
向
き
合
い
、

再
び
お
念

仏
の
心
に
触
れ
、

「み
ほ
と
け
」
の
「願
い
」

の
心
に
出
会
、

法
然
上
人
の
お
念
仏
こ
そ

私
の
「
い
の
ち
」
で
あ
り
、

「人
と
し
て
生

か
さ
れ
る
命
」
の
尊
さ
を
よ
く
了
解

（認

識
）
し
、

「み
ほ
と
け
の
慈
悲
　
お
念
仏
」

と
共
に
生
か
さ
れ
る
喜
び
が
、

日
々
の
生

活
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
止
揚
さ
れ
、

こ

の
よ
う
な
輪
廻

（循
環
）
が
さ
ら
に
特
別

法
要
の
会
座
の
住
職
　
家
族
か
ら
檀
信
徒

へ
、

さ
ら
に
は
、

そ
の
家
族
へ
、

そ
の
家

族
か
ら
地
域
社
会
　
一
般
社
会
へ
と
伝
承

さ
れ
、

こ
の

「
い
の
ち
の
輪
共
和
）
が
、

社
会
の
す
べ
て
の
人
々
の
「
い
の
ち
」
の
と

も
し
火
と
な
る
展
開
へ
の
役
割
と
、

危
機

感
の
発
露
を

一
人
ひ
と
り
教
師
が
、

い
ま

担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
前
述
の
問
題
解
決
へ
の
ア

ク
シ
ョ
ン
　
プ
ラ
ン
の
第

一
歩
だ
と
、

私

は
受
け
止
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

総
務
部
顧
問
　
北
川
隆
法
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A  Q

特
別
法
要

・
伝
道
事
業

導
師
と
し
て
ご
法
主
を
お
呼
び

で
き
な

い
の
で
す

か
？

ご
親
教
ま
た
は
ご
巡
錫
で
可
能
で
す
。
ご
法
主
に
お
出
ま
し
頂
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
し
、

費
用
の
点
が
遣
い
ま
す
。
ご
親
教
の
場
合
は
、

御
法
礼

・
旅
費

・
宿
泊
費

・
食
費

（内
執
事
分
を
含
む
）
が
必
要
で
す
し
、

ご
巡
錫
の
場
合
は
、

御
法
札

以
外
の
分
が
必
要
で
す
。

ご
親
教
ま
た
は
ご
巡
錫

の
違

い
は
何

で
す

か
？

今
回
の
こ
の
事
業
で
の
ご
親
教
は
、

定
め
ら
れ
た
日
程

（法
話
、

在
家
勤
行
式
の
お
勤
め
、

法
話
）
以
外
に
終
了
後
、

例
え
ば
剃
度
を
し
た
り
、
ご
法
主
の
ご
法
話
を
お
願
い
し
た
り

す
る
２
時
間
の
日
程
外
の
も
の
で
す
。

巡
錫
は
今
回
決
め
ら
れ
た
日
程
の
２
時
間
の
法
要
で
、

在
家
勧
行
式
の
お
勤
め
の
導
師
の

み
に
お
出
ま
し
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、

住
職
は
ご
法
主
の
脇
に
坐
り
ま
す
。

た
だ
し
、

巡
錫
が
可
能
か
ど
う
か
は
、

違
忌
事
業
事
務
局
が
譜
般
の
事
情
を
考
慮
し
て

決
定
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ご
親
教
は

「
親
教
願
」
を
出
せ
ば
よ

い
の
で
す
か
？

そ
う
で
す
。
し
か
し
、

今
回
の
日
程
で
食
事
や
移
動
の
関
係
に
よ
り
、

時
間
的
に
無
理
な

場
合
も
生
じ
て
き
ま
す
。

お
待
ち
受
け
寺
院
は
、　

一
体
何
を
し
た
ら
よ

い
の
で
し

よ
う
か
？

ま
ず
植
信
徒
を

一
人
以
上
集
め
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
な
お
、

他
の
組
寺
の
檀
信
徒
ま
で

集
め
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

法
然
上
人
に
関
心
の
あ
る

一
般
の
方
や
仏
数
に

関
心
の
あ
る
方
が
来
て
い
た
だ
け
る
と
大
歓
迎
で
す
。
ま
た
、

工
か
所
の
寺
院
方
と
共
同

で
事
業
を
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

名
乗
り
さ
え
あ
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

事
業
事

務
局
が
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
し
特
別
法
要

・
伝
道
を
い
た
し
ま
す
。

法
事
部

・
教
宣
部

の
皆
さ
ん
の
諸
費
用
は
、　

一
切
以
要
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

組
寺
の
ご
住
職
等
が
随
喜
さ
れ
た
場
合
は
、ど

う
す
れ
ば
よ
ろ
し

い
で
す
か
？

大
衆
の
中
に
入
っ
て
頂
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

法
事
部
だ
け
で
動
行
を
致
し
ま
す
。

余
間

（列
外
）
に
お
座
り
頂
き
、

静
か
に
手
を
合
わ
せ
て
頂
き
た
い
の
で
す
。

で
は
、

従
来

の
各
寺
院
が
執
り
行
う
法
然
二
人
大
遠
忌
法
要
と
は

ち
が
う

の
で
す

か
？

そ
の
と
お
り
で
す
。

趣
旨
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
事
業
は
「法
然
上
人
と
今
、

す
べ

て
の
い
の
ち
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

現
在
社
会
の
諸
問
題
を
念
仏
者
の
他
力
易
行
の
心
か

ら
説
明
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
世
代
を
に
な
う
若
き
僧
侶
の
活
動
を
擁
護

し
、

手
助
け
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



阿
弥
陀
堂
の

彩
色
調
査
に
つ
い
て

遠
忌
事
業
の
阿
弥
陀
堂
修
復
に
つ
い
て
、

将
来
を
見
据
え

て
着
手
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、

京
都
府
の
文
化

財
保
護
課
に
禅
林
寺
堂
宇
の
調
査
を
依
頼
し
ま
し
た
。

そ
の

結
果
周
知
の
ご
と
く
阿
弥
陀
堂
を
含
む
６
棟
が

「京
都
府
有

形
指
定
文
化
財
」
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

阿
弥
陀
堂
は
慶
長
二
年
に
四
天
王
寺
の
員
奈
羅
堂
と
し
て

造
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
十
年
後
の
慶
長
十
二
年
に
員

茶
羅
と
と
も
に
禅
林
寺
に
移
築
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

遠
忌
記
念
事
業
の
阿
弥
陀
堂
修
復
に
関
す
る
内
容
は
、

堂
宇
の
修
理
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

彩
色
を
復
原
す
る

と
い
う
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

京
都
府
と
し
て
は
員
奈
羅
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
四
天
二
寺
の
最
奈
羅

堂
を
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

こ
の
建
造
物
は
当
禅
林
寺
に
移
築
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
慶
長

十
二
年
の
阿
弥
陀
堂
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
彩
色
も
四
天
二
寺
の
時
の
も

の
、

禅
林
寺
に
移
築
さ
れ
た
時
の
も
の
、

そ
れ
以
後
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
調
査
す
る
必
要
が
生

じ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
宗
派
の
営
繕
調
査
会
や
遠
忌
の
営
結
部
会
に
諮
り
な
が
ら
進
め
て
き
ま
し
た
。

今
回
、

京
都
府
の
指
定
業
者
で
あ
る
川
面
美
術
研
究
所
に
こ
れ
ら
の
調
査
を
依
頼
し
、

本
年

一
月
十
六
日
か
ら

二
月
二
十
五
日
の
現
地
調
査
を
経
て
、

四
月
に
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
予
定
で
す
。
そ
れ
を
受
け
て
復
原
を
手
懸

け
て
い
く
考
え
で
す
。

た
だ
、

今
回
の
調
査
の
た
め
足
場
を
組
み
、屋

根
の
垂
木
の
形
状
を
み
ま
す
と
、そ

れ
に
よ
り
阿
弥
陀
堂
の
地
盤

の

一
部
の
沈
み
が
判
明
し
、

早
急
に
調
査
し
、

今
後
の
方
針
を
定
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。

そ
こ

で
、

過
日
禅
林
寺
責
任
役
員
会
お
よ
び
営
繕
合
同
委
員
会
を
開
催
し
、
ア」
の
作
に
つ
い
て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、

全
面
修
復
す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

第
九
十

一
宗
会
に
お
い
て
、

承
認
事
項
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。

お
そ
ら
く
将
来
、

国
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、

無
駄
の
な
い
そ
し
て
き

ち
っ
と
し
た
修
理
を
し
て
い
き
た
く
存
じ
ま
す
。

勿
論
、

京
都
府
の
指
定
文
化
財
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、

ご
本
尊
の
み
か
え
り
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
も
う
し
あ
げ
る
祖
山
の
ご
本
堂
で
あ
る
と
い
う
根
広
に
立
っ
て
の
こ
と

で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
、

ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

曼
茶
羅
相
承

遠
忌
記
念
事
業
の

一
つ
で
あ
る
員
奈
羅
相
承
が
開
筵
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、

西
山
護
空
上
人
己
証
の
当
麻
員
奈
羅
の
秘
能
を
伝
え
る
も

の
で
、

我
が
派
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
相
承
で
す
。

今
回
は
、当

山
か
ら
は
九
十
人
名
の
方
が
、そ
し
て
二
派
合
わ
せ
る

と
百
十
九
名
の
方
が
受
伝
さ
れ
る
予
定
で
す
。

発
起
人
の
み
な
さ
ま

も
会
合
を
重
ね
て
い
た
だ
き
、

準
備
に
万
全
を
期
し
て
頂
い
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

想
定
外
の
多
人
数
で
運
営
上
あ
る
い
は
設
備
面
等
に

お
い
て
、

支
障
が
無
い
よ
う
考
え
て
い
ま
す
が
、

受
伝
の
皆
様
に
も

ご
覚
容
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

何
卒
ご
了
承
の
ほ
ど
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

受
者
の
方
々
に
は
四
月
初
旬
に
詳
細
を
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

伝
燈
大
導
師
　
　
法
主
　
小
木
曽
善
龍
貌
下

助
　
　
　
講
　
　
己
講
　
竹
村
賢
明
師

ヨ
時

平
成
十
八
年
五
月
三
日
（水
≡祝
）

午
前
九
時
三
十
分
よ
り

二
月
七
日
（日
）
　
　
午
後

一
時
ま
で

総
本
山

永
観
堂

禅
林
寺

渥
柴
衣
着
用

衣 会
帯 所

宗
祖
法
然
上
人
人
百
回
大
遠
忌
記
念
事
業
事
務
局
で
は

、
み
な
さ
ま
か
ら
の
ご
意

見

・
質
問
を
受
け
た
ま
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

事
務
局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、

特
別
法
要

，
伝
道
の
お
申
し
込
み
は
、

で
き
る
だ
け
早
く
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

事
業
事
務
局
で
調
整
し
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

発
行
所

宗
祖
法
然
上
人
八
百
回
大
遠
忌
記
念
事
業
事
務
局
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