
以
前
よ
り
寺
報
の
発
行
を

言
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今

回
ど
う
に
か
第
一
号
を
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

改
め
ま
し
て
、
住
職
の
中

山
義
紹
で
ご
ざ
い
ま
す
。
浅

学
非
才
の
身
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
、
浄
国
寺
の
た
め
に
粉

骨
砕
身
頑
張
る
所
存
で
す
の

で
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

当
年
三
月
二
十
六
日
、
浄

国
寺
の
第
七
世
住
職
で
あ
る

無
関
道
全
大
和
尚
（
中
山
道

む

か

ん

全
）
享
年
九
十
歳
で
遷
化
致

し
ま
し
た
。
こ
こ
に
生
前
の

ご
厚
誼
に
対
し
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

先
代
住
職
（
以
下
、
先
住

と
称
し
ま
す
。
私
の
師
匠
で

あ
り
、
父
親
で
も
あ
り
ま
す
）

は
、
元
々
寺
の
出
身
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
天
草
郡
苓
北
町

に
生
を
受
け
、
父
親
（
私
の

祖
父
）
は
町
の
役
場
の
官
吏

で
し
た
。
大
変
信
仰
深
い
人

間
だ
っ
た
ら
し
く
「
一
族
よ

り
一
人
出
家
す
れ
ば
七
代
救

わ
れ
る
」
と
先
住
は
、
幼
い

時
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。
旧
制
中
学
に
進
学
す

る
時
に
、
こ
の
言
葉
を
思
い

出
し
、
又
、
自
分
が
次
男
で

あ
る
こ
と
等
を
考
え
合
わ
せ
、

一
大
発
心
し
て
、
長
崎
の
野

母
崎
町
に
あ
る
観
音
寺
と
い

う
お
寺
に
小
僧
と
し
て
入
り

ま
し
た
。
苦
学
し
て
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
を
出
て
大
学
の

職
員
と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま

し
た
が
、
や
は
り
自
分
の
布

教
の
足
場
と
な
る
寺
が
持
ち

た
い
と
考
え
ま
し
た
。
し
か

し
既
に
曹
洞
宗
で
も
世
襲
化

が
進
み
、
住
職
地
と
な
る
寺

が
み
つ
か
り
ま
せ
ん
。
本
部

か
ら
派
遣
の
形
で
浄
国
寺
に

赴
任
し
ま
し
た
。
そ
の
当
寺

の
浄
国
寺
は
、
戦
前
か
ら
戦

後
に
か
け
て
の
混
乱
期
に
、

住
職
不
在
と
な
り
、
そ
の
間

に
寺
の
財
産
や
道
具
は
売
り

払
わ
れ
本
堂
は
不
逞
の
輩
に

占
拠
さ
れ
た
状
態
で
し
た
。

檀
家
も
ほ
と
ん
ど
流
散
し
て
、

わ
ず
か
の
世
帯
が
残
っ
て
い

る
だ
け
、
本
堂
も
何
世
帯
に

も
貸
し
出
さ
れ
住
め
な
い
状

態
、
勿
論
収
入
な
ど
あ
り
ま

せ
ん
。

仕
方
な
く
高
等
学
校
の
教
員

を
し
な
が
ら
生
活
を
し
、
裁

判
で
、
自
ら
法
廷
に
立
ち
不

法
占
拠
の
住
民
を
退
去
さ
せ

る
と
い
う
日
々
を
送
り
ま
し

た
。
そ
の
間
、
昭
和
二
十
九

年
の
白
川
大
水
害
に
も
あ
い
、

過
去
帳
や
寺
の
資
料
も
流
さ

れ
ま
し
た
が
、
寺
を
守
り
続

け
ま
し
た
。
そ
の
後
も
洪
水

の
危
険
に
も
あ
い
ま
し
た
が
、

白
川
河
川
改
修
の
計
画
で
寺

の
場
所
が
河
川
敷
に
な
る
と

決
定
し
、
新
た
な
場
所
を
探

し
ま
し
た
。
幸
い
現
在
地
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
境
内
地
に
墓
地
を
作
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
又
条
件

と
し
て
幼
稚
園
の
開
設
を
要

求
さ
れ
ま
し
た
。
タ
イ
ミ
ン

グ
を
見
誤
る
と
移
転
も
上
手

く
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で

昭
和
四
十
二
年
現
在
地
に
寺

を
移
設
し
て
、
幼
稚
園
を
設

立
し
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ

檀
家
数
も
少
な
く
寺
と
し
て

の
運
営
は
困
難
、
又
幼
稚
園

の
運
営
も
難
し
い
と
い
う
こ

と
で
先
住
は
熊
本
工
大
（
現

崇
城
大
学
）
の
講
師
を
し
て

い
ま
し
た
。

そ
の
後
熊
本
市
北
部
も
住

宅
が
増
え
始
め
、
葬
儀
や
法

事
、
仏
壇
の
開
眼
等
を
縁
と

し
て
浄
国
寺
に
参
詣
、
寄
檀

さ
れ
る
方
が
少
し
ず
つ
増
え

始
め
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

又
、
宗
門
の
役
職
も
数
多

く
務
め
、
特
に
宗
議
会
議
員

（
国
政
で
言
う
国
会
議
員
と

同
じ
）
に
選
出
さ
れ
て
か
ら

は
、
寺
院
財
産
が
潤
沢
に
あ

る
大
寺
院
で
は
な
い
地
方
の

貧
し
い
寺
院
の
代
表
と
し
て
、

又
、
寺
の
息
子
で
は
な
く
純

粋
な
出
家
者
の
立
場
か
ら

宗
政
に
対
し
て
強
く
意
見
を

述
べ
、
最
後
は
宗
議
会
議
長

と
い
う
要
職
に
就
き
ま
し
た
。

「
檀
家
の
皆
さ
ん
は
、
和
尚

さ
ん
と
し
て
、

奉

っ
て
は
く

た
て
ま
つ

れ
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
人

間
で
何
を
し
て
い
る
か
は
冷

静
に
見
て
ご
ざ
る
よ
」
と
弟

子
の
私
に
口
癖
の
よ
う
に
説

い
て
き
ま
し
た
。

お
坊
さ
ん
が
人
間
と
し
て
偉

い
訳
で
も
何
で
も
な
い
、
僧

侶
＝
出
家
者
と
い
う
立
場
と

仕
事
が
尊
い
ん
で
、
そ
れ
に

見
合
う
よ
う
に
修
行
に
励
め

と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
に
近
い
状

態
か
ら
、
現
在
は

春
の
お

彼
岸
や
夏
の
施
餓
鬼
の
法
要

の
時
に
お
参
り
に
来
ら
れ
る

方
の
数
は
熊
本
市
の
曹
洞
宗

の
お
寺
で
は
一
番
多
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
く
ら

い
の
浄
国
寺
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
功
績
に
対
し
、
寺
を
再

度
興
し
た
と
し
て
、
本
寺
で

お
こ

あ
る
大
慈
寺
様
よ
り
「
中
興
」

ち
ゅ
う
こ
う

の
称
号
を
賜
り
ま
し
た
。
本

堂
の
左
奥
に
檀
信
徒
の
総
位

牌
や
歴
代
住
職
の
お
位
牌
を

祀
っ
た
位
牌
堂
の
ス
ペ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
「
当

山
七
世

中
興

無
関
道
全

大
和
尚
」
の
位
牌
を
今
回
祀

る
よ
う
に
致
し
ま
し
た
。

こ
れ
も
皆
様
方
の
篤
い
信
仰

の
気
持
ち
の
お
陰
と
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。

御
香
資
等
に
つ
い
て

先
日
の
法
要
の
際
、
先
住
の

卒
哭
忌
と
初
盆
の
回
向
も
併

せ
て
厳
修
致
し
ま
し
た
。
そ

の
際
、
皆
様
か
ら
賜
り
ま
し

た
御
香
資
（
香
典
）
は
、
こ

の
位
牌
堂
の
改
装
並
び
に
整

備
に
充
当
さ
せ
て
戴
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
報
告
致
し
ま
す

と
同
事
に
心
よ
り
檀
信
徒
の

皆
様
方
へ
の
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。

（
位
牌
堂
の
整
備
は
、
先
住

が
望
ん
で
お
り
ま
し
た
）
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元
々
は
天
台
宗
の
寺
院
と

し
て
建
立
さ
れ
た
そ
う
で
す

が
、
詳
細
は
不
明
で
す
。
場

所
も
現
在
地
で
は
な
く
本
山

町
の
ニ
ュ
ー
ス
カ
イ
ホ
テ
ル

の
川
向
こ
う
の
今
の
河
川
敷

の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。

（
昭
和
四
十
二
年
白
川
改
修

事
業
で
現
在
地
に
移
転
）

熊
本
市
野
田
町
（
川
尻
）
に

あ
る
大
慈
寺
の
六
世
住
職
の

東
舟
義
勝
和
尚
が
当
寺
修
行

道
場
だ
っ
た
大
慈
寺
の
出
張

所
と
し
て
曹
洞
宗
寺
院
に
改

宗
し
ま
し
た
。
時
を
経
て
大

慈
寺
八
十
七
世
の
仰
山
賢
高

和
尚
の
時
に
浄
国
寺
は
独
立

し
た
一
寺
院
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し

そ
の
後
徐
々
に
寺

院
は
荒
れ
始
め
た
よ
う
で
す
。

明
治
に
な
り
、
活
人
形
師

松
本
喜
三
郎
翁
が
自
分
の

生
涯
の
傑
作
で
あ
る
谷
汲
観

音
像
を
東
京
浅
草
の
伝
法
院

か
ら
、
先
祖
代
々
の
墓
地
が

あ
る
当
浄
国
寺
に
移
動
さ
せ
、

寄
進
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
浄
国
寺

の
荒
廃
は
、
そ
の
後
も
進
み
、

先
住
が
着
任
当
初
聞
い
た
話

に
よ
る
と
、
こ
の
観
音
像
も

売
り
に
出
さ
れ
日
通
の
倉
庫

ま
で
行
っ
て
い
た
と
い
う
事

で
し
た
。
（
先
住
は
こ
の
時

の
詳
し
い
話
を
「
昭
和
の
霊

験
記
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た

が
）
。

先
代
住
職
の
着
任
当
初
の

様
子
は
前
頁
に
も
記
し
ま
し

た
が
、
住
職
不
在
、
迂
闊
に

墓
参
に
行
け
ば
、
不
法
占
拠

し
て
い
る
無
頼
の
徒
に
絡
ま

れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う

恐
怖
心
も
あ
り
、
檀
信
徒
の

方
々
も
段
々
離
れ
て
し
ま
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。

寺
の
財
産
も
備
品
も
什
物

じ
ゅ
う
も
つ

も
無
い
お
寺
で
、
弁
護
士
を

頼
む
費
用
も
な
く
、
自
ら
が

法
定
に
立
ち
訴
訟
を
繰
り
返

し
、
ど
う
に
か
状
態
を
正
常

化
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
当

時
の
私
立
学
校
の
教
諭
の
給

与
の
中
で
、
家
族
五
人
を
抱

え
、
寺
の
状
態
も
整
え
る
の

は
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

現
在
地
に
移
転
し
た
時
、
私

は
小
学
校
三
年
生
で
し
た
。

幼
い
頃
は
、
決
し
て
裕
福
と

は
言
え
な
い
生
活
で
し
た
が
、

当
時
は
、
何
も
気
づ
か
ず
に

暮
ら
し
て
い
た
よ
う
に
思
え

ま
す
。

現
在
地
に
移
転
後

今
の
場
所
に
移
っ
て
、
幸

い
な
こ
と
に
幼
稚
園
の
園
児

数
も
増
え
、
生
活
も
安
定
し
、

て
き
ま
し
た
。
私
の
小
さ
い

頃
は
、
春
彼
岸
や
夏
の
お
施

餓
鬼
の
法
要
の
時
は

参
詣

者
の
数
よ
り

お
手
伝
い
の

僧
侶
の
数
の
方
が
多
い
く
ら

い
だ
っ
た
檀
信
徒
の
数
も
少

し
ず
つ
増
え
て
き
ま
し
た
。

特
に
熊
本
市
内
で
は
浄
国
寺

が
曹
洞
宗
の
寺
で
は
北
端
に

位
置
す
る
こ
と
も
あ
り
、
市

内
北
部
の
住
宅
地
や
現
在
の

合
志
市
か
ら
お
寺
に
来
ら
れ

る
方
も
沢
山
お
ら
れ
ま
す
。

浄
国
寺
の
檀
信
徒
（
檀
家

や
信
者
の
方
々
）
の
特
徴
は
、

初
め
て
寺
と
縁
が
出
来
た
方

が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
元
々
の
実
家
の
所
に
は
菩

提
寺
が
あ
り
、
そ
こ
は
長
男

が
守
っ
て
い
る
。
自
分
は
次

男
だ
し
、
現
在
住
ん
で
い
る

場
所
に
永
住
す
る
か
ら
、
新

た
に
お
寺
と
縁
を
持
ち
た
い
」
。

そ
う
い
う
方
が
大
半
で
す
。

し
か
も
、
初
め
て
家
か
ら
葬

儀
を
出
す
事
が
き
っ
か
け
と

い
う
方
ば
か
り
で
す
。
又
、

当
寺
に
は
代
々
の
総
代
さ
ん

（
世
話
人
）
は
、
お
ら
れ
ま

せ
ん
し
、
総
代
会
も
あ
り
ま

せ
ん
。
元
か
ら
あ
る
浄
国
寺

の
し
き
た
り
の
様
な
も
の
も

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
分

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、

何
で
も
お
寺
に
尋
ね
て
下
さ

い
。
そ
ん
な
事
も
知
ら
な
い

と
言
わ
れ
る
の
が
恥
ず
か
し

い
と
も
考
え
な
い
で
下
さ
い
。

私
も
分
か
ら
な
い
こ
と
も
沢

山
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ど
う
や
っ
た
ら
、
ご
先
祖
様

が
喜
ん
で
く
れ
る
か
、
き
ち

ん
と
し
た
供
養
が
出
来
る
か

を
大
切
に
し
て
、
一
緒
に
考

え
て
、
浄
国
寺
の
山
風
（
寺

の
カ
ラ
ー
）
を
作
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

高
校
生
の
頃
、
宗
教
部

（
真
和
高
校
に
は
、
そ
う
い

う
ク
ラ
ブ
が
あ
り
ま
し
た
）

の
部
長
を
し
て
い
る
時
に
、

お
寺
は
亡
く
な
っ
た
人
の
為

だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

生
き
て
い
る
人
が
生
き
る
智

慧
を
得
る
場
所
で
あ
る
べ
き

だ
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
今
で
も
変
わ
り
ま

せ
ん
。
色
々
な
人
が
集
い
、

お
互
い
に
生
き
る
智
慧
を
授

け
あ
う
場
所
で
あ
っ
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。
幸
い
当
寺

に
は
、
文
化
的
に
も
大
変
貴

重
な
活
人
形
「
谷
汲
観
音
像
」

が
あ
り
ま
す
。
幼
稚
園
と
い

う
地
域
に
密
着
し
た
施
設
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
寺
の
本

堂
と
は
本
来
お
話
し
を
聞
く

為
の
設
備
で
す
。
先
般
鶴
屋

で
行
わ
れ
た
「
永
平
寺
展
」

に
は
多
く
の
人
が
集
ま
り
ま

し
た
。
私
は
少
し
で
も
寺
の

敷
居
が
低
く
な
り
、
集
ま
り

や
す
い
場
所
に
し
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。
施
餓
鬼
の
法
要

の
時
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、

別
紙
の
通
り
「
お
寺
で
ジ
ャ

ズ
ラ
イ
ブ
」
と
称
し
、
音
楽

会
を
開
き
ま
す
。
こ
れ
を
機

会
に
も
っ
と
気
軽
に
お
寺
に

足
を
運
ん
で
戴
け
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

世
界
の
ナ
ベ
サ
ダ
の
バ
ッ
ク

を
務
め
て
い
た
世
界
的
な
音

楽
家
の
演
奏
で
す
。
そ
ん
な

音
楽
が
本
堂
か
ら
流
れ
て
い

た
ら
と
い
う
さ
さ
や
か
な
夢

の
実
現
で
も
あ
り
ま
す
。
是

非
お
出
で
下
さ
い
。
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こ
れ
か
ら
の
浄

国

寺

最
後
に

今
回
は
創
刊
号
と
い
う
事
で
、
駆

け
足
で
浄
国
寺
に
つ
い
て
記
し
ま
し

た
。
次
回
か
ら
「
曹
洞
宗
と
は
？
」

「
禅
っ
て
何
？
」
の
内
容
や
私
の
考

え
方
に
つ
い
て
、
少
し
ず
つ
書
い
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
う
や
く

五
十
代
に
な
っ
た
ば
か
り
の
若
輩
者
？

で
す
が
、
一
所
懸
命
に
務
め
て
ま
い

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す


