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で
参
詣
の
将
引
ご
奉
公
を
進

め
る
よ
う
に
ご
披
露
さ
れ
た
。

　

最
後
に
布
教
区
長
の
御
礼

の
言
葉
で
閉
会
し
、
参
加
者

一
同
は
門
祖
五
五
〇
報
恩
ご

奉
公
成
就
へ
の
弘
通
意
欲
を

向
上
さ
せ
て
各
々
帰
山
し
た
。

　

去
る
三
月
十
八
日
、
広
島

佛
立
寺
（
住
職
・
伊
田
日
雄

師
）
で
中
国
布
教
区
布
教
区

総
会
が
開
催
さ
れ
、
管
内
寺

院
住
職
・
局
長
が
参
集
。
午

前
十
時
よ
り
開
式
の
お
看
経

の
後
に
議
事
を
開
始
し
、
各

部
報
告
、
決
算
承
認
、
予
算

審
議
等
を
午
前
中
に
終
え
、

午
後
か
ら
は
弘
通
方
針
と
行

事
予
定
が
ご
披
露
さ
れ
た
。

　

特
に
本
年
度
か
ら
始
ま
る

第
七
支
庁
弘
通
支
援
「
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
７
」
に
つ
い
て
、

二
月
二
十
七
日
に
布
教
区
長

山
内
良
徹
師
が
参
与
と
と
も

に
仙
台
妙
法
寺
へ
伺
い
、
激

励
の
口
唱
会
を
開
催
、
先
方

の
教
務
、
幹
部
と
協
議
し
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
、
今
後
は

お
助
行
を
中
心
に
種
々
の
支

援
ご
奉
公
を
さ

せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
説
明
さ

れ
た
。

　

ま
た
、
宗
務

本
庁
特
別
局
長

の
藤
本
日
涌
師

よ
り
門
祖
五
五

〇
本
山
参
詣
に

つ
い
て
説
明
が

あ
り
、
各
寺
院

　

日
隆
聖
人
が
妙
本
寺
に
入は

い

ら
れ
た
翌よ

く

年と
し

の
八
月

十
八
日
、
太
政
大
臣
と
い
う
位く

ら
い

で
あ
っ
た
三さ

ん

条じ
ょ
う

実さ
ね

冬ふ
ゆ

公こ
う

の
四よ

ん

男な
ん

が
妙
本
寺
で
得
度
、
具
覚
と
名な

づ

け
ら
れ
、
同ど

う

時じ

に
得
度
し
た
弟

お
と
う
とも
具
円
と
呼よ

ば
れ

ま
す
。
当
時
は
、
天て

ん

皇の
う

や
貴き

族ぞ
く

、
室む

ろ

町ま
ち

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

家け

な
ど
で
は
、
長ち

ょ
う

男な
ん

以い

外が
い

の
男だ

ん

子し

は
、
養よ

う

子し

に
行い

く
か
、
有ゆ

う

名め
い

な
寺じ

院い
ん

に
入
り
、
そ
の
跡あ

と

継つ

ぎ
に
な

る
こ
と
が
多お

お

か
っ
た
ん
だ
よ
。
妙
本
寺
は
、
二に

世せ
い

住じ
ゅ
う

職し
ょ
く

の
大だ

い

覚か
く

大だ
い

僧そ
う

正じ
ょ
う

の
時と

き

に
公こ

う

許き
ょ

（
公

お
お
や
けに
ご
弘ぐ

通づ
う

を
認み

と

め
ら
れ
る
）
を
得え

て
、
お
寺て

ら

は
大お

お

い
に
発は

っ

展て
ん

す
る
ん
だ
。
し
か
も
、
大
覚
大
僧
正
が
後ご

醍だ
い

醐ご

天て
ん

皇の
う

の
皇み

子こ

で
あ
っ
た
と
の
言い

い
伝つ

た

え
も
あ
る
く

ら
い
だ
か
ら
、
京き

ょ
う

都と

で
も
有
名
な
お
寺
の
一
つ
に

な
っ
た
ん
だ
ね
。

　

そ
し
て
そ
の
年
の
十
二
月
十
二
日
、
妙
本
寺
第

四
世
住
職
の
日に

っ

霽さ
い

上し
ょ
う

人に
ん

は
、
得
度
し
て
間ま

も
な

い
十
八
歳さ

い

の
具
覚
を
跡あ

と

取と

り
に
指し

名め
い

し
て
引い

ん

退た
い

さ

れ
る
ん
だ
。

　

具
覚
は
、
丹た

ん
ば
の
く
に

波
国
（
現げ

ん

在ざ
い

の
兵ひ

ょ
う

庫ご

県け
ん

中ち
ゅ
う

央お
う

部ぶ

に
京き

ょ
う

都と

府ふ

と
大お

お

阪さ
か

府ふ

の
一い

ち

部ぶ

を
加く

わ

え
た
地ち

域い
き

）
に

大
き
な
領り

ょ
う

地ち

を
持も

ち
、
手て

下し
た

に
武ぶ

士し

を
二
十
五
人

も
連つ

れ
て
お
寺
に
来き

た
ん
だ
よ
。
そ
れ
が
住
職
と

な
り
、
師し

匠し
ょ
う

の
日
霽
上
人
が
応
永
十
二
年
に
亡な

く

な
る
と
、「
月
明
」
と
名な

乗の

る
ん
だ
。
こ
れ
は
実じ

つ

は
大た

い

変へ
ん

な
こ
と
な
ん
だ
よ
。

　

日に
ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

の
教
え
を
引
き
継
ぐ
お
導ど

う

師し

は
、

必か
な
ら

ず
「
日
」
を
付
け
て
名な

乗の

る
の
が
慣な

ら

わ
し
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
で
も
続つ

づ

い
て
い
る
ん
だ
。

こ
れ
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
を
引
き
継
い
で
き

た
、
日
蓮
大
聖
人
の
弟で

子し

で
あ
る
と
い
う
標し

る
し

で
も

あ
る
ん
だ
。
そ
れ
を
、
勝か

っ

手て

に
「
月
」
の
字
を
付

け
た
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
は
大だ

い

問も
ん

題だ
い

に
な
っ
た
ん
だ

よ
。
そ
し
て
、
た
だ
名な

前ま
え

を
変
え
た
だ
け
で
な
く
、

教
え
も
日
蓮
大
聖
人
が
弘ひ

ろ

め
ら
れ
た
法ほ

華け

経き
ょ
う

本ほ
ん

門も
ん

の
教
え
か
ら
、
当
時
流り

ゅ
う

行こ
う

し
て
い
た
中ち

ゅ
う

古こ

天て
ん

台だ
い

と
い
う
教
え
に
変
え
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。

　

日
隆
聖
人
は
、
日に

ち

存ぞ
ん

、
日に

ち

道ど
う

両
聖
人
と
と
も
に

元も
と

の
教
え
に
戻も

ど

る
よ
う
に
、
ま
た
名
を
変
え
る
よ

う
に
折
伏
さ
れ
る
。
月
明
も
し
ぶ
し
ぶ
「
日に

ち

明み
ょ
う

」

と
改あ

ら
た

め
る
ん
だ
が
、
こ
れ
が
長な

が

続つ
づ

き
し
な
い
、
そ

し
て
と
う
と
う
日
存
、
日
道
両
聖
人
と
日
隆
聖
人

ほ
か
七
人
が
妙
本
寺
を
出
て
、
お
寺
の
外そ

と

で
日
蓮

大
聖
人
の
正た

だ

し
い
教
え
を
弘
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
日
存
、
日
道
両
聖
人
と
日
隆
聖
人
は
、

応
永
十
三
年
に
ひ
と
ま
ず
妙
本
寺
に
お
戻
り
に
な

り
、
月
明
を
折
伏
さ
れ
る
が
聞き

き
入い

れ
て
も
ら
え

ず
、
応
永
十
七
年
に
二
度
目
の
出
寺
を
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
月
明
は
有ゆ

う

力り
ょ
く

な
公く

家げ

に
取と

り
入
り
、

後ご

小こ

松ま
つ

上じ
ょ
う

皇こ
う

に
「
僧そ

う

正じ
ょ
う

」
と
い
う
長な

が

年ね
ん

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

し

な
い
と
授さ

ず

か
ら
な
い
位く

ら
い

を
貰も

ら

え
る
よ
う
に
願ね

が

い
出で

る
ん
だ
。
そ
し
て
と
う
と
う
二
十
八
歳
の
若わ

か

さ
で

僧
正
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

延え
ん

暦り
ゃ
く

寺じ

の
僧そ

う

侶り
ょ

や
信し

ん

徒と

が
怒い

か

り
、
妙
本
寺
を
壊こ

わ

し
て
し
ま

う
と
い
う
乱ら

ん

暴ぼ
う

を
す
る
。
こ
の
妙
本
寺
の
危き

機き

に

際さ
い

し
、
応
永
二
十
一
年
、
日
存
、
日
道
両
聖
人
は

妙
本
寺
に
戻
っ
て
寺
院
の
再さ

い

建け
ん

に
取
り
組
む
こ
と

に
な
り
、
二
十
四
年
に
は
日
隆
聖
人
も
戻
ら
れ
る

ん
だ
よ
。
し
か
し
、
あ
い
か
わ
ら
ず
月
明
は
改
め

な
い
。
そ
し
て
と
う
と
う
応
永
二
十
五
年
、
日
存
、

日
道
両
聖
人
と
日
隆
聖
人
始は

じ

め
二
十
余よ

人に
ん

は
、
三

回
目
の
出
寺
を
決け

っ

行こ
う

、
妙
本
寺
に
は
こ
れ
以い

後ご

お

戻
り
に
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
。

　

妙
み
ょ
う

本ほ
ん

寺じ

で
、
日に

ち

夜や

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

に
励は

げ

ま
れ
て
い
た
日
隆 

聖
人
の
身み

に
、
思お

も

わ
ぬ
災わ

ざ
わ

い
が
降ふ

り
か
か
っ
て
き

ま
す
。
応お

う

永え
い

十
年
（
一
四
〇
三
）、
新あ

ら

た
に
妙
本

寺
で
得と

く

度ど

し
た
具ぐ

覚か
く

、
具ぐ

円え
ん

と
い
う
兄

き
ょ
う

弟だ
い

は
、
当と

う

時じ

の
太だ

政じ
ょ
う

大だ
い

臣じ
ん

（
貴き

族ぞ
く

で
最さ

い

高こ
う

の
役や

く

職し
ょ
く

）
が
父ち

ち

で
あ
り
、
そ
の
権け

ん

力り
ょ
く

を
バ
ッ
ク
に
教お

し

え
を
曲ま

げ
、

規き

律り
つ

を
破や

ぶ

り
、
や
り
た
い
放ほ

う

題だ
い

。
日
隆
聖
人
と
す

べ
て
に
わ
た
っ
て
対た

い

立り
つ

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

年 表

月明を折伏する日存、日道両聖人と若き日隆聖人

月
明
へ
の
折
伏

が
つ　

み
ょ
う

し
ゃ
く　

ぶ
く

具

覚

月

明

ぐ

か
く

が
つ

み
ょ
う

三
度
の
出
寺

一
回
目

応
永
十
二
年
　
（
一
四
〇
五
）

二
回
目

応
永
十
七
年
　
（
一
四
一
〇
）

三
回
目

応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）

三
度
の
出
寺

し
ゅ
つ　

じ

中
国
布

9支

議事の報告をされる山内良徹布教区長

布
教
区
総
会
を
開
催
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
７
等
の
説
明
行
う
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