
 
 
 
 
 
 
 
 

 

宝
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雄 

寺
報
「
宝
寿
の
風
」
第
二
号
の
発
行
に
あ
た
り
、

宝
寿
院
の
檀
家
の
皆
様
か
ら
昨
年
中
賜
り
ま
し
た

た
く
さ
ん
の
ご
厚
情
に
対
し
ま
し
て
、
改
め
ま
し

て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
昨
年
は
未
曾
有
の
経
済
不
況
の
な
か
、

「
人
の
幸
せ
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

や
、
物
の
あ
ふ
れ
る
豊
か
な
生
活
の
中
で
見
失
っ

て
し
ま
っ
た
も
の
、
忘
れ
て
い
た
も
の
を
、
改
め

て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
一
年
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。 

 

仏
教
に
『
志
意
和
雅
』
（
し
い
わ
げ
）
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
心
持
ち
が
素
直

で
柔
和
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
、

「
志
意
和
雅
な
る
は
、
よ
く
菩
提
に
至
る
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

「
菩
提
に
至
る
」
と
い
う
の
は
言
い
換
え
れ
ば
仏

の
心
に
な
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
も
っ
と
分
か

り
や
す
く
言
え
ば
、
「
真
に
幸
せ
に
な
る
」
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

今
年
一
年
が
檀
家
の
皆
様
に
と
っ
て
幸
多
き
年

で
あ
る
こ
と
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

 

宝
寿
院
別
院
の
整
備
す
す
む 

 

こ
の
度
、
寄
木
戸
の
旧
坂
本
長
太
郎
邸
を
当
宝

寿
院
が
譲
り
受
け
、
宝
寿
院
別
院
と
し
て
整
備
・

管
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

敷
地
は
約
一
○
○
○
㎡
あ
り
ま
す
。 

母
屋
は
昭
和
３
２
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、
屋
根
裏
に
は
、
も
っ
と
古
い
時
代
の
手
斧
（
ち

ょ
う
な
）
で
削
っ
た
梁
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
母
屋
は
別
院
の
庫
裡
（
く
り
）
と
す
る
予

定
で
現
在
改
修
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
農

家
の
建
築
様
式
を
伝
え
る
貴
重
な
建
物
で
も
あ
り

ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
建
築
当
時
の
姿
を
残
し

た
ま
ま
復
元
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。 

 

改
修
後
は
、
寺
で
利
用
す 

る
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
人 

た
ち
に
、
心
安
ら
ぐ
交
流
の 

場
と
し
て
広
く
利
用
し
て
い 

た
だ
い
た
り
、
地
域
文
化
発 

信
の
拠
点
と
し
て
活
用
し
た 

り
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て 

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
屋
敷
内
に
は
、
成
田
山
新
勝
寺
か
ら
勧

請
し
た
不
動
明
王
を
祀
る
祠
（
ほ
こ
ら
）
が
あ
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
を
期
に
新
た
に
不
動
堂
を
建
立

し
、
こ
れ
を
宝
寿
院
別
院
の
付
属
仏
堂
と
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
檀
家
さ
ん
や
地
域
の
人
た
ち

の
心
の
拠
り
所
の
一
つ
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

完
成
の
暁
に
は
、
是
非
お
参
り
下
さ
い
。 

 

平
成
二
十
一
年 

寄
進
者
ご
芳
名 

 

昨
年
中
に
檀
信
徒
の
方
々
よ
り
、
あ
り
が
た
い

ご
寄
進
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
致
し
ま

す
。  一

、
本
堂
空
調
設
備
一
式 

 
 

服
部
和
悦
様 

一
、
本
堂
大
改
修
工
事
費 

 
 

井
桁
樟
治
様 

一
、
墓
参
者
用
水
道
設
置
費 

 

峯
崎
知
二
様 

一
、
本
堂
内
荘
厳
具 

華
蔓 

 

橋
本
悦
枝
様 

一
、
庚
申
堂 

猫
足
釣
灯
籠 

 

坂
本
和
芳
様 

一
、
庚
申
講
御
供
米
一
俵 

 
 

峯
崎
英
光
様 

 

本
堂
内
に
二
機
の
業
務
用
大
型
エ
ア
コ
ン
を
設

置
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
寺
の
行
事
や
法
要

が
、
暑
さ
寒
さ
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
一
年
を

通
し
て
大
変
快
適
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 
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ま
た
、
本
堂
改
修
に
よ
り
、
本
堂
の
中
に
あ
っ

た
階
段
が
外
階
段
に
な
り
、
床
も
絨
毯
か
ら
畳
敷

き
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
建
具
も
新
調
さ
れ
、
使
い

勝
手
が
格
段
に
向
上
す
る
と
と
も
に
、
外
観
も
大

変
お
寺
ら
し
く
立
派
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
屋

根
に
積
も
っ
た
雪
で
、
長
年
破
損
し
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
雨
樋
も
全
て
交
換
修
理
さ
れ
、
新
た
に

雪
止
め
の
瓦
も
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
は
雪
が
降
っ
て
も
安
心
で
す
。 

さ
ら
に
、
本
堂
西
北
に
新
た
に
水
道
が
設
け
ら

れ
、
墓
参
者
が
便
利
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

本
堂
内
陣
に
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
華
蔓
（
け

ま
ん
）
と
い
う
飾
り
や
、
庚
申
堂
に
は
一
対
の
電

照
釣
灯
籠
が
寄
進
さ
れ
、
内
陣
・
堂
内
が
一
層
荘

厳
に
な
り
ま
し
た
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

温
故
知
新
① 

植
松
街
道 

江
戸
時
代
中
頃
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
江

戸
（
東
京
）
か
ら
た
く
さ
ん
の
生
活
物
資
を
積
ん

だ
帆
船
が
、
利
根
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
古
海
ま
で

や
っ
て
き
て
い
た
。
昔
、
利
根
川
は
高
林
を
流
れ

て
い
た
が
、
古
海
か
ら
先
は
浅
瀬
で
あ
っ
た
り
急

流
で
あ
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
舟
荷
は
こ
こ
で

降
ろ
さ
れ
た
。
た
だ
、
利
根
川
の
水
量
や
風
な
ど

の
条
件
が
整
え
ば
、
古
海
か
ら
先
ま
で
舟
が
行
く

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
古
戸
や
高
林
に
も
問
屋
は

あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。 

そ
の
た
め
、
古
海
に
は
大
量
の
船
荷
を
扱
う
大

き
な
問
屋
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
帆
船
は

帰
路
に
は
、
主
に
東
上
州
の
産
物
を
買
い
付
け
て

帰
っ
た
の
で
、
寄
木
戸
の
庚
申
堂
か
ら
源
忠
稲
荷

（
げ
ん
ち
ゅ
う
い
な
り
）
の
間
は
、
そ
の
た
め
の

荷
駄
の
集
積
場
と
な
っ
て
い
て
、
古
海
の
問
屋
が

仕
切
る
産
物
の
取
引
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
そ
う

で
あ
る
。 

た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
た
こ
の
区
間
の
道
路

南
側
に
は
、
当
時
、
餅
屋
、
油
屋
、
そ
ば
屋
、
穀

屋
、
材
木
屋
、
こ
ん
に
ゃ
く
や
に
し
ん
な
ど
を
出

し
て
客
を
も
て
な
す
『
的
場
』
（
た
て
ば
）
と
い

う
茶
屋
な
ど
が
軒
を
連
ね
て
い
て
、
さ
な
が
ら
小

江
戸
の
よ
う
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

し
か
し
、
大
正
６
（
１
９
１
７
）
年
に
館
林
・

小
泉
町
間
で
営
業
開
始
し
た
中
原
鉄
道
（
ち
ゅ
う

げ
ん
て
つ
ど
う
・
現
東
武
鉄
道
）
小
泉
線
の
開
通

に
よ
る
鉄
道
輸
送
の
発
達
に
よ
っ
て
、
河
川
を
利

用
し
た
水
運
は
急
速
に
衰
え
、
そ
れ
と
と
も
に
寄

木
戸
の
か
つ
て
の
賑
わ
い
も
完
全
に
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。 

往
時
を
し
の
ぶ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て

し
ま
っ
た
が
、
庚
申
堂
と
源
忠
稲
荷
だ
け
は
昔
と

変
わ
ら
な
い
場
所
に
今
も
祀
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
今
で
も
こ
の
区
間
の
道
路
北
側
に
約
６

～
７
ｍ
幅
の
不
用
道
路
が
残
っ
て
い
た
り
、
現
坂

本
新
一
家
が
、
今
で
も
『
餅
屋
』
の
屋
号
で
呼
ば

れ
て
い
た
り
、
当
時
庚
申
堂
の
東
北
側
に
祀
ら
れ

て
い
た
日
枝
神
社
の
社
地
一
帯
が
、
今
で
も
『
山

王
』
（
日
枝
神
社
の
別
称
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
り

す
る
の
も
こ
の
時
代
の
名
残
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
日
枝
神
社
は
、
明
治
４
２
年
に
長
良
神
社
の
境

内
に
移
築
さ
れ
、
坂
本
一
族
の
氏
神
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
古
海
で
降
ろ
さ
れ
た
船
荷
は
、
尾

島
、
境
方
面
ま
で
陸
路
で
運
ば
れ
て
い
た
。
古
海

の
船
着
き
場
か
ら
太
郎
坂
を
下
り
、
仙
石
、
寄
木

戸
、
現
在
の
六
道
の
辻
を
通
っ
て
矢
島
へ
と
続
く

こ
の
道
沿
い
の
寄
木
戸
部
分
に
は
、
延
々
と
松
の

木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
昔
の
人
々
は
こ
の

松
並
木
の
道
を
、
植
松
街
道
と
呼
ん
だ
と
い
う
。 

 

別
名
花
見
街
道
と
も
言
っ
た
そ
う
だ
が
、
植
松

街
道
に
は
桜
の
木
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
荷
車
で
綿
花
を
運
ぶ
こ
と
が
多
か
っ

た
の
で
花
荷
街
道
と
言
っ
た
の
が
、
い
つ
し
か
花

見
街
道
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

昭
和
４
４
年
頃 

故
野
村
七
男
翁
か
ら
伝
聞 


