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第
六
十
四
号 

令
和
七
年
三
月
発
行 

持
名
山
一
心
寺 

検
索 

 

浄
土
真
宗
と
平
和
～
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
参
拝
し
て 

真
宗
教
団
連
合
（
浄
土
真
宗
の
十
派
の

連
合
）
の
一
員
と
し
て
、
初
め
て
国
立
千

鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
参
拝
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
墓
苑
は
、
昭
和
三
十
四
年
（
一
九

五
九
年
）
に
国
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
戦
没

者
の
ご
遺
骨
が
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。
第

二
次
世
界
大
戦
で
は
、
広
範
な
地
域
で
戦

闘
が
展
開
さ
れ
、
海
外
の
戦
場
に
お
い
て

多
く
の
方
が
戦
没
さ
れ
ま
し
た
。戦
後
、
ご

遺
骨
が
日
本
に
持
ち
帰
ら
れ
ま
し
た
が
、

ご
遺
族
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
も
の
が
、
こ
の
墓
苑
の
地
下
三
階
建
て

の
納
骨
室
（
右
下
写
真
）
に
収
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
い
わ
ば
「
無
名
戦
士
の
墓
」
と
も

い
え
る
施
設
で
す
。 

二
〇
二
四
年
十
月
現
在
、三
十
七
万
四

百
六
十
七
名
の
ご
遺
骨
が
納
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
総
戦
没
者
数
は
、
軍
人
・
軍
属
・
一

般
邦
人
を
合
わ
せ
て
約
三
百
十
万
人
と

さ
れ
て
い
ま
す
。 

遺
骨
の
収
集
は
政
府
と
民
間
に
よ
っ
て

毎
年
継
続
さ
れ
て
お
り
、こ
の
二
月
に
も
二

十
名
ほ
ど
の
ご
遺
骨
が
こ
の
墓
苑
に
安
置

さ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
近
年
は
Ｄ

Ｎ
Ａ
鑑
定
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
戦
没
者
の

子
孫
と
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
照
合
が
可
能
と
な
り
、
こ

れ
ま
で
に
約
千
五
百
名
の
戦
没
者
の
身
元

が
判
明
し
、
ご
遺
族
の
も
と
へ
帰
ら
れ
た
と

の
こ
と
で
し
た
。 

 

初
め
て
こ
の
墓
苑
を
訪
れ
て
感
じ
た
の

は
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
想
像
し
て
い
た
よ
り
も

施
設
が
小
規
模
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
日
、訪
れ
て
い
る
人
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
れ
は
、こ
の
墓
苑
が
無
名
戦
没
者
の
納

骨
所
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
特
定
の
個
人
の
墓
所

で
あ
れ
ば
、
家
族
や
親
族
が
手
を
合
わ
せ
に

訪
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
身
元
不
明
の
戦
没
者
が
祀
ら
れ
て
い
る
た
め
、こ
こ
に
参

拝
し
よ
う
と
考
え
る
人
が
少
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
国
立
の
施
設
と
し
て
設
置

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
名
戦
没
者
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
戦
没
者
を
追
悼
す
る
施
設
と

す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
礼
拝
所
が
皇
居
の
方
向
を
向
い
て
お
り
、
昭
和
天
皇
の
「
国
の
た
め
い
の
ち

さ
さ
げ
し
人
々
の
こ
と
を
思
え
ば
む
ね
せ
ま
り
く
る
」
と
い
う
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
戦
後
十
四
年
を
経
過
し
て
い
た
と
は
い
え
、
建
設
当
時
の
社
会
状
況
を
反
映

し
て
か
、「
無
宗
教
施
設
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、天
皇
崇
拝
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。 
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た
だ
し
、
礼
拝
対
象
と
な
る
特
定
の
宗

教
的
シ
ン
ボ
ル
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、

礼
拝
時
に
は
各
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
本

尊
を
お
祀
り
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、
毎
年

九
月
十
八
日
に
全
戦
没
者
追
悼
法
要

（
上
写
真
）
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

今
年
で
戦
後
八
十
年
。
私
が
一
心
寺
に

帰
り
、
お
参
り
を
始
め
て
か
ら
二
十
八
年

が
経
ち
ま
し
た
。
当
時
は
、
明
治
・
大
正
生

ま
れ
の
方
も
多
く
健
在
で
、
戦
前
・
戦
中

の
体
験
談
を
直
接
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
そ

う
し
た
お
話
を
聞
く
機
会
も
ほ
と
ん
ど
な

く
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
八
十
年
間
、
日
本
は
戦
争
を
す
る
こ
と
な
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

世
界
に
は
今
な
お
戦
争
が
続
い
て
い
る
国
や
地
域
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
が

平
和
を
享
受
し
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
変
有
難
い
こ
と
で
す
。 

 

日
本
は
仏
教
国
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
一
神
教
は

排
他
的
で
あ
る
た
め
、
争
い
が
起
こ
り
や
す
い
の
に
対
し
、
日
本
は
多
神
教
の
文
化
を

持
つ
た
め
、
平
和
的
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。 

世
界
で
、
仏
教
が
多
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
国
は
日
本
を
含
め
て
た
っ
た
の
七
％
、
そ

れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
約
三
十
四
％
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
二
十
三
％
で
す
。
（
下
図
） 

人
々
を
幸
せ
に
す
る
は
ず
の
宗
教
が
争
い
に
影
響
し
て
い
る
な
ら
ば
、
悲
し
い
こ
と

で
す
。 
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お
釈
迦
さ
ま
は
「
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
、す
べ
て
の
者
は
死
を
お
そ
れ
る
。

己
が
身
を
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
、
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
」
（
『
ダ
ン
マ
パ

ダ
』
）
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
「
仏
の
歩
み
行
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
国
も
町
も
村
も
、
そ
の
教
え
に
導
か
れ
な

い
と
こ
ろ
は
な
い
。
世
の
中
は
平
和
に
治
ま
り
、
武
器
を
取
っ
て
争
う
こ
と
も
な
く
な

る
」
（
『
仏
説
無
量
寿
経
』
）
と
あ
り
、
暴
力
、
争
い
を
強
く
抑
止
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
も
「
仏
の
ち
か
い
を
も
聞
き
、
念
仏
も
申
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
す
で
に

久
し
く
な
っ
て
お
ら
れ
る
人
々
に
は
、
こ
の
世
の
わ
る
い
こ
と
を
厭
う
し
る
し
、
こ
の
身

の
あ
し
き
こ
と
を
厭
い
す
て
よ
う
と
思
い
に
な
る
し
る
し
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
（
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
）
と
述
べ
ら
れ
、
お
念
仏
を
称
え
る

者
は
、
悪
し
き
こ
と
を
嫌
い
、
避
け
よ
う
と
い
う
思
い
に
な
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
『
歎
異
抄
』
に
は
、
弟
子
の
唯
円
と
の
問
答
と
し
て
次
の
よ
う
な
や
り
と

り
が
あ
り
ま
す
。 

あ
る
と
き
、
親
鸞
聖
人
が
唯
円
に
「
私
の
言
う
こ
と
を
信
じ
る
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。

唯
円
は
「
信
じ
ま
す
」
と
答
え
ま
す
。
す
る
と
聖
人
は
こ
う
問
い
か
け
ま
す
。 

「
例
え
ば
、
私
が
『
人
を
千
人
殺
し
た
ら
浄
土
に
往
生
で
き
る
』
と
言
っ
た
ら
、ど
う

す
る
か
」
。
唯
円
は
「
私
に
は
千
人
ど
こ
ろ
か
、
一
人
も
殺
す
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
」

と
答
え
ま
す
。 

す
る
と
聖
人
は
こ
う
続
け
ま
す
。 

「
で
は
な
ぜ
、
私
の
言
う
こ
と
を
信
じ
る
と
言
っ
た
の
か
。
こ
れ
で
分
か
っ
た
だ
ろ
う
。

も
し
、
自
分
の
意
志
だ
け
で
行
動
を
決
め
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
浄
土
に
往
生
す
る
た

め
に
千
人
を
殺
せ
と
言
わ
れ
た
ら
、
殺
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。し
か
し
、
一
人
と

し
て
殺
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
た
だ
人
を
殺
す
縁
が
備
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
自
分
の
心
が
善
い
か
ら
殺
さ
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
い
く
ら
自
分
は
善
い
人
間

だ
か
ら
殺
さ
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
状
況
次
第
で
は
百
人
、
千
人
を
殺
し
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
の
だ
。
」 

人
間
は
、
「
自
分
は
こ
う
す
る
」
と
ど

れ
だ
け
考
え
た
と
し
て
も
、
状
況
次
第

で
何
を
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
あ
る

日
突
然
、
理
不
尽
に
殺
さ
れ
る
か
も
し

れ
ず
、
あ
る
い
は
自
分
が
人
を
殺
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
自
分
だ
け
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な

い
」
「
自
分
だ
け
は
そ
ん
な
目
に
遭
わ

な
い
」
と
考
え
る
の
は
、
た
だ
の
思
い
込

み
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。 

 

戦
国
時
代
に
は
一
向
一
揆
が
起
こ

り
ま
し
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

浄
土
真
宗
の
門
徒
た
ち
、
お
念
仏
を
称

え
て
い
た
人
々
で
す
。 

戦
乱
が
続
き
、
重
い
年
貢
や
軍
役
の

負
担
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
彼
ら
は
、

「
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
、
殺
さ
し
め
て
は
な

ら
ぬ
」
と
い
う
お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉
や
、

「
こ
の
世
の
悪
し
き
こ
と
を
厭
い
、
こ
の

身
の
悪
し
き
こ
と
を
厭
い
捨
て
よ
う
」

と
い
う
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
理
解
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
揆
を
起
こ

さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
浄
土
真
宗
各
派
は
、先
の
大
戦
に
協
力
し
た
事
実
を
認
め
て
い
ま
す
。
真
宗

大
谷
派
は
、戦
後
の
声
明
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
過
去
に
お
い
て
、
大
日
本
帝
国
の
名
の
下
に
、
世
界
の
人
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国

三
河
一
向
一
揆
を
描
い
た
浮
世
絵 

「
三
河
後
風
土
記
之
内 

大
樹
寺
御
難
戦
之
図
」 
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の
人
々
に
言
語
に
絶
す
る
惨
禍
を
も
た
ら
し
、
佛
法
の
名
を
借
り
て
将
来
あ
る
青
年

た
ち
を
死
地
に
赴
か
し
め
、
言
い
し
れ
ぬ
苦
難
を
強
い
た
こ
と
を
深
く
懺
悔
し
、
不
戦

の
誓
い
を
表
明
し
ま
し
た
。
（
中
略
）
如
来
の
願
心
は
“
賜
っ
た
い
の
ち
”
を
奪
い
合
う

こ
と
を
悲
し
み
、
私
た
ち
に
“
共
に
生
き
よ
”
と
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
確
か
め
、

『
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
、
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
』
と
い
う
仏
陀
の
言
葉
を
如
来
の
悲
願

と
し
て
受
け
止
め
た
の
で
す
。
」 

こ
の
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
各
派
は
戦
争
へ
の
関
与
を
深
く
反
省
し
、
不
戦
の
誓
い
を

立
て
ま
し
た
。 

 

私
は
「
こ
の
世
の
悪
し
き
こ
と
を
厭
い
、
こ
の
身
の
悪
し
き
こ
と
を
厭
い
捨
て
よ
う
」

と
思
っ
て
も
、
状
況
次
第
で
は
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
存
在
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、お

釈
迦
さ
ま
の
教
え
や
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
、
こ
れ
か
ら
も
聞
き
続
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

 
仏
教
伝
道
協
会
が
毎
年
発
表

す
る
「
願
い
の
一
字
コ
ン
テ
ス
ト
」

で
、
二
〇
二
五
年
の
一
字
は
「
慈
」

が
選
ば
れ
ま
し
た
。
他
者
に
対
す

る
優
し
さ
、
思
い
や
り
を
意
味
す

る
「
慈
」
、今
の
時
代
に
不
可
欠
な

心
で
し
ょ
う
。 

お
釈
迦
さ
ま
の
「
殺
し
て
は
な

ら
ぬ
、
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
」
、

親
鸞
聖
人
の
「
こ
の
世
の
、
こ
の

身
の
あ
し
き
こ
と
を
厭
い
す
て
よ

う
と
思
い
」
を
心
に
刻
み
、慈
し
み

の
平
和
な
世
界
を
願
い
た
い
も
の

で
す
。 

報
恩
講
報
告 

一
月
十
日
、
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
し

た
。法
話
は
川
田
信
五
氏
。 

念
仏
、
信
心
は
智
慧
あ
る
人
を
育
む
も

の
で
あ
る
。
智
慧
と
は
「
本
当
に
気
づ
く

心
」 

の
こ
と
を
い
う
。
本
当
に
気
づ
く
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
人
生
は
空
し
く
過
ぎ
て
い
っ

て
し
ま
う
。
私
た
ち
は
お
正
月
に
神
仏
に

さ
ま
ざ
ま
な
願
い
事
を
す
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
多
く
の
場
合
、
自
分
勝
手
な
心
か
ら

生
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い

た
だ
く
の
が
、
仏
の
教
え
で
あ
る
。
信
心
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
は
、
喜
び
と
感
謝
、
そ

し
て
報
恩
の
心
で
あ
る
。
そ
の
心
を
持
つ

こ
と
で
、
私
た
ち
は
人
生
を
本
当
に
生
き

切
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
、と
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

お
知
ら
せ  

お
彼
岸
の
中
日
よ
り
、
札
幌
別
院
を
皮
切
り
に
、
北
海
道
の
八
ヵ
寺
を
布
教
に
回

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

香
川
県
か
ら
も
多
く
の
開
拓
者
が
移
住
し
た
北
海
道
。
真
宗
興
正
派
の
北
海
道

開
教
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
〇
四
）
。
現
在
は
五
十
九

ケ
寺
が
お
念
仏
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

北
海
道
布
教
の
間
は
お
参
り
が
で
き
ず
、
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し

ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 


