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謹
啓　

盛
夏
の
候　

檀
信
徒
、法
縁
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
ご
清

祥
の
こ
と
と
存
じ
上
げ
ま
す
。常
日
頃
よ
り
東
園
寺
の
護
持
に
関
し
、格

段
の
ご
厚
情
を
賜
り
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。今
年
も
お
盆
の
ご

案
内
を
差
し
上
げ
る
時
節
と
な
り
ま
し
た
。是
非
本
紙
を
ご
覧
の
上
、ご

先
祖
様
の
ご
供
養
を
し
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

写
真
は
南
山
和
尚（
古
梁
紹
岷
こ
り
ょ
う 

じ
ょ
う
み
ん
）、仙
台
藩
四

大
画
家
の
一
人
東
洋
、東
洋
の
息
子
東
寅
合
作
の
亀
画
賛
で
す
。上
部
に

は
南
山
和
尚
に
よ
り
賛（
絵
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
。自
作
の
詩
や
禅
語

が
置
か
れ
る
。）が
記
さ
れ
、亀
が
三
匹
描
か
れ
て
い
ま
す
。

印
譜
の
位
置
か
ら
一
番
の
上
の
亀
が
南
山
、真
ん
中
が
東
寅
、下
が
東
洋

の
画
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。東
洋
の
亀
の
脇
に
は
東
洋
の
筆
で

「
南
山
尊
者
の
筆
意
に
倣
う
」と
あ
り
ま
す
の
で
、三
者
が
何
処
か
で
興

に
応
じ
て
こ
の
作
品
を
制
作
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

南
山
和
尚
の
賛
は「
三
人
證
亀
為
鼈
」（
三
人
亀
を
證
し
て
鼈
と
為

す
）。こ
れ
は『
虚
堂
録
』（
巻
二
）に
み
ら
れ
る
語
句
で「
三
人
が
口
を
そ

ろ
え
る
と
亀
が
す
っ
ぽ
ん
と
し
て
通
用
す
る
。衆
人
を
惑
わ
す
と
こ
ろ

黒
白
が
顛
倒
す
る
こ
と
の
喩
え
」（
禅
語
辞
典
）「
三
人
が
三
人
と
も
す
っ

ぽ
ん
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、亀
も
す
っ
ぽ
ん
に
な
っ
て
し
ま
う
。三
人

と
も
誤
り
だ
の
意
。」（
禅
語
字
彙
）と
い
う
意
味
で
す
。芽
出
た
い
亀
の

画
か
と
思
え
ば
何
や
ら
意
味
深
長
…
。一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
南
山
和
尚

ら
し
い
賛
で
す
。

　

良
く
も
悪
く
も
大
衆
心
理
で
物
事
が
動
い
て
し
ま
う
日
本
の
世
の

中
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
か
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
で
す
ね
。も
ち
ろ
ん
民
主

主
義
社
会
を
生
き
て
い
る
限
り
、多
数
決
に
よ
り
私
達
の
生
活
は
左
右

さ
れ
る
の
は
当
然
で
す
が
、多
数
決
で
決
め

ら
れ
た
事
柄
が
絶
対
の
真
実
で
は
無
い
と

い
う
こ
と
を
私
達
は
肝
に
銘
じ
る
べ
き
で

し
ょ
う
。

　

時
代
は
刻
々
と
動
き
、我
々
は
死
に
向

か
っ
て
ま
っ
し
ぐ
ら
の
日
々
を
送
っ
て
い

ま
す
。政
治
家
も
マ
ス
コ
ミ
も
何
か
し
ら

信
じ
ら
れ
ぬ
世
の
中
で
す
が
、自
分
自
身
を

し
っ
か
り
見
据
え
大
切
な
時
間
を
過
ご
し

た
い
も
の
で
す
。他
に
騙
さ
れ
て
も
自
分
自
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身
を
自
分
自
身
が
騙
さ
ぬ
よ
う
に「
看
脚
下
」で
す
よ
！

　

そ
れ
で
は
お
盆
の
お
参
り
に
て
皆
様
と
お
会
い
す
る
の
を
楽
し
み
に

し
て
お
り
ま
す
。時
節
柄
何
卒
ご
自
愛
専
一
に
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

謹
白

東
園
寺　

住
職　

千
坂
成
也
合
掌

・
古
梁
紹
岷（
こ
り
ょ
う　

じ
ょ
う
み
ん
）一
七
五
六
―
一
八
三
九

南
山
の
名
で
親
し
ま
れ
る
。宝
暦
六
年
、相
模
の
出
身
。江
戸
東
禅
寺
で

の
修
行
時
代
に
七
代
藩
主
重
村
公
に
見
出
さ
れ
、後
に
仙
台
瑞
鳳
寺
の

住
持
と
な
る
。書
画
に
巧
み
で
、東
洋
、菅
井
梅
関
、小
池
曲
江
ら
と
の
合

作
も
残
さ
れ
る
。天
保
十
年
十
一
月
八
日
遷
化
。世
寿
八
十
四
歳
。遺
体

は
遺
言
に
よ
り
閖
上
に
水
葬
さ
れ
た
と
い
う
。

・
東
洋（
と
う
よ
う
）一
七
五
五
―
一
八
三
九

江
戸
時
代
後
期
の
絵
師
。宝
暦
五
年
生
れ
。京
都
で
狩
野
梅
笑
に
狩
野
派

を
、ま
た
四
条
派
の
松
村
月
渓
に
学
ぶ
。天
保
十
年
十
一
月
二
十
三
日
死

去
。八
十
五
歳
。陸
奥
栗
原
郡
出
身
。法
眼
。別
号
に
玉
峨
、白
鹿
園
。

・
東
寅（
と
う
い
ん
）一
七
九
三
―
一
八
五
三

江
戸
時
代
後
期
の
絵
師
。寛
政
五
年
生
れ
。四
条
派
。仙
台
藩
四
大
画
家

東
洋
の
長
男
。父
東
洋
、狩
野
照
信
に
師
事
。花
鳥
・
人
物
画
に
す
ぐ
れ

た
。嘉
永
六
年
十
一
月
三
日
江
戸
に
て
死
去
61
歳
。法
橋
。字
は
木
星
。通

称
は
俊
治
。別
号
に
長
月
。

○
阿
部
久
壽
氏
に
本
山
よ
り
褒
賞

　

先
日
勇
退
さ
れ
た
前
責
任
役

員
、元
花
園
会
長 

阿
部
久
壽
さ
ん

の
長
年
に
亘
る
東
園
寺
護
持
の
労

に
報
い
る
為
に
当
山
で
は
妙
心
寺

に
そ
の
ご
功
績
を
報
告
。こ
の
度
、

本
山
よ
り
褒
賞
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。

○
来
年
は
綱
村
公
三
〇
〇
年
遠
忌

　

去
る
６
月
19
日
、塩
竈
港
開
港
恩
人
伊
達
綱
村
公
毎
歳
忌
逮
夜
法
要

が
、伊
達
家
当
主
泰
宗
様
、塩
竈
市
長
佐
藤
昭
様
始
め
関
係
者
に
ご
参
集

頂
き
、東
園
寺
に
て
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。来
年
の
遠
忌
に
向
け
て
綱
村
公

御
木
像
の
制
作
、綱
村
公
の
精
神
修
養
の
記
録
と
も
言
え
る『
如
幻
三
昧

集
』の
発
行
な
ど
東
園
寺
主
体
の
記
念
事
業
も
着
々
と
進
ん
で
お
り
ま

す
。た
く
さ
ん
の
檀
家
各
位
や
法
縁
者
の
ご
協
力
に
は
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。塩
竈
で
の
遠
忌
法
要
は
平
成
30
年
６
月
17
日
㈰
午
後
４

時
に
決
定
し
て
お
り
ま
す
。御
木
像
協
力
者
の
方
々
す
べ
て
に
ご
案
内

を
差
し
上
げ
ま
す
。何
卒
ご
予
定
に
入
れ
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
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お
盆
の
法
要
日
程

○
七
如
来
名
号
開
眼
法
要

・
８
月
８
日
午
前
10
時（
午
前
11
時
頃
終
了
）

・
法
要
と
法
話
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
な
た

で
も
参
加
出
来
ま
す
。

・
軽
食
を
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

・
会
費
3
0
0
円

○
七
如
来
名
号（
精
霊
札
）
授
与

・
七
如
来
名
号（
精
霊
符
）
は
８
月
８
日
の

開
眼
法
要
後
よ
り
授
与
申
し
上
げ
ま
す
。

○
お
墓
掃
除　

８
月
８
日
よ
り
12
日
ま
で

・
お
盆
の
期
間
が
始
ま
る
前
に
墓
地
の
清

掃
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

○
お
盆
期
間
中
の
法
要

８
月
12
日　

午
後
６
時　

精
霊
迎
え
法
要

・
蓮
華
の
形
を
し
た
蝋
燭
の
灯
で
御
霊
を

迎
え
ま
す
。
法
要
後
は
参
加
者
各
家
に

蝋
燭
を
差
し
上
げ
ま
す
。（
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
、
各
家
に
付
き
一
つ
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。）

・
ど
な
た
で
も
お
参
り
し
て
頂
け
ま
す
。

８
月
13
日　

午
前
６
時
〜
午
後
５
時

・
例
年
通
り
、
七
如
来
名
号（
精
霊
札
）
を

授
与
し
ま
す
。

・
喪
中
の
家
以
外
は
赤
帯
の
袋
に
布
施
と

書
い
て
納
め
て
頂
け
れ
ば
結
構
か
と
存

じ
ま
す
。

８
月
14
日　

午
前
10
時　
　

新
亡
供
養

・
新
亡
の
方
に
は
改
め
て
ご
案
内
を
申
し

上
げ
ま
す
。

８
月
15
日　

午
前
11
時
45
分

　

平
和
祈
願
戦
没
者
供
養
法
要

・
戦
死
病
没
者
の
慰
霊
と
平
和
祈
願
の
お

し
上
げ
ま
す
。

※『
如
幻
三
昧
集
』伊
達
綱
村
公
と
禅
僧
の
問

答
や
綱
村
公
が
こ
と
に
及
ん
で
作
っ
た
漢
詩

を
集
め
た
書
。現
在
は
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
。

こ
の
度
、同
館
の
ご
許
可
を
得
て
禅
文
化
研
究

所
で
研
究
、来
年
の
遠
忌
に
合
わ
せ
て
発
行
さ

れ
ま
す
。法
要
の
記
念
品
と
な
る
他
、県
内
の

各
学
校
や
研
究
機
関
に
配
布
す
る
予
定
で
す
。

（昨年の精霊迎え法要）
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味
か
ら
す
る
と
、
餓が

鬼き

飯め
し

等
の

お
供
え
は
家
の
先
祖
に
供
え
る

と
い
う
よ
り
は
、
先
祖
の
代
わ

り
に
功
徳
を
積
む
つ
も
り
で
、

餓
鬼
道
に
落
ち
た
者
に
供
え
る

も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ご
自

分
の
先
祖
だ
け
の
冥
福
を
祈
る

の
で
は
無
く
、
広
く
す
べ
て
の

御
霊
の
安
寧
を
祈
る
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
。

　

画
像
は
黒
川
郡
大
和
町
旧
家

の
盆
飾
り
で
す
。
伝
統
的
な
形

式
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。

寺
院
に
て
荘
厳
さ
れ
る
施
餓
鬼

棚
で
は
、
中
央
に
餓
鬼
飯
と
呼

ば
れ
る
大
量
の
ご
飯
を
置
き
、

生な
ま
り
ょ
う
ぐ

霊
供
と
呼
ば
れ
る
生
野
菜
や
、

海
の
産
物
で
あ
る
昆
布
や
寒
天

が
供
え
ら
れ
ま
す
。
在
家
の
施

餓
鬼
棚
で
は
菰
の
上
に
蓮
の
葉

を
敷
い
て
ゆ
で
た
素
麺
や
ご
飯

が
供
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
よ

う
で
す
。
施
餓
鬼
棚
は
餓
鬼
に

施
す
と
い
う
元
来
の
意
義
か
ら

す
れ
ば
、
外
か
外
に
近
い
縁
側

等
に
荘
厳
し
、
餓
鬼
が
太
陽
を

嫌
う
こ
と
か
ら
夕
方
に

お
供
え
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
今
日
は
住
宅

事
情
等
も
あ
り
、
仏
壇

の
前
に
お
盆
の
お
供
物

と
し
て
施
餓
鬼
棚
の
名

残
と
思
わ
れ
る
供
物
が

供
え
ら
れ
る
場
合
が
多

い
よ
う
で
す
。

　

元
来
、
施
餓
鬼
の
意

一
体
７
０
０
円　

８
月
１
日
よ

り
受
け
付
け
ま
す
。

・
通
称
花
塔
婆
と
呼
ば
れ
る
盂

蘭
盆
会
供
養
塔
婆
は
ご
自

分
の
墓
地
は
も
ち
ろ
ん
、
他

家
の
墓
地
に
お
参
り
し
た

際
の
供
養
の
お
し
る
し
に

お
供
え
く
だ
さ
い
。

〇
お
盆
の
お
飾
り
に
つ
い
て

　

施せ
が
き
だ
な

餓
鬼
棚

　

昔
は
各
家
に
も
仏
壇
と
は
別

に
施
餓
鬼
棚
が
飾
ら
れ
、
ご
先
祖

様
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
施
餓
鬼

棚
と
は
成
仏
し
き
れ
て
い
な
い

餓
鬼
幽
霊
の
為
に
、
施
し
を
す

る
為
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
す
。

勤
め
で
す
。
ご
自
由
に
ご
参

拝
く
だ
さ
い
。
予
約
な
ど
は

不
要
で
す
。

８
月
16
日　

午
後
６
時

　

精
霊
送
り
法
要

・
お
盆
の
各
自
宅
に
お
持
ち
頂

い
た
七
如
来
名
号
の
総
供

養
で
す
。

・
お
返
し
頂
い
た
方
す
べ
て
の

家
名
を
住
職
が
唱
え
供
養

し
ま
す
。

・
ど
な
た
で
も
お
参
り
し
て
頂

け
ま
す
。

・
七
如
来
名
号
は
16
日
午
後
６

時
ま
で
に
返
却
し
て
下
さ

い
。
も
し
返
却
出
来
な
か
っ

た
場
合
は
自
宅
で
焼
い
て

頂
く
か
、
後
日
寺
に
納
め
て

下
さ
い
。

○
盂
蘭
盆
会
供
養
塔
婆
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〇
参
拝
者
用
駐
車
場

　

東
園
寺
の
駐
車
場
は
庫
裏
地

下
、
幼
稚
園
前
の
他
に
、
海
岸
通

り
、
幼
稚
園
裏
、
新
墓
地
に
ご
ざ

い
ま
す
。
お
盆
中
は
満
車
で
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
心
と
時

間
に
余
裕
を
お
持
ち
譲
り
合
い

の
上
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
墓

参
り
や
法
要
以
外
で
の
駐
車
場

の
ご
利
用
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

こ
れ
か
ら
の
行
事
！

是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
！
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