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先
日
、
友
人
の
発
表
会
で
浅
草
公
開
堂
へ
出
か
け
た
の
で
す

が
、
五
月
八
日
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
症

法
上
の
位
置
付
け
が
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
じ
五
類

に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
浅
草
寺
は
多
く
の
観
光
客
で
賑

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
お
店
の
方
の
話
に
よ
る
と
、
コ
ロ
ナ
前
よ

り
人
出
が
多
か
っ
た
と
か
。
四
年
ぶ
り
に
三
社
例
大
祭
の
再
開

が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
お
話
を
し
た
お
店
の
方
の

表
情
も
と
て
も
明
る
か
っ
た
印
象
で
す
。

　
数
年
前
の
研
修
会
で
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
復
興
に

つ
い
て
の
話
し
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
一
般
に
復
興
の

早
い
遅
い
は
義
援
金
の
問
題
だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
よ

り
は
、
お
祭
り
や
集
会
を
い
ち
早
く
立
ち
上
げ
た
地
域
が
素
早

い
復
興
を
遂
げ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
人
と
人
の
繋
が
り

を
第
一
と
考
え
行
動
に
移
し
た
自
治
体
が
、
形
は
変
わ
れ
ど
も
、

い
ち
早
く
日
常
を
取
り
戻
せ
た
と
。

　
マ
ス
ク
で
顔
を
隠
し
、
仕
事
は
パ
ソ
コ
ン
相
手
、
宴
会
な
ど

も
っ
て
の
外
、
そ
ん
な
四
年
間
を
過
ご
し
て
き
た
私
た
ち
が
元

の
生
活
に
戻
る
に
は
、
人
と
人
と
の
繋
が
り
を
取
り
戻
す
こ
と

が
、
手
っ
取
り
早
い
方
法
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
先
々
代
観
雄
大
僧
正
の
法
話
に
よ
く
出
て
き
た
の
が
「
法
事

の
功
徳
」
と
い
う
お
話
。
普
段
会
え
な
い
親
戚
と
会
っ
て
、
話

し
て
、
同
じ
も
の
を
食
べ
る
。
こ
れ
を
こ
の
世
の
極
楽
と
言
わ

ず
な
ん
と
す
る
と
い
う
の
が
大
僧
正
の
お
言
葉
で
し
た
。
極
楽

と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
幸
福
の
あ
る
（
と
こ
ろ
）」
と
い

う
意
味
だ
そ
う
で
す
。

　
四
年
間
の
空
白
を
埋
め
る
に
は
、
時
間
が
か
か
る
か
と
は
思

い
ま
す
が
、
ま
ず
は
人
と
の
繋
が
り
を
も
と
に
戻
す
努
力
を
し

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
　

知
行
院
住
職
　
坂
本
観
泰

ご
あ
い
さ
つ

（１）



 令和 5年 7月1日第27号 知行院便り

聞
き
手
知
行
院
本
堂
内
陣
の
左
側
に
は
、
不
動

明
王
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
不
動
明
王
と
い
う

の
は
、
ど
の
よ
う
な
仏
さ
ま
な
の
で
し
ょ
う
か
。

住
職
不
動
明
王
は
、
仏
さ
ま
と
い
う
よ
り
、
仏

さ
ま
の
化
身
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
密
教
の
中
心
本
尊
は
大
日
如
来
で
す
が
、
お
不

動
さ
ま
は
そ
の
大
日
如
来
の
化
身
で
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
、
身
代
わ
り
と
し
て
地
上
に
降
り
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
姿
な
の
で
す
。

　
い
ま
だ
仏
教
に
帰
依
し
て
い
な
い
民
衆
に
仏
教

を
伝
え
、
導
く
た
め
に
、
姿
を
変
え
て
衆
生
済
度

を
行
っ
て
い
る
の
が
お
不
動
さ
ま
な
の
で
す
。

聞
き
手
お
不
動
さ
ま
は
と
て
も
怖
い
顔
を
さ
れ

て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
な
ぜ

な
の
で
し
ょ

う
？

住
職
不
動

明
王
は
、
目

を
見
開
い
て
、

牙
を
出
し
て
、

第
十
一
回
　
お
不
動
さ
ま

教
え
て
、
住
職
さ
ん
！

下
の
歯
で
上
唇
を
噛
ん
で
、
憤ふ

ん
ぬ
そ
う

怒
相
と
呼
ば
れ
る

顔
を
し
て
い
ま
す
。
怖
い
顔
を
し
て
い
る
の
は
、

迷
っ
て
い
る
人
の
心
や
、
煩
悩
の
心
を
打
ち
砕
く

た
め
で
す
。
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
悪
い
心
を
力

づ
く
で
正
し
い
道
に
導
く
た
め
で
す
。

　
怒
っ
た
顔
を
し
て
い
る
け
ど
、
実
は
そ
れ
は
慈

悲
の
心
を
も
っ
て
、
私
た
ち
を
導
い
て
く
れ
る
存

在
で
あ
り
ま
す
。

　
不
動
明
王
は
、右
手
に
剣
、左
手
に
羂け
ん
さ
く索

を
持
っ

て
い
ま
す
。

　
剣
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
邪
悪
な
心
や
迷
い
を

断
ち
切
る
た
め
で
す
。
ま
た
羂
索
と
い
う
の
は
縄

の
こ
と
で
、
悪
を
縛
り
上
げ
、
迷
っ
て
い
る
人
を

引
き
寄
せ
る
た
め
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

聞
き
手
お
不
動
さ
ま
に
は
、
ど
の
よ
う
な
功
徳

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職
い
ろ
ん
な
役
割
が
あ
る
の
で
す
が
、
基
本

的
に
は
現
世
利
益
で
す
。

　
日
々
の
生
活
の
中
で
の
願
い
ご
と
を
か
な
え
る

と
か
、
心
の
迷
い
を
取
り
除
く
と
か
、
そ
う
い
っ

た
身
近
な
願
い
を
か
な
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

釈
迦
如
来
や
阿
弥
陀
如
来
の
よ
う
な
如
来
さ
ま

は
と
て
も
あ
り
が
た
い
存
在
だ
け
ど
、
気
軽
に

い
ろ
い
ろ
お
願
い
を
す
る
に
は
畏
れ
多
い
。
そ

れ
が
お
不
動
さ
ま
は
、
い
つ
で
も
近
く
に
来
て
、

願
い
を
か
な
え
て
く
だ
さ
る
存
在
な
の
で
す
。

聞
き
手
お
不
動
さ
ま
の
前
で
、
護
摩
を
焚
く

の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
？

住
職
仏
像
に
は
光こ

う
は
い背

と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、
仏
像
の
背
景
に
光
や
蓮
の
花
び
ら
な
ど
が

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
不
動
明
王
の
光

背
は
、
炎
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
お
不
動
さ
ま
は
、

火
の
中
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
。

　
お
不
動
さ
ま
は
火
を
つ
か
さ
ど
る
存
在
で
あ

り
、
そ
の
炎
で
人
々
の
邪
悪
な
心
を
焼
き
尽
く

し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
お
不
動
さ
ま
の
前
で
護

摩
を
焚
く
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
が
あ
る
の
で

す
。

　
護
摩
供
と
い
う
の
は
、
仏
様
へ
の
供
養
法
の

ひ
と
つ
で
す
。

　
護
摩
供
で
は
、
尺し
ゃ
く
ぼ
く木を
坦
中
央
の
護
摩
釜
に

組
ん
で
火
を
焚
き
あ
げ
ま
す
。
そ
の
釜
自
体
が

お
不
動
さ
ま
の
口
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
そ

の
お
口
の
中
に
直
接
五
穀
と
油
・
乳に
ゅ
う
ぼ
く木を
入
れ

て
お
供
え
す
る
行
法
で
す
。

　
ま
た
護
摩
を
焚
く
と
、
煙
が
あ
が
っ
て
き
ま

す
。
こ
の
煙
は
、
我
々
の
煩
悩
を
五
穀
に
込
め

て
、
焼
き
払
っ
た
後
の
清
浄
な
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
て
、
煙
を
浴
び
る
こ
と
で
私
た
ち
は
身

も
心
も
清
め
ら
れ
る
の
で
す
。

お
寺
の
こ
と
、
仏
教
の
こ
と
で
、
知
っ
て
い
る
よ
う
で
よ
く
解
ら
な
い
こ
と
を
、
ご
住
職
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
十
一
回
目
は
、
お
不
動
さ
ま
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
聞
き
手
　
編
集
担
当
　
薄
井
秀
夫
）

（２）
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叡
山
麓
の
叡
山
学
院
へ
入
学
。
一
年
間
仏
教
教
学

の
基
礎
を
学
び
な
が
ら
、
師
匠
で
あ
る
比
叡
山
一

山
薬
樹
院
即
真
永
周
師
の
ご
指
導
の
下
、
籠
山
修

行
の
準
備
を
し
て
き
ま
し
た
。
　

　
七
月
ま
で
は
、
掃
除
地
獄
と
も
い
わ
れ
る
浄
土

院
で
早
朝
五
時
よ
り
掃
除
に
明
け
暮
れ
る
日
々
を

送
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
順
調
に
修
行
が
進
め
ば

令
和
八
年
四
月
一
日
に
遂
業
予
定
で
す
。

京
都 

曼ま
ん
し
ゅ
い
ん

殊
院
門
跡
落
慶
法
要
に

お
招
き
頂
き
ま
し
た

　
五
月
二
十
一
日
午
前
十
時
よ
り
執
行
さ
れ
ま
し

た
、
京
都
曼
殊
院
門
跡
第
四
十
三
世
ご
門
主
の
晋

山
式
並
び
に
宸
殿
の
落
慶
法
要
に
、
ま
た
午
後
一

時
よ
り
開
催
さ
れ
た
祝
宴
に
前
住
職
と
現
住
職
が

ご
招
待
を
受
け
、
現
住
職
が
名
代
を
兼
ね
て
出
席

を
致
し
ま
し
た
。
　

　
曼
殊
院
門
跡
は
、
白
川
通
り
を
北
上
し
、
銀
閣

寺
よ
り
さ
ら
に
上
が
っ
た
京
都
市
左
京
区
に
位
置

し
ま
す
。
竹
内
門
跡
と
も
呼
ば
れ
る
門
跡
寺
院（
皇

族
・
貴
族
の
子
弟
が
代
々
住
持
と
な
る
別
格
寺
院

の
こ
と
）
で
あ
り
、
青
蓮
院
、
三
千
院
、
妙
法
院
、

毘
沙
門
堂
門
跡
と
並
び
、
天
台
五
門
跡
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
ま
す
。
国
宝
の
黄
不
動
、
曼
殊
院
本
古

今
和
歌
集
を
は
じ
め
、
多
く
の
文
化
財
を
所
有
さ

れ
て
お
り
、
紅
葉
の
名
所
で
も
人
気
の
門
跡
寺
院

で
す
。

　
そ
の
歴
史
は
古
く
、
他
の
天
台
門
跡
寺
院
と
同

様
、
伝
教
大
師
（
七
六
七
年
―
八
二
二
年
）
の
時

代
に
比
叡
山
上
に
草
創
さ
れ
た
坊
（
小
寺
院
）
が

そ
の
起
源
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
十
二
世
紀
頃

に
北
山
（
現
・
京
都
市
右
京
区
・
鹿
苑
寺
付
近
）

に
本
拠
を
移
し
、
洛
中
（
現
・
京
都
市
上
京
区
・

相
国
寺
付
近
）
へ
の
移
転
を
経
て
、
現
在
地
に
移

転
し
た
の
は
明
暦
二
年（
一
六
五
六
年
）と
の
こ
と
。

　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
に
療
病
院
（
現
・
京

都
府
立
医
科
大
学
附
属
病
院
）
の
建
設
に
際
し
、
そ

の
支
援
の
た
め
に
宸
殿
を
売
却
し
、
寄
付
さ
れ
て
い

る
の
で
、
長
ら
く
宸
殿
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

先
代
藤
光
賢
ご
門
主
の
発
願
が
成
就
し
こ
の
度
見
事

に
復
興
さ
れ
ま
し
た
。

　
曼
殊
院
様
の
先
代
藤
光
賢
大
僧
正
は
、
知
行
院

先
代
観
晃
住
職
と

は
青
年
期
か
ら
六
十

年
以
上
の
親
交
が
あ

り
、
そ
の
関
係
で
、

今
回
の
宸
殿
の
建
設

に
際
し
寄
進
を
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
、
又

今
回
晋
山
さ
れ
た
、

三
年
籠
山
に
入
行

　
坂
本
住
職
の
長
男
、
坂
本
観か
ん
り
ょ
う嶺
君
が
四
月
一
日

よ
り
本ほ

ん
ざ
ん
き
ょ
う
し
ゅ

山
交
衆
に
入
行
し
ま
し
た
。
　

　
本
山
交
衆
と
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
に
於
い
て
、

新
し
い
時
代
の
菩
薩
僧
と
総
本
山
の
後
継
者
の
育

成
を
主
眼
と
し
て
、
昭
和
四
十
四
年
よ
り
導
入
さ

れ
た
新
し
い
徒
弟
教
育
制
度
で
す
。
坂
本
住
職
は

昭
和
六
十
三
年
第
十
六
期
生
と
し
て
入
行
し
、
平

成
二
年
四
月
一
日
に
遂
業
し
ま
し
た
が
、
今
回
、

観
嶺
君
は
第
四
十
八
期
生
と
し
て
入
行
し
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
三
年
間
比
叡
山
に
籠
り
伝
教
大

師
の
精
神
を
学
び
、
能
く
行
う
菩
薩
僧
を
目
指
し
、

日
々
研
鑽
修
行
を
行
い
ま
す
。
一
年
目
、
二
年
目

は
伝
教
大
師
の
御
廟
所
・
浄
土
院
で
十
二
年
籠
山

を
さ
れ
て
い
る
侍
真
僧
の
助
手
、
比
叡
山
の
修
行

道
場
、
行
院
で
の
指
導
助
手
、
延
暦
寺
の
年
中
行

事
の
手
伝
い
な
ど
所
謂
下
座
行
を
経
て
、
三
年
目

に
は
、
百
日
回
峰
行
や
四
種
三
昧
（
九
十
日
間
の

止
観
修
行
）
の
入
行
が
許
さ
れ
ま
す
。

　
観
嶺
君
は
平
成
九
年
生
ま
れ
の
二
十
五
歳
。
名

古
屋
の
大
学
を
卒
業
後
、
三
年
籠
山
を
志
し
、
比「掃除に明け暮れています」

新しい宸殿と

晋山、落慶の祝宴
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西
郊
良
光
ご
門
主
と
も
六
十
年
来
の
お
付
合
い
と

い
う
こ
と
で
お
招
き
を
頂
き
ま
し
た
。

本
堂
に
エ
ア
コ
ン
が
入
り
ま
し
た

　
こ
の
度
、
本
堂
に
エ
ア
コ
ン
を
設
置
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

　
今
の
本
堂
が
落
慶
を
し
て
か
ら
、
二
十
六
年
が

経
ち
ま
し
た
。
天
井
も
高
い
の
で
、
エ
ア
コ
ン
の

設
置
は
当
初
か
ら
計
画
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

実
際
、
平
成
の
間
は
熱
中
症
を
危
惧
す
る
よ
う
な

室
温
の
上
昇
は
無
く
、
暑
さ
が
厳
し
い
日
で
も
、

扇
風
機
で
対
応
し
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
近

年
、
年
を
追
う
ご
と
に
温
暖
化
が
進
み
、
令
和
に

入
る
こ
ろ
に
は
、
熱
風
を
扇
風
機
で
拡
散
し
て
い

る
だ
け
で
、
耐
え
難
い
室
温
に
な
る
日
も
、
出
て

き
ま
し
た
　

　
そ
こ
で
、
簡
易
の
エ
ア
コ
ン
を
二
台
導
入
し
、

扇
風
機
で
拡
散
す
る
風
の
温
度
を
下
げ
る
事
を
試

み
ま
し
た
。
多
少
は
効
果
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

や
は
り
簡
易
的
な
機
械
で
す
の
で
、
運
転
音
も
大

き
く
、
期
待
し
た
ほ
ど
の
効
果
は
得
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
　

　
三
年
ほ
ど
前
か
ら
、
数
社
に
見
積
を
お
願
い
し

て
い
た
の
で
す
が
、
元
々
高
圧
の
電
線
が
配
線
さ

れ
て
い
な
い
事
も
あ
り
、
予
算
に
見
合
っ
た
も
の

が
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
後
に
住
職
の
知
人

が
個
人
で
電
気
工
を
さ
れ
て
い
た
の
で
、
見
積
も

り
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
半
値
以

下
で
取
り
付
け
が
可
能
と
の
お
返
事
を
頂
け
ま
し

た
の
で
、急
遽
、エ
ア
コ
ン
の
設
置
を
致
し
ま
し
た
。

　
天
井
が
高
く
、
か
な
り
広
い
建
物
で
す
の
で
、

ご
家
庭
の
よ
う
に
冷
や
す
事
は
難
し
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
汗
を
拭
き
な
が
ら
の
法
要
に
は
な
ら

な
い
事
を
願
っ
て
い
ま
す
。

棚
経
回
礼
を
再
開
致
し
ま
す

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
三
年
間
中
止
し
て
お
り
ま

し
た
、
棚
経
廻
礼
を
再
開
致
し
ま
す
。

　
十
分
な
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
を
致
し
ま
す
が
、
回

礼
を
辞
退
さ
れ
る
か
た
は
、
直
接
お
寺
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
新
た
に
棚
経
回
礼
を
ご
希
望
の
方
も
、

お
寺
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
　

四
年
ぶ
り
に
お
施
餓
鬼
法
要
を

　
知
行
院
の
お
施
餓
鬼
法
要
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
始

ま
る
ま
で
は
、
近

隣
の
ご
住
職
に
ご

出
仕
を
頂
き
、
新

盆
を
迎
え
る
ご
家

庭
や
多
く
の
お
檀

家
さ
ん
に
ご
参
列

を
頂
く
と
い
う
形

で
行
っ
て
い
ま
し

た
が
、
令
和
二

年
の
お
施
餓
鬼
か

ら
、
密
を
避
け
る

た
め
、
院
内
だ
け
で
行
う
と
い
う
形
に
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

　
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
行
動
制
限
も
緩
和
さ

れ
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
も
位
置
付
け
が
二
類
か
ら
五

類
に
下
げ
ら
れ
た
事
を
受
け
、
近
隣
ご
寺
院
と
協

議
の
結
果
、
令
和
五
年
度
は
お
施
餓
鬼
法
要
を
復

活
さ
せ
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
完

全
に
終
息
を
し
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
感

染
対
策
を
十
分
に
考
慮
し
、
多
少
ス
タ
イ
ル
を
変

更
し
て
実
施
致
し
ま
す
。

〇
法
要
は
午
前
十
一
時
か
ら
に
変
更
。
　

〇
法
要
に
は
ご
自
由
に
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

〇
法
要
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
実
施
し
ま
す
。

　（
ご
家
庭
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
）

〇
塔
婆
は
会
館
に
並
べ
、
十
一
時
に
住
職
が
開
眼

し
ま
す
。

〇
開
眼
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
法
要
中
で
も
お
塔

婆
を
お
持
ち
頂
け
ま
す
。

〇
時
間
差
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。

〇
清
掃
料
等
は
、
終
日
寺
務
所
で
受
け
付
け
ま
す
。

施餓鬼法要は、youtube で
ライブ配信をいたします。
上記ＱＲコードから、アク
セスしてください。

塔婆は会館に並べ、11時に住職が開眼します。


