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令
和
三
年
六

月
四
日
に
宗

祖
伝
教
大
師
最

澄
さ
ま
の
ご
命

日
を
迎
え
、
七

月
一
日
、
群
馬

教
区
多
野
部
浄

法
寺
に
お
い
て
、

祖
師
先
徳
鑽
仰

大
法
会
伝
教
大
師

一
千
二
百
年
大
遠
忌
御
祥
当
群
馬

教
区
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
当
初
の
予
定
で
は
、
五
月

二
十
八
日
に
奉
修
す
る
予
定
で
し

た
が
、
群
馬
県
ま
ん
延
防
止
等
重

点
措
置
適
用
の
為
七
月
一
日
に
延

期
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
雨
天
が
心
配
さ
れ
ま
し

た
が
、
仏
さ
ま
及
び
伝

教
大
師
さ
ま
の
ご
加
護

に
て
、
雨
も
あ
が
り
、

伝
教
大
師
金
色
御
尊
像

前
に
て
、
群
馬
教
区
三

浦
祐
俊
宗
務
所
長
を
大

導
師
、
緑
野
智
彦
浄
法

寺
御
住
職
を
副
導
師
、

教
区
内
諸
大
徳
約
六
十

名
御
出
仕
の
も
と
常
行

三
昧
を
奉
修
し
、
宗
祖

伝
教
大
師
へ
の
報
恩
謝

徳
を
伝
え
、
あ
わ
せ
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
を
祈
念

し
ま
し
た
。

祖師先徳鑽仰大法会祖師先徳鑽仰大法会

群馬教区法要奉修群馬教区法要奉修
伝教大師一千二百年大遠忌御祥当伝教大師一千二百年大遠忌御祥当

　
コ
ロ
ナ
禍
で
暇
つ
ぶ
し
に
テ
レ

ビ
を
見
る
時
間
が
増
え
て
い
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
を
見
て
い
る
と
、
カ
ツ
ラ・

毛
生
え
薬
、
膝
や
肩
の
痛
み
に
効

く
薬
、
元
気
に
な
る
薬
等
々
が
紹

介
さ
れ
て
、
少
子
高
齢
化
時
代
を

反
映
し
て
い
ま
す
。
お
墓
参
り
に

や
っ
て
来
る
お
年
寄
り
を
見
る
と
、

杖
を
突
い
た
人
を
多
く
見
か
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
杖
の

多
く
は
、
一
本
の
棒
状
で
す
。
で

す
が
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
杖
の
先

（
石
突
き
）
が
三
つ
叉
に
な
っ
た
物

が
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
病
院
へ
行
く
と
、
杖

の
先
が
四
つ
叉
に
な
っ
た
も
の
を

突
い
た
人
も
見
か
け
ま
す
。
棒
状

の
物
よ
り
ず
っ
と
安
定
し
て
い
る

た
め
、
安
心
し
て
歩
行
で
き
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
三
つ
叉
や
四
つ
叉
の
杖
を
見
か

け
る
の
は
、
そ
う
昔
の
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
安
・
鎌
倉
期

の
絵
巻
物
に
、
何
と
二
叉
の
杖
を

突
い
た
老
人
の
姿
が
描
か
れ
て
お

り
ま
す
。
現
代
の
よ
う
に
、
材
質

が
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
で
あ
る
訳
で
な

く
、
立
木
の
二
叉
に
な
っ
た
枝
を

切
り
落
と
し
て
杖
に
し
た
も
の
で

し
ょ
う
。

　
平
安
時
代
等
は
、
家
の
中
に
ト

イ
レ
が
な
く
、
貴
族
は
部
屋
の
中

に
漆
塗
り
の
オ
マ
ル
を
置
い
て
用

を
足
し
、
内
容
物
は
鴨
川
に
放
り

投
げ
て
い
た
よ
う
で
す
。
庶
民
は
、

家
か
ら
出
て
、
往
来
で
用
を
足
し

て
い
ま
し
た
。
餓
鬼
が
こ
の
糞
尿

を
食
べ
よ
う
と
群
が
っ
て
い
る
様

子
が
「
餓
鬼
草
紙
」
と
い
う
絵
巻

物
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中

で
、
一
番
左
に
い
て
用
を
足
し
て

い
る
老
人
の
突
い
て
い
る
杖
が
二

叉
で
す
、
し
か
も
、
握
り
の
部
分

が
「
丁
字
型
」
に
な
っ
て
持
ち
や

す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
時
代
の
「
信
貴
山
縁
起
絵

巻
」
で
も
、
別
れ
た
弟
を
探
し
求

め
る
姉
の
尼
公
が
出
会
う
老
人
も

握
り
が
「
丁
字
型
」
で
二
叉
の
杖

を
突
い
て
い
ま
す
が
、
尼
公
は
一

本
の
棒
状
で
す
。

　
そ
し

て
、
東
大

寺
千
手
堂

厨
子
壁
面

に
描
か
れ

る
鎌
倉
時

代
の
「
観

人
間
と
し
て
の
責
務

群
馬
教
区
議
会
議
長

竹
村
　
興
肇

　
近
年
、
葬
儀
を
し
て
思
う
こ
と
は
、
何

の
た
め
に
行
う
の
か
、
考
え
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
。
目
的
を
考
え
な
い
で
、
方

法
だ
け
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

喪
主
は
、
何
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か

ら
ず
、葬
儀
社
任
せ
に
す
る
。
葬
儀
社
は
、

通
夜
・
葬
儀
・
告
別
式
・
初
七
日
・
火
葬

の
形
式
化
さ
れ
た
儀
式
を
行
う
。
マ
ナ
ー

や
し
き
た
り
を
重
ん
じ
て
、
内
容
に
つ
い

て
は
、
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
通
夜
は
、
死
者
を
葬
る
前
に
遺
体
の
側

で
終
夜
守
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
死
体

を
見
守
る
と
い
う
行
為
の
背
後
に
あ
る
考

え
は
何
か
、
通
夜
の
ま
え
に
行
う
湯
灌
の

目
的
は
何
か
、
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
葬
送
儀
式
の
目
的
、
死
体
の
処
理
・

魂
（
霊
魂
＝
魂
魄
）
の
処
理
・
人
間
関
係

の
処
理
に
つ
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
忌
中
と
喪
中
の
違
い
に
つ
い
て
理

解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
中
陰
忌
・
年

忌
法
要
の
目
的
に
つ
い
て
、
理
解
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
魂
（
人
の
精
神

を
つ
か
さ
ど
る
気
）
魄
（
人
の
肉
体
を
つ

か
さ
ど
る
気
）
の
魄
に
つ
い
て
は
、
全
く

理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
焼
骨
は
魄
に
当
た
る
と
思
う
が
、
一

般
的
に
は
物
質
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
。
人
間
を
燃
や
し
た
灰
と
他
の
物
を
燃

や
し
た
灰
は
同
じ
だ
ろ
う
か
。
焼
骨
や
遺

骨
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
世
間
で
取
り

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

群
馬
教
区
　
　
　

伝
道
師
会
連
盟
会
長

嶋
田
　
　
仁

　
令
和
二
年
度
の
理
事
会
に
お
い
て
、
先

の
伝
道
師
会
連
盟
会
長
・
大
谷
卓
彌
さ
ん

を
は
じ
め
、
役
員
皆
様
方
の
ご
推
薦
を
い

た
だ
き
、
大
任
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
微
力
で
す
が
、
教
区
伝

道
師
会
連
盟
の
発
展
の
た
め
頑
張
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
皆
様
方
の
ご
指
導
ご
鞭
撻

の
ほ
ど
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
昨
年
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た

め
、
ほ
と
ん
ど
の
事
業
が
中
止
と
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
知
恵
を
出
し
て
乗
り
越
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
災
害
は
忘
れ
た

と
き
に
や
っ
て
来
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

毎
年
世
界
の
ど
こ
か
で
、
地
球
儀
を
み
て

北
半
球
、
南
半
球
に
分
け
て
も
、
大
な
り

小
な
り
災
害
は
や
っ
て
参
り
ま
す
。「
備

え
る
心
」
を
持
つ
と
共
に
、
そ
の
都
度
、

そ
の
都
度
、「
現
状
の
中
で
何
が
で
き
る

か
」
を
検
討
し
、
少
し
ず
つ
で
も
前
進
し

て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　
間
も
な
く
お
盆
を
迎
え
ま
す
が
、
お
盆

は
ご
先
祖
様
の
供
養
で
、
年
一
回
で
も
自

分
の
歴
史
で
あ
る
ご
先
祖
様
の
墓
参
を
す

る
と
、
何
と
も
言
え
な
い
楽
し
い
気
分
に

な
る
の
で
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
ね
。

　
以
前
、
菩
提
寺
で
あ
る
龍
蔵
寺
の
境
内

墓
地
を
、
伝
道
師
に
て
清
掃
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
時
代
が
変
化
す

る
中
で
、「
お
墓
の
掃
除
は
各
自
が
や
れ

ば
よ
い
」
と
の
声
も
上
が
っ
た
の
で
、
現

在
は
そ
う
し
た
活
動
を
控
え
て
い
ま
す

が
、
自
分
の
ご
先
祖
様
だ
け
で
な
く
、
他

家
ご
先
祖
様
に
も
奉
仕
を
す
る
と
、
心
が

ざ
た
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
と
し
て

の
心
が
消
失
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

葬
送
儀
式
は
、
宗
教
が
誕
生
す
る
以

前
か
ら
、
人
間
の
文
化
と
し
て
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
お
盆
と
お
彼
岸
の
墓
参
り
の
趣
旨
、

お
盆
と
正
月
の
趣
旨
等
の
違
い
は
何

か
。
葬
送
儀
式
や
先
祖
供
養
の
趣
旨

は
、
現
在
自
分
が
存
在
す
る
こ
と
の

感
謝
で
あ
る
。
こ
の
感
謝
を
通
し
て
、

自
分
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
を
考
え
る

こ
と
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
自
分
に

課
せ
ら
れ
た
責
務
は
、
命
の
継
承
と

人
間
と
し
て
の
文
化
の
継
承
で
あ
る

と
考
え
る
。
紙
面
の
都
合
で
言
葉
足

ら
ず
の
文
章
で
す
が
、
人
間
と
し
て

の
生
き
方
を
考
え
て
欲
し
い
と
思
い

ま
す
。

洗
わ
れ
、
一
層
清
々
し
い
気
持
ち
で
お

盆
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
わ
が
国
の
有
名
な
子
守
唄
に
つ
い

て
、こ
ん
な
話
が
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

～
そ
の
唄
は
、
昔
む
か
し
、
あ
る
大

店
の
お
手
伝
い
さ
ん
が
、
お
盆
に
は
、

自
分
の
故
郷
に
〈
里
帰
り
〉
し
て
帰

る
楽
し
み
を
歌
っ
た
も
の
だ
…
。

　
う
ろ
覚
え
で
す
が
、
頭
の
片
隅
に
、

そ
の
子
守
唄
の
、
哀
調
を
帯
び
た
歌

詞
と
メ
ロ
デ
ィ
が
浮
か
び
ま
す
。

　
♪
「
お
ど
ま
盆
ぎ
り
　
盆
ぎ
り
、

盆
か
ら
先
や
、
お
ら
ん
ど
。
盆
が
早

よ
来
り
ゃ
、
早
よ
も
ど
る
」

　
さ
て
、去
る
七
月
上
旬
、静
岡
県
熱
海

市
に
お
い
て
、土
石
流
に
よ
る
大
き
な
災

害
が
発
生
し
ま
し
た
。被
災
地
の
皆
様
に

心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
、一
日
も
早

い
復
興
を
ご
祈
念
い
た
し
ま
す
。 富岡部 金剛院

榎本 義法 師

十
二
月
十
六
日

令
和
二
年

非法人 心月院

髙橋 美清 師

十
二
月
十
六
日

令
和
二
年

世良田部 東楊寺

三輪 眞章 師

五
月
二
十
一
日

令
和
三
年

西前橋部 長松寺

長 諒順 師

六
月
十
九
日

令
和
三
年

新
住
職
紹
介

新
編
集
委
員大

沢 

亮
智

世
良
田
部 

長
光
寺

三
輪 

眞
洞 

師

世
良
田
部 

東
楊
寺

示 

寂

令
和
三
年
四
月
十
日

　
昨
年
か
ら
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
予
定

さ
れ
て
い
た
行
事
や
活
動
等
が
、

出
来
な
い
状
況
で
す
。

　
今
ま
で
経
験
し
た
事
の
な
い
制

限
や
制
約
の
あ
る
生
活
を
強
い
ら

れ
、
私
達
の
身
や
心
に
も
多
大
な

影
響
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
期
待
さ
れ
て

い
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
開
始
し
ま

し
た
。
接
種
の
対
象
は
、
医
療
従

事
者
や
福
祉
関
係
、
高
齢
者
の
方

が
優
先
の
為
、
全
国
民
に
接
種
が

出
来
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
先
に
な

り
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
収
束
の
為
に
は
、
も
う
少
し
の

間
、
我
慢
を
す
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
必
ず
や
こ
の
努
力
は
、
私
達

に
良
い
結
果
と
な
り
ま
す
。

　
一
日
で
も
早
く
、
日
常
の
生
活

に
戻
れ
る
事
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

音
浄
土
図
」
に
は
、
山
の
上
に
い

る
観
音
の
説
法
を
拝
聴
し
よ
う
と
、

従
者
を
伴
っ
て
山
頂
を
目
指
す
老

人
も
同
じ
よ
う
に
二
叉
の
杖
を
突

き
、握
り
部
分
が「
丁
字
型
」で
す
。

　
東
大
寺
は
、
教
科
書
に
も
登
場

す
る
四
天
王
像
を
安
置
す
る
「
戒

壇
院
」
が
耐
震
工
事
の
た
め
非
公

開
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り

に
近
く
の
千
手
堂
が
期
間
限
定

（
令
和
二
年
七
月
か
ら
三
年
間
）
で

公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、「
観

音
浄
土
図
」
は
本
尊
の
後
壁
面
に

描
か
れ
て
い
る
た
め
、
見
る
こ
と

が
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
拝
観
中

止
の
時
も
あ
り
ま
す
の
で
、
東
大

寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て

か
ら
の
お
参
り
を
お
勧
め
し
ま
す
。

私
の
お
勧
め
は
、
十
月
五
日
の

「
転て

が
い
え
害
会
」
で
す
。
勧
進
所
の
仏
像

と
神
像
が
拝
観
で
き
る
唯
一
の
日

だ
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
「
鳥
獣
戯
画
」
に
も
二
叉

の
杖
を
突
い
た
カ
エ
ル
が
い
ま
す
。

　
紹
介
し
て
き
た
こ
れ
ら
の
杖
は

鹿か
せ
づ
え杖
と
呼
ば
れ
、
親
鸞
聖
人
の
お

姿
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
上
の
部
分
に
鹿
の
角

を
つ
け
た
杖
も
あ
り
、
こ
れ
で
有

名
な
の
は
空
也
上
人
像
で
す
。「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え
る
と
口
か

ら
仏
が
飛
び
出
し
て
き
た
と
言
わ

れ
、
そ
の
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
絵
巻
物
か
ら
、
現
代
に
も
通
ず

る
昔
の
生
活
の
様
子
が
う
か
が
え

る
の
は
興
味
深
く
、
い
ず
れ
の
時

代
に
お
い
て
も
、人
は
安
全・安
心・

健
康
な
生
活
を
願
い
、
そ
し
て
神

仏
に
祈
る
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。



三浦宗務所長挨拶

北前橋部 龍藏寺富岡部 光明院 北群馬部 金蔵寺世良田部　長楽寺

法要の風景

伝達式

山門から眺める本堂

本尊 阿弥陀如来座像（鎌倉時代）

観音祭りの日 獅子舞の奉納

梵鐘（江戸時代）鐘楼堂（戦後再建）

北前橋部　珊瑚寺

群 馬 天 台2021年／令和 3年 8月 1日 第 87 号

一隅を照らそう

群 馬 天 台2021年／令和 3年 8月 1日 第 87 号

一隅を照らそう

シ
リ
ー
ズ
群
馬
の
寺
々 

第
四
十
八
回

　
宗
祖
伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠

忌
御
祥
当
に
あ
た
り
、
浄
法
寺
御
住

職
様
の
御
理
解
を
頂
き
、
浄
法
寺
金

色
御
尊
像
前
に
て
群
馬
教
区
諸
大
徳

各
位
と
多
野
部
伝
道
師
の
皆
様
と
共

に
、
報
恩
謝
徳
の
思
い
を
込
め
て
、

お
勤
め
が
で
き
ま
し
た
こ
と
、
誠
に

有
り
難
く
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
教
区
内
外
の
皆
様
よ
り
御

尊
像
等
の
保
守
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
お

い
て
、多
額
の
浄
財
を
賜
っ
て
お
り
、

併
せ
て
心
よ
り
御
礼
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　
本
日
、
御
祥
当
法
要
が
円
成
と

な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
よ
り
御
尊
像
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
に
は
い
り
、
秋
に
は
綺
麗
に
美

し
く
な
ら
れ
た
御
尊
像
前
に
て
、

伝教大師大遠忌御祥当日伝教大師大遠忌御祥当日6月4日

多
野
部

瑠
璃
山
悉
除
院

普
賢
寺

高
崎
市
吉
井
町
多
比
良
二
二
八
二

住
職 

竹
原 

春
祥

　
四
月
五
日
、
群
馬
教
区
宗
務

所
に
お
い
て
、
新
た
に
住
職
に

就
任
し
た
各
位
へ
の
、〈
住
職

任
命
辞
令
伝
達
式
〉
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
新
規
任
命
の
住
職
に
お
い
て

も
、総
本
山
に
て
行
わ
れ
る〈
住

職
任
命
辞
令
親
授
式
〉
に
て
、

座
主
猊
下
よ
り
辞
令
を
賜
る
定

め
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
昨

群
馬
教
区
法
要 

挨
拶

群
馬
教
区
法
要 

挨
拶

伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌

群
馬
教
区
檀
信
徒
伝
道
師
の
皆
様
と
再

び
大
遠
忌
法
要
を
勤
め
た
い
と
願
っ
て

お
り
ま
す
。

　
諸
大
徳
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

今
後
も
引
き
続
き
教
区
事
業
に
絶
大
な

る
ご
理
解
ご
支
援
の
程
を
お
願
い
申
し

上
げ
、
御
礼
の
言
葉
と
致
し
ま
す
。

　
本
日
は
梅
雨
時
の
天
候
不
順
の
中

を
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

群
馬
教
区
第
十
八
代
宗
務
所
長
　 

三
浦
　
祐
俊

　
自
ら
刻
ま
れ
た
薬
師
如
来
ご
宝
前

に
「
不
滅
の
法
灯
」
を
供
え
ら
れ
、
法

華
一
乗
の
教
え
に
立
脚
し
た
理
想
的
な

社
会
の
建
設
を
目
指
さ
れ
た
天
台
宗
開

祖
・
伝
教
大
師
最
澄
さ
ま
の
千
二
百
年

大
遠
忌
ご
祥
当
を
迎
え
ま
し
た
。

　
令
和
三
年
七
月
一
日 

本
日
、
群

馬
教
区
浄
法
寺
に
お
い
て
教
区
内
天

台
宗
徒
出
仕
の
も
と
「
伝
教
大
師

一
千
二
百
年
大
遠
忌
報
恩
法
要
」
を

厳
修
さ
れ
ま
す
こ
と
に
際
し
一
言
ご

挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ご
承
知
の
通
り
天
台
宗
で
は
、
平

成
二
十
四
年
よ
り
令
和
五
年
迄
を
祖

師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
期
間
と
定
め
、

平
成
二
十
四
年
に
は
天
台
教
学
を
確

立
さ
れ
た
第
三
代
天
台
座
主
の
慈
覚

大
師
円
仁
一
千
百
五
十
年
御
遠
忌
、

平
成
二
十
八
年
に
は
浄
土
信
仰
の
祖

と
い
わ
れ
る
恵
心
僧
都
源
信
一
千
年

御
遠
忌
、
ま
た
同
年
に
は
伝
教
大
師

最
澄
生
誕
一
千
二
百
五
十
年
の
慶
讃

法
要
、
さ
ら
に
平
成
二
十
九
年
に
は

千
日
回
峯
行
の
始
祖
・
建
立
大
師
相

応
和
尚
一
千
百
年
御
遠
忌
を
迎
え
、

そ
の
ご
恩
に
報
い
る
法
要
や
様
々
な

記
念
事
業
を
奉
修
し
て
参
り
ま
し
た
。

　
伝
教
大
師
は
「
私
は
こ
の
世
に
何
度

で
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
き
た
い
。
再
び

生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
、
仏
教
を
学
び
、

一
乗
の
教
え
を

こ
の
世
に
弘
め

た
い
」
と
御
遺

戒
に
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
本
日
、
群

馬
教
区
伝
教

大
師
一
千
二
百

年
大
遠
忌
法

要
に
集
う
僧

侶
並
び
に
関

係
さ
れ
る
皆
さ
ま
、
そ
し
て
ま
だ
ま
だ

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
途
中
で

苦
難
の
日
々
を
過
ご
し
て
お
ら
れ
る

方
々
、
さ
ら
に
は
世
界
に
蔓
延
す
る
疫

病
と
戦
う
人
々
に
・
・
・

「
人
々
を
救
済
す
る
た
め
に
、
最
澄
さ

ま
は
私
た
ち
そ
し
て
貴
方
の
側そ

ば

に
お

ら
れ
ま
す
。
共
に
正
し
い
修
行
に
努つ

と

め
、
自
ら
の
心
の
中
の
仏
性
を
磨
き

ま
し
ょ
う
」。

伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌

伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌

群
馬
教
区
法
要
　
宗
務
総
長
メ
�
セ
�
ジ

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局 

局
長
　

天
台
宗
　
宗
務
総
長 

　
阿
部  

昌
宏

県内各寺院にても法要を奉修しました。

中
略

『
住
職
任
命
辞
令
伝
達
式
』開
催

『
住
職
任
命
辞
令
伝
達
式
』開
催

　
二
月
八
日
、
群
馬
教
区
宗
務

所
に
お
い
て
、〈
大
僧
正
・
権

大
僧
正
補
任
辞
令
伝
達
式
〉
並

び
に〈
群
馬
教
区
古
希
祝
賀
会
〉

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
長
年
に
わ
た
る
多
大
な
る
功

績
が
認
め
ら
れ
、
大
僧
正
・
権

大
僧
正
に
昇
補
さ
れ
た
方
々
に

対
し
て
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
総

年
来
の
感
染
症
流
行
の
状
況

下
、
同
式
典
が
中
止
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
教
区
宗
務
所
長
よ

り
辞
令
伝
達
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
式
に
お
い
て
は
、
座
主
猊
下

よ
り
賜
っ
た
〈
住
職
任
命
辞

令
〉
が
、
三
浦
祐
俊
宗
務
所
長

よ
り
、
八
名
の
新
命
住
職
へ
伝

達
さ
れ
、
併
せ
て
、
一
宗
よ
り

の
就
任
記
念
品
が
、
各
位

へ
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
三
浦
宗
務
所
長

よ
り
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
の

に
対
し
、
新
命
住
職
一
同
を

代
表
し
て
小
出
行
観
師
（
西

群
馬
部・東
光
院
住
職
）
が
、

御
礼
の
挨
拶
と
新
住
職
と
し

て
精
進
を
誓
う
決
意
を
述
べ

ま
し
た
。

　
こ
の
度
、
新
た
に
住

職
に
就
任
さ
れ
た
の
は

本
山
に
て
座
主
猊
下
よ
り
辞
令

ご
親
授
を
賜
る
決
ま
り
と
な
っ

て
お
り
ま
す
が
、
い
ま
だ
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
収

束
が
見
通
せ
な
い
状
況
下
、
令

和
二
年
度
に
つ
い
て
は
、
特
例

と
し
て
各
教
区
宗
務
所
長
よ
り

辞
令
伝
達
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
古
希
を
迎
え
ら
れ

た
教
区
内
ご
住
職
に
対
し

て
は
、
例
年
、
教
区
新
年

総
会
に
お
い
て
祝
意
伝
達

を
致
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

同
様
理
由
に
て
新
年
総
会

の
開
催
が
見
送
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
度
の
式
典

開
催
と
な
っ
た
次
第
で
す
。

　
式
典
に
お
い
て
は
、
座

主
猊
下
よ
り
賜
っ
た
大
僧

正
・
権
大
僧
正
の
補
任
辞

令
が
、
三
浦
祐
俊
宗
務
所

長
よ
り
、
昇
補
さ
れ
た
八

名
の
方
々
へ
伝
達
さ
れ
、

続
い
て
、
古
希
を
迎
え
ら

れ
た
十
名
の
方
々
へ
の
教

区
記
念
品
が
、
同
じ
く
三

浦
宗
務
所
長
よ
り
贈
呈
さ

れ
、
ご
臨
席
の
来
賓
を
代

表
し
て
、
門
倉
政
仁
「
一

隅
を
照
ら
す
運
動
」
群
馬

教
区
本
部
会
長
よ
り
、
祝

辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
を
受
け
、
補
任

者
一
同
を
代
表
し
て
高
木

照
範
師
（
桐
生
部
・
覺
成

寺
住
職
）
が
、
祝
賀
者
一

同
を
代
表
し
て
林
祐
進
師

（
南
前
橋
部
・
光
琳
寺
住
職
）

が
、
そ
れ
ぞ
れ
挨
拶
を
さ

れ
、
両
師
は
コ
ロ
ナ
禍
の

中
で
の
式
典
開
催
に
感
謝

の
意
を
表
す
と
共
に
、「
一

隅
を
照
ら
す
」
精
神
を
今

後
も
広
め
て
ゆ
く
決
意
を

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
の
八
名
の
方
々
で
す
。（
就
任

年
月
日
順
）

多
野
部
普
賢
寺
　
竹
原
春
祥
師

西
群
馬
部
東
光
院
　
小
出
行
観
師

多
野
部
千
手
院
　
野
平
修
眞
師

伊
勢
崎
部
圓
勝
寺
　
布
施
祐
恵
師

南
前
橋
部
善
光
寺
　
宮
本
匡
順
師

下
仁
田
部
永
壽
寺
　
大
河
原
覚
俊
師

下
仁
田
部
觀
福
寺
　
大
河
原
康
俊
師

富
岡
部
金
剛
院
　
榎
本
義
法
師

『
大
僧
正
・
権
大
僧
正
　

『
大
僧
正
・
権
大
僧
正
　

　
　
　
　
補
任
辞
令
伝
達
式
』

　
　
　
　
補
任
辞
令
伝
達
式
』

『
群
馬
教
区
古
希
祝
賀
会
』開
催

『
群
馬
教
区
古
希
祝
賀
会
』開
催

　
令
和
二
年
度
に
お
け
る
、
大
僧

正
・
権
大
僧
正
補
任
者
、
並
び
に
、

古
希
祝
賀
者
は
次
の
方
々
で
す
。

◎
大
僧
正
（
座
次
順
）

桐
生
部
覺
成
寺
　
高
木
照
範
師

高
崎
部
薬
王
寺
　
千
葉
照
勲
師

◎
権
大
僧
正
（
座
次
順
）

下
仁
田
部
常
光
寺
　
市
川
周
観
師

桐
生
部
世
音
寺
　
小
方
文
憲
師

下
仁
田
部
安
養
院
　
市
川
祐
純
師

北
群
馬
部
興
禅
寺
　
権
頭
俊
澄
師

伊
勢
崎
部
正
観
寺
　
觀
月
祐
真
師

桐
生
部
最
勝
寺
　
林
　
行
弘
師

◎
古
希
祝
賀
者
（
生
年
月
日
順
）

世
良
田
部
永
徳
寺
　
小
林
静
順
師

高
崎
部
萬
福
寺
　
小
出
行
貴
師

桐
生
部
世
音
寺
　
小
方
文
憲
師

桐
生
部
觀
音
寺
　
角
田
興
憲
師

北
前
橋
部
安
楽
寺
　
大
澤
祐
敬
師

下
仁
田
部
慈
眼
寺
　
中
泉
玄
洋
師

桐
生
部
長
昌
寺
　
林
　
祐
秀
師

南
前
橋
部
光
琳
寺
　
林
　
祐
進
師

桐
生
部
天
王
院
　
小
林
静
伸
師

下
仁
田
部
清
泉
寺
　
池
ノ
谷
正
寛
師

　
当
山
は
高
崎
市
最
南
東
に

位
置
し
、
平
安
時
代
延
喜
年

間
（
九
〇
一
～
九
二
三
）
比

叡
山
　
第
十
三
世
座
主
法
姓

房
尊
意
和
尚
が
布
教
の
際
に

当
地
（
多
比
良
中
城
）
に
庵

を
開
創
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
後
、
永
禄
六
年
甲
斐

の
武
田
信
玄
の
箕
輪
城
攻
略

の
折
に
牛
伏
山
の
「
一
郷
山

城
」
普
賢
寺
北
に
位
置
し
た

「
新
堀
城
」
が
兵
火
に
焼
か

れ
た
時
に
本
寺
も
類
焼
し
た

と
「
箕
輪
軍
記
」
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
貞
享
年
間
に
第
三
十
世
存

秀
和
尚
、
第
三
十
一
世
秀
伝

和
尚
が
本
堂
（
現
存
）
を
再

建
、
中
興
開
山
さ
れ
た
。

　
本
尊
は
、
山
号
か
ら
薬
師

如
来
で
あ
っ
た
が
、
浄
土
教

の
隆
盛
で
現
在
の
「
阿
弥
陀

如
来
」
に
な
っ
た
。

　
鐘
楼
堂
・
山
門
等
は
第

三
十
二
世
秀
順
和
尚
代
に
堂

宇
完
成
。
鐘
楼
堂
の
梵
鐘
は

江
戸
時
代
秀
順
和
尚
が
建
立
。

　
鐘
楼
堂
は
昭
和
十
三
年
に

第
三
十
九
世
実
觀
和
尚
代
に

再
建
。

　
梵
鐘
は
大
戦
中
に
供
出

さ
れ
た
が
戦
後
に
再
鋳
造

さ
れ
た
。

　
宝
物
に
法
華
経
六
巻
、
内

一
巻
は
菅
原
道
真
筆
と
奈
良

時
代
の
写
経
と「
多
胡
砂
子
」

県
史
料
集
に
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
写
経

を
疫
病
が
流
行
し
た

際
に
病
人
に
一
片
ず

つ
飲
ま
せ
た
と
言
い

継
が
れ
て
い
る
。

　
本
尊
の
阿
弥
陀
如

来
座
像
は
鎌
倉
時

代
。
他
に
、
吉
野
時
代
や
室

町
時
代
の
仏
像
が
安
置
さ
れ

て
い
る
。

　
境
内
に
は
、
芭
蕉
句
碑
や

石
碑
な
ど
も
建
立
。

　
主
な
行
事
と
し
て
は
、
四

月
の
観
音
祭
日
に
、『
十
一

面
観
音
厄
除
け
護
摩
供
養
』

を
奉
修
し
て
い
る
。

　
併
せ
て
、
地
元
に
永
年
継

承
さ
れ
て
い
る
多
比
良
獅
子

舞
が
、
季
節
の
桜
や
カ
タ
ク

リ
等
の
咲
く
花
木
の
下
で
例

年
奉
納
さ
れ
る
。
　

「
あ
き
ら
け
く 

後
の
仏
の
御
世
ま
で
も 

　
　
光
り
つ
た
え
よ
　
法
の
と
も
し
び
」


