
４
月
28
日
（
日
）
か
ら
５
月
５
日
（
日
）

ま
で
の
８
日
間
、
万
松
寺
白
龍
館
４
階
に

て
、
日
展
な
ど
で
幅
広
く
ご
活
躍
さ
れ
て

い
る
瀬
戸
市
出
身
の
陶
芸
作
家 

加
藤
令

吉
氏
の
個
展
を
開
催
し
ま
す
。
加
藤
氏

は
、
４
５
０
年
の
歴
史
を
持
つ
赤
津
焼
の

背
戸
窯
の
二
十
二
代
目
と
し
て
、
古
き
良

き
伝
統
は
踏
襲
し
つ
つ
、
未
来
に
向
け
て

新
た
な
釉
薬
（
ゆ
う
や
く
）
や
技
術
を

日
々
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
氏
と
万
松
寺
は
先
代
の
頃
か
ら

親
交
が
深
く
、
こ
れ
ま
で
に
茶
器
や
銘
々

皿
な
ど
数
多
く
の
作
品
を
ご
寄
進
い
た

だ
き
ま
し
た
。
現
在
も
、
万
松
寺
納
骨
堂

の
骨
壷
を
創
作
し
て
い
た
だ
く
な
ど
お

力
添
え
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
ご
縁
か
ら
初
日
と
最
終
日

は
加
藤
氏
に
来
廊
い
た
だ
き
、
作
品
に
関

背
戸
窯  

二
十
二
代

加
藤
令
吉
展

す
る
想
い
な
ど
を
語
っ
て
い
た
だ
く
ミ
ニ

ト
ー
ク
会
も
開
催
し
ま
す
。

赤
津
焼×
曹
洞
宗

瀬
戸
物
（
せ
と
も
の
）
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
て
い
る
愛
知
県
瀬
戸
市
名
産
の
陶

磁
器
「
瀬
戸
焼
」。

瀬
戸
焼
の
一
つ
で
平
安
時
代
末
期
の

開
窯
と
考
え
ら
れ
る
「
赤
津
焼
」
は
、
鎌

倉
時
代
、
加
藤
景
正
が
曹
洞
宗
開
祖 
道

元
と
渡
っ
た
南
宋
で
、
陶
器
に
釉
薬
を
使

う
こ
と
を
学
び
、
帰
国
後
に
良
質
の
土
が

あ
る
瀬
戸
で
作
陶
を
始
め
た
こ
と
で
転

機
を
迎
え
ま
す
。
当
時
の
日
本
で
唯
一
、

多
種
多
様
な
釉
薬
を
使
い
分
け
た
作
陶

の
技
術
が
赤
津
焼
を
発
展
さ
せ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

瀬
戸
市
に
あ
る
曹
洞
宗 

雲
興
寺
（
う
ん

こ
う
じ
）
の
本
堂
や
鐘
楼
の
屋
根
は
、
赤

津
焼
の
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

雲
興
寺
は
、
万
松
寺
開
山 

大
雲
永
瑞
和
尚

が
七
世
住
職
を
務
め
た
こ
と
か
ら
、
織
田

家
や
豊
臣
秀
吉
、
尾
張
徳
川
家
の
庇
護
を

受
け
る
な
ど
万
松
寺
と
も
ゆ
か
り
の
あ
る

お
寺
で
す
。

加
藤
令
吉×

万
松
寺

「
骨
壷
」
〜
終
の
棲
家
〜

今
回
の
個
展
で
は
、
加
藤
氏
従
来
の
作

品
に
加
え
、万
松
寺
と
協
力
し
創
作
し
た
、

現
代
的
な
骨
壷
の
展
示
も
行
な
い
ま
す
。

現
世
に
お
い
て
「
住
」
は
生
活
の
基
盤

で
あ
り
、
ま
た
人
生
観
を
見
出
す
大
切
な

も
の
で
す
。

現
世
で
安
住
の
地
と
な
る
住
居
を
求
め

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
生
の
終
焉
を
迎

え
た
後
、
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
が
で
き
る

「
終
の
棲
家
（
つ
い
の
す
み
か
）」
を
求
め

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

亡
く
な
っ
た
後
も
、
自
分
ら
し
く
ま
た

故
人
ら
し
く
安
ら
か
に
眠
り
つ
い
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
、
最
期
の
安
住
の
地
と
し

て
、
加
藤
氏
の
ユ
ニ
ー
ク
で
現
代
的
な
発

想
で
表
現
し
た
「
骨
壺
」
〜
終
の
棲
家
〜

を
創
作
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

万
松
寺
日
記

■
平
成
31
年
３
月
22
日
（
金
）

３
月
23
日
（
土
）

万
松
寺
納
骨
堂
に
安
置
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
故
人
の
霊
位
を
懇
ろ

に
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
平
成
31
年
３
月
10
日
（
日
）

白
雪
稲
荷
様
の
ご
真
前
に
て
、
商
売

繁
盛
、
金
運
上
昇
な
ど
の
ご
祈
祷
を
行

な
い
ま
し
た
。

春
彼
岸
合
同
法
要

初
午
会

■
平
成
31
年
４
月
７
日
（
日
）

お
釈
迦
様
が
花
園
で
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
４
月
８
日
の
降
誕
会
を
祝
し
、

境
内
に
祀
ら
れ
た
誕
生
仏
に
皆
様
か

ら
甘
茶
を
か
け
て
お
参
り
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
参
詣
の
皆

様
の
ご
多
幸
を
祈
願
す
る
ご
祈
祷
を

行
い
ま
し
た
。

花
ま
つ
り

（
降
誕
会
）

■
平
成
31
年
２
月
15
日
（
金
）

お
釈
迦
様
が
沙
羅
の
木
の
下
で
入
滅

（
亡
く
な
る
こ
と
）
さ
れ
た
日
に
、
威

徳
を
偲
び
報
恩
感
謝
の
法
要
を
営
み
ま

し
た
。

涅
槃
会

■
平
成
31
年
２
月
３
日
（
日
）

今
年
は
「
厄
除
け
豆
ま
き
祈
祷
」「
星

祭
」
に
加
え
、
武
蔵
川
親
方
（
元
横
綱 

武
蔵
丸
）
を
ゲ
ス
ト
に
お
迎
え
し
「
特

別
厄
除
け
豆
ま
き
祈
祷
」
も
行
い
ま
し

た
。
昨
年
同
様
、
白
龍
館
の
２
階
よ
り

盛
大
な
開
運
豆
ま
き
を
行
い
、
大
い
に

賑
わ
い
ま
し
た
。

節
分
会

■
平
成
31
年
３
月
３
日
（
日
）

３
月
３
日
は
織
田
信
長
公
の
父
で
あ

り
、
万
松
寺
を
開
い
た
織
田
信
秀
公
の

祥
月
命
日
に
、
威
徳
を
偲
び
追
悼
法
要

を
営
み
ま
し
た
。

信
秀
忌

■
平
成
31
年
３
月
10
日
（
日
）

未
曽
有
の
災
害
と
な
っ
た
東
日
本
大

震
災
か
ら
８
年
。
そ
の
間
も
日
本
だ
け

で
な
く
世
界
各
地
で
災
害
が
発
生
し
、

多
く
の
命
が
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
今

年
か
ら
は
災
害
で
犠
牲
と
な
ら
れ
た
多

く
の
命
を
悼
み
偲
ぶ
追
悼
供
養
、
並
び

に
被
災
さ
れ
た
方
々
の
心
と
身
体
の
健

康
と
一
刻
も
早
い
復
興
を
祈
願
し
ご
祈

祷
す
る
「
災
害
物
故
者
追
悼
法
要
」
と

し
て
営
み
ま
し
た
。

併
せ
て
万
松
寺
職
員
に
よ
る
災
害
を

想
定
し
た
炊
き
出
し
訓
練
を
実
施
し
ま

し
た
。

災
害
物
故
者

追
悼
法
要

【
加
藤
令
吉
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

１
９
５
３
年
６
月
17
日
生
ま
れ
。

慶
長
年
間
よ
り
代
々
陶
業
を

営
む
背
戸
窯
の
二
十
二
代
目

と
し
て
生
ま
れ
る
。

私
立
東
海
中
学
校
・
東
海
高
校

卒
業
、
玉
川
大
学
文
学
部
芸
術

学
科
陶
芸
専
攻
卒
。

現
在
は
古
典
的
な
釉
薬
を
使
っ

た
や
き
も
の
作
り
は
も
と
よ

り
、
公
共
空
間
や
個
人
邸
に
多

彩
な
色
使
い
を
し
た
陶
壁
、
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
、
オ
ブ
ジ
ェ
等
の

制
作
活
動
を
す
る
。

加
藤
令
吉
展

■
４
月
28
日
（
日
）

　

〜
５
月
５
日
（
日
）

■
10
時
〜
17
時

■
会
場
：
万
松
寺 

白
龍
館
４
階

■
入
場
無
料

■
展
示
即
売
会
開
催

初
日
と
最
終
日
は
加
藤
令
吉
氏
来
廊
。

随
時
ミ
ニ
ト
ー
ク
会
あ
り
。

加
藤
氏
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
作

品
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

「骨壺」 ～終の棲家～

2019年
春号Season

Year

32No.

万
松
寺



考えよう終活のこと、学ぼう家族のために。

５２ ～5木 日 万松寺 白龍館

参加無料
万松寺オリジナル
BOXティッシュ
プレゼント！！

身
代
不
動
明
王
縁
日

毎
月
28
日
開
催

●
身
代
わ
り
餅
つ
き
18
時
～
●

祈
祷
・
供
養  

随
時
受
付

こ
れ
か
ら
の
行
事

行
事
・
祈
祷
・
供
養
の

お
問
合
せ
・
お
申
込
み
は

祈
祷
受
処
ま
た
は

０
５
２-

２
６
２-

０
７
３
５

（
年
中
無
休　

９
時
〜
20
時
）

に
て
承
り
ま
す
。

※

行
事
予
定
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
万
松
寺
ま
で
お
問

い
合
せ
く
だ
さ
い
。

5/28（火）身
代
不
動
尊
の
ご
真
前
に
て
災
難

消
除
︑
病
気
平
癒
︑
無
病
息
災
︑
身

体
健
全
︑
交
通
安
全
︑
家
内
安
全
の

祈
祷
を
行
い
ま
す
︒

5/2（木）
5/3（金）
5/4（土）
5/5（日）

大
終
活
フ
ェ
ア

万
松
寺
で
は
月
に
一
度
終
活
講
座

を
行
っ
て
い
ま
す
︒
５
月
は
︑﹁
大
終

活
フ
ェ
ア
﹂
と
し
て
︑
専
門
家
や
住

職
に
よ
る
セ
ミ
ナ
ー
を
は
じ
め
︑
相

続
・
葬
儀
・
墓
じ
ま
い
・
納
骨
堂
な

ど
各
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
の
個
別
相
談
︑

実
際
の
葬
儀
会
場
で
僧
侶
が
解
説
す

る
模
擬
葬
儀
を
行
い
ま
す
︒
期
間
中

は
そ
の
ほ
か
に
︑
葬
儀
会
場
︑
加
藤

令
吉
氏
創
作
の
骨
壺
︑
絆
画
︵
き
ず
な

え
︶
の
常
設
展
示
︑
万
松
寺
見
学
会
︑

メ
モ
リ
ア
ル
フ
ォ
ト
撮
影
︑
写
仏
や
写

経
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど
気
軽
に
ご

参
加
い
た
だ
け
る
催
し
を
行
い
ま
す
︒

■
オ
レ
ン
ジ
色
の
魂
【
第
一
章
】

〜
病
は
「
気
」
か
ら
〜

昨
年
、
は
く
び
通
信
で
お
経
と
魂

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
に
つ
い
て
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、「
丸

い
形
の
魂
と
は
？
」「
き
れ
い
な
形

に
ど
う
し
た
ら
な
れ
る
の
か
？
」
と

い
っ
た
ご
質
問
を
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
は

く
び
通
信
か
ら
、
私
が
万
松
寺
の
住

職
や
鍼
灸
師
と
し
て
、
人
の
死
や
東

洋
医
学
に
触
れ
た
り
、
ま
た
多
く
の

人
と
の
関
わ
り
の
中
で
感
じ
た
「
魂
」

に
つ
い
て
、
数
回
に
分
け
て
お
伝
え

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
第
一
章
で
は
「
魂
」
を
語

る
に
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い

「
気
」、
そ
し
て
年
齢
を
重
ね
る
ご
と

に
か
か
り
や
す
く
な
る
「
病
」
と
の

関
係
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

人
を
含
め
、
生
き
物
は
様
々
な
病

気
に
か
か
り
ま
す
が
、
病
気
に
な
り

や
す
い
人
と
な
り
に
く
い
人
が
い
る

と
は
思
い
ま
せ
ん
か
？

こ
れ
に
は
、
生
き
物
に
備
わ
っ
て

い
る
ウ
ィ
ル
ス
や
菌
か
ら
自
ら
を
護

る
「
免
疫
」
と
い
う
仕
組
み
が
関
係

し
て
い
ま
す
。こ
の
免
疫
に
よ
っ
て
、

自
ら
治
せ
る
も
の
は
治
し
、
そ
れ
が

叶
わ
ぬ
場
合
は
駆
逐
さ
れ
て
い
く
の

で
す
。
例
え
ば
、
最
近
ニ
ュ
ー
ス
を

賑
わ
し
た
豚
コ
レ
ラ
。
こ
れ
は
ト
ン

コ
レ
ラ
ウ
ィ
ル
ス
と
い
う
猪
や
豚
に

感
染
す
る
熱
性
の
感
染
病
で
す
が
、
同

じ
場
所
に
い
た
猪
や
豚
が
す
べ
て
感
染

し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の

例
で
い
う
と
、
今
年
も
猛
威
を
ふ
る
っ

た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
。
ワ
ク
チ
ン
を

打
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
発
症
し
た
と

い
う
人
や
、
二
度
発
症
し
た
と
い
う
人

が
い
る
中
で
、
ワ
ク
チ
ン
や
マ
ス
ク
な

ど
予
防
を
し
て
い
な
い
の
に
発
症
し

な
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を

分
け
る
原
因
は
、
外
敵
か
ら
身
を
護
る

た
め
の
「
免
疫
低
下
」
に
あ
り
ま
す
。

一
方
で
病
気
に
は
「
血
行
不
良
」
か
ら

起
こ
る
、
胃
潰
瘍
や
癌
、
腎
機
能
低
下
、

躁
う
つ
病
な
ど
の
「
臓
器
の
病
」
も
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
の
病
気
も
、
身
体
の

内
側
を
流
れ
る
リ
ン
パ
や
血
液
が
関

係
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
本
題
。
身
体
の
内
側
の
流

れ
と
「
気
」
の
関
係
に
着
目
し
て
い
き

ま
す
。

昔
か
ら
の
言
い
伝
え
で
「
病
は
気
か

ら
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
言
葉
の
本
当
の
解
釈
を
皆
さ
ん
は
ご

存
知
で
す
か
？
こ
の
言
葉
の
「
気
」
と

は「
気
持
ち
」を
指
す「
気
」で
は
な
く
、

身
体
に
宿
り
流
れ
て
い
る
見
え
な
い
力

を
指
す
「
気
」
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。

住
職
の　
　

小
噺

こ
の
「
気
」
が
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と

な
り
、
時
に
は
「
魂
」
に
も
成
り
う
る

の
で
す
。

ひ
と
く
ち
に「
気
」と
い
っ
て
も「
気
」

に
は
多
く
種
類
が
あ
り
ま
す
の
で
、
基

本
と
な
る
代
表
的
な
二
つ
の
「
気
」
を

紹
介
し
ま
す
。
一
つ
は
先
祖
か
ら
も

ら
っ
た「
先
天
の
精
」と
言
わ
れ
る「
気
」

の
源
で
す
。
こ
れ
は
、
生
涯
を
通
し
て

少
し
づ
つ
弱
ま
っ
て
い
く
「
気
」
で
す
。

も
う
一
つ
は
「
後
天
の
精
」
と
言
わ
れ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
感
じ
る
「
気
」
で
す
。

こ
れ
は
人
や
自
然
と
の
関
わ
り
、
ま
た

食
事
な
ど
か
ら
得
る
こ
と
の
で
き
る

「
気
」
に
な
り
ま
す
。
動
物
や
植
物
な

ど
全
て
の
生
き
物
に
は
「
気
」
が
宿
っ

て
い
る
た
め
、
食
べ
物
を
食
べ
る
と
、

含
ま
れ
る
栄
養
に
加
え
「
気
」
を
い
た

だ
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
た

ち
が
食
事
の
前
に
合
掌
し
、「
い
た
だ

き
ま
す
。」
と
言
う
の
は
「
命
」
ひ
い
て

は
「
気
」
を
頂
戴
し
ま
す
と
い
う
意
味

な
の
で
す
。

先
祖
か
ら
も
ら
っ
た
「
気
」
と
食
事

な
ど
で
得
た
「
気
」
は
、
私
た
ち
の
身

体
の
臓
器
・
筋
肉
・
皮
膚
な
ど
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
に
宿
っ
た
り
、
ま
た
そ
の
間

を
流
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

「
気
」
と
同
じ
よ
う
に
、
身
体
の
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
を
流
れ
る
も
の
と
し

て
血
液
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

私
は
ど
う
も
握
り
こ
ぶ
し
ほ
ど
の
大

き
さ
し
か
な
い
こ
の
心
臓
と
い
う
名

の
ポ
ン
プ
だ
け
で
、
身
体
の
末
端
ま
で

血
液
を
運
べ
る
と
は
思
え
な
い
の
で

す
。
血
液
の
流
れ
は
、
単
に
心
臓
の
ポ

ン
プ
作
用
だ
け
で
は
な
く
「
気
」
と
い

う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
仕
業
が
か
な
り
影

響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
「
気
」

が
流
れ
な
く
な
っ
た
先
の
臓
器
は

十
分
な
血
液
の
流
れ
が
な
く
な
り

「
病
」
に
な
り
や
す
い
の
で
は
な
い

か
、
つ
ま
り
「
病
は
気
か
ら
」
と
解

釈
し
て
い
ま
す
。

現
代
病
と
呼
ば
れ
る
病
気
が
、
公

害
病
、
生
活
習
慣
病
、
呼
吸
器
疾
患
、

高
血
圧
、
心
臓
病
、
動
脈
硬
化
、
消

化
器
疾
患
、
癌
、
不
眠
症
、
情
緒
障

害
、
神
経
疾
患
、
ポ
ッ
ク
リ
病
（
青

壮
年
急
死
症
候
群
）、
花
粉
症
、
化

学
物
質
過
敏
症
な
ど
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
身
の
回
り
で
耳

に
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

こ
れ
だ
け
医
療
が
発
達
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
回
復
へ
と
つ
な
が
る
治

療
方
法
の
発
見
が
遅
々
と
し
て
進

ん
で
い
な
い
と
い
う
気
が
す
る
の

は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
何
や
ら
多
く
の
病
名
が
増

え
て
い
る
気
さ
え
し
ま
す
。

次
回
か
ら
は
な
ぜ
「
気
」
が
流
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
ま
た
自

分
は
も
ち
ろ
ん
大
切
な
人
が
「
気
」

を
身
体
中
に
巡
ら
せ
、
病
気
に
か
か

ら
ず
健
康
に
過
ご
し
て
い
く
た
め

に
、
私
た
ち
が
で
き
る
「
気
」
と
の

上
手
い
付
き
合
い
方
を
、
様
々
な

ケ
ー
ス
か
ら
解
き
明
か
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

合
掌　

万
松
寺
住
職大

藤　

元
裕

10
時
〜
16
時

10
時
〜

春
期
不
動
明
王

大
祭

大
人
の
寺
子
屋

～
万
松
寺
住
職
と
の

気
楽
な
お
茶
会
～

講　
　

師　

万
松
寺
住
職

参
加
費　

３
０
０
円

（
お
抹
茶
・
お
菓
子
付
き
）

開
催
日

■
５
月
12
日
（
日
）

■
６
月
１
日
（
土
）

■
７
月
13
日
（
土
）

■
８
月
４
日
（
日
）

■
９
月
15
日
（
日
）

■
10
月
13
日
（
日
）

■
11
月
10
日
（
日
）

時　

間　

10
時
半
〜
12
時

（
受
付  

10
時
〜
）

会　

場　

白
龍
館
４
Ｆ

詳
し
く
は
万
松
寺
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ

サ
イ
ト
も
し
く
は
お
電
話
に

て
ご
確
認
下
さ
い
。

お
申
し
込
み
・
お
問
合
わ
せ

Ｗ
Ｅ
Ｂ

万
松
寺 

大
人
の
寺
子
屋   

検
索

電　
　

話

０
５
２-

２
６
２-

０
７
３
５

■「
写
経
」
の
ス
ス
メ

「
写
経
」
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
「
お

経
を
書
き
写
す
」
こ
と
で
す
。
こ
の
写

経
の
歴
史
は
古
く
、
日
本
書
紀
に
「
書

生
を
聚
め
て
、
始
め
て
一
切
経
を
川
原

寺
に
写
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
６
７
３
年
、
天
武
天
皇
の
時
代

で
す
。
も
と
も
と
写
経
と
は
、
お
釈
迦

様
の
教
え
を
、
広
く
後
世
に
伝
え
る
た

め
に
経
典
を
複
製
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
り
始
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
に
お
い
て
も
、
奈
良
時
代

に
写
経
司
（
の
ち
の
写
経
所
）
と
い
う

役
所
が
設
け
ら
れ
、
様
々
な
経
典
の
写

経
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
当
初
写
経
は
仏
道
修
行
の

一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
祈
願
や
供
養
の

た
め
に
写
経
を
行
い
お
寺
に
納
め
る

と
、
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
し
て
広
く
一

般
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
た

だ
ひ
た
す
ら
に
お
経
を
書
き
写
す
と

い
う
静
寂
な
時
間
が
、
心
に
ゆ
と
り

と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
と
し
て
人
気

を
呼
ん
で
い
ま
す
。

よ
く
「
字
が
汚
い
の
で
す
が
写
経
は

で
き
ま
す
か
？
」
と
い
う
ご
質
問
を
い

た
だ
き
ま
す
が
、
写
経
を
行
う
に
あ

た
っ
て
「
き
れ
い
な
文
字
」
で
書
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
写
経
を
行
う
に
あ
た
っ

て
の
必
要
な
心
構
え
は
「
き
れ
い
に
」

よ
り
「
丁
寧
に
」
と
い
う
こ
と
の
方
が

大
切
で
す
。

写
経
を
行
う
目
的
は
、修
行
の
た
め
、

病
気
平
癒
な
ど
の
祈
願
の
た
め
、
故
人

を
偲
ぶ
供
養
の
た
め
、
自
分
自
身
の
心

の
安
ら
ぎ
の
た
め
な
ど
人
そ
れ
ぞ
れ
異

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
目
的
が

違
っ
て
も
仏
様
の
教
え
に
触
れ
る
と
い

う
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
写
経
を
行
う
時
は
、
心
を
落
ち
着

け
、
１
字
１
字
向
き
合
い
な
が
ら
丁
寧

に
書
き
写
す
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
。

ま
た
「
書
き
終
え
た
お
経
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
の
か
」
と
い
う
ご
質
問
も
よ

く
い
た
だ
き
ま
す
。
せ
っ
か
く
気
持
ち

を
込
め
て
書
い
た
お
経
な
の
で
、
そ
の

ま
ま
ご
み
箱
な
ど
に
捨
て
る
の
で
は
な

く
、近
く
の
お
寺
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。

お
経
を
納
め
る
場
所
と
し
て
「
納
経
処
」

と
案
内
し
て
い
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。

万
松
寺
で
は
、
お
納
め
い
た
だ
い
た

お
経
を
昇
龍
焚
き
上
げ
や
護
摩
供
養

の
際
に
合
わ
せ
て
ご
祈
祷
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
昔
は
お
経
を
納
め
た
印
と
し

て
御
朱
印
が
授
与
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
写
経
を
す
る
機
会
が
少
な
く
な
っ

た
現
在
は
、
参
拝
の
印
と
し
て
御
朱

印
を
授
与
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

万
松
寺
の
仏
教
講
座

坐　

禅　

会　
（
定
員
：
12
名
）

毎
週
日
曜
日　

９
時
〜
10
時

写　

経　

会　
（
定
員
：
20
名
）

毎
月
第
１
土
曜
日　

16
時
〜
17
時
半

写　

仏　

会　
（
定
員
：
20
名
）

毎
月
第
２
・
４
土
曜
日　

16
時
〜
17
時
半

仏
教
勉
強
会　
（
定
員
：
20
名
）

毎
月
第
３
土
曜
日　

16
時
〜
17
時
半

会　

場　

白
龍
館
４
Ｆ

講　

師　

万
松
寺
僧
侶

参
加
費　

５
０
０
円

※

受
講
は
予
約
優
先
と
な
り
ま
す
。

※

行
事
に
よ
り
日
程
お
よ
び
会
場
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
申
し
込
み
・
お
問
合
わ
せ

Ｗ
Ｅ
Ｂ

万
松
寺  

仏
教
講
座
　
　
検
索

電　
　

話

０
５
２-

２
６
２-

０
７
３
５

万
松
寺
の
仏
教
講
座
で
は
、
毎
月
第

１
土
曜
日
の
16
時
か
ら
写
経
会
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
写
経
の
経
典
と
し
て
な

じ
み
の
深
い
「
般
若
心
経
」
を
は
じ
め

「
観
音
経
」
な
ど
の
仏
教
の
経
典
を
心

静
か
に
書
き
写
し
ま
す
。
道
具
は
一
式

揃
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
初
め
て
の
方

も
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

僧
侶
が
教
え
る

仏
教
の
豆
知
識



考えよう終活のこと、学ぼう家族のために。

５２ ～5木 日 万松寺 白龍館

参加無料
万松寺オリジナル
BOXティッシュ
プレゼント！！

身
代
不
動
明
王
縁
日

毎
月
28
日
開
催

●
身
代
わ
り
餅
つ
き
18
時
～
●

祈
祷
・
供
養  

随
時
受
付

こ
れ
か
ら
の
行
事

行
事
・
祈
祷
・
供
養
の

お
問
合
せ
・
お
申
込
み
は

祈
祷
受
処
ま
た
は

０
５
２-

２
６
２-

０
７
３
５

（
年
中
無
休　

９
時
〜
20
時
）

に
て
承
り
ま
す
。

※

行
事
予
定
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
万
松
寺
ま
で
お
問

い
合
せ
く
だ
さ
い
。

5/28（火）身
代
不
動
尊
の
ご
真
前
に
て
災
難

消
除
︑
病
気
平
癒
︑
無
病
息
災
︑
身

体
健
全
︑
交
通
安
全
︑
家
内
安
全
の

祈
祷
を
行
い
ま
す
︒

5/2（木）
5/3（金）
5/4（土）
5/5（日）

大
終
活
フ
ェ
ア

万
松
寺
で
は
月
に
一
度
終
活
講
座

を
行
っ
て
い
ま
す
︒
５
月
は
︑﹁
大
終

活
フ
ェ
ア
﹂
と
し
て
︑
専
門
家
や
住

職
に
よ
る
セ
ミ
ナ
ー
を
は
じ
め
︑
相

続
・
葬
儀
・
墓
じ
ま
い
・
納
骨
堂
な

ど
各
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
の
個
別
相
談
︑

実
際
の
葬
儀
会
場
で
僧
侶
が
解
説
す

る
模
擬
葬
儀
を
行
い
ま
す
︒
期
間
中

は
そ
の
ほ
か
に
︑
葬
儀
会
場
︑
加
藤

令
吉
氏
創
作
の
骨
壺
︑
絆
画
︵
き
ず
な

え
︶
の
常
設
展
示
︑
万
松
寺
見
学
会
︑

メ
モ
リ
ア
ル
フ
ォ
ト
撮
影
︑
写
仏
や
写

経
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど
気
軽
に
ご

参
加
い
た
だ
け
る
催
し
を
行
い
ま
す
︒

■
オ
レ
ン
ジ
色
の
魂
【
第
一
章
】

〜
病
は
「
気
」
か
ら
〜

昨
年
、
は
く
び
通
信
で
お
経
と
魂

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
に
つ
い
て
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、「
丸

い
形
の
魂
と
は
？
」「
き
れ
い
な
形

に
ど
う
し
た
ら
な
れ
る
の
か
？
」
と

い
っ
た
ご
質
問
を
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
は

く
び
通
信
か
ら
、
私
が
万
松
寺
の
住

職
や
鍼
灸
師
と
し
て
、
人
の
死
や
東

洋
医
学
に
触
れ
た
り
、
ま
た
多
く
の

人
と
の
関
わ
り
の
中
で
感
じ
た
「
魂
」

に
つ
い
て
、
数
回
に
分
け
て
お
伝
え

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
第
一
章
で
は
「
魂
」
を
語

る
に
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い

「
気
」、
そ
し
て
年
齢
を
重
ね
る
ご
と

に
か
か
り
や
す
く
な
る
「
病
」
と
の

関
係
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

人
を
含
め
、
生
き
物
は
様
々
な
病

気
に
か
か
り
ま
す
が
、
病
気
に
な
り

や
す
い
人
と
な
り
に
く
い
人
が
い
る

と
は
思
い
ま
せ
ん
か
？

こ
れ
に
は
、
生
き
物
に
備
わ
っ
て

い
る
ウ
ィ
ル
ス
や
菌
か
ら
自
ら
を
護

る
「
免
疫
」
と
い
う
仕
組
み
が
関
係

し
て
い
ま
す
。こ
の
免
疫
に
よ
っ
て
、

自
ら
治
せ
る
も
の
は
治
し
、
そ
れ
が

叶
わ
ぬ
場
合
は
駆
逐
さ
れ
て
い
く
の

で
す
。
例
え
ば
、
最
近
ニ
ュ
ー
ス
を

賑
わ
し
た
豚
コ
レ
ラ
。
こ
れ
は
ト
ン

コ
レ
ラ
ウ
ィ
ル
ス
と
い
う
猪
や
豚
に

感
染
す
る
熱
性
の
感
染
病
で
す
が
、
同

じ
場
所
に
い
た
猪
や
豚
が
す
べ
て
感
染

し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の

例
で
い
う
と
、
今
年
も
猛
威
を
ふ
る
っ

た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
。
ワ
ク
チ
ン
を

打
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
発
症
し
た
と

い
う
人
や
、
二
度
発
症
し
た
と
い
う
人

が
い
る
中
で
、
ワ
ク
チ
ン
や
マ
ス
ク
な

ど
予
防
を
し
て
い
な
い
の
に
発
症
し

な
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を

分
け
る
原
因
は
、
外
敵
か
ら
身
を
護
る

た
め
の
「
免
疫
低
下
」
に
あ
り
ま
す
。

一
方
で
病
気
に
は
「
血
行
不
良
」
か
ら

起
こ
る
、
胃
潰
瘍
や
癌
、
腎
機
能
低
下
、

躁
う
つ
病
な
ど
の
「
臓
器
の
病
」
も
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
の
病
気
も
、
身
体
の

内
側
を
流
れ
る
リ
ン
パ
や
血
液
が
関

係
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
本
題
。
身
体
の
内
側
の
流

れ
と
「
気
」
の
関
係
に
着
目
し
て
い
き

ま
す
。

昔
か
ら
の
言
い
伝
え
で
「
病
は
気
か

ら
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
言
葉
の
本
当
の
解
釈
を
皆
さ
ん
は
ご

存
知
で
す
か
？
こ
の
言
葉
の
「
気
」
と

は「
気
持
ち
」を
指
す「
気
」で
は
な
く
、

身
体
に
宿
り
流
れ
て
い
る
見
え
な
い
力

を
指
す
「
気
」
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。

住
職
の　
　

小
噺

こ
の
「
気
」
が
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と

な
り
、
時
に
は
「
魂
」
に
も
成
り
う
る

の
で
す
。

ひ
と
く
ち
に「
気
」と
い
っ
て
も「
気
」

に
は
多
く
種
類
が
あ
り
ま
す
の
で
、
基

本
と
な
る
代
表
的
な
二
つ
の
「
気
」
を

紹
介
し
ま
す
。
一
つ
は
先
祖
か
ら
も

ら
っ
た「
先
天
の
精
」と
言
わ
れ
る「
気
」

の
源
で
す
。
こ
れ
は
、
生
涯
を
通
し
て

少
し
づ
つ
弱
ま
っ
て
い
く
「
気
」
で
す
。

も
う
一
つ
は
「
後
天
の
精
」
と
言
わ
れ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
感
じ
る
「
気
」
で
す
。

こ
れ
は
人
や
自
然
と
の
関
わ
り
、
ま
た

食
事
な
ど
か
ら
得
る
こ
と
の
で
き
る

「
気
」
に
な
り
ま
す
。
動
物
や
植
物
な

ど
全
て
の
生
き
物
に
は
「
気
」
が
宿
っ

て
い
る
た
め
、
食
べ
物
を
食
べ
る
と
、

含
ま
れ
る
栄
養
に
加
え
「
気
」
を
い
た

だ
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
た

ち
が
食
事
の
前
に
合
掌
し
、「
い
た
だ

き
ま
す
。」
と
言
う
の
は
「
命
」
ひ
い
て

は
「
気
」
を
頂
戴
し
ま
す
と
い
う
意
味

な
の
で
す
。

先
祖
か
ら
も
ら
っ
た
「
気
」
と
食
事

な
ど
で
得
た
「
気
」
は
、
私
た
ち
の
身

体
の
臓
器
・
筋
肉
・
皮
膚
な
ど
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
に
宿
っ
た
り
、
ま
た
そ
の
間

を
流
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

「
気
」
と
同
じ
よ
う
に
、
身
体
の
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
を
流
れ
る
も
の
と
し

て
血
液
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

私
は
ど
う
も
握
り
こ
ぶ
し
ほ
ど
の
大

き
さ
し
か
な
い
こ
の
心
臓
と
い
う
名

の
ポ
ン
プ
だ
け
で
、
身
体
の
末
端
ま
で

血
液
を
運
べ
る
と
は
思
え
な
い
の
で

す
。
血
液
の
流
れ
は
、
単
に
心
臓
の
ポ

ン
プ
作
用
だ
け
で
は
な
く
「
気
」
と
い

う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
仕
業
が
か
な
り
影

響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
「
気
」

が
流
れ
な
く
な
っ
た
先
の
臓
器
は

十
分
な
血
液
の
流
れ
が
な
く
な
り

「
病
」
に
な
り
や
す
い
の
で
は
な
い

か
、
つ
ま
り
「
病
は
気
か
ら
」
と
解

釈
し
て
い
ま
す
。

現
代
病
と
呼
ば
れ
る
病
気
が
、
公

害
病
、
生
活
習
慣
病
、
呼
吸
器
疾
患
、

高
血
圧
、
心
臓
病
、
動
脈
硬
化
、
消

化
器
疾
患
、
癌
、
不
眠
症
、
情
緒
障

害
、
神
経
疾
患
、
ポ
ッ
ク
リ
病
（
青

壮
年
急
死
症
候
群
）、
花
粉
症
、
化

学
物
質
過
敏
症
な
ど
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
身
の
回
り
で
耳

に
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

こ
れ
だ
け
医
療
が
発
達
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
回
復
へ
と
つ
な
が
る
治

療
方
法
の
発
見
が
遅
々
と
し
て
進

ん
で
い
な
い
と
い
う
気
が
す
る
の

は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
何
や
ら
多
く
の
病
名
が
増

え
て
い
る
気
さ
え
し
ま
す
。

次
回
か
ら
は
な
ぜ
「
気
」
が
流
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
ま
た
自

分
は
も
ち
ろ
ん
大
切
な
人
が
「
気
」

を
身
体
中
に
巡
ら
せ
、
病
気
に
か
か

ら
ず
健
康
に
過
ご
し
て
い
く
た
め

に
、
私
た
ち
が
で
き
る
「
気
」
と
の

上
手
い
付
き
合
い
方
を
、
様
々
な

ケ
ー
ス
か
ら
解
き
明
か
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

合
掌　

万
松
寺
住
職大

藤　

元
裕

10
時
〜
16
時

10
時
〜

春
期
不
動
明
王

大
祭

大
人
の
寺
子
屋

～
万
松
寺
住
職
と
の

気
楽
な
お
茶
会
～

講　
　

師　

万
松
寺
住
職

参
加
費　

３
０
０
円

（
お
抹
茶
・
お
菓
子
付
き
）

開
催
日

■
５
月
12
日
（
日
）

■
６
月
１
日
（
土
）

■
７
月
13
日
（
土
）

■
８
月
４
日
（
日
）

■
９
月
15
日
（
日
）

■
10
月
13
日
（
日
）

■
11
月
10
日
（
日
）

時　

間　

10
時
半
〜
12
時

（
受
付  

10
時
〜
）

会　

場　

白
龍
館
４
Ｆ

詳
し
く
は
万
松
寺
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ

サ
イ
ト
も
し
く
は
お
電
話
に

て
ご
確
認
下
さ
い
。

お
申
し
込
み
・
お
問
合
わ
せ

Ｗ
Ｅ
Ｂ

万
松
寺 

大
人
の
寺
子
屋   

検
索

電　
　

話

０
５
２-

２
６
２-

０
７
３
５

■「
写
経
」
の
ス
ス
メ

「
写
経
」
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
「
お

経
を
書
き
写
す
」
こ
と
で
す
。
こ
の
写

経
の
歴
史
は
古
く
、
日
本
書
紀
に
「
書

生
を
聚
め
て
、
始
め
て
一
切
経
を
川
原

寺
に
写
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
６
７
３
年
、
天
武
天
皇
の
時
代

で
す
。
も
と
も
と
写
経
と
は
、
お
釈
迦

様
の
教
え
を
、
広
く
後
世
に
伝
え
る
た

め
に
経
典
を
複
製
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
り
始
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
に
お
い
て
も
、
奈
良
時
代

に
写
経
司
（
の
ち
の
写
経
所
）
と
い
う

役
所
が
設
け
ら
れ
、
様
々
な
経
典
の
写

経
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
当
初
写
経
は
仏
道
修
行
の

一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
祈
願
や
供
養
の

た
め
に
写
経
を
行
い
お
寺
に
納
め
る

と
、
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
し
て
広
く
一

般
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
た

だ
ひ
た
す
ら
に
お
経
を
書
き
写
す
と

い
う
静
寂
な
時
間
が
、
心
に
ゆ
と
り

と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
と
し
て
人
気

を
呼
ん
で
い
ま
す
。

よ
く
「
字
が
汚
い
の
で
す
が
写
経
は

で
き
ま
す
か
？
」
と
い
う
ご
質
問
を
い

た
だ
き
ま
す
が
、
写
経
を
行
う
に
あ

た
っ
て
「
き
れ
い
な
文
字
」
で
書
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
写
経
を
行
う
に
あ
た
っ

て
の
必
要
な
心
構
え
は
「
き
れ
い
に
」

よ
り
「
丁
寧
に
」
と
い
う
こ
と
の
方
が

大
切
で
す
。

写
経
を
行
う
目
的
は
、修
行
の
た
め
、

病
気
平
癒
な
ど
の
祈
願
の
た
め
、
故
人

を
偲
ぶ
供
養
の
た
め
、
自
分
自
身
の
心

の
安
ら
ぎ
の
た
め
な
ど
人
そ
れ
ぞ
れ
異

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
目
的
が

違
っ
て
も
仏
様
の
教
え
に
触
れ
る
と
い

う
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
写
経
を
行
う
時
は
、
心
を
落
ち
着

け
、
１
字
１
字
向
き
合
い
な
が
ら
丁
寧

に
書
き
写
す
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
。

ま
た
「
書
き
終
え
た
お
経
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
の
か
」
と
い
う
ご
質
問
も
よ

く
い
た
だ
き
ま
す
。
せ
っ
か
く
気
持
ち

を
込
め
て
書
い
た
お
経
な
の
で
、
そ
の

ま
ま
ご
み
箱
な
ど
に
捨
て
る
の
で
は
な

く
、近
く
の
お
寺
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。

お
経
を
納
め
る
場
所
と
し
て
「
納
経
処
」

と
案
内
し
て
い
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。

万
松
寺
で
は
、
お
納
め
い
た
だ
い
た

お
経
を
昇
龍
焚
き
上
げ
や
護
摩
供
養

の
際
に
合
わ
せ
て
ご
祈
祷
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
昔
は
お
経
を
納
め
た
印
と
し

て
御
朱
印
が
授
与
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
写
経
を
す
る
機
会
が
少
な
く
な
っ

た
現
在
は
、
参
拝
の
印
と
し
て
御
朱

印
を
授
与
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

万
松
寺
の
仏
教
講
座

坐　

禅　

会　
（
定
員
：
12
名
）

毎
週
日
曜
日　

９
時
〜
10
時

写　

経　

会　
（
定
員
：
20
名
）

毎
月
第
１
土
曜
日　

16
時
〜
17
時
半

写　

仏　

会　
（
定
員
：
20
名
）

毎
月
第
２
・
４
土
曜
日　

16
時
〜
17
時
半

仏
教
勉
強
会　
（
定
員
：
20
名
）

毎
月
第
３
土
曜
日　

16
時
〜
17
時
半

会　

場　

白
龍
館
４
Ｆ

講　

師　

万
松
寺
僧
侶

参
加
費　

５
０
０
円

※

受
講
は
予
約
優
先
と
な
り
ま
す
。

※

行
事
に
よ
り
日
程
お
よ
び
会
場
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
申
し
込
み
・
お
問
合
わ
せ

Ｗ
Ｅ
Ｂ

万
松
寺  

仏
教
講
座
　
　
検
索

電　
　

話

０
５
２-

２
６
２-

０
７
３
５

万
松
寺
の
仏
教
講
座
で
は
、
毎
月
第

１
土
曜
日
の
16
時
か
ら
写
経
会
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
写
経
の
経
典
と
し
て
な

じ
み
の
深
い
「
般
若
心
経
」
を
は
じ
め

「
観
音
経
」
な
ど
の
仏
教
の
経
典
を
心

静
か
に
書
き
写
し
ま
す
。
道
具
は
一
式

揃
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
初
め
て
の
方

も
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

僧
侶
が
教
え
る

仏
教
の
豆
知
識



４
月
28
日
（
日
）
か
ら
５
月
５
日
（
日
）

ま
で
の
８
日
間
、
万
松
寺
白
龍
館
４
階
に

て
、
日
展
な
ど
で
幅
広
く
ご
活
躍
さ
れ
て

い
る
瀬
戸
市
出
身
の
陶
芸
作
家 

加
藤
令

吉
氏
の
個
展
を
開
催
し
ま
す
。
加
藤
氏

は
、
４
５
０
年
の
歴
史
を
持
つ
赤
津
焼
の

背
戸
窯
の
二
十
二
代
目
と
し
て
、
古
き
良

き
伝
統
は
踏
襲
し
つ
つ
、
未
来
に
向
け
て

新
た
な
釉
薬
（
ゆ
う
や
く
）
や
技
術
を

日
々
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
氏
と
万
松
寺
は
先
代
の
頃
か
ら

親
交
が
深
く
、
こ
れ
ま
で
に
茶
器
や
銘
々

皿
な
ど
数
多
く
の
作
品
を
ご
寄
進
い
た

だ
き
ま
し
た
。
現
在
も
、
万
松
寺
納
骨
堂

の
骨
壷
を
創
作
し
て
い
た
だ
く
な
ど
お

力
添
え
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
ご
縁
か
ら
初
日
と
最
終
日

は
加
藤
氏
に
来
廊
い
た
だ
き
、
作
品
に
関

背
戸
窯  

二
十
二
代

加
藤
令
吉
展

す
る
想
い
な
ど
を
語
っ
て
い
た
だ
く
ミ
ニ

ト
ー
ク
会
も
開
催
し
ま
す
。

赤
津
焼×

曹
洞
宗

瀬
戸
物
（
せ
と
も
の
）
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
て
い
る
愛
知
県
瀬
戸
市
名
産
の
陶

磁
器
「
瀬
戸
焼
」。

瀬
戸
焼
の
一
つ
で
平
安
時
代
末
期
の

開
窯
と
考
え
ら
れ
る
「
赤
津
焼
」
は
、
鎌

倉
時
代
、
加
藤
景
正
が
曹
洞
宗
開
祖 

道

元
と
渡
っ
た
南
宋
で
、
陶
器
に
釉
薬
を
使

う
こ
と
を
学
び
、
帰
国
後
に
良
質
の
土
が

あ
る
瀬
戸
で
作
陶
を
始
め
た
こ
と
で
転

機
を
迎
え
ま
す
。
当
時
の
日
本
で
唯
一
、

多
種
多
様
な
釉
薬
を
使
い
分
け
た
作
陶

の
技
術
が
赤
津
焼
を
発
展
さ
せ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

瀬
戸
市
に
あ
る
曹
洞
宗 

雲
興
寺
（
う
ん

こ
う
じ
）
の
本
堂
や
鐘
楼
の
屋
根
は
、
赤

津
焼
の
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

雲
興
寺
は
、
万
松
寺
開
山 

大
雲
永
瑞
和
尚

が
七
世
住
職
を
務
め
た
こ
と
か
ら
、
織
田

家
や
豊
臣
秀
吉
、
尾
張
徳
川
家
の
庇
護
を

受
け
る
な
ど
万
松
寺
と
も
ゆ
か
り
の
あ
る

お
寺
で
す
。

加
藤
令
吉×

万
松
寺

「
骨
壷
」
〜
終
の
棲
家
〜

今
回
の
個
展
で
は
、
加
藤
氏
従
来
の
作

品
に
加
え
、万
松
寺
と
協
力
し
創
作
し
た
、

現
代
的
な
骨
壷
の
展
示
も
行
な
い
ま
す
。

現
世
に
お
い
て
「
住
」
は
生
活
の
基
盤

で
あ
り
、
ま
た
人
生
観
を
見
出
す
大
切
な

も
の
で
す
。

現
世
で
安
住
の
地
と
な
る
住
居
を
求
め

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
生
の
終
焉
を
迎

え
た
後
、
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
が
で
き
る

「
終
の
棲
家
（
つ
い
の
す
み
か
）」
を
求
め

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

亡
く
な
っ
た
後
も
、
自
分
ら
し
く
ま
た

故
人
ら
し
く
安
ら
か
に
眠
り
つ
い
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
、
最
期
の
安
住
の
地
と
し

て
、
加
藤
氏
の
ユ
ニ
ー
ク
で
現
代
的
な
発

想
で
表
現
し
た
「
骨
壺
」
〜
終
の
棲
家
〜

を
創
作
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

万
松
寺
日
記

■
平
成
31
年
３
月
22
日
（
金
）

３
月
23
日
（
土
）

万
松
寺
納
骨
堂
に
安
置
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
故
人
の
霊
位
を
懇
ろ

に
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
平
成
31
年
３
月
10
日
（
日
）

白
雪
稲
荷
様
の
ご
真
前
に
て
、
商
売

繁
盛
、
金
運
上
昇
な
ど
の
ご
祈
祷
を
行

な
い
ま
し
た
。

春
彼
岸
合
同
法
要

初
午
会

■
平
成
31
年
４
月
７
日
（
日
）

お
釈
迦
様
が
花
園
で
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
４
月
８
日
の
降
誕
会
を
祝
し
、

境
内
に
祀
ら
れ
た
誕
生
仏
に
皆
様
か

ら
甘
茶
を
か
け
て
お
参
り
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
参
詣
の
皆

様
の
ご
多
幸
を
祈
願
す
る
ご
祈
祷
を

行
い
ま
し
た
。

花
ま
つ
り

（
降
誕
会
）

■
平
成
31
年
２
月
15
日
（
金
）

お
釈
迦
様
が
沙
羅
の
木
の
下
で
入
滅

（
亡
く
な
る
こ
と
）
さ
れ
た
日
に
、
威

徳
を
偲
び
報
恩
感
謝
の
法
要
を
営
み
ま

し
た
。

涅
槃
会

■
平
成
31
年
２
月
３
日
（
日
）

今
年
は
「
厄
除
け
豆
ま
き
祈
祷
」「
星

祭
」
に
加
え
、
武
蔵
川
親
方
（
元
横
綱 

武
蔵
丸
）
を
ゲ
ス
ト
に
お
迎
え
し
「
特

別
厄
除
け
豆
ま
き
祈
祷
」
も
行
い
ま
し

た
。
昨
年
同
様
、
白
龍
館
の
２
階
よ
り

盛
大
な
開
運
豆
ま
き
を
行
い
、
大
い
に

賑
わ
い
ま
し
た
。

節
分
会

■
平
成
31
年
３
月
３
日
（
日
）

３
月
３
日
は
織
田
信
長
公
の
父
で
あ

り
、
万
松
寺
を
開
い
た
織
田
信
秀
公
の

祥
月
命
日
に
、
威
徳
を
偲
び
追
悼
法
要

を
営
み
ま
し
た
。

信
秀
忌

■
平
成
31
年
３
月
10
日
（
日
）

未
曽
有
の
災
害
と
な
っ
た
東
日
本
大

震
災
か
ら
８
年
。
そ
の
間
も
日
本
だ
け

で
な
く
世
界
各
地
で
災
害
が
発
生
し
、

多
く
の
命
が
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
今

年
か
ら
は
災
害
で
犠
牲
と
な
ら
れ
た
多

く
の
命
を
悼
み
偲
ぶ
追
悼
供
養
、
並
び

に
被
災
さ
れ
た
方
々
の
心
と
身
体
の
健

康
と
一
刻
も
早
い
復
興
を
祈
願
し
ご
祈

祷
す
る
「
災
害
物
故
者
追
悼
法
要
」
と

し
て
営
み
ま
し
た
。

併
せ
て
万
松
寺
職
員
に
よ
る
災
害
を

想
定
し
た
炊
き
出
し
訓
練
を
実
施
し
ま

し
た
。

災
害
物
故
者

追
悼
法
要

【
加
藤
令
吉
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

１
９
５
３
年
６
月
17
日
生
ま
れ
。

慶
長
年
間
よ
り
代
々
陶
業
を

営
む
背
戸
窯
の
二
十
二
代
目

と
し
て
生
ま
れ
る
。

私
立
東
海
中
学
校
・
東
海
高
校

卒
業
、
玉
川
大
学
文
学
部
芸
術

学
科
陶
芸
専
攻
卒
。

現
在
は
古
典
的
な
釉
薬
を
使
っ

た
や
き
も
の
作
り
は
も
と
よ

り
、
公
共
空
間
や
個
人
邸
に
多

彩
な
色
使
い
を
し
た
陶
壁
、
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
、
オ
ブ
ジ
ェ
等
の

制
作
活
動
を
す
る
。

加
藤
令
吉
展

■
４
月
28
日
（
日
）

　

〜
５
月
５
日
（
日
）

■
10
時
〜
17
時

■
会
場
：
万
松
寺 

白
龍
館
４
階

■
入
場
無
料

■
展
示
即
売
会
開
催

初
日
と
最
終
日
は
加
藤
令
吉
氏
来
廊
。

随
時
ミ
ニ
ト
ー
ク
会
あ
り
。

加
藤
氏
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
作

品
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

「骨壺」 ～終の棲家～

2019年
春号Season

Year

32No.

万
松
寺
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