
　

日
本
人
の
多
く
は
、
弘
法
大
師
さ
ま

が
大
好
き
で
す
。
そ
の
影
響
力
に
よ
り

地
域
差
は
あ
る
も
の
の
「
四
国
」
を
始

め
高
野
山
、
吉
野
か
ら
熊
野
古
道
に
続

く
和
歌
山
・
奈
良
そ
し
て
阪
神
地
方
で

は
お・

大・

師・

さ・

ん・

と
呼
び
、
よ
り
身
近
な

存
在
と
し
て
崇
拝
し
て
い
ま
す
。

　

弘
法
大
師
は
真
言
宗
の
開
祖
で
、
わ

が
国
を
代
表
す
る
一
大
宗
教
家
で
あ
る

と
共
に
、
お
釈
迦
さ
ま
以
来
、
人
間
が

信
仰
の
対
象
と
な
ら
れ
た
稀け

う有
の
方
で
、

ご
入に
ゅ
う
じ
ょ
う定後

は
、
他
の
宗
教
・
宗
派
の
枠

を
超
え
、大
衆
の
間
か
ら
〈
大
師
信
仰
〉

が
興お
こ

り
、
庶
民
の
間
へ
と
広
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。

　

そ
の
形
態
は
大
師
伝
説
、
四・

国・

霊・

場・

回・

り
、
高
野
山
・
弥み

ろ
く
ぼ
さ
つ

勒
菩
薩
信
仰
等
々
、

他
に
例
を
見
な
い
程
民
衆
に
膾か
い
し
ゃ炙

し
、

さ
ら
に
人
々
の
生
活
の
一
部
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。

　
〔
大
師
信
仰
〕
の
超
宗
派
性
・
民
衆
性

の
特
徴
は
、
四
国
霊
場
回
り
に
よ
く
表

わ
れ
、
そ
の
概
要
は
既
会
報
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
に
も
勝
る
」（
湯
川
秀
樹
氏
）
と
称

さ
れ
た
弘
法
大
師
の
信・

行・

に
亘
る
天
賦

の
才
が
宗
教
活
動
の
み
な
ら
ず
、土
木
・

教
育
・
天
文
・
地
理
そ
し
て
文
学
と
広

汎
に
亘
る
社
会
活
動
に
活
か
し
、
貢
献

さ
れ
た
こ
と
、
特
に 〝
い
つ
で
も
ど
こ
へ

で
も
信
仰
す
る
人
と
共
に
有
り
、
そ
の

人
を
救
う【
同
行
二
人
】 〟
と
い
う
約・

束・

請・

願・

が
、
そ
の
中
核
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
四
国
遍
路
を
す
る
人
々
は
、

も
と
よ
り
、
も
て
な
す
側
の
人
達
に
も

〔
大
師
信
仰
〕が
十
分
滲
透
し
て
い
ま
す
。

　

四
国
遍
路
の
主
役
が
修
行
僧
か
ら
庶

民
へ
移
り
変
わ
っ
て
以
来
（
江
戸
元
禄

時
代
以
降
）
一
笠
一
杖
、
死
に
装
束
で

の
旅
を
覚
悟
し
、
遍あ
ま
ねく

路み
ち

を
経
め
ぐ
る

人
達
へ
の
作
法
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま

し
た
。

　

①
霊
場
や
宿
泊
所
で
は
、
心
静
か
に

礼
拝
・
読
経
す
る
。

　

②
足
を
洗
う
前
に
ま
ず
杖
を
清
め
る
。

（
杖
は
大
師
の
化
身
な
り
）
等
々
…

　

そ
の
作
法
の
厳
し
さ
は
、
他
の
霊
場

案
内
記
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

遍
路
巡
り
は
自
ら
の
修
行
、
気
持
ち

を
清
め
る
最
良
の
方
法
で
、
一
生
懸
命

に
祈
る
こ
と
か
ら
功
徳
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
お
遍
路
道
に
は
「
お
接
待
」
と

い
う
風
習
が
あ
り
ま
す
。
お
遍
路
を
公

平
に
受
け
入
れ
て
、
も
て
な
す
こ
と
で

す
が
無
償
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
、
一

般
に
言
わ
れ
て
い
る
「
接
待
」
と
は
大

き
く
異
な
り
、
道
す
じ
の
人
達
が
お・

に・

ぎ・

り・

や
み・

か・

ん・

や
飴・

を
施ほ

ど
こし

、
湯
茶
を

も
て
な
し
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
も
と

死
者
を
供
養
す
る
門か
ど
ち
ゃ茶

の
慣
習
が
お
大

師
さ
ま
へ
の
報
恩
感
謝
の
気
持
に
結
び

つ
い
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
ま
す
。

　

古
来
、
農
耕
民
族
で
あ
る
日
本
人

は
、
大
自
然
の
恩
恵
と
厳
し
さ
に
順
応

し
、神
仏
を
崇あ
が

め
、人
々
は
互
い
に
助
け

合
っ
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
遍
路
道
の

人
々
も
同
じ
日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
〈
大

師
信
仰
〉
に
よ
り
深
く
結
び
つ
き
、
自

然
に
〈
お
接
待
〉
の
風
習
が
生
ま
れ
て

き
た
と
推
量
さ
れ
ま
す
。

　

今
、
宗
教
と
い
う
名
の
も
と
に
邪
宗

や
信・

心・

を
利
用
す
る
一
部
の
異
教
徒
が

社
会
に
害
毒
を
ふ
り
ま
い
て
い
ま
す
。

　

弘
法
大
師
の
「
秘ひ
ぞ
う
ほ
う
や
く

蔵
宝
鑰
に

　
〝
佛
法　

在
す
る
が
故
に
人
み
る
眼

を
開
く
。
眼
、
明
ら
か
に
し
て
正
道
を

行
ず
…
…
〟
の
お
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

彼
等
こ
そ
一
度
お
遍
路
に
出
ら
れ
る
こ

と
を
す
す
め
た
い
も
の
で
す
。

　

南な
む
だ
い
し
へ
ん
じ
ょ
う
こ
ん
ご
う

無
大
師
遍
照
金
剛
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別格本山持明院
住職・竹内崇真

　　

会
員
の
皆
様
に
は
、
謹
ん
で
住
職
就

任
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
、
九
月
一
日
よ
り
高
野
山 

別
格

本
山
小
坂
坊 

持
明
院 

第
四
十
五
世
住

職
と
な
り
ま
し
た
、
竹
内
崇そ
う
し
ん真

と
申
し

ま
す
。

　

私
の
略
歴
を
申
し
ま
す
と
、
昭
和

五
十
三
年
七
月
に
先
代
住
職
の
長
男
と

し
て
生
を
受
け
ま
し
た
。

　

平
成
四
年
に
剃
髪
得
度
を
受
け
、

平
成
九
年
に
高
野
山
大
学
入
学
の
後
、

四
度
加
行
を
修
め
、
伝
法
灌
頂
に
入
壇

致
し
ま
し
た
。

　

平
成
十
二
年
に
学
道
修
行
に
入
り
、

平
成
十
三
年
に
高
野
山
大
学
を
卒
業
後
、

今
日
ま
で
持
明
院
へ
奉
職
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

現
在
は
高
野
山
真
言
宗
の
宗
会
議
員

な
ど
、
少
し
の
お
役
を
頂
き
な
が
ら
精

進
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
若
輩
で
浅
学
菲
才
の
身
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
九
〇
〇
年
の
歴
史
あ

る
持
明
院
を
お
預
か
り
さ
せ
て
頂
く
者

と
し
て
、
精
一
杯
精
進
さ
せ
て
い
た
だ

く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
益
々
の

ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
り
た
く
衷
心
よ
り

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
い
つ
も
会
員
の
皆
様
に
は
遠

路
高
野
山
ま
で
ご
参
詣
頂
い
て
お
り
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
、
開
祖
弘
法
大
師
空
海
様
の

御
誕
生
一
二
五
〇
年
の
記
念
の
年
と
な

り
ま
す
。

　

お
大
師
様
は
宝
亀
五
年
（
七
七
四

年
）
に
香
川
県
に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま

し
た
。

　

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
三
年
）
に
唐

の
国
へ
遣
唐
使
と
し
て
渡
り
、
弘
仁
七

年
（
八
一
六
年
）
に
高
野
山
を
修
禅
の

道
場
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

我
々
、
僧
侶
、
檀
信
徒
は
お
大
師
様

の
ご
恩
に
よ
っ
て
仏
様
の
功
徳
を
知
り
、

日
々
に
生
か
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
恩
に
報
い
る
よ
う
修
行
を
し
、

善
い
行
い
を
す
る
こ
と
を
報ほ
う
お
ん
し
ゃ
と
く

恩
謝
徳
と

申
し
ま
す
。

　

お
大
師
様
の
教
え
に
四
恩
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
父
母
の
恩
・
国
王
の

恩
・
衆
生
（
す
べ
て
の
生
き
物
）
の

恩
・
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）
の
恩
で
す
。

　

皆
様
の
な
さ
っ
て
い
る
、
ご
先
祖
供

養
は
こ
の
父
母
の
恩
に
報
い
る
行
で
あ

り
、
三
宝
の
恩
に
報
い
る
行
で
も
あ
り

ま
す
。

　

生
き
て
い
る
と
い
う
事
は
、
た
く
さ

ん
の
恩
を
頂
い
て
い
ま
す
。
生
か
さ
れ

て
い
る
と
い
う
心
を
持
ち
、
感
謝
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　

お
大
師
様
の
御
誕
生
一
二
五
〇
年
に

は
、
高
野
山
で
は
五
月
十
四
日
よ
り
七

月
九
日
ま
で
毎
日
曜
日
に
法
会
が
執
り

行
わ
れ
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
お
大
師

様
の
ご
生
誕
を
お
祝
い
し
、
報
恩
謝
徳

の
心
を
捧
げ
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
吉
祥
の
年
に
お
参
り
を

頂
き
、
お
大
師
様
・
ご
先
祖
様
へ
感
謝

を
致
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌　

　

仏
舎
利
宝
塔
安
置
室
の

　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　

は
す
の
会
事
務
局

　

仏
舎
利
宝
塔
内
に
安
置
致
し
て
お
り

ま
す
ご
位
牌
、
五
輪
塔
、
や
す
ら
ぎ
五

輪
塔
は
会
員
様
に
確
認
頂
き
や
す
い
よ

う
に
、
安
置
室
区
画
ご
と
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
、
別
記
に
あ
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル

参
拝
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、

全
て
の
ご
位
牌
、
五
輪
塔
、
や
す
ら
ぎ

五
輪
塔
の
撮
影
上
、
暗
く
な
っ
て
い
た

箇
所
を
明
る
く
す
る
た
め
に
、
か
な
り

の
照
明
を
交
換
い
た
し
ま
し
た
。
以
前

よ
り
、
よ
り
明
る
く
な
り
故
人
様
ご
先

祖
様
も
寂
し
く
な
い
と
喜
ん
で
お
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。

　

ご
参
拝
に
お

越
し
の
際
に
は

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

就

任
の
ご
挨

拶



ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
供
養
サ
ー
ビ
ス
の
ご
紹
介

　

株
式
会
社
Ｄ
ｉ
ｏ（
デ
ィ
オ
）の
谷
野

と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
、
は
す
の
会
事

務
局
よ
り
弊
社
の
技
術
を
使
っ
て
、
会

員
様
に
向
け
て
画
期
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
た
い
の
で
、
制
作
し
て
ほ
し
い
、

と
ご
依
頼
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

内
容
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
供
養
サ
ー
ビ

ス
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
ど
う

い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
か
ご
紹
介
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

　
現
在
作
成
中
の
も
の
は
、は
す
の
会
様

の
会
員
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、「
仏

舎
利
宝
塔
永
代
供
養
墓
の
お
参
り
」
を

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
体
感
で
き
る
よ

う
に
な
る
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

「
永
代
供
養
墓
」
と
は
、
た
と
え
ど
な

た
も
お
参
り
や
、ご
供
養
の
依
頼
が
で
き

な
く
な
っ
て
も
、
お
寺
が
日
々
欠
か
す
こ

と
な
く
ご
先
祖
の
ご
供
養
と
、
皆
様
の

浄
福
を
お
祈
り
す
る
来
世
の
供
養
墓
で

す
。
皆
様
が
ご
縁
を
頂
い
て
お
り
ま
す
永

代
供
養
は
、
持
明
院
の
高
僧
が
仏
舎
利

宝
塔
礼
拝
室
で
毎
日
、
供
養（
読
経
）し

て
い
る
と
お
聞
き
し
て
お
り
ま
す
。
そ

の
精
神
を
弊
社
の
技
術
で
ど
こ
ま
で
具

現
化
で
き
る
か
、
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

多
く
の
会
員
様
は
春
秋
の
彼
岸
法
要
、

盂
蘭
盆
会
、
ご
命
日
、
年
忌
法
要
の
際

に
、
高
野
山
に
お
越
し
頂
く
か
と
思
い

ま
す
が
、
自
宅
に
い
な
が
ら
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
簡
単
な
操
作
で
、

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
空
間
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

人
工
的
に
作
り
出
し
た
仮
想
空
間
）
で

の
お
参
り
が
で
き
る
の
な
ら
、
喜
ん
で
い

た
だ
け
る
会
員
様
は
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
す
。
現
実
世
界
で
は
、
交

通
の
便
や
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
、

遠
方
へ
の
お
出
か
け
が
難
し
い
方
も
沢
山

お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ル
空
間
を
利
用
す
れ
ば
、よ
り
多
く
の
会

員
様
に
ご
先
祖
様
や
故
人
様
を
偲
ぶ
機

会
が
増
え
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
そ
の
よ

う
な
も
の
を
作
成
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
供
養
は
「
仏
舎
利
宝

塔
」
の
地
上
と
地
下
を
そ
れ
ぞ
れ
３
Ｄ

Ｃ
Ｇ
（
三
次
元
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
ス
）
で
再
現
し
た
空
間
で
行

い
ま
す
。
ま
ず
は
最
先
端
の
、
立
体
物

計
測
用
の
レ
ー
ザ
ー
光
線
を
使
っ
た
ス

キ
ャ
ナ
ー
（
測
定
器
）
に
よ
っ
て
、
対

象
物
の
空
間
位
置
情
報
を
取
得
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
撮
影
し
た
デ
ジ
タ

ル
写
真
を
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
を
使
用

し
た
最
新
の
技
術
に
よ
っ
て
統
合
さ
せ

て
立
体
的
な
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
空
間
モ
デ
ル
を

作
成
し
、
「
仏
舎
利
宝
塔
」
を
再
現
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
地
上
、
地
下
と
も

に
、
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
（
立
体
）
の
動
画
と
し

て
、
自
宅
に
居
な
が
ら
、
「
仏
舎
利
宝

塔
」
に
訪
れ
る
体
験
が
で
き
ま
す
。
流

れ
と
し
て
は
、
仏
舎
利
宝
塔
全
体
の
映

像
か
ら
、
地
上
墓
を
案
内
し
て
、
地
下

に
降
り
、
礼
拝
室
や
安
置
室
へ
ご
案
内

致
し
ま
す
。

　

会
員
様
専
用
の
Ｉ
Ｄ
番
号
と
パ
ス

ワ
ー
ド
を
入
力
頂
く
と
、
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
で

制
作
し
た
「
立
体
仏
舎
利
宝
塔
」
に
入

る
こ
と
が
出
来
、
繰
り
出
し
位
牌
、
五

輪
塔
、
や
す
ら
ぎ
五
輪
塔
が
礼
拝
室
に

ゆ
っ
く
り
と
ま
る
で
光
の
集
合
体
の
様

に
現
れ
、
周
囲
に
は
お
花
が
飾
ら
れ
、

ロ
ー
ソ
ク
が
灯
さ
れ
、
線
香
が
焚
か
れ

ま
す
。
ご
本
尊
の
前
で
読
経
が
唱
え
ら

れ
、
そ
こ
で
お
参
り
が
で
き
る
と
い
う

仕
組
み
で
す
。
ど
の
よ
う
に
時
代
が
移

り
変
わ
ろ
う
と
も
、
人
が
ご
先
祖
様
を

祀
り
、
故
人
を
思
う
気
持
ち
に
変
わ
り

は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
宗
旨
宗
派

を
超
え
、
お
釈
迦
様
の
功
徳
を
多
く
の

人
た
ち
が
拝
受
で
き
、
ご
自
宅
で
い
つ

で
も
好
き
な
時
に
何
度
で
も
お
参
り
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
鋭
意
作
成
中
で
す
。
今
し
ば
ら

く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

こ
こ
ろ
の
玉
手
箱



◆
日
　
時

令
和
５
年
３
月
19
日（
日
）

　

　
　
　
　
12
時
30
分
よ
り

◆
場
　
所

持
明
院
・
本
堂

◆
法
要
料
（
参
加
費
）

無
料（
ご
希
望
に
よ
り
お
布
施
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
）

◆
ご
参
加

自
由
・
予
約
不
要

◆
佛
舎
利
宝
塔
の
参
拝
時
間

午
前
の
部

　
10
時
～
11
時
30
分
ま
で

午
後
の
部

　
法
要
後
～
15
時
30
分

◆
ご
注
意

●
各
自
マ
ス
ク
を
ご
持
参
い
た
だ
き
、
本
堂

　

で
は
ご
着
用
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

　

し
ま
す
。（
お
忘
れ
に
な
っ
た
方
は
ス
タ
ッ
フ
に

　

お
申
し
出
い
た
だ
け
れ
ば
ご
用
意
致
し
ま
す
）

●
密
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
入
場
時

　

間
の
調
整
な
ど
の
入
場
制
限
を
行
う
こ
と

　

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

●
法
要
の
時
間
は
約
40
分
で
、
そ
の
前
後
に

　

仏
舎
利
の
お
参
り
も
で
き
ま
す
。

●
ご
親
族
だ
け
で
な
く
、
ご
友
人
な
ど
も
ご

　

参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

●
当
日
は
12
時
30
分
ち
ょ
う
ど
か
ら
始
ま
り

　

ま
す
の
で
、
15
分
前
ま
で
に
お
越
し
く
だ

　

さ
い
。

●
持
明
院
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま
す
が
場
所

　

に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ

　

け
電
車
・
バ
ス
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

南
海
電
鉄
の
特
急
（
こ
う
や
号
）
は
、

　

一
ヶ
月
前
か
ら
予
約
で
き
ま
す
。

●
高
野
山
は
山
下
よ
り
温
度
が
下
が
り
ま
す

　

の
で
、
冷
え
や
す
い
方
は
念
の
た
め
羽
織

　

る
も
の
を
ご
持
参
下
さ
い
。

●
持
明
院
で
ご
昼
食
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、

　

ご
予
約
が
必
要
で
す
。

　

お
一
人
様 

２
、２
０
０
円（
精
進
料
理
）

　

お
子
様
向
け
も
同
額
で
ご
用
意
で
き
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
方
、
こ
の
三
年
間
は
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
で
合
同
法
要

の
ご
参
列
を
見
合
わ
せ
て
参
り
ま
し
た
。

　

今
年
に
入
り
、
政
府
は
、
コ
ロ
ナ
を

現
在
の
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同

じ
５
類
と
す
る
方
針
を
発
表
し
通
常

医
療
へ
転
換
を
図
る
事
に
し
て
お
り
ま

す
。
そ
の
様
な
背
景
か
ら
今
年
は
待
ち

に
待
っ
た
春
季
合
同
法
要
を
執
り
行
う

事
に
致
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
感
染
者
、
死
亡
者
が
大
幅

に
減
少
し
た
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
十
分
な
間
隔
を
設
け
て
皆
様
に

本
堂
へ
お
入
り
頂
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
マ
ス
ク
着
用
の
上
、
会
話
を

控
え
て
頂
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
高
野
山
は
３
月
と
は
い
え
、
ま
だ
ま

だ
下
界
よ
り
寒
さ
が
厳
し
く
、
例
年
雪

が
舞
う
事
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
皆

様
お
元
気
で
ご
参
列
頂
き
た
い
の
で
す

が
、
決
し
て
無
理
せ
ず
に
ご
計
画
下
さ

い
。

　

当
日
の
ご
参
列
人
数
が
想
定
よ
り
多

い
場
合
は
、
前
半
、
後
半
に
分
け
て
本

堂
に
ご
案
内
致
し
ま
す
の
で
、
速
や
か

に
ご
焼
香
し
て
下
さ
い
。

焼
香
時
間
（
12
時
30
分
～
13
時
15
分
）

　

別
格
本
山
持
明
院
は
す
の
会
事
務
局

で
は
、
こ
れ
を
機
に
こ
れ
ま
で
以
上
に

会
員
様
や
高
野
山
へ
お
越
し
頂
き
ま
す

方
に
、
安
心
し
て
お
参
り
頂
け
る
よ
う

努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
の
程

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

春
季
合
同
法
要
開
催
の
ご
案
内


