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間
も
な
く
当
山
に
て
教
区
の
御
親
化
授
戒
会
が
開
か
れ

ま
す
が
、
小
倉
宗
俊
管
長
猊
下
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
、

ど
の
様
な
掛
け
軸
を
お
掛
け
し
よ
う
か
と
ず
っ
と
思
案
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
先
日
縁
あ
っ
て
山
本
玄
峰
老
師
の
墨
蹟

を
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
玄
峰
老
師
は
妙
心
寺
の
管
長
も
務
め
ら
れ
ま
し
た
が
、

昭
和
初
期
に
小
倉
管
長
が
住
職
さ
れ
て
い
る
犬
山
の
瑞
泉

寺
を
復
興
し
、
僧
堂
を
開
単
さ
れ
た
方
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
月
は
そ
の
墨
蹟
に
因
み
、
玄
峰
老
師
の
有
名

な
歌
を
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　
　「
玉
は
泥
中
に
有
っ
て
潔
し
」

　
左
の
写
真
が
表
紙
で
ご
紹
介
し
た
山
本
玄

峰
老
師
の
墨
蹟
で
す
。
晩
年
の
作
で
は
な
い

よ
う
で
す
が
、
蓮
華
が
泥
の
中
か
ら
咲
く
よ

う
に
、
私
達
の
仏
心
は
け
し
て
汚
れ
な
い
こ

と
を
説
か
れ
た
言
葉
で
す
。

　
慶
応
元
年
、
紀
州
に
生
ま
れ
、
昭
和
三
十

六
年
に
遷
化
さ
れ
た
玄
峰
老
師
を
ご
紹
介
す

る
に
は
と
て
も
紙
幅
が
足
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
お
人
柄
が
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
法
事
の
塔
婆
サ
イ
ズ
変
更
に
つ
い
て

　
現
住
職
に
な
っ
て
か
ら
、
一
周
忌
以
降
の

法
事
で
は
写
真
左
側
の
五
尺
塔
婆
を
使
用
し

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
先
住
職
の
頃
は
塔
婆

は
施
主
家
が
仏
具
屋
で
購
入
し
、
当
日
筆
や

墨
を
用
意
し
て
い
た
手
間
を
省
く
と
共
に
、

塔
婆
料
に
よ
る
収
入
増
を
目
指
し
た
か
ら
で

す
が
、
昨
今
は
塔
婆
は
不
要
と
い
う
方
も
あ

る
の
で
、
今
後
は
回
忌
に
関
わ
ら
ず
全
て
右

側
の
三
尺
塔
婆
に
統
一
し
無
料
と
し
ま
す
。

お
寺
の
掲
示
板

ぎ
ょ
く
　
で
い
ち
ゅ
う
　   

あ
　
　
　
　
き
よ



　
今
月
久
々
に
布
教
勉
強
会
が
開
か
れ
る
の

で
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
表
題
に
つ
い
て
話

を
す
る
よ
う
に
、
と
の
課
題
を
頂
き
ま
し
た
。

　
国
語
辞
典
で
「
お
お
ら
か
」
を
調
べ
る
と
、

①（
人
柄
が
）
ゆ
っ
た
り
し
て
い
て
、
細
か

い
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
い
さ
ま
。

②
多
い
さ
ま
。
た
く
さ
ん
。「
飯
・
酒
・
く

だ
も
の
ど
も
な
ど
ー
に
し
て
食
べ
」
／
宇
治

拾
遺
物
語
﹇
②
が
原
義
﹈
と
あ
り
、
現
代
で

は
寛
容
・
寛
大
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
「
お

お
ら
か
」
は
、
実
は
元
々
「
大
ら
か
・
多
ら

か
」
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
だ
っ
た
こ
と
が
判

り
ま
す
。

　
確
か
に
、
資
産
家
で
あ
れ
ば
少
々
の
出
費

に
目
く
じ
ら
を
立
て
る
必
要
も
無
い
で
し
ょ

う
。
お
金
持
ち
な
ら
「
お
お
ら
か
な
心
」
で

毎
日
を
暮
ら
せ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
一
般
庶
民
が
「
お
お
ら
か
な
心
」

で
生
き
る
に
は
、
一
体
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
？

「
大
い
な
る
も
の
に
い
だ
か
れ
あ
る
こ
と
を

　
　
　
け
さ
ふ
く
風
の
す
ず
し
さ
に
し
る
」

　
こ
れ
は
以
前
に
も
ご
紹
介
し
た
山
田
無
文

老
師
の
歌
で
す
。
無
文
老
師
は
学
生
時
代
、

結
核
に
罹
り
ま
し
た
。
当
時
の
結
核
は
死
の

病
で
す
。
医
者
に
も
見
放
さ
れ
、
一
人
孤
独

に
療
養
し
て
い
た
時
、
ふ
と
、
そ
よ
ぐ
風
か

ら
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
自
分
を
生
か
し

て
く
れ
て
き
た
空
気
と
い
う
大
い
な
る
存
在

に
気
が
つ
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　
な
る
ほ
ど
、
無
文
老
師
ほ
ど
で
は
な
い
に

せ
よ
、
病
気
に
な
っ
て
は
じ
め
て
判
る
健
康

の
有
り
難
さ
等
、
失
っ
て
か
ら
気
が
つ
く
あ

た
り
前
の
有
り
難
さ
、
と
い
う
の
は
誰
し
も

経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
筈
で
す
。

　
と
は
言
え
、「
喉
元
過
ぎ
れ
ば
熱
さ
を
忘

れ
る
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
時
の
殊

勝
な
心
が
け
も
い
つ
の
間
に
か
忘
れ
て
し
ま

う
の
が
我
々
凡
夫
で
す
。
特
に
最
近
は
再
び

大
き
な
戦
争
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
心

配
で
す
が
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
今

の
私
達
が
ど
れ
ほ
ど
幸
福
で
恵
ま
れ
て
い
る

か
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
ベ
ト
ナ
ム
人
禅
僧
の
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・

ハ
ン
師
が
92
年
に
来
日
し
た
際
、
通
訳
を
務

め
た
曹
洞
宗
の
藤
田
一
照
師
は
、
別
れ
際
に

「There is no w
ay to happiness.

H
appiness is the w

ay.

（
幸
せ
へ
の
道

は
な
い
。
幸
せ
が
道
で
あ
る
。）」
と
書
か
れ

た
色
紙
を
貰
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
、
藤
田

師
は
「
今
は
苦
し
い
け
れ
ど
い
ず
れ
幸
せ
に

成
れ
る
だ
ろ
う
」
と
頑
張
っ
て
い
た
そ
う
で

す
が
、
そ
れ
ま
で
の
「
自
分
が
頑
張
っ
て
何

か
を
手
に
入
れ
る
」
と
い
う
発
想
を
変
え
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
藤
田
師
は
「
打
楽
器
は
置
く
床
で
音

が
変
わ
る
。
観
客
の
服
装
で
も
音
が
変
わ
る
。

楽
器
だ
け
で
音
が
鳴
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

同
様
に
、
人
間
も
自
分
一
人
で
生
き
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
周
囲
の
人
や
環
境
も
含
め
て

は
じ
め
て
今
の
自
分
が
あ
る
。
な
の
で
坐
禅

も
坐
っ
て
い
る
人
だ
け
で
な
く
、
床
も
坐
禅
、

空
気
も
坐
禅
し
て
い
る
と
理
解
し
な
い
と
い

け
な
い
」
と
も
仰
っ
て
い
ま
す
。

　「
幸
福
は
自
分
が
努
力
し
て
手
に
入
れ
る

も
の
」
と
い
う
発
想
で
は
、
永
遠
に
満
足
は

得
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
今
の

自
分
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
沢
山
の
存
在
に

気
が
つ
く
こ
と
が
出
来
て
、
人
は
は
じ
め
て

幸
福
と
な
り
、
原
義
通
り
「
大
ら
か
・
多
ら

か
な
心
」
で
生
き
て
い
け
る
の
で
し
ょ
う
。

　「
お
お
ら
か
な
心
」
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