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宗教法人東園寺花 園 会 報

　

法
縁
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
ご
清
祥
の
事
と
拝

察
申
し
上
げ
ま
す
。日
頃
よ
り
當
山
の
護
持
に
関
し
、越
格

の
ご
厚
情
を
賜
り
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、過
日
、安
倍
元
総
理
が
凶
弾
に
倒
れ
た
こ
と
は

我
々
日
本
人
を
震
撼
さ
せ
た
出
来
事
と
な
り
ま
し
た
。先

ず
は
安
倍
元
総
理
の
御
霊
の
寧（
や
す
）か
ら
ん
こ
と
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

図
ら
ず
も
、こ
の
惨
事
に
よ
り
炙
り
出
さ
れ
た
か
た
ち

に
な
っ
た
政
治
と
某
新
宗
教
の
関
係
。政
教
分
離
と
言
い

な
が
ら
集
票
力
を
持
つ
宗
教
団
体
と
政
治
家
の
関
わ
り
は

古
く
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、今
さ
ら
驚
く
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。但
し
、今
回
問
題
視
さ
れ
て
い
る
団
体
は
以
前

に
も
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
お
り
、保
守
系
の
政

治
家
と
の
密
接
な
繋
が
り
は
、驚
き
を
超
え
て
畏
怖
す
べ

き
も
の
が
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

　

20
年
以
上
前
の
事
で
す
が
、東
園
寺
に
キ
リ
ス
ト
教
団

体
を
名
乗
る
組
織
か
ら
仙
石
線
高
架
化
工
事
で
亡
く
な
っ

た
朝
鮮
の
方
々
の
供
養
を
し
て
頂
け
な
い
か
、さ
ら
に
は

当
山
に
よ
る
読
経
の
他
に
キ
リ
ス
ト
教
、神
道
に
よ
る
祈

り
を
捧
げ
る
会
場
と
し
て
本
堂
を
提
供
し
て
欲
し
い
と

の
打
診
が
あ
り
ま
し
た
。私
は
そ
の
趣
旨
に
多
い
に
賛
同

し
、合
同
法
要
を
行
う
つ
も
り
で
準
備
し
て
い
ま
し
た
が
、
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法
要
日
程
が
決
定
し
て
か
ら
頂
い
た
団
体
紹
介

の
冊
子
に
某
教
団
教
祖
の
名
を
発
見
、さ
ら
に

団
体
名
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
し
て
み
る
と

某
新
宗
教
に
直
結
す
る
組
織
だ
っ
た
事
が
判
明

し
、法
要
の
世
話
人
に
こ
れ
を
正
す
と
あ
っ
さ

り
そ
の
事
実
を
認
め
ま
し
た
の
で
会
場
使
用
と

法
要
実
施
を
急
遽
断
っ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

法
要
中
止
の
申
し
入
れ
を
聞
い
た
世
話
人
は

弁
明
と
予
定
通
り
の
法
要
実
施
の
懇
願
に
訪
れ

ま
し
た
が
、こ
の
教
団
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
釈
尊
に
対
す
る
誹
謗
が
あ
り
、当
方
が
崇
敬

す
る
仏
陀
教
の
教
え
を
非
合
理
な
論
理
で
中
傷

す
る
団
体
に
会
場
を
提
供
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
事
を
申
し
上
げ
、法
要
直
前
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、す
べ
て
の
計
画
の
変
更
と
全
面
的
な

謝
罪
を
得
る
こ

と
が
出
来
ま
し

た
。

　

そ
の
教
団
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
は
各
所
で
同

じ
よ
う
な
合
同

法
要
を
営
ん
で

い
る
事
が
、

会
場
と
な
っ

た
伝
統
仏
教

の
寺
院
名
と

共
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
し

た
。場
所
を

提
供
し
た
寺
院
の
僧
侶
は
き
っ
と
真
面
目
な
宗

教
者
で
真
摯
な
お
気
持
ち
か
ら
法
要
を
行
っ
た

の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、や
は
り
様
々
な
ト
ラ

ブ
ル
を
抱
え
る
教
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
寺
院

名
を
残
す
事
は
、そ
れ
ら
の
新
宗
教
に
誤
っ
た

信
用
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、充
分
に
注
意
せ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

信
教
の
自
由
は
日
本
国
憲
法
で
認
め
ら
れ
た

大
切
な
権
利
で
す
。宗
教
団
体
が
弾
圧
さ
れ
た

り
、不
当
な
差
別
を
受
け
る
事
が
あ
っ
た
り
し

て
は
な
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、社
会
的
な
正
義
や

基
本
的
人
権
を
脅
か
す
団
体
は
宗
教
と
言
え
る

か
は
充
分
に
検
討
す
べ
き
で
す
。オ
ウ
ム
事
件

以
来
、新
た
な
宗
教
法
人
は
認
め
づ
ら
く
な
っ

て
は
い
ま
す
が
、そ
れ
以
前
か
ら
活
動
す
る
新

宗
教
は
、少
な
か
ら
ず
ト
ラ
ブ
ル
を
有
し
て
い

て
も
、様
々
に
形
式
を
変
え
な
が
ら
命
脈
を

保
っ
て
い
ま
す
。自
己
啓
発
や
精
神
的
な
健
康

を
謳
う
団
体
も
あ
り
、非
常
に
巧
妙
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。問
題
が
あ
る
教
団
で
も
簡
単

に
法
人
解
散
な
ど
が
出
来
な
い
の
は
周
知
の
事

実
。皆
様
、ど
う
か
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
新
宗
教
が
蔓
延
す
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
く
、我
々
伝
統
教
団
の
努
力
が
足
り

な
い
と
い
う
事
が
第
一
の
理
由
で
あ
り
、特
に

既
成
仏
教
の
僧
侶
は
真
摯
に
反
省
せ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。「
問
題
の
あ
る
教
団
だ
と
は
分
か
っ

て
い
て
も
、自
分
の
悩
み
に
応
じ
て
く
れ
た
の

は
こ
こ
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
…
。禅
宗
の
お
寺

に
も
行
き
ま
し
た
が
、た
だ
坐
れ
と
言
う
ば
か

り
で
。そ
も
そ
も
門
を
閉
ざ
し
て
い
る
お
寺
が

多
い
し
…
。」そ
の
世
話
人
と
共
に
来
山
さ
れ
た

信
者
の
言
葉
で
す
。東
園
寺
は
檀
家
が
多
く
、一

人
一
人
の
檀
家
さ
ん
に
向
き
合
う
の
が
困
難
で

は
あ
り
ま
す
が
、皆
様
に
安
心
し
て
お
参
り
し

て
頂
け
る
よ
う
日
々
努
力
を
し
て
お
り
ま
す
。

困
っ
た
と
き
に
は
菩
提
寺
と
先
祖
が
眠
る
墓
所

を
参
拝
さ
れ
て
は
如
何
で
し
ょ
う
。
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今
年
度
も
コ
ロ
ナ
禍
が
続
き
、各
法
要
や
行

事
は
感
染
防
止
対
策
を
講
じ
つ
つ
行
い
ま
し

た
。３
年
言
い
続
け
て
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

す
が
、安
心
し
て
行
事
を
営
め
る
事
が
一
日
も

早
く
来
る
こ
と
を
念
願
し
つ
つ
も
、こ
の
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
を
通
し
て
学
ん
だ
事
や
合
理
化
さ
れ

た
事
を
活
か
し
て
、今
後
の
寺
院
活
動
を
計
画

し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

■
塩
竈
の
恩
人

　
四
代
藩
主
伊
達
綱
村
公
毎
歳
忌
宿
忌

　

現
在
の
鹽
竈
神
社
の
社
殿
を
建
立
し
、貞
享

特
令
な
ど
を
通
し

て
塩
竈
の
発
展
に

著
し
い
功
績
を
遺

し
た
四
代
藩
主
綱

村
公
の
毎
歳
忌
宿

忌（
逮
夜
法
要
）が

仙
台
伊
達
家
十
八

代
当
主
伊
達
泰
宗

様
ご
臨
席
の
も
と

厳
修
さ
れ
ま
し
た
。本
年
よ
り
こ
の
法
要
を
学

び
の
機
会
に
し
よ
う
と
東
北
歴
史
博
物
館
学
芸

員
塩
田
達
也
先
生
に
よ
る
貞
享
特
令
に
関
す
る

勉
強
会
を
併
催
致
し
ま
し
た
。

■
精
霊
札
（
七
如
来
名
号
）
開
眼
法
要

　
先
住
精
道
和
尚
の
命
日
に
併
せ
、
精
霊
札
の

開
眼
法
要
を
営
み
ま
し
た
。

■
精
霊
迎
え
法
要

　

８
月
12
日
、皆
様
の
ご
先
祖
を
お
迎
え
す
る

と
共
に
餓
鬼
幽
霊
を
供
養
す
る
大
施
餓
鬼
の
法

要
が
寺
内
僧
侶
と
檀
信
徒
有
志
に
よ
り
厳
修
さ

れ
ま
し
た
。

■
新
亡
供
養

　

８
月
14
日
午
前
10
時
、

正
午
、
新
亡
供
養
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
防
止
の
為
に
二
座
に

分
散
し
て
厳
修
さ
れ
ま

し
た
。

■
戦
死
戦
病
没
者
供
養
並
び
に

　
世
界
平
和
祈
願
法
要

　

戦
死
戦
病
没
者
供
養
並
び
に
世
界
平
和
祈
願

法
要
が
営
ま
れ
、有
志
に
よ
り
御
霊
の
安
か
ら

ん
事
と
世
界
恒
久
平
和
が
祈
願
さ
れ
ま
し
た
。

行
事
報
告

精霊札開眼法要

精霊迎え法要新亡供養

四代藩主伊達綱村公毎歳忌宿忌
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修
の
為
に
８
月
２
日
よ
り
開
教
院
で
監
護
を
し

て
い
た
瑞
巌
寺
専
門
道
場
知
客
寮
河
北
義
崇
禅

士
、小
衲
の
徒
弟
で
あ
る
妙
恵
禅
尼
の
加
担
に

よ
り
大
禍
無
く
営
ま
れ
ま
し
た
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、山
口
和
尚
の
遷
化
に

伴
い
小
衲
が
現
在
ハ
ワ
イ
開
教
院
の
兼
務
住
職

と
な
っ
て
い
ま
す
。幸

に
し
て
数
年
ハ
ワ
イ
の

地
で
布
教
活
動
を
し
た

い
と
い
う
青
年
僧
が
現

れ
、現
在
宗
教
活
動
者

ビ
ザ
を
取
得
す
べ
く
申

請
中
で
す
。岡
本
和
尚
、

大
城
和
尚
、東
園

寺
先
住
、山
口
和

尚
と
連
綿
と
繋
げ

ら
れ
て
来
た
マ
ウ

イ
の
禅
を
護
持
す

る
と
共
に
、よ
り

良
い
発
展
に
寄
与

し
て
欲
し
い
も
の
で
す
。

　

山
口
和
尚
の
一
周
忌
は
命
日
の
12
月
29
日
に

先
立
ち
現
地
時
間
12
月
17
日
に
営
む
予
定
で

す
。こ
の
法
要
に
は
小
衲
の
他
に
瑞
巌
寺
職
員

２
人
が
派
遣
さ
れ
ま
す
。ズ
ー
ム
に
て
法
要
を

配
信
す
る
予
定
で
す
の
で
、是
非
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
に
て
お
参
り

く
だ
さ
い
。会

議
ID
等
は
東
園

寺
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
ツ
イ
ッ

タ
ー
、フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
等
で

ご
案
内
申
し
上

げ
ま
す
。

■
地
蔵
盆

　

８
月
25
日
、檀
信
徒
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
精
霊

札
を
供
養
し
、お
盆
の
締
め
括
り
と
な
る
法
要

が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

■
地
蔵
流
し

　

本
年
の
地
蔵
流
し
は
参

加
者
の
大
幅
な
減
少
の
為

に
中
止
致
し
ま
し
た
。

■
不
動
堂
大
祭

　

９
月
17
日
、岐
阜
県
真
言
宗
法
華
寺 
（
三
田

洞
弘
法
）林
良
恭
師
を
お
招
き
し
護
摩
祈
祷
会

が
営
ま
れ
ま
し
た
。

■
ハ
ワ
イ
開
教
院
大
施
餓
鬼
法
要
、開
教
師
派
遣

　

去
る
８
月
20
日
、ハ
ワ
イ
開
教
院
に
て
開
教

院
メ
ン
バ
ー
の
新
亡
供
養
、同
院
先
住
職
山
口

良
三
和
尚
の
位
牌
開
眼
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し

た
。旧
知
の
メ
ン
バ
ー
そ
し
て
山
口
和
尚
の
子

息
を
集
め
旧
交
を
温
め
ま
し
た
が
、や
は
り
山

口
和
尚
の
い
な
い
開
教
院
は
非
常
に
寂
し
く
、

マ
ウ
イ
・
カ
フ
ル
イ
空
港
に
着
い
た
時
か
ら
何

と
も
言
え
な
い
空
虚
感
に
苛
ま
れ
る
小
衲
で
あ

り
ま
し
た
。改
め
て
和
尚
の
存
在
の
大
き
さ
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。尚
、今
回
の
法
要
は
、研

ハワイ開教院大施餓鬼法要

100歳の長寿を迎えたヒガミツコ様が
妙心寺より表彰されました。
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（
ご
け
い　

そ
う
と
ん
）
禅
師
の
塔
所
で
あ
る
岐

阜
瑞
龍
寺
で
書
し
た
と
の
意
。
雲
居
禅
師
が
請
わ

れ
て
同
寺
復
興
の
為
に
岐
阜
に
赴
き
同
地
に
滞
在

し
た
の
は
正
保
元
年
４
月
16
日
か
ら
７
月
15
日
迄

で
禅
師
63
歳
。
気
力
体
力
と
も
に
充
実
し
た
時
代

　

こ
の
六
祖
の
言
葉
に
対
し
雲
居
禅

師
の
境
地
か
ら
コ
メ
ン
ト
さ
れ
た
の

が「
須
ら
く
信
ず
べ
し
、
迷
う
時
は

三
界
城
〜
」
と
い
う
偈
頌（
げ
じ
ゅ
＝

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ガ
ー
タ
を
訳

し
た
も
の
で
宗
教
的
な
詩
を
言
い
ま

す
）
の
部
分
で
す
。

　

こ
れ
は
雲
居
和
尚
年
譜（
大
亀
本
）、

寛
永
14
年
の
項
に
記
録
さ
れ
る
雄
島

に
お
い
て
幽
霊
を
救
っ
た
際
に
、
こ

の
幽
霊
に
唱
え
ら
れ
た
詩
と
し
て
知

ら
れ
ま
す
。
雲
居
禅
師
は
こ
の
偈
頌

が
お
気
に
入
り
と
見
え
て
、
多
少
の

文
字
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
数
点
の

類
似
自
筆
資
料
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。「
迷
う
時
は
三
界
城
」
と
は
人

間
迷
い
の
ど
ん
底
に
あ
る
時
は
、
四

方
を
壁
で
回
ら
し
た
城
の
中
に
閉
じ

込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
の
意
。
天
界
も
地

獄
も
す
べ
て
善
悪
を
生
じ
る
心
の
中
に
あ
る
の
で
、

し
っ
か
り
こ
れ
を
調
え
な
さ
い
と
い
う
趣
旨
の
詩

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

署
名
の
瑞
龍
室
内
と
は
雲
居
禅
師
が
悟
渓
宗
頓

雲
居
希
膺
禅
師「
法
語
」

六
祖
大
鑑
禅
師
曰
く

自
性
平
等
、
衆
生
は
是
れ
佛

自
心
邪
険
な
れ
ば
佛
は
是
…

須
ら
く
信
ず
べ
し
、
迷
う
時
は
三
界
城
、

疑
う
こ
と
莫
れ
、
悟
り
て
後
は
十
方
空
な
り
、

天
堂
、
地
獄
、
他
土
に
非
ず

都（
す
べ
）
て
人
心
の
善
悪
中
に
在
り

花
園
寓
松
島
瑞
龍
室
内

希
膺（
花
押
）

　

六
祖
大
鑑
禅
師
と
は
達
磨
大
師
か
ら
数
え
て
六

番
目
の
祖
師
で
あ
る
慧
能
の
こ
と
。

　
「
自
性
平
等
衆
生
是
佛
自
心
邪
険
佛
是
」
は『
六

祖
大
師
法
寶
壇
經
』（
付
囑
第
十
）
か
ら
の
引
用

で「
自
性
平
等
衆
生
是
佛
、
自
性
邪
險
佛
是
衆
生
」

と
続
く
。
本
作
、
本
来
は「
是
」
の
後
に「
衆
生
」

が
入
る
筈
で
あ
る
が
書
き
損
じ
た
の
か
筆
を
文
字

の
途
中
で
止
め
て
い
ま
す
。

寺
庫
紹
介

（
８
ペ
ー
ジ
へ
）
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と
言
え
ま
す
。
ち
な
み
に
妙
心
寺
派
に
は
大
ま
か
に
４
つ
の
法
の
流
れ
が
あ

り
、
瑞
巌
寺
や
東
園
寺
は
悟
渓
禅
師
を
祖
と
す
る
東
海
派
に
属
す
。
遠
く
岐

阜
の
寺
院
が
雲
居
禅
師
を
頼
り
と
し
た
の
は
、
雲
居
禅
師
が
東
海
派
の
重
鎮

で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

陸
奥
国
塩
竈
松
島
図（
画
像
は
１
ペ
ー
ジ
）

佐
久
間
洞
巌　
（
さ
く
ま 
ど
う
が
ん
１
６
５
３
〜
１
７
３
６
）

　

佐
久
間
洞
巌
が
元
絵
を
描
い
た
塩
竈
松
島
図
。
享
保
戌
申
は
享
保
13
年

（
１
７
２
８
）
で
塩
竈
と
松
島
を
山
側
か
ら
描
く
鳥
瞰
図
は
こ
の
絵
の
構
図
を

踏
襲
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

佐
久
間
洞
巌
は
江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
儒
者
・
画
家
・
書
家
。
名
は

義
和
。
字
は
子
巌
。
号
の
洞
巌
で
知
ら
れ
ま
す
。
別
号
は
容
軒
・
太
白
山
人
。

幼
名
は
梅
之
助
。
通
称
は
彦
四
郎
。

洞
巌
は
仙
台
藩
の
国
史
の
作
成
に
関
わ
り
、
多
賀
城
碑
の
保
存
や
研
究
に
も

携
わ
っ
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
12
月
９
日
〜
11
日　

８
時
30
分
〜
17
時

拝
観
無
料

主
な
展
示
作
品

臨
済
禅
師
頂
相（
雲
居
希
膺
禅
師
賛
）、　

達
磨
画
賛（
雲
居
希
膺
禅
師
賛
）、

栽
松
道
人
、
猪
頭
和
尚
、
蜆
子
和
尚
三
幅
対（
大
愚
宗
築
賛
）
達
磨
画
賛（
大

愚
宗
築
賛
、
狩
野
興
碩
画
）、
一
行
書（
愚
堂
東
寔
禅
師
）、
法
語（
愚
堂
東
寔

禅
師
）

塩
竈
松
島
図
屏
風
２
双
、
塩
竈
図
屏
風
２
隻
、
陸
奥
国
塩
竈
松
島
図（
佐
久

間
洞
巌
）

他
、
江
戸
初
期
墨
蹟
と
塩
竈
松
島
絵
図
を
中
心
と
し
て
展
示
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

東
園
寺
・
寺
宝
展

近
世
墨
蹟
と
塩
竈
松
島
図
展




